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術
家
』
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一
七
八
九
年
）
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パ
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葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
－
一
八
〇
一
年
）
（
高
橋
）

は
じ
め
に
（
E
i
n
l
e
i
ｔ
ｕ
コ
ｇ
）

　
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
教
訓
詩
や
思
想
詩
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
と
の
関
連
は
、
独
文
学
上
に
お

け
る
今
迄
の
研
究
成
果
な
ら
ば
、
既
に
取
り
扱
っ
て
い
そ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
ペ
ツ
ォ
ル
ー
ド
著
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
」
（
一
八
九
六
年
一

九
七
年
）
で
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
エ
レ
ギ
ー
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
」
（
一
九
六

八
年
）
に
お
い
て
も
、
ハ
ラ
ー
の
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
（
一
七
三
四
年
）
や
ウ
ー
ツ
の
『
弁

神
論
』
（
一
七
五
五
年
）
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
シ
ラ
ー

の
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
や
『
芸
術
家
』
な
ど
と
の
関
連
へ
の
言
及
す
ら
見
い
出
さ
れ
な
い
。
例

え
ば
当
論
に
お
い
て
話
題
と
す
る
、
『
芸
術
家
』
第
六
六
句
以
下
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
二
一

七
句
と
に
共
通
す
る
「
楽
園
喪
失
」
の
こ
と
と
か
、
ま
た
「
松
明
を
か
ざ
す
者
」
と
「
若
さ
に
輝

く
ポ
リ
ュ
デ
ウ
ケ
ー
ス
の
姿
」
と
の
関
連
な
ど
が
、
残
念
な
が
ら
修
辞
上
の
言
葉
使
い
の
点
で
さ

え
、
両
研
究
と
も
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
な
の
で
あ
る
。

　
　
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
詩
想
展
開
を
理
解
す
る
上
で
、
筆
者
は
ま
ず
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス

ト
教
西
欧
と
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
、
シ
ラ
ー
の
『
芸
術
家
』
な
ど
十
八
世
紀
ド
イ

ツ
思
想
詩
と
の
結
び
っ
き
を
話
題
と
す
る
の
は
そ
の
後
と
な
っ
た
。
こ
の
点
で
は
筆
者
の
み
な
ら

ず
、
文
芸
学
上
に
お
け
る
在
来
の
研
究
成
果
に
お
い
て
も
、
主
眼
は
『
聖
書
』
や
古
典
詩
文
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
ハ
イ
ム
著
『
ロ
マ
ン
派
』
（
一
八
七
〇
年
）
で
解
さ
れ
た
様
な
、
「
ロ

マ
ン
派
詩
文
の
傍
系
」
と
し
て
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
像
も
今
な
お
根
強
い
の
で
、
『
ゲ
ン
と
葡
萄
酒
』

な
ど
の
抒
情
詩
が
、
ロ
マ
ン
主
義
と
の
係
わ
り
で
話
題
と
さ
れ
て
も
、
啓
蒙
期
の
成
果
と
言
え
る

『
芸
術
家
』
に
は
と
か
く
関
連
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
ヴ
ェ

ン
ト
著
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
シ
ラ
ー
』
（
一
九
二
九
年
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
芸
術
家
』
と
の
Ｉ

関
連
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
作
品
は
今
迄
、
主
に
初
期
抒
情
詩
の
讃
歌
類
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。
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剛
序
言
（
く
ｏ
ｒ
ｗ
ｏ
ｒ
ｔ
）

　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
詩
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
は
、
先
輩
シ
ラ
ー
の
労
作
に
内
容
上

お
よ
び
表
現
上
で
負
う
所
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
思
想
詩
の
中
央

部
に
お
い
て
［
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
］
（
第
五
五
句
）
の
「
神
々
の
昼
」
（
第
七
二
句
）

が
高
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
直
ち
に
シ
ラ
ー
の
『
ギ
リ

（
一
七
八
八
年
三
月
刊
）
が
考
え
併
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
り
、

『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
か
ら
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
へ
と
至
る
詩
心

　
と
こ
ろ
で
『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
三
月
刊
）
は
シ
ラ
ー
が
、
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』

刊
行
の
一
年
後
に
公
刊
し
た
思
想
詩
の
雄
篇
で
あ
り
、
当
時
の
シ
ラ
ー
抒
情
詩
歌
の
業

績
は
両
者
あ
い
ま
゛
つ
て
双
璧
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
両
作
品
は
相
互
に
補
い

合
い
、
シ
ラ
ー
の
目
指
し
た
詩
業
全
体
へ
と
開
か
れ
た
貴
重
な
両
眼
と
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
既
に
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
か
ら
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
へ
と
開
い
た
眺
望
に

加
え
て
、
更
に
『
芸
術
家
』
か
ら
も
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
へ
と
見
通
し
を
つ
け
て
ゆ
く

こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
こ
の
複
眼
で
以
て
シ
ラ
ー
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
ヘ
の
詩
想
展

開
を
辿
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
共
に
思
想
詩
で
も
、
一
方
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
は
悲
歌
風
の
短
調
で
あ
る
が
、
他

方
『
芸
術
家
』
は
威
風
堂
々
た
る
雄
弁
の
長
調
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
パ
ン
と
葡

萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
－
○
一
年
）
と
な
る
と
、
こ
の
様
な
短
調
と
長
調
と
の
両
方
の

明
暗
が
巧
み
に
織
り
成
さ
れ
つ
つ
、
幾
重
に
も
音
調
の
転
移
（
Ｗ
ｅ
ｃ
ｈ
ｓ
ｅ
ｌ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｏ
ｎ
ｅ
）
～

が
遂
行
さ
れ
、
言
わ
ば
思
想
詩
そ
の
も
の
が
語
る
通
り
、
「
悲
槍
か
つ
壮
麗
な

（
ｔ
ｒ
ａ
ｕ
ｒ
ｉ
ｇ
　
ｕ
乱
月
卿
耳
片
）
」
（
第
一
八
句
）
る
作
品
が
形
造
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
様
な
微
妙
な
心
の
裴
は
、
残
念
な
が
ら
シ
ラ
ー
の
思
想
詩
に
期
待
で
き
な
い
。
す

な
わ
ち
劇
作
上
の
才
能
に
恵
ま
れ
大
胆
な
問
題
提
起
で
人
を
驚
か
せ
た
シ
ラ
ー
で
は
あ

る
が
、
自
ら
切
り
開
い
た
劇
的
な
魂
の
動
揺
を
、
透
明
な
心
情
の
流
れ
へ
と
純
化
す
る

抒
情
の
才
に
は
余
り
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
確
か
に
シ
ラ
ー
の

ら
れ
た
も
の
で
は
な

神＼

一々･ﾀﾞ

に＞

（
一
七
八
九
年
七
月
十
四
日
）
が
、

え
て
い
た
の
で
あ
る
。

り
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
表
現
の
よ
う
に
練

の
魅
力
も
あ
る
。
例
え
ば
ヘ
ギ
リ
シ
ア
の

言
わ
ば
外
科
の
名
医
の
よ
う
に
大
胆

』
は
詩
人
が
良
し
と
す
る
所
で
以

そ
れ

i
会
政
治
上
の
特
筆
す
べ
き
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発

『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
や
『
芸
術
家
』
の
目
前
に
控

ぼ
三
部
構
成
（
Ｔ
ｒ
ｉ
ａ
ｄ
ｅ
）

　
　
『
芸
術
家
』
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
類
似
を
考
え
る
場
合
、
各
々
の
中
央
部
（
第

二
部
）
（
。
）
で
古
典
ギ
リ
シ
ア
芸
術
時
代
が
高
唱
さ
れ
て
い
る
点
が
ま
ず
留
意
さ
れ
る
。

他
方
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
で
は
ギ
リ
シ
ア
が
冒
頭
か
ら
話
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
『
芸
術
家
』
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
同
様
に
目
下
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
世
界
、
す
な

わ
ち
十
八
世
紀
啓
蒙
期
か
ら
始
め
、
し
か
も
両
者
と
も
に
当
の
西
欧
の
現
実
か
ら
、
古

典
ギ
リ
シ
ア
ヘ
と
至
る
止
み
難
い
心
の
動
静
に
着
眼
し
て
ゆ
く
。
更
に
ギ
リ
シ
ア
の
歌

わ
れ
た
後
に
再
び
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
現
在
へ
と
回
帰
し
、
未
来
を
指
す
の
も
、
『
パ

ン
と
葡
萄
酒
』
と
『
芸
術
家
』
に
共
通
の
詩
想
展
開
で
あ
る
。

　
蓋
し
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
場
合
、
第
三
部
で
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
世
界
は
、
第
二

部
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
光
輝
と
の
明
暗
の
下
に
陰
影
を
深
く
し
、
冒
頭
第
一
部
の
西
欧



の
現
実
と
は
相
当
に
色
合
い
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
『
芸
術
家
』
の
場
合
、

第
一
部
と
第
三
部
と
は
、
中
央
に
第
二
部
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
を
挟
ん
で
は
い
る
も
の
の
、

実
質
上
余
り
大
き
な
相
違
を
示
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
『
芸
術
家
』
の
第
三
部
は
第
一

部
と
基
調
を
異
に
せ
ず
共
に
長
調
で
高
ら
か
に
謳
わ
れ
て
い
る
た
め
、
『
パ
ン
と
葡
萄

酒
』
第
三
部
の
よ
う
に
第
一
部
か
ら
見
事
に
色
調
が
転
移
し
た
妙
が
見
ら
れ
な
い
と
言

え
る
。
故
に
シ
ラ
ー
の
作
品
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
軍
隊
行
進
曲
風
の
単
調
さ
が
、

『
芸
術
家
』
に
も
免
れ
難
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
十
八
世
紀
啓
蒙
期
に
お
け
る
西
欧
人
を
『
芸
術
家
』
で
は
、
始
め
か
ら
「
時
の
完
熟

せ
し
息
子
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｆ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｈ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
」
（
第
六
句
）
と
積
極
的
に
肯
定
し
、
声

高
ら
か
に
歌
い
出
さ
れ
た
雄
弁
な
詩
句
は
、
次
第
に
教
訓
詩
（
に
ぼ
巳
８
　
ぼ
品
）
の

性
格
を
濃
く
し
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
思
索
が
反
問
を
繰
り
返
し
つ
つ
う
ね
る
思
想
詩

（
（
ｊ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
ｒ
ｉ
ｋ
）
な
ら
で
は
の
醍
醐
味
に
『
芸
術
家
』
は
欠
け
る
と
言
え
る
。
端

的
に
云
え
ば
、
『
芸
術
家
』
は
光
明
に
満
ち
て
は
い
る
も
の
の
、
他
方
で
啓
蒙
期
を
厳

し
く
「
乏
し
き
時
代
（
ｄ
ｉ
ｉ
ｒ
ｆ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
」
（
第
一
二
二
句
）
と
短
調
で
規
定
し
同
時
に

「
西
欧
の
果
実
（
Ｆ
ｒ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
）
Ｊ
（
第
一
五
〇
句
）
と
長
調
で
掴
み
直
す

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
三
部
の
様
な
濃
淡
の
細
や
か
さ
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。

　
但
し
『
芸
術
家
』
第
三
部
は
、
第
一
部
の
焼
き
直
し
で
は
な
い
。
基
調
は
変
わ
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
第
一
部
が
往
相
と
す
る
と
、
第
三
部
は
還
相
と
な
る
。
例
え
ば
、
「
美

の
曙
光
な
す
門
を
通
り
て
の
み
（
Ｎ
ｕ
ｒ
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｍ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｈ
ｏ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
巳

汝
は
踏
み
い
る
認
識
の
国
土
へ
　
（
ｄ
ｒ
ａ
ｎ
ｇ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ｕ
　
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｔ
ｎ
ｉ
Ｃ
　
Ｌ
ａ
乱
・
）
」

（
第
三
四
句
－
第
三
五
句
）
と
、
第
一
部
で
は
「
美
」
か
ら
「
（
学
知
）
認
識
」
へ
と
突

き
抜
け
る
往
相
が
言
明
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
他
方
の
第
三
部
で
は
「
学
知
（
認
識
）

が
美
へ
と
円
熟
し
（
w
ｅ
ｎ
ｎ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｗ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
　
ａ
ｆ
ｔ
｡
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
　
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｚ
ｕ
ｇ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉ
ｆ
ｅ
ｔ
）
’

芸
術
作
品
へ
と
高
貴
化
さ
れ
る
（
ｚ
ｕ
m
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
w
ｅ
ｒ
ｋ
　
w
ｉ
ｒ
ｄ
　
ｇ
ｅ
乱
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｓ
ｅ
ｙ
ｎ
）
」
（
第

四
〇
四
句
－
第
四
〇
五
句
）
と
還
相
が
表
わ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
洽
々
と
溢
れ
出
で
た
第

一
部
の
詩
想
は
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
と
同
様
に
、
第
三
部
に
お
い
て
回
帰
す
る
こ
と

に
な
る
。

三
（
３
）

『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
－
一
八
〇
一
年
）
（
高
橋
）

　
　
Ｗ
ｉ
ｅ
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｉ
ｎ
　
ｓ
ｉ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
　
ｍ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｈ
ｌ
ｅ
ｎ

Ｍ
　
　
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
w
ｅ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
　
ｌ
ｉ
ｅ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｂ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
｡

　
　
w
ｉ
ｅ
　
ｓ
ｉ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
　
Ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
ｂ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｈ
ｌ
ｅ
ｎ

　
　
ｚ
ｅ
ｒ
ｒ
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
　
ｉ
ｎ
　
ｄ
ａ
ｓ
　
w
ｅ
ｉ
Ｂ
ｅ
に
ｏ
耳
‥

　
　
あ
た
か
も
七
条
の
柔
和
な
光
へ
と

四
盆
　
一
条
の
白
色
光
が
優
し
く
砕
け
る
よ
う
に
、

　
　
あ
た
か
も
七
色
の
虹
の
光
が

　
　
飛
散
し
て
一
条
の
白
色
光
と
な
る
よ
う
に
、

　
　
　
（
『
芸
術
家
』
第
四
七
四
句
－
第
四
七
七
句
）

全
四
八
一
句
に
亘
る
長
詩
の
終
結
部
を
飾
る
こ
の
様
な
光
の
屈
折
の
比
喩
で
以
て
、

『
芸
術
家
』
全
体
の
詩
想
展
開
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

倒
ギ
リ
シ
ア
（
Ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ヨ
）

　
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
と
の
間
で
際
立
つ
明
暗
は
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』

に
お
い
て
顕
著
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
芸
術
家
』
の
場
合
に
は
当
の
明
暗
が
殺

が
れ
、
他
方
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ア
と
西
欧
と
の
類
縁
の
側
面
が
前
方
に
押
し
出
さ
れ
て
来

る
。
こ
の
縁
の
結
び
目
が
「
自
然
の
主
（
Ｈ
ｅ
ｒ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
）
」
（
第
一
〇
句
）
た
る

「
芸
術
家
（
Ｋ
ｉ
ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ｌ
ｅ
ｒ
）
」
と
し
て
の
「
人
間
９
［
の
Ｍ
Ｉ
］
」
（
第
一
句
）
で
あ
る
。
他

方
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
は
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
と
同
様
に
、
こ
の
両
者
の
結
び
付

き
が
『
芸
術
家
』
で
の
よ
う
に
楽
観
的
見
通
し
の
下
に
承
認
さ
れ
得
ず
、
む
し
ろ
双
方

の
矛
盾
相
克
は
亀
裂
を
深
く
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
但
し
こ
の
自
己
省
察
の
増
蝸
の
只
中

に
お
い
て
も
、
な
お
何
ら
か
の
西
欧
と
ギ
リ
シ
ア
と
の
繋
ぎ
目
が
渇
望
さ
れ
る
。
例
え

ば
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
な
ら
、
こ
の
結
節
点
が
空
無
の
中
観
と
し
て
「
現
わ
れ
（
ｅ
ｒ
-

ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｅ
ｎ
ｅ
ｎ
）
辻
（
第
一
’
二
九
句
）
・
か
つ
「
消
え
た
（
ｓ
ｃ
ｈ
w
ａ
乱
）
」
（
第
一
三
〇
句
）
と
歌
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回

　
　
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
♂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
％
　
・
・
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
♂
　
　
　
　
　
　
『
　
『
－

　
　
収
一
八
〇
〇
年
刊
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
再
稿
、
第
ヱ
ハ
節
、
第
二
一
七
句
以
下
　
　
　
　
と
対
話
す
べ
く
古
典
と
し
て
受
容
さ
れ
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
結
句
二
句
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
▽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
キ
リ
ス
ト
（
Ｃ
ｈ
ｒ
i
ｓ
ｔ
ｕ
ｓ
）

か
く
し
て
古
典
造
形
が
仮
象
（
？
ぼ
昨
）
な
す
詩
歌
象
徴
と
し
て
、
「
現
実
の
生
」
に
　
　
　
　
　
世
間
の
通
過
儀
礼
上
に
お
い
て
冠
婚
葬
祭
で
話
題
と
な
る
な
ら
ば
恐
ら
く
無
縁
で
あ

超
然
と
起
立
す
る
。
蓋
し
こ
の
姿
勢
は
、
逆
に
現
実
の
生
に
迫
り
こ
の
内
実
を
変
革
す
　
　
　
　
る
が
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
シ
ラ
ー
自
身
の
心
の
拠
り
所
を
敢
て
キ
リ
ス
ト
と
し
て
問
う

る
よ
う
な
悲
劇
性
を
孕
ま
ず
、
言
わ
ば
彼
岸
に
泡
の
如
く
罪
な
き
牧
歌
風
ギ
リ
シ
ア
を

「
歌
曲
の
妖
精
の
国
（
『
・
害
に
乱
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｌ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
』
^
"
'
」
と
し
て
招
来
す
る
。
こ
の
様
に

シ
ラ
ー
の
解
決
は
、
『
芸
術
家
』
の
よ
う
な
現
状
肯
定
に
せ
よ
、
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』

再
稿
の
よ
う
な
現
実
に
対
す
る
諦
観
に
せ
よ
、
共
に
晴
が
ま
し
い
性
格
を
拭
い
去
れ
な

い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
晴
や
か
な
牧
歌
風
ギ
リ
シ
ア
を
招
来
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
西
欧
キ
リ

ス
ト
者
の
魂
の
淵
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
当
の
明
朗
さ
に
も
味
わ
い
深
さ
が
加
わ
る
こ

と
に
な
る
。
例
え
ば
『
芸
術
家
』
第
一
部
で
「
後
の
光
明
へ
の
復
帰
は
感
性
の
難
路
を

辿
り
官
ｎ
ｅ
　
ｓ
ｐ
ａ
ｔ
ｅ
　
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｈ
ｒ
　
ｚ
ｕ
m
口
３
　
芯
ぺ
ａ
ｕ
ｆ
　
ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｒ
e
m
　
Ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
ｐ
ｆ
乱
）
」

（
第
六
八
句
－
第
六
九
句
）
と
歌
わ
れ
た
り
す
る
詩
節
、
ま
た
第
二
部
終
結
近
く
で

「
憂
慮
に
怯
え
、
戦
き
に
充
ち
た
合
唱
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｅ
ｒ
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
　
Ｃ
ｈ
ｏ
ｒ
）
」
（
第

三
四
六
句
）
が
言
及
さ
れ
る
箇
所
な
ど
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
様
な
「
感
性
の
難
路
」

と
か
「
憂
慮
」
の
現
実
を
礎
と
し
て
、
初
め
て
明
朗
な
牧
歌
風
ギ
リ
シ
ア
世
界
が
そ
の

な
ら
ば
話
は
別
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
。
で
、
こ
の
心
の
拠
り
所
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
は

『
芸
術
家
』
の
場
合
、
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
初
稿
で
の
よ
う
に
（
神
聖
な
る
野
蛮
人

９
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ａ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
）
～
」
と
直
に
名
指
し
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
前
述
し

た
「
憂
慮
に
怯
え
、
戦
き
に
充
ち
た
合
唱
」
の
様
に
西
欧
意
識
裏
で
魂
の
暗
い
淵
が
覗

く
折
に
、
正
に
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
は
居
合
わ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
当
の

「
合
唱
」
は
十
字
架
キ
リ
ス
ト
像
を
拝
む
教
会
堂
の
中
に
見
い
出
さ
れ
、
こ
う
言
っ
た

「
憂
慮
」
と
「
戦
き
」
の
場
は
シ
ラ
ー
に
と
り
「
現
世
の
重
き
幻
像
（
ｄ
ｅ
ｓ

Ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
　
／
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｕ
ｍ
ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
）
（
。
）
」
と
映
じ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
他
方

の
「
理
想
の
国
（
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ａ
ｌ
ｅ
ｓ
　
Ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
）
（
。
）
」
は
神
域
と
し
て
、
芸
術
の
古
里
ギ
リ
シ

ア
に
範
例
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
脈
絡
で
キ
リ
ス
ト
が
宥
和
と
救
済
の
要
と
な
る
な
ら
ば
、
自
ず
と
そ
れ
は
『
パ

ン
と
葡
萄
酒
』
で
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
よ
う
な
神
域
に
属
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
が
、
神
人
キ
リ
ス
ト
を
明
確
に
「
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
」
の
仲
間
に
数
え
入
れ



る
こ
と
は
後
世
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
独
創
で
あ
っ
て
、
先
輩
シ
ラ
ー
の
思
い
及
ば
ざ
る
所

で
あ
っ
た
。
し
か
し
神
域
な
す
「
理
想
の
国
」
と
現
実
の
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
と
を
繋
ぐ

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
中
観
キ
リ
ス
ト
像
、
例
え
ば
そ
の
終
結
部
に
お
い
て
「
松
明
を

か
ざ
す
至
高
者
の
息
子
（
Ｆ
ａ
ｋ
ｅ
ｌ
ｓ
ｃ
ｈ
　
w
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
　
／
　
Ｓ
ｏ
ｈ
ｎ
）
」
（
第
一
五

五
句
－
第
一
五
六
句
）
と
し
て
彼
岸
か
ら
此
岸
を
指
し
て
現
わ
れ
る
キ
リ
ス
ト
像
へ
と

結
実
す
る
詩
想
の
端
初
な
ら
ば
、
既
に
『
芸
術
家
』
第
二
五
〇
句
以
下
に
現
わ
れ
る

「
ポ
リ
ュ
デ
ウ
ケ
ー
ス
の
姿
（
Ｐ
ｏ
ｌ
ｌ
ｕ
ｘ
ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
）
'
＾
0
）
」
（
第
二
五
一
句
）
に
具
現
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

言
｛
｝
ａ
　
ｚ
ｅ
ｉ
ｇ
ｔ
ｅ
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
m
i
ｔ
　
ｕ
ｍ
ｇ
ｅ
ｓ
ｔ
ｕ
ｒ
ｚ
ｔ
e
m
　
Ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
｡

　
　
ａ
ｎ
　
Ｋ
ａ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
　
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｌ
ｅ
ｈ
ｎ
ｔ
｡
　
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｂ
ｌ
ｕ
ｈ
ｅ
ｎ
ｄ
　
Ｐ
ｏ
ｌ
ｌ
ｕ
ｘ
ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
;

一
吾
　
そ
こ
に
示
さ
れ
た
の
は
逆
し
ま
に
し
た
（
松
明
の
）
光
を
手
に
、

　
　
カ
ス
ト
ー
ル
に
寄
り
か
か
る
、
若
さ
に
輝
く
ポ
リ
ュ
デ
ウ
ケ
ー
ス
の
姿
。

　
　
　
（
『
芸
術
家
』
第
二
五
〇
句
－
第
二
五
一
句
）

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
話
上
、
弟
ポ
リ
ュ
デ
ウ
ケ
ー
ス
は
神
々
の
如
く
不
滅
と
な
り
得
た

折
に
、
死
ん
だ
兄
カ
ス
ト
ー
ル
ヘ
と
自
ら
の
不
死
性
を
半
分
譲
り
渡
た
し
、
「
至
高
者
」

ゼ
ウ
ス
の
「
息
子
」
と
し
て
兄
弟
仲
良
く
半
死
半
生
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
「
若

さ
に
輝
く
ポ
リ
ュ
デ
ウ
ケ
ー
ス
の
姿
（
ｔ
ｏ
回
み
巨
）
」
は
、
神
と
人
と
の
繋
ぎ
目
と

し
て
、
人
間
が
神
域
へ
と
回
帰
で
き
得
る
よ
う
に
と
受
難
し
た
神
人
キ
リ
ス
ト
の
姿
を

誘
う
こ
と
に
な
り
、
実
際
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
終
結
部
の
キ
リ
ス
ト
像
に
そ
の
残
影
を

残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
『
芸
術
家
』
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
目
下
の
現
実
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
の
「
人
間
」

た
る
「
芸
術
家
」
に
全
幅
の
信
頼
を
置
い
て
お
り
、
こ
の
自
然
本
性
を
越
え
た
彼
方
か

ら
の
他
力
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
故
に
人
性
の
根
源
か
ら
の
遠
離
と
そ
こ
へ
の
再
帰
も
、

当
の
自
然
本
性
に
則
っ
て
理
解
さ
れ
る
。

五
（
５
）

『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
一
一
八
〇
一
年
）
（
高
橋
）

器哭器哭

f
ｅ
ｒ
ｎ
　
d
a
m
m
ｒ
ｅ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
　
ｉ
ｎ
　
ｅ
ｕ
ｅ
ｒ
m
　
Ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
r
ｅ
ｌ

ｄ
ａ
ｓ
　
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
Ｊ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｔ
　
ｐ
μ
｛
゛

彼
方
に
は
既
に
白
み
始
め
、
汝
ら
芸
術
家
の
心
を
鏡
に

来
た
る
べ
き
世
紀
が
立
ち
昇
る
の
だ
。
’

　
（
『
芸
術
家
』
第
四
六
八
句
－
第
四
六
九
句
）

あ
く
ま
で
自
力
甦
生
を
目
指
す
『
芸
術
家
』
の
基
調
は
、
そ
の
終
結
部
に
お
け
る
光
の

プ
リ
ズ
ム
の
詩
歌
象
徴
が
こ
れ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
前
述
の
如
く

「
一
条
の
白
色
光
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
w
ｅ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
　
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
）
」
か
ら
分
散
し
て
「
虹
の
七
色

（
ｓ
ｉ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
　
Ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
ｂ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｈ
ｌ
ｅ
ｎ
）
Ｊ
が
で
き
、
再
び
こ
の
多
様
が
透
明
な
白
色
光
の

一
者
へ
と
回
帰
す
る
物
理
自
然
上
の
光
と
の
類
似
で
以
て
、
存
在
全
体
の
生
命
圏
が
象

徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ゴ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
・
・
●

　
す
る
と
キ
リ
ス
ト
の
神
言
の
よ
う
に
目
に
見
え
ぬ
精
神
の
光
が
射
し
こ
む
余
地
は

『
芸
術
家
』
に
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
物
理
自
然
の
圏
内
に
閉
じ
た
現
存
了

解
で
存
在
全
体
を
被
っ
て
し
ま
う
無
理
が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
芸
術
家
』

全
体
を
貫
く
止
み
難
い
理
念
追
求
の
気
迫
は
、
こ
の
物
理
自
然
の
圏
内
を
突
き
破
り
精

神
の
光
を
渇
望
し
て
い
る
。
但
し
ゲ
ー
テ
の
『
フ
″
ウ
ス
ト
』
に
も
見
ら
れ
る
当
の
理

想
主
義
が
高
邁
（
ｉ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
ｆ
ｌ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
乱
）
と
な
り
、
「
高
み
へ
と
落
ち
こ
む
（
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｈ
ｏ

ｈ
ｅ

ｆ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
已
（
ざ
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
何
ら
か
彼
岸
か
ら
の
働
き
か
け
が
「
永
遠
の
女

性
（
Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｅ
ｗ
i
g
-
Ｗ
ｅ
ｉ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
）
'
ざ
に
せ
よ
、
或
い
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
終
結
部
の

㈲
創
造
の
終
結
（
く
ｏ
＝
ｅ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆ
ｕ
ｎ
ｇ
）

　
確
か
に
『
芸
術
家
』
も
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
神
話
世
界
を
抜
き
に

し
て
は
考
え
難
い
が
、
し
か
し
同
時
に
『
聖
書
』
の
神
観
を
も
無
視
す
る
わ
け
に
ゆ
か

な
い
。
殊
に
後
者
は
詩
想
展
開
に
お
い
て
言
葉
少
な
に
時
折
話
題
と
な
る
に
過
ぎ
な
い



六
（
６
）

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
（
一
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

が
、
但
し
作
品
全
体
に
は
こ
の
寡
黙
の
重
鎮
が
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
働
い
て

い
る
点
を
見
逃
せ
な
い
。
例
え
ば
既
に
述
べ
た
神
人
キ
リ
ス
ト
と
並
ん
で
、
注
目
す
べ

き
は
『
聖
書
』
に
言
う
「
父
（
べ
ｉ
零
）
Ｒ
）
」
な
る
「
創
造
主
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｆ
ｅ
乱
乙
「
Ｕ
」

で
あ
る
。

交心

A
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ｅ
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Ｅ
ｒ
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ｅ
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m
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Ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
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ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
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ｖ
ｅ
ｒ
w
ｉ
ｅ
Ｂ
｡

割
　
ａ
ｌ
ｓ
　
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
　
H
i
m
m
l
i
ｓ
ｃ
ｈ
　
ｅ
ｎ
　
ｉ
ｈ
ｒ
　
Ａ
ｎ
ｔ
l
i
ｔ
ｚ
　
ｖ
目
i
h
m
　
w
ａ
ｎ
ｄ
ｔ
ｅ
ｎ

4:j交

創
造
主
が
自
ら
の
面
前
か
ら

人
間
を
死
す
べ
き
身
へ
と
追
放
し
、

割
　
神
々
が
面
を
人
間
か
ら
背
け
た
時
、

　
　
　
（
『
芸
術
家
』
第
六
六
句
－
第
七
〇
句
）

一
一
天

一
一

ｉヨ

一

一
天

一
一

二Eヨ

A
ｕ
ｆ
w
ａ
ｒ
ｔ
ｓ
　
ｓ
ｔ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
　
ｓ
ｉ
ｅ
　
ａ
ｌ
ｌ
｡

･
：

Ａ
ｌ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｇ
ｅ
w
ａ
ｎ
ｄ
ｔ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
｡

天
上
へ
と
神
々
が
全
て
去
り
、
・
：

父
が
面
を
人
間
た
ち
か
ら
背
け
た
時
（
1
5
）
、

　
（
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
二
一
六
句
以
下
）

此
所
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
か
ら
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
が
『
芸
術
家
』
を
踏
ま
え
て

い
る
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
、
し
か
も
両
者
と
も
同
じ
楽
園
（
ｔ
旨
乱
ぽ
）
追
放
の
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
但
し
楽
園
喪
失
も
そ
れ
に
先
立
つ
天
地
創
造
も
『
芸
術
家
』
の

場
合
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
芸
術
時
代
の
成
立
以
前
に
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
が
、
他
方

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
は
天
地
自
然
も
楽
園
天
国
も
両
者
と
も
に
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ

ア
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
場
合
に
楽
園
喪
失
は
同
時
に
、
神
人

キ
リ
ス
ト
の
受
難
と
神
の
死
に
よ
る
楽
園
ギ
リ
シ
ア
の
終
結
（
失
楽
園
）
と
宥
和
（
楽

園
ギ
リ
シ
ア
の
完
成
）
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
は
神
人
キ
リ
ス
ト
の
死
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
楽
園
喪
失
の
意
味
に
深
い
陰
影
が
宿
り
、
し
か
も
楽
園
ギ
リ
シ
ア
は
過
去
の

死
圏
へ
古
典
と
し
て
遠
の
き
、
彼
岸
に
パ
ル
テ
ノ
ー
ン
神
殿
さ
な
が
ら
に
厳
然
と
聳
え

る
の
で
あ
る
が
、
他
方
『
芸
術
家
』
で
は
「
創
造
」
の
根
源
か
ら
乖
離
し
た
に
も
拘
わ

ら
ず
、
死
す
べ
き
「
人
間
」
は
「
芸
術
家
」
と
し
て
新
た
な
「
創
造
」
へ
と
向
か
う
道

を
保
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
様
は
二
段
構
え
と
な
っ
て
お
り
、
『
芸
術
家
』
で
シ
ラ
ー

は
「
最
初
の
創
造
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆ
ｕ
ｎ
ｇ
）
」
（
第
一
三
八
句
）
が
「
（
直
接
）
自
然

か
ら
誕
生
し
た
最
初
の
芸
術
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
　
ａ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
）
」
（
第
一
五
三

句
）
と
し
て
芽
生
え
た
あ
と
、
更
に
古
典
芸
術
が
（
よ
り
高
き
第
二
の
芸
術
官
ｎ
ｅ

ｚ
w
ｅ
ｙ
ｔ
ｅ
　
ｈ
ｏ
ｈ
'
ｒ
ｅ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
）
」
（
第
一
五
五
句
）
と
し
て
花
開
き
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
造
形

の
如
き
様
式
美
へ
と
円
熟
す
る
旨
を
述
べ
る
。
か
く
し
て
芸
術
創
作
に
よ
り
「
後
の
光

明
へ
の
復
帰
は
感
性
の
難
路
を
辿
り
」
（
第
六
八
句
－
第
六
九
句
）
　
つ
つ
成
就
さ
れ
、

竟
に
は
「
一
条
の
光
明
の
流
れ
の
中
へ
回
帰
す
る
（
m
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ｏ
ｈ
ｍ
　
ｄ
ｅ
ｓ
に
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ

～
ｒ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
!
）
／
」
（
最
終
句
・
第
四
八
一
句
）
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
如
く
『
芸
術
家
』
で
は
、
こ
の
様
な
物
理
自
然
上
の
光
の
屈
折
に
象
徴
さ
れ

る
一
者
へ
の
回
帰
が
作
品
を
締
め
括
り
、
「
創
造
」
の
終
結
が
希
望
に
満
ち
た
実
現
待

望
の
下
に
楽
観
視
さ
れ
る
。
勿
論
「
感
性
の
難
路
を
辿
り
後
の
光
明
へ
の
復
帰
は
」
実

現
さ
れ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
余
り
に
人
性
の
将
来
の
可
能
性
に
対
し
楽
観
展
望
の
下

に
あ
る
の
で
、
希
望
と
絶
望
と
の
両
極
を
微
妙
に
た
ゆ
と
う
心
の
揺
れ
が
、
『
芸
術
家
』

の
詩
想
展
開
に
は
期
待
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
此
所
に
は
、
人
間
の
真
摯
な

言
わ
ば
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
努
力
に
対
し
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
人
間
の
善
性
へ
の
期
待
が

色
濃
く
長
調
と
し
て
現
わ
れ
て
お
り
（
1
6
）
ｘ
　
こ
の
明
朗
な
長
調
の
響
き
に
徹
し
切
れ
な
い

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
詩
想
展
開
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



　
一
方
へ
と
徹
し
切
れ
な
い
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
詩
想
は
、
人
間
を
性
悪
と
も
性
善

と
も
決
め
難
い
言
わ
ば
絶
望
と
希
望
と
の
両
極
を
た
ゆ
た
い
、
目
下
の
現
実
を
「
乏
し

き
時
代
（
ｄ
ｉ
ｉ
ｒ
Ｒ
ｇ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
Ｊ
で
あ
る
と
同
時
に
「
西
欧
の
果
実
（
Ｆ
ｒ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｓ
-

ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
）
」
と
し
て
複
眼
で
見
据
え
、
両
者
の
中
観
を
独
自
な
音
調
の
転
移
に
よ
る
明

暗
で
以
て
探
求
す
る
。
「
創
造
」
の
終
結
と
は
シ
ラ
ー
の
言
う
如
く
「
光
明
へ
の
復
帰
」

な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
復
帰
」
が
努
力
（
Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｂ
ｅ
已
の
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
な
い
点

を
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
は
留
意
し
、
真
摯
な
努
力
の
筋
を
継
承
し
て
「
至
福
な
る
ギ
リ

シ
ア
」
を
理
念
追
求
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
様
な
彼
方
を
目
指
す
心
の
淵
に
お
い

て
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
か
ら
現
実
の
生
者
を
指
す
キ
リ
ス
ト
像
が
「
松
明
を
か

ざ
す
者
」
（
第
一
五
五
句
）
と
し
て
、
あ
た
か
、
も
重
力
の
如
く
降
り
来
た
り
、
究
極
に

お
け
る
「
創
造
」
の
終
結
な
す
「
光
明
へ
の
復
帰
」
を
密
や
か
に
予
感
さ
せ
る
の
で
あ

る
。

㈲
美
神
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
（
Ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｉ
ａ
　
Ａ
ｐ
ｈ
ｒ
ｏ
ｄ
ｉ
ｔ
ｅ
）

　
巷
の
恋
歌
が
目
先
の
歓
楽
の
母
「
キ
ュ
テ
レ
イ
ア
女
神
ウ
ェ
ヌ
ス
　
（
が
～
・

９
訃
・
諮
乙
（
Ｕ
）
を
讃
え
る
の
に
対
し
、
た
と
え
「
人
間
」
に
踏
み
留
ま
ろ
う
と
玉
）
、

『
芸
術
家
』
の
詩
歌
象
徴
で
高
唱
さ
れ
る
の
は
、
天
体
（
ウ
ー
ラ
ノ
ス
）
の
諧
調
を
司

る
「
美
神
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
と
し
て
（
ａ
ｌ
ｓ
　
Ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｉ
ａ
）

Ｊ
（
第
四
三
六
句
）
の
「
優
し
き

キ
ュ
プ
リ
ア
ー
女
神
ア
プ
ロ
デ
ィ
ー
テ
ー
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｓ
ａ
ｎ
ｆ
ｔ
ｅ
　
Ｃ
ｙ
ｐ
ｒ
ｉ
ａ
）
Ｊ
（
第
四
三
三
句
）

で
あ
り
、
こ
れ
が
天
地
創
造
の
精
華
で
あ
る
。
こ
こ
で
瞬
時
に
燃
え
る
藁
火
の
如
き
情

念
に
係
わ
る
色
恋
の
女
神
か
ら
目
を
転
じ
、
恒
常
的
な
星
辰
の
運
行
に
神
性
を
確
か
め

る
静
観
は
、
典
雅
沈
静
な
す
古
典
ギ
リ
シ
ア
精
神
と
の
親
近
を
物
語
る
。
直
接
シ
ラ
ー

自
身
が
一
七
八
九
年
二
月
九
日
ケ
ル
ナ
ー
宛
書
簡
で
述
べ
た
、
『
芸
術
家
』
の
主
題

「
真
理
と
人
倫
を
美
に
包
む
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｈ
ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｕ
ｎ
ｅ
r
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｕ
乱
Ｓ
ｉ
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ

ｉ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）
^
"
）
」
に
相
応
し
く
、
真
理
と
人
倫
の
尊
厳
に
恥
じ
ぬ
優
美
の
女

神
ア
プ
ロ
デ
ィ
ー
テ
ー
が
、
「
畏
怖
と
壮
麗
の
女
神
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｆ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
ｔ
ｂ
ａ
ｒ

ｈ
ｅ
ｒ
ｒ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｉ
ａ
）
!
（
第
五
九
句
）
と
し
て
召
喚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

七
（
７
）

『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
－
一
八
〇
一
年
）
（
高
橋
）

　
あ
ら
ゆ
る
認
識
が
美
の
曙
光
を
浴
び
、
そ
の
成
果
が
学
知
と
し
て
竟
に
は
芸
術
作
品

へ
と
円
熟
す
る
。
こ
の
学
術
行
為
の
守
護
神
が
ウ
ー
フ
ニ
ア
ー
美
神
ア
プ
ロ
デ
ィ
ー
テ
ー

で
あ
る
。
か
く
気
長
な
学
芸
に
は
、
数
行
で
終
わ
る
歌
曲
で
は
覚
束
な
い
。
む
し
ろ
1
1
1

然
と
大
交
響
曲
を
想
わ
せ
る
『
芸
術
家
』
の
如
き
長
詩
が
勤
勉
の
労
作
と
し
て
望
ま
れ

る
。
つ
ま
り
一
瞬
の
悟
達
が
作
品
に
結
晶
す
る
の
で
は
な
く
、
倦
ま
ず
弛
ま
ず
努
力
す

る
人
倫
の
偉
容
（
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
ｓ
ｉ
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｒ
ｏ
Ｂ
ｅ
）
（
1
9
）
に
こ
そ
、
真
理
の
明
鏡
は
映
し
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　
　
Ｎ
ｕ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
Ｅ
ｒ
ｎ
ｓ
ｔ
｡
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｋ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
1
ぐ
ｌ
ｕ
ｈ
ｅ
　
ｂ
ｌ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｔ
｡

　
　
Ｋ
ａ
ｕ
ｓ
ｃ
ｎ
ｔ
　
ａ
ｅ
ｒ
　
ｗ
ａ
ｉ
ｉ
ｒ
ｌ
ｉ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｔ
ｉ
ｅ
ｔ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｃ
ｋ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ｏ
ｒ
ｎ
｡

　
　
Ｋ
「
ｕ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｉ
ｓ
ｅ
ｌ
ｓ
　
ｓ
ｃ
ｈ
　
w
ｅ
ｒ
e
m
　
Ｓ
ｃ
ｈ
　
了
同
円
宅
恥
ぷ
江

八
０
　
　
　
Ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
1
く
I
a
ｒ
m
o
ｒ
ｓ
　
ｓ
ｐ
ｒ
ｏ
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｋ
ｏ
ｒ
ｎ
.

　
　
如
何
な
る
労
苦
を
も
恐
れ
ぬ
真
摯
に
対
し
て
の
み
、

　
　
洞
々
と
真
理
の
深
く
隠
さ
れ
た
泉
が
溢
れ
、

　
　
繋
刃
の
重
々
し
い
打
撃
に
の
み
応
え
て
怯
む
の
だ
、

八
つ
　
大
理
石
の
粗
い
岩
肌
も
（
2
0
）
。

　
　
　
（
『
理
想
と
人
生
』
第
七
七
句
―
第
八
〇
句
）

．
此
所
に
ド
イ
ツ
の
教
訓
詩
（
に
冨
聴
訃
訂
凛
）
や
思
想
詩
（
（
ｊ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
ｒ
ｉ
ｋ
）
を
貫

　
く
基
調
が
現
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
フ
″
ウ
ス
ト
』
第
一
七
九
六
切
に
言
う
「
北
欧

　
人
の
堅
忍
不
抜
（
Ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｎ
ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
ｓ
　
Ｄ
ａ
ｕ
'
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）
'
"
'
Ｊ
が
骨
の
折
れ
る
労
働
の
産
物

　
と
な
り
、
年
金
生
活
階
級
や
門
閥
の
如
く
既
に
所
与
の
取
分
か
瞬
時
に
霊
感
の
よ
う
に

　
作
動
す
る
の
で
は
な
く
、
詩
想
の
円
熟
を
求
め
て
思
索
を
練
り
、
表
現
に
到
ら
ん
と
し

　
て
稿
を
改
め
る
積
み
重
ね
が
、
あ
た
か
も
勤
労
を
貴
ぶ
市
民
生
活
の
日
常
に
お
け
る
地

　
道
な
一
歩
一
歩
に
似
た
大
海
亀
の
如
き
歩
み
を
推
し
進
め
る
の
で
あ
る
。

　
色
恋
の
神
ク
ピ
ー
ド
ー
に
射
抜
か
れ
た
様
な
気
粉
れ
な
束
の
間
の
燃
焼
で
は
な
く
、



八
（
８
）

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
（
一
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

静
か
に
着
実
に
燃
え
続
け
る
オ
リ
ュ
ム
ピ
ア
の
聖
火
の
如
く
持
続
す
る
心
の
燈
火
が
う

ち
守
る
魂
に
こ
そ
、
抒
情
表
現
は
思
想
へ
と
高
ま
り
（
2
2
）
、
美
は
真
理
を
包
み
牛
ユ
プ
リ

ア
ー
女
神
は
天
諧
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
と
な
る
。
『
芸
術
家
』
の
目
指
す
認
識
は
、
か
く
持

久
力
も
ち
生
成
す
る
学
知
で
あ
り
、
既
に
予
め
図
面
に
描
か
れ
た
宇
宙
の
設
計
図
の
模

写
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
時
間
軸
に
形
造
ら
れ
る
言
わ
ば
音
楽
の
響
き
に
似
た
意

越
え
た
外
夷
に
根
を
張
り
、
こ
の
自
然
の
調
和
を
伝
え
る
古
典
芸
術
を
偶
像
と
し
て
破

壊
し
た
史
実
が
、
念
頭
に
浮
か
ば
ざ
る
を
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
『
芸
術
家
』
で
は
、
こ
の
西
欧
精
神
史
、
に
お
け
る
偶
像
破
壊
の
蛮
行
が
、
正
面
切
っ

て
話
題
と
な
ら
ず
、
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
美
の
曙
光
な
す
門
を
通
り
て
の
み

認
識
の
国
土
へ
」
（
第
三
四
句
－
第
三
五
句
）
と
歌
わ
れ
る
時
、
天
地
万
有
の
諧
調
な

識
の
流
れ
と
な
る
。
蓋
し
『
芸
術
家
』
の
様
に
観
念
性
の
高
い
概
念
語
が
「
理
性
に
よ
　
　
　
　
す
美
神
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
を
偶
像
と
し
て
破
壊
す
る
こ
と
な
き
倫
理
意
識
が
、
西
欧
キ
リ

り
自
由
（
ｆ
ｒ
ｅ
ｙ
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
）
、
諸
法
に
よ
り
強
固
（
ｓ
ｔ
ａ
ｒ
ｋ
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
ｅ
）
」
　
　
　
　
ス
ト
者
に
望
ま
れ
て
い
る
。
更
に
は
丁
度
プ
ラ
ト
ー
ン
の
理
想
国
家
論
で
、
至
高
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
●
　
　
・
１
　
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（
第
七
句
）
な
ど
と
畳
重
ね
ら
れ
る
と
な
る
と
、
当
の
意
識
内
の
響
き
は
造
形
に
て
直
　
　
　
　
と
し
て
「
善
の
イ
デ
ア
ー
酋
」
が
話
題
と
な
る
よ
う
に
、
『
芸
術
家
』
で
も
美
の
究
極

観
さ
れ
る
か
わ
り
に
、
貧
し
い
抽
象
に
呑
み
込
ま
れ
る
嫌
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
『
パ
ン
　
　
　
　
が
人
倫
（
即
応
回
目
耳
）
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

と
葡
萄
酒
』
で
は
、
殊
に
そ
の
冒
頭
の
都
市
像
に
お
い
て
律
動
の
波
に
乗
’
り
、
「
燈
火

と
月
影
の
光
が
み
ち
る
街
路
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｒ
ｌ
ｅ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
）
（
2
3
）
」
（
第
一
句
）
と
か
、
　
　
　
　
　
　
Ｉ
ｈ
ｒ
に
ｃ
ｈ
ｔ
ｐ
ｆ
ａ
ｄ
｡
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｒ
　
ｎ
ｕ
ｒ
　
ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｉ
ｉ
｡
　
ｓ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｔ

「
思
慮
深
い
家
長
（
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ａ
ｕ
ｐ
ｔ
）
（
ご
（
第
六
句
）
な
ど
、
現
実
社
会
の
具
　
　
　
一
八
五
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
目
ｅ
ｎ
ｂ
ａ
ｈ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｉ
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
.

象
形
姿
が
観
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
の
光
の
道
は
、
一
層
と
麗
し
く
絡
み
合
い
、
深
沈
し
て
ゆ
く

剛
人
倫
と
美
（
S
i
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）

　
　
「
有
徳
（
日
高
の
乱
）
」
（
第
二
四
句
や
第
四
六
句
）
と
か
「
義
務
（
次
回
ぼ
回
）
」

（
第
二
三
句
や
第
三
二
〇
句
）
と
言
う
倫
理
上
の
言
葉
が
、
『
芸
術
家
』
を
読
ん
で
い
る

と
案
外
目
に
留
ま
る
。
こ
れ
は
抒
情
表
現
に
お
い
て
も
尚
シ
ラ
ー
が
、
高
い
道
徳
上
の

関
心
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
真
理
」
の

み
な
ら
ず
、
「
人
倫
を
美
に
包
む
」
（
註
（
1
8
）
）
こ
と
も
、
『
芸
術
家
』
の
念
願
で
あ
っ

た
。
故
に
審
美
と
倫
理
は
反
目
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の
確

執
は
既
に
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
に
お
い
て
、
古
典
神
話
の
神
々
と
『
聖
書
』
の
唯
一

神
と
の
間
に
お
け
る
不
可
避
の
亀
裂
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
折
の
シ

ラ
ー
の
判
断
に
よ
る
と
、
尊
厳
あ
る
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
倫
理
意
識
は
、
古
典
ギ
リ
シ

ア
の
美
の
明
鏡
に
映
ず
る
と
、
「
神
聖
」
だ
が
「
野
蛮
」
（
註
（
８
）
）
と
言
う
評
価
を
得

た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
汝
～
す
べ
し
（
Ｄ
ｕ
-
ｓ
ｏ
ｌ
ｌ
ｓ
ｔ
）
<
＾
Ｍ
と
裁
く
倫
理
意
識
に

君
臨
す
る
唯
一
神
が
、
諧
調
な
す
自
然
の
天
地
万
有
（
ヘ
ン
ー
カ
イ
ー
パ
ー
ン
）
を
も

公
　
人
倫
の
日
輪
の
軌
道
の
中
へ
と
。

　
　
　
（
『
芸
術
家
』
第
八
四
句
－
第
八
五
句
）

こ
の
様
に
美
か
ら
人
倫
へ
と
見
事
な
魂
の
軌
跡
を
描
く
古
典
芸
術
が
、
西
欧
キ
リ
ス
ト

教
近
世
に
も
誕
生
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
シ
ラ
ー
の
祈
念
で
あ
り
、
こ
の
範
例
は
古
典
ギ

リ
シ
ア
時
代
の
芸
術
作
品
に
具
現
さ
れ
て
い
る
と
、
詩
人
の
心
眼
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
脈
絡
は
、
古
典
期
シ
ラ
ー
の
美
学
芸
術
論
で
も
問
題
と
な
る
も
の
で
、
審
美
観

に
も
倫
理
意
識
に
も
誠
意
も
て
応
え
得
る
古
典
ギ
リ
シ
ア
芸
術
を
目
指
し
て
、
単
な
る

優
美
（
ｙ
ロ
日
ぽ
已
で
も
単
な
る
尊
厳
（
Ｗ
ｉ
ｉ
ｒ
ｄ
ｅ
）
で
も
な
き
、
両
者
の
中
観
が
稀
有

な
崇
高
美
と
し
て
探
求
さ
れ
る
（
2
7
）
。
そ
し
て
こ
の
際
に
倫
理
面
で
為
に
な
る

（
１
乱
の
留
・
）
と
か
、
‐
ま
た
美
意
識
に
お
い
て
楽
し
ま
せ
る
（
會
）
・
・
に
「
・
」
と
『
詩
論

（
｛
｝
の
回
富
ｔ
ｏ
毘
・
巴
（
憩
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
啓
蒙
期
の
要
請
が
、
現
存
の
深
い
所

で
統
一
さ
れ
る
人
為
と
し
て
芸
術
が
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
目
先
の
こ
と
と
し
て
詩



人
が
意
図
し
、
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
と
か
教
化
す
る
と
い
う
次
元
か
ら
事
態
を
掘
り
下

げ
、
心
底
か
ら
感
銘
を
与
え
自
己
認
識
に
導
き
、
何
時
と
は
な
し
に
歓
喜
天
に
至
ら
し

め
る
に
足
る
詩
歌
象
徴
が
彫
り
刻
ま
れ
る
。

　
　
『
芸
術
家
』
は
こ
の
点
、
表
面
上
啓
蒙
期
の
要
請
に
従
い
、
浩
々
た
る
能
弁
の
快
音

と
教
訓
の
波
が
織
り
成
す
長
広
舌
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
但
し
同
時
に
歌
心
の

底
を
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
交
響
曲
に
通
ず
る
生
成
す
る
学
知
が
、
言
わ
ば
「
音
楽
的
な
も

の
（
｛
｝
ａ
Ｋ
Ｍ
｛
ｒ
Ｅ
・
ｒ
｝
（
2
9
）
」
と
し
て
、
心
情
の
奥
底
と
響
き
合
い
な
が
ら
時
間
意

識
を
洞
々
と
流
れ
、
既
に
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
や
『
フ
″
ウ
ス
ト
』
の
本
質
を
先
取
り

し
て
い
る
と
言
え
る
。
確
か
に
啓
蒙
期
特
有
の
普
遍
意
識
に
お
い
て
、
「
人
間
」
　
一
般

を
念
頭
に
置
く
『
芸
術
家
』
に
は
、
「
祖
国
（
ド
イ
ツ
）
と
自
然
に
適
い
（
ｖ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｎ
-

ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
　
　
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
　
　
ｎ
ａ
ｔ
i
i
ｒ
ｌ
ｉ
ｃ
巴
、
本
来
の
始
源
よ
り
独
創
的
に
歌
う
　
（
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ

ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ｅ
ｌ
ｌ
　
ｚ
ｕ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
.
）
（
ご
と
言
っ
た
自
覚
が
明
確
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
少
く
と
も
、
「
人
倫
の
本
質
（
エ
ー
ト
ス
）
は
ダ
イ
モ
ー
ン
で
あ
る
（
3
1
）
」
と
い
う

認
識
が
此
所
に
は
芽
生
え
、
敢
て
ド
イ
ツ
精
神
と
す
る
に
恥
じ
ぬ
詩
魂
ダ
イ
モ
ー
ン
が

「
音
楽
的
な
も
の
」
と
し
て
意
識
下
か
ら
立
ち
昇
り
、
ド
イ
ツ
の
偉
容
（
｛
｝
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

｛
｝
＆
９
）
（
3
2
）
を
そ
れ
と
な
く
教
え
る
と
と
も
に
、
実
は
読
者
を
知
ら
ぬ
間
に
心
底
か
ら

楽
し
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

倒
文
芸
復
興
（
Ｒ
ｅ
ｎ
ａ
ｉ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
）

　
も
は
や
至
高
な
る
者
は
、
概
念
構
築
に
よ
ら
ず
、
む
し
ろ
芸
術
表
現
に
よ
り
探
求
さ

れ
る
。
中
世
学
知
の
殿
堂
ス
コ
ラ
世
界
か
ら
遠
の
き
、
古
典
古
代
に
倣
い
詩
歌
や
芸
術

が
復
興
し
て
来
た
の
も
こ
の
脈
絡
で
あ
る
。
か
つ
て
は
プ
ラ
ト
ー
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー

ス
の
哲
学
知
こ
そ
、
古
代
文
化
の
精
華
と
看
倣
さ
れ
て
い
た
（
3
3
）
。
だ
が
こ
の
文
化
史
観

が
次
第
に
転
倒
し
、
竟
に
は
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
以
降
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
『
悲
劇
の
死
（
ご

を
迎
え
堕
落
し
始
め
た
と
言
う
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
圏
が
自
覚
さ
れ
始
め
る
。
す
る
と

シ
ラ
ー
の
『
芸
術
家
』
と
か
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
が
、
正
に
こ
の

新
た
な
西
欧
意
識
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
百
八
十
度
自
己
転
回
の
枢
軸
と
し
て
、
見
直
さ

九
（
９
）

『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
－
一
八
〇
一
年
）
（
高
橋
）

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
シ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
後
世
の
『
音
楽
の
精
髄
か
ら
悲
劇
の
誕

生
』
（
一
八
七
二
年
）
の
著
者
ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
に
判
然
と
、
西
欧
形
而
上
学
の
祖
プ

ラ
ト
ー
ン
だ
ち
か
ら
精
神
文
化
が
堕
落
し
始
め
た
と
自
覚
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
両
者
と
も
に
、
学
知
認
識
が
技
芸
の
成
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
竟
に
は

芸
術
作
品
へ
と
円
熟
す
る
構
想
を
抱
い
て
い
た
の
で
、
詩
歌
の
言
葉
が
解
体
し
て
、
学

究
の
味
気
な
い
散
文
が
優
位
に
立
つ
な
ど
と
は
考
え
得
ず
、
む
し
ろ
逆
に
文
芸
復
興

（
ル
ネ
サ
ン
ス
）
期
に
ス
コ
ラ
哲
学
を
母
胎
と
し
て
、
ダ
ン
テ
の
叙
事
詩
『
神
曲
（
Ｌ
ａ

Ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
）
』
（
一
四
七
二
年
）
が
誕
生
し
た
よ
う
に
、
啓
蒙
期
の
哲
学
知
。
か
ら
詩
歌
を

花
咲
か
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　
実
は
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
も
『
芸
術
家
』
も
、
シ
ラ
ー
が
本
格
化
し
て
カ
ン
ト
哲

学
と
取
り
組
む
以
前
の
労
作
で
あ
る
。
と
は
言
う
け
れ
ど
も
、
ま
と
も
に
直
接
カ
ン
ト

の
批
判
書
を
幡
く
前
に
、
或
る
程
度
シ
ラ
ー
は
批
判
哲
学
の
関
心
圏
に
踏
み
こ
ん
で
い

た
模
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト
哲
学
で
鍵
と
な
る
「
仮
象
」
（
註
（
７
）
）
の
問
題

に
し
て
も
、
既
に
『
芸
術
家
』
で
「
影
（
？
ぼ
は
～
）
」
（
第
て
一
七
句
）
と
か
「
像

（
固
に
）
」
（
第
一
二
八
句
）
、
あ
る
い
は
「
甘
美
な
幻
想
（
ｌ
ｉ
ｅ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｐ
ｈ
ａ
ｎ
ｔ
o
m
）
」

（
第
「
三
〇
句
」
と
、
様
々
な
表
現
で
以
て
話
題
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

『
芸
術
家
』
で
は
、
「
仮
象
」
の
筋
が
あ
く
ま
で
言
葉
の
上
に
留
ま
る
嫌
い
が
あ
り
、
当

の
「
仮
象
」
が
古
典
期
シ
ラ
ー
の
代
表
作
『
理
想
と
人
生
』
冒
頭
で
の
よ
う
に
、
「
永

遠
に
清
澄
に
し
て
明
鏡
の
如
く
（
Ｅ
w
ｉ
ｇ
ｋ
ｌ
ａ
ｒ
　
ｕ
乱
ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
…
）
・
：
酋
」
（
第
一

句
）
と
、
見
事
に
彫
り
刻
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
確
か
に
、
古
典
期
シ
ラ
ー
の
彫
琢
は
、
こ
の
様
に
典
雅
沈
静
の
趣
を
宿
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
の
「
仮
象
」
が
「
現
実
の
生
」
（
註
（
５
）
）

に
迫
り
、
そ
の
内
実
を
変
革
す
る
悲
劇
性
を
孕
む
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
、
シ
ラ
ー
の
場
合
に
「
仮
象
」
と
し
て
過
去

の
彼
岸
に
遠
の
く
古
典
芸
術
時
代
を
、
内
省
す
る
魂
の
力
に
よ
り
、
「
悲
劇
の
誕
生
」

を
眼
目
と
し
た
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
し
て
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
心
意
識
の
淵



　
一
〇
（
1
0
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
（
一
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

に
開
き
、
し
か
も
古
典
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
祝
祭
の
精
華
を
、
神
話
の
神
キ
リ
ス
ト
と
し
て

招
来
す
る
（
3
6
）
ｏ
　
か
く
し
て
、
「
仮
象
」
と
「
現
実
」
と
の
相
互
対
話
は
、
「
ギ
リ
シ
ア
の

昼
」
（
第
二
部
）
と
「
西
欧
の
夜
」
（
第
三
部
）
と
の
織
り
成
す
明
暗
の
下
に
、
幾
重
に

も
展
開
さ
れ
、
そ
の
中
観
キ
リ
ス
ト
像
は
、
昼
夜
と
も
に
現
わ
れ
る
月
影
に
似
て
両
界

を
ま
た
ぎ
、
後
世
キ
リ
ス
ト
者
に
は
現
実
へ
の
決
断
を
迫
る
悲
劇
精
神
と
し
て
、
心
の

淵
に
空
界
月
と
し
て
宿
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
文
芸
復
興
の
意
識
は
新
生
と
し
て
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
い
て
は
第
三

部
の
最
終
節
で
、
「
西
欧
の
果
実
（
Ｆ
ｒ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
）
Ｊ
（
第
一
五
〇
句
）
と

慎
ま
し
く
も
力
強
く
歌
わ
れ
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
精
神
の
言
わ
ば
オ
リ
ュ
ム
ピ
ア
の
聖
火

を
継
承
す
る
近
世
ド
イ
ツ
文
化
の
自
覚
が
、
麗
し
い
詩
歌
象
徴
と
な
る
。
シ
ラ
ー
は
こ

の
脈
絡
を
、
「
時
の
完
熟
せ
し
息
子
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｆ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｈ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
」
（
第
六
句
）

と
、
『
芸
術
家
』
冒
頭
で
高
唱
し
、
更
に
そ
の
第
三
部
の
始
め
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
文

芸
復
興
の
こ
と
を
歌
う
。

　
　
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
j
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
　
Ｔ
ａ
ｇ
｡
　
i
m
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｎ
ｅ
ｕ
　
ｅ
ｍ
ｐ
ｏ
ｒ
｡

　
　
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ａ
ｕ
ｆ
　
Ｈ
ｅ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｆ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｓ
ｐ
ｒ
ｏ
Ｃ
ｔ
ｅ
ｎ

苔
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｉ
ｉ
ｉ
ｎ
ｅ
'
ｔ
ｅ
　
Ｂ
ｌ
ｉ
ｉ
ｔ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｊ
ｏ
ｎ
ｉ
ｅ
ｎ
ｓ
　
ｈ
ｅ
ｒ
ｖ
ｏ
ｒ
.

　
　
新
た
な
白
昼
が
、
西
方
で
新
た
に
昇
り
、

　
　
し
て
西
欧
の
野
に
萌
え
た
の
だ

言
　
若
返
り
し
イ
オ
ー
ニ
ア
の
精
華
が
大
地
か
ら
。

　
　
　
（
『
芸
術
家
』
第
三
六
八
句
－
第
三
七
〇
句
）

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
シ
ラ
ー
が
『
芸
術
家
』
冒
頭
で
は
「
完
熟
」
と
果
実
の
比

喩
を
使
い
な
が
ら
も
、
結
局
は
「
西
欧
の
果
実
」
を
物
語
ら
ず
、
本
筋
で
は
あ
く
ま
で

「
詩
歌
の
花
の
階
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
　
に
ｎ
ｇ
　
Ｂ
ｌ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｌ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
）
」
（
第
四
二
八
句
）
を
、
高
唱

し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
詩
文
の
「
言
葉
が
花
の
ご
と

く
（
Ｗ
ｏ
ｒ
ｔ
ｅ
｡
　
w
ｉ
ｅ
　
Ｂ
ｌ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
）
」
（
第
九
〇
句
）
と
中
央
第
二
部
で
了
解
さ
れ
、
こ
の

前
提
を
踏
ま
え
て
終
結
第
三
部
に
お
い
て
、
「
西
欧
（
回
心
の
Ｚ
ａ
）
」
が
「
果
実

（
甲
罵
ぼ
）
」
（
第
一
五
〇
句
）
と
認
識
さ
れ
る
。
実
際
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
『
酒
神
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ー
ソ
ス
讃
歌
（
デ
ィ
ー
テ
ュ
ラ
ム
ボ
ス
）
（
3
7
）
』
を
華
麗
に
飾
る
、
「
董
」
（
第
六
句
）

や
「
薔
薇
」
（
第
一
七
句
）
に
象
徴
さ
れ
る
如
き
、
精
神
史
の
青
春
時
代
ギ
リ
シ
ア
を

念
頭
に
置
き
、
一
七
八
九
年
一
月
二
十
二
日
ケ
ル
ナ
ー
宛
書
簡
で
、
シ
ラ
ー
が
「
芸
術

家
の
姿
（
Ｋ
ｉ
ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ｌ
ｅ
ｒ
ｅ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
ｕ
ｎ
ｇ
）

Ｊ
を
「
春
に
喩
え
た
（
m
i
ｔ
　
ａ
ｅ
ｍ
　
ｂ
ｅ
ｎ
ｚ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｇ
ｉ
　
ｉ
-

ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
）
（
凹
）
の
も
肯
け
る
。

芸
術
は
、
人
間
の
使
命
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
i
m
m
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
）
で
は
な
く
、

（
後
に
）
よ
り
高
き
果
実
の
成
る
花
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｂ
ｌ
ｉ
ｉ
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
ｈ
ｏ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｆ
ｒ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
）

な
の
で
す
（
3
8
）
。

既
に
「
仮
象
」
に
関
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
結
局
シ
ラ
ー
の
詩
作
は
、
「
現
実
の
生
」

と
の
対
決
を
回
避
す
る
諦
観
（
註
（
５
）
）
へ
と
傾
い
て
い
る
。
こ
こ
に
正
に
「
乏
し
き

時
代
」
と
批
判
さ
れ
る
原
因
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
い
て
、
「
乏
し
き
時
代
の
詩
人
（
回
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
　
　
ｉ
ｎ

ｄ
ｉ
ｉ
ｒ
ｆ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
」
（
第
一
二
二
句
）
と
自
覚
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
厳
粛
に
「
時
」

の
「
果
実
」
を
考
量
す
る
（
聖
書
ｓ
）
』
の
神
観
を
鑑
み
て
、
「
芸
術
家
の
姿
」
を
む
し

ろ
「
秋
」
に
喩
え
、
「
西
欧
の
果
実
」
（
第
一
五
〇
句
）
を
話
題
と
す
る
。
も
し
古
典
詩

歌
の
「
仮
象
」
へ
と
「
高
邁
」
（
註
（
７
）
）
に
逃
避
し
な
け
れ
ば
、
当
の
「
果
実
」
は

狂
気
に
陥
り
朽
ち
果
て
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
「
歓
呼
す
る
狂
気
「
ｆ
ｒ
ｏ
ｈ
ｌ
ｏ
ｋ
ｋ
ｅ
ｎ
-

ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｎ
ｓ
ｉ
ｎ
巳
」
（
第
四
七
句
）
を
も
受
容
す
る
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
詩
想
は
、

「
し
か
し
麦
一
粒
死
な
ば
、
幾
多
の
果
実
（
ｖ
ｉ
ｅ
ｌ
　
Ｆ
ｒ
ｉ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
）
を
も
た
ら
す
（
ご
と
語

る
『
聖
書
』
の
神
言
に
、
一
条
の
光
明
を
見
い
出
し
、
敢
て
「
現
実
の
生
」
に
迫
り
、

そ
の
内
実
を
変
革
す
る
「
人
間
の
使
命
」
を
、
文
芸
復
興
の
礎
に
据
え
る
の
で
あ
る
。



剛
魂
の
不
滅
（
ｃ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
）

　
一
回
限
り
生
き
た
魂
が
、
「
至
福
な
る
完
成
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｖ
ｏ
ｉ
ｌ
ｅ
乱
自
叫
）
」
（
第
二

九
二
句
）
へ
と
至
る
こ
と
、
こ
れ
が
魂
の
不
滅
（
Ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
）
で

あ
ろ
う
。
こ
の
「
完
成
」
を
目
指
し
て
円
現
せ
ん
と
、
詩
人
は
筆
を
走
ら
せ
、
盟
友
を

募
ら
ん
と
す
る
。

一一夏貝一一屁宍

d
ａ
ｓ
　
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ

ｖ
ｅ
ｒ
ｋ
ｉ
ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ｇ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｕ
ｎ
ｄ
.

永
世
へ
の
祈
念
が

諸
人
の
魂
の
盟
約
を
告
げ
た
の
だ
。

　
（
『
芸
術
家
』
第
二
〇
八
句
－
第
二
〇
九
句
）

不
滅
へ
の
意
志
は
啓
蒙
期
当
時
、
限
り
な
き
進
歩
を
頼
む
思
想
と
し
て
躍
進
し
、
シ
ラ
ー

の
『
芸
術
家
』
も
こ
の
進
歩
思
想
を
唱
導
し
た
西
欧
十
八
世
紀
の
成
果
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
つ
ま
り
「
人
間
の
心
は
、
諸
々
の
新
た
な
衝
動
に
突
き
動
か
さ
れ
」
（
第
二

六
七
句
）
、
こ
の
衝
動
が
、
「
芸
術
家
よ
、
汝
ら
の
創
造
圏
を
拡
大
し
て
ゆ
く

（
ｅ
ｒ
w
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
　
ｅ
ｕ
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆ
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ｋ
ｒ
ｅ
ｉ
ｓ
）
」
（
第
二
六
九
句
）
と
、
歌
わ
れ
て
い
る
通

り
で
あ
る
。
但
し
、
無
限
の
進
歩
と
は
『
芸
術
家
』
の
場
合
、
古
典
芸
術
に
倣
い
崇
高

美
を
倦
む
こ
と
な
く
探
求
し
続
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
近
代
科
学
の
理
論
理
性
が
も
た

ら
す
飽
く
こ
と
な
き
知
識
欲
の
帝
国
拡
張
と
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
ａ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
●
・
　
　
　
　
　
　
亀
一

　
つ
ま
り
魂
の
不
滅
と
は
、
恒
に
一
意
専
心
に
問
い
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

自
己
の
手
元
に
積
み
重
ね
ら
れ
貯
蔵
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
現
実
に
滅
び

た
古
典
文
化
を
心
の
底
に
探
り
つ
つ
、
常
に
既
成
の
自
己
の
殻
を
破
り
、
彼
方
へ
と
越

え
出
で
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
な
魂
の
動
き
を
示
す
の
が
、
『
芸
術
家
』
で
好

ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
比
較
級
の
用
法
と
考
え
ら
れ
る
（
4
2
）
ｏ

-

一

八11

心

『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
－
一
八
〇
一
年
）
（
高
橋
）

　
　
　
Ｊ
ｅ
　
w
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｇ
ｅ
ｆ
ｕ
ｈ
ｌ
ｅ

　
　
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
ｉ
ｉ
ｐ
ｐ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ｏ
ｎ
ｉ
ｅ
ｎ
ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｌ
ｅ

ｉ
ｌ
ｌ
　
　
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｎ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
o
m
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ａ
ｕ
ｆ
ｇ
ｅ
ｔ
ｈ
ａ
ｎ
　
―

　
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
　
i
m
m
e
ｒ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｒ
ｅ
　
Ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
｡
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｒ
ｅ
　
Ｔ
ｏ
ｎ
ｅ
｡

B
i
l
l
　
　
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
　
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
　
ｈ
ｏ
ｈ
'
ｒ
ｅ
　
Ｈ
ｏ
ｈ
ｎ
　
ｕ
乱
i
m
m
e
ｒ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
'
ｒ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ

　
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
　
Ｂ
ｌ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｌ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｌ
　
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
ｕ
ｆ
　
―

　
　
ま
す
ま
す
広
汎
に
思
想
と
感
情
が
Ｉ

　
　
ひ
と
し
お
豊
か
な
調
和
の
流
れ
と
な
り

四
一
五
　
よ
り
満
ち
た
美
の
大
河
へ
と
開
か
れ
る

　
　
恒
に
一
層
と
純
粋
な
形
式
と
、
一
層
と
純
粋
な
音
調
に
よ
り

芯
　
恒
に
一
層
と
高
き
高
み
を
通
り
、
そ
し
て
恒
に
一
層
と
麗
し
き
美
を
貫
き

　
　
詩
歌
の
花
の
諧
は
静
か
に
立
ち
昇
り
ゆ
く
　
Ｉ
　
。

　
　
　
（
『
芸
術
家
』
第
四
一
三
句
－
第
四
二
八
句
）

シ
ラ
ー
の
表
現
は
殊
に
『
芸
術
家
』
に
お
い
て
文
字
通
り
、
「
恒
に
一
層
と
高
き
高
み

「
i
m
m
e
ｒ
　
ｈ
ｏ
ｈ
'
ｒ
ｅ
　
Ｈ
ｏ
ｈ
巳
」
（
第
四
二
七
句
）
を
目
指
す
上
昇
気
流
に
乗
っ
て
お
り
、

下
を
垣
間
見
た
な
ら
ば
不
安
に
駆
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
か
く
し
て
問
い
求
め
る
真
摯
な

魂
の
不
滅
へ
の
祈
念
は
、
宙
に
浮
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
後
世
の
抒
情
表
現
、
殊
に
現
代
詩
歌
に
お
い
て
は
、
こ
の
シ
ラ
ー
流
の
高
揚
感
は
実

に
疎
遠
な
も
の
、
つ
ま
り
「
高
邁
」
な
過
去
の
遺
物
と
化
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
そ
こ

で
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
は
既
に
こ
の
趨
勢
を
懸
念
し
て
か
、
『
芸
術
家
』
の
二
の
舞
は

踏
ま
な
い
。
確
か
に
「
魂
の
不
滅
（
Ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
）
」
が
「
要
請

（
『
ｏ
匹
９
　
ぼ
』
（
4
3
）
」
さ
れ
る
道
筋
は
残
っ
て
い
よ
う
。
但
し
人
知
の
有
限
性
を
自
覚
し
、

「
仮
象
」
を
求
め
う
か
つ
に
「
高
み
へ
と
落
ち
こ
む
」
（
註
（
1
1
）
）
こ
と
を
慎
し
み
、
着



　
一
二
（
1
2
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
（
一
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

実
で
地
道
な
筋
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
は
全
体
に
控

え
目
に
高
揚
感
が
抑
制
さ
れ
、
止
み
難
い
奥
底
か
ら
の
心
の
動
き
を
前
提
と
し
て
の
み
、

し
か
も
悲
劇
性
を
帯
び
て
壮
絶
な
雄
飛
へ
と
向
か
う
場
合
に
だ
け
、
敢
て
「
至
福
な
る

ギ
リ
シ
ア
／
」
（
第
五
五
句
）
と
「
永
世
へ
の
祈
念
」
が
声
明
と
な
り
、
「
魂
の
不
滅
」

へ
の
問
が
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

�
盟
約
（
Ｂ
ｕ
ｎ
ｄ
）

　
先
に
人
倫
（
Ｓ
ｉ
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）
が
美
の
究
極
と
な
る
『
芸
術
家
』
の
観
点
に
は
言
及

し
た
が
、
実
は
こ
の
人
倫
の
要
と
な
り
、
更
に
「
永
世
へ
の
祈
念
」
に
も
繋
が
る
の
が
、

「
盟
約
（
ま
ぐ
乱
）
」
だ
と
思
わ
れ
る
。

M
　
　
　
ｓ
ｏ
　
ｆ
ｌ
ｉ
ｅ
Ｃ
ｔ
　
ｉ
ｎ
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｕ
乱
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ

　
　
ｉ
ｎ
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ｏ
ｈ
ｍ
　
ｄ
ｅ
ｓ
に
９
　
才
～
昌
Ｑ
巴

容
　
か
く
洽
々
と
真
理
の
唯
一
の
盟
約
の
中
ヘ

　
　
　
ー
条
の
光
の
大
河
へ
と
回
帰
す
る
の
だ
／

　
　
　
（
『
芸
術
家
』
第
四
八
〇
句
－
第
四
八
一
句
）

全
四
八
一
句
の
長
詩
は
こ
う
結
ば
れ
て
い
る
。
天
地
創
造
の
終
結
な
し
て
「
光
明
へ
の

復
帰
（
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｈ
ｒ
　
ｚ
ｕ
m
に
９
　
芯
）
」
（
第
六
八
句
）
が
話
題
と
な
る
よ
う
に
、
人
倫

の
目
指
す
所
は
新
た
な
盟
約
で
あ
る
。
『
芸
術
家
』
と
は
就
く
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
の
新

た
な
盟
約
を
礎
と
し
て
、
「
真
理
と
人
倫
を
美
に
包
む
」
（
註
（
1
8
）
）
こ
と
を
提
唱
す
る

作
品
と
考
え
ら
れ
る
（
4
4
）
。

　
こ
こ
で
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
の
新
た
な
盟
約
が
問
題
と
な
る
以
上
、
既
に
旧
き
盟
約
が

前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
旧
約
と
は
即
ち
、
か
つ
て
古
典
ギ
リ
シ
ア
芸
術
を
偶
像
と
し
て

破
壊
し
た
「
ね
た
む
神
（
エ
ー
ル
ー
カ
ン
ナ
ー
）
屁
）
」
と
の
盟
約
を
意
味
す
る
。
こ
れ

は
『
旧
約
聖
書
』
で
選
民
モ
ー
セ
に
唯
一
の
神
と
し
て
、
「
我
在
り
て
在
る
者
ぞ
（
エ

ヒ
イ
エ
ー
ア
シ
ェ
ル
ー
エ
ヒ
イ
エ
）
（
ご
と
語
っ
た
、
非
寛
容
な
神
権
で
あ
る
が
、
更

に
史
上
こ
の
「
ね
た
む
神
」
は
容
易
に
、
異
端
撲
滅
に
血
道
を
あ
げ
た
過
去
の
西
欧
封

建
体
制
、
殊
に
宗
教
裁
判
で
悪
名
高
い
専
制
絶
対
主
義
国
家
十
六
世
紀
ス
ペ
イ
ン
王
国

に
結
び
つ
く
。
例
え
ば
シ
ラ
ー
の
悲
劇
や
史
書
が
こ
の
こ
と
を
扱
っ
て
い
る
（
4
7
）
ｏ

八
Ｕ
　
　
　
ｄ
ａ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｎ
ｉ
ｉ
ｒ
ｔ
ｅ
　
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
'
ｅ
ｅ
　
Ｍ
ｏ
ｒ
ｄ
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｋ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｆ
ｌ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
｡

　
　
ｄ
ａ
　
ｒ
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
　
ｋ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｌ
ｄ
ｉ
ｇ
固
ｕ
ｔ
.

八
つ
　
そ
こ
で
は
神
聖
な
る
殺
意
が
、
炎
を
掻
き
起
こ
す
こ
と
も
な
く
、

　
　
そ
こ
で
は
如
何
な
る
無
垢
の
血
も
、
祭
壇
で
煙
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
　
　
（
『
芸
術
家
』
第
八
〇
句
－
第
八
一
句
）

　
「
そ
こ
（
腎
）
」
と
は
、
就
く
十
人
十
色
の
「
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
」
の
世
界
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
好
対
称
を
な
し
て
い
る
の
が
、
「
神
聖
」
だ
が
「
野
蛮
」
（
註
（
８
）
）
な
専
ら
キ

リ
ス
ト
教
一
色
の
旧
体
制
Ｃ
ａ
ｎ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
　
ｒ
ｅ
ｇ
ｉ
　
～
の
）
下
西
欧
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
故
に
「
盟
約
」
と
は
、
『
芸
術
家
』
や
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
場
合
、
近
世
市
民
社

会
で
の
新
た
な
契
約
（
Ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
ｔ
　
ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ
）
（
4
8
）
を
も
指
し
、
例
え
ば
『
芸
術
家
』
第
三

部
で
こ
の
脈
絡
は
、
「
奴
隷
の
上
に
も
今
や
人
権
が
宣
言
さ
れ
た
（
ｉ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｋ
ｌ
ａ
ｖ
ｅ
ｎ

ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
　
j
e
ｔ
ｚ
ｔ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
）
」
（
第
三
七
六
句
）
と
歌
わ
れ
る
。
す
る
と
『
芸
術

家
』
公
刊
後
数
ケ
月
に
し
て
勃
発
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
一
七
八
九
年
七
月
）
に
お
け

る
人
権
宣
言
（
同
年
八
月
）
も
、
こ
の
盟
約
の
一
環
と
看
傲
さ
れ
そ
う
だ
が
、
あ
く
ま

で
当
の
宣
言
が
理
性
の
専
制
を
許
容
す
る
限
り
そ
う
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
新
た
な

盟
約
は
、
ま
ず
「
感
性
の
難
路
を
辿
り
」
（
第
六
九
句
）
、
「
（
感
性
）
美
の
曙
光
な
す
門

を
通
り
て
の
み
（
理
性
）
認
識
の
国
土
へ
」
（
第
三
四
句
－
第
三
五
句
）
と
踏
み
入
る

か
ら
で
あ
る
（
4
9
）
。

　
な
ら
ば
逆
に
、
「
美
」
の
専
制
（
唯
美
主
義
）
が
今
度
は
、
『
芸
術
家
』
も
ろ
と
も
旧

き
盟
約
へ
と
復
古
す
る
危
険
が
生
ず
る
。
つ
ま
り
詩
歌
象
徴
の
「
仮
象
」
の
世
界
は
、



居
直
っ
て
自
己
の
絶
対
性
に
閉
じ
て
し
ま
い
、
政
治
社
会
な
ど
他
の
外
界
に
盲
目
と
な

る
。
こ
こ
に
も
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
「
乏
し
き
時
代
の
詩
人
」
が
「
盟
友
な
く

（
ｏ
ｌ
の
｛
｝
回
ｏ
Ｓ
回
）
」
（
第
二
一
〇
句
）
と
歌
わ
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
革

命
に
背
を
向
け
た
シ
ラ
ー
と
ゲ
ー
テ
と
の
盟
約
、
「
ヴ
″
イ
マ
ー
ル
古
典
主
義
に
よ
り

実
現
し
た
審
美
的
反
動
（
ｖ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｅ
ｒ
　
Ｋ
ｌ
ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｋ
　
ｂ
ｅ
w
ｉ
ｒ
ｋ
ｔ
ｅ
　
ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

Ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｕ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
巳
回
」
と
は
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
途
上
に
共
和
制
民
主
主
義
国

家
の
実
現
を
信
じ
、
こ
の
市
民
社
会
形
成
に
相
応
し
い
『
英
雄
交
響
曲
』
（
一
八
〇
四

年
）
の
如
き
響
き
を
奏
で
ん
と
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
あ
ら
ゆ
る
専
制
を
望
ま
ず
～
、
故

に
旧
約
を
破
り
新
約
を
樹
立
し
た
キ
リ
ス
ト
を
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
古
典
ギ
リ
シ

ア
の
円
熟
と
し
て
歌
い
上
げ
、
新
た
な
盟
約
を
未
来
の
彼
方
に
遠
望
す
る
の
で
あ
る
。

剛
自
然
と
芸
術
（
ｚ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
）

　
「
自
然
（
ソ
「
ぼ
回
」
」
と
「
芸
術
｛
｝
｛
自
輿
｝
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
は
、
『
パ
ン
と

ぶ
ど
う
酒
』
で
表
立
っ
て
直
接
一
度
も
出
て
来
な
い
が
（
5
2
べ
　
詩
想
の
内
実
に
お
い
て
は

双
方
と
も
重
要
な
概
念
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
『
芸
術
家
』
で
は
、
し
ば
し
ば
両
語
に

出
会
う
の
で
、
ま
ず
そ
の
用
例
を
念
頭
に
置
い
て
論
述
を
進
め
た
い
。
例
え
ば
『
芸
術

家
』
の
始
ま
り
で
は
、
「
人
間
」
（
第
一
句
）
が
「
自
然
の
主
（
Ｈ
ｅ
ｒ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
）
」

（
第
一
〇
句
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
自
然
」
に
対
す
る
「
人
間
」
の
側
か

ら
の
主
体
的
な
働
き
か
け
を
肯
定
し
た
も
の
で
、
具
体
的
に
は
第
二
部
で
「
今
や
人
間

は
自
然
を
人
間
の
分
銅
で
量
り
（
Ｊ
ｅ
ｔ
ｚ
ｔ
　
w
ａ
ｇ
ｔ
　
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｉ
ｅ
　
m
i
ｔ
　
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
（
い
？

ぎ
・
ぼ
§
）
」
（
第
二
八
〇
句
）
と
か
、
「
人
間
は
天
体
に
自
ら
の
調
和
嗜
賦
与
し
（
ｌ
ｅ
ｉ
ｈ
ｔ

ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｐ
ｈ
ａ
ｒ
ｅ
ｎ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ｏ
ｎ
ｉ
ｅ
）
」
（
第
二
八
五
句
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
第
一
部
に
見
ら
れ
る
、
「
人
間
よ
、
汝
の
み
が
芸
術
を
も
つ
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
｡
　
　
　
ｏ

Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
｡
　
ｈ
ａ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ｕ
　
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｉ
ｎ
.
）
」
（
第
三
三
句
）
と
い
う
主
張
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
「
自

然
の
主
」
と
は
取
り
も
直
さ
ず
「
芸
術
家
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
他
方
『
芸
術
家
』
は
、
「
自
然
の
魂
（
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
）
」
（
第
一
一

五
句
）
の
「
影
（
？
ｒ
は
§
）
」
（
第
一
一
七
句
）
、
あ
る
い
は
「
像
（
宍
に
）
」
（
第
一

一
三
（
1
3
）
　
『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
一
一
八
〇
一
年
）
（
高
橋
）

二
八
句
）
か
ら
「
造
形
力
（
宍
に
町
政
｛
｝
」
（
第
一
三
三
句
）
を
獲
る
。
従
っ
て
、
「
自

然
」
と
「
芸
術
」
と
は
相
互
に
働
き
か
け
合
い
、
こ
の
両
者
の
協
和
に
よ
り
、
「
あ
ら

ゆ
る
美
の
原
像
（
Ｕ
ｒ
ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
　
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
已
の
最
初
の
響
き
（
回
自
叫
）
」
（
第
二
Ｉ

八
句
）
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
様
に
、
「
自
然
」
か
ら
学
び
取
っ
た
「
像
」
を

範
と
し
て
、
外
界
の
「
自
然
」
に
働
き
か
け
る
「
芸
術
」
の
目
指
す
「
あ
ら
ゆ
る
美
の

原
像
」
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
人
倫
の
日
輪
の
軌
道
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
ｂ
ａ
ｈ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ

Ｓ
ｉ
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）
!
（
第
八
五
句
）
に
あ
り
、
も
し
こ
の
「
原
像
」
を
プ
ラ
ト
ー
ン
風
に

ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
言
葉
で
語
れ
ば
、
「
善
の
イ
デ
ア
ー
」
（
註
（
2
6
）
）
と
言
う
こ
と
に

な
る
。

　
以
上
の
「
自
然
」
と
「
芸
術
」
と
の
相
互
対
話
が
成
立
す
る
場
を
、
『
芸
術
家
』
で

は
何
処
よ
り
古
典
ギ
リ
シ
ア
に
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
空
を
明
確
に
目
下
の
現
実
、

キ
リ
ス
ト
教
西
欧
啓
蒙
期
と
峻
別
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
『
パ

ン
と
葡
萄
酒
』
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
を
神
事
祝
祭
の
祈
り

の
場
た
る
「
神
々
の
住
居
」
（
第
五
五
句
）
と
看
倣
し
、
こ
の
祝
祭
空
間
に
お
い
て

「
自
然
」
が
、
「
一
に
し
て
全
（
Ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｓ
）

Ｊ
（
第
八
四
句
）
の
隠
れ
な
き

「
真
理
「
肖
匹
染
・
巴
」
（
第
八
一
句
）
の
姿
で
顕
正
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
即
応
し

て
「
芸
術
」
の
「
言
葉
が
花
の
ご
と
く
」
（
第
九
〇
句
）
に
開
花
し
た
と
歌
う
。
他
方

キ
リ
ス
ト
教
西
欧
で
は
「
芸
術
」
も
「
自
然
」
も
、
歴
史
意
識
の
奥
底
で
、
魂
の
古
里

ギ
リ
シ
ア
に
本
質
上
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

一員一
石
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一
員
　
…
…
　
だ
が
な
お
静
か
に
幾
何
か
の
感
謝
は
生
き
て
い
る
。



一
四
（
1
4
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
（
一
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

三
　
パ
ン
は
大
地
の
実
り
、
…

　
　
　
（
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
三
六
句
以
下
）

慎
ま
し
い
祈
り
（
圃
巳
咀
ｏ
）
の
基
調
を
伝
え
る
「
感
謝
（
口
目
巴
）
（
第
一
三
六
句
）

を
媒
介
と
し
て
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
を
終
結
し
宥
和
し
た
神
人
キ
リ
ス
ト
に
因

む
、
「
パ
ン
（
甲
乱
）
」
（
第
一
三
七
句
）
と
「
葡
萄
酒
（
寅
の
ぎ
）
」
（
第
二
二
八
句
）

が
、
魂
の
古
里
か
ら
の
贈
物
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。
即
ち
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
い

て
は
、
「
自
然
」
も
「
芸
術
」
も
祈
り
の
場
で
始
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
は
「
芸
術
」
を
む
し
ろ
「
自
然
」
な
恵
み
と
考
え
、
『
芸
術
家
』
に
お
け
る

シ
ラ
ー
の
よ
う
に
「
人
間
が
こ
れ
を
為
し
た
の
だ
（
ｄ
ａ
ｓ
　
ｈ
ａ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
　
１
引
自
）
」

（
第
ニ
八
六
句
）
と
謳
歌
す
る
の
を
差
し
控
え
る
の
で
あ
る
。

�
夜
（
Ｚ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）

　
時
代
の
夜
を
意
識
し
つ
つ
、
光
明
な
す
古
典
ギ
リ
シ
ア
ヘ
と
突
き
抜
け
る
、
『
パ
ン

と
葡
萄
酒
』
や
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
（
5
3
）
の
詩
想
展
開
を
鑑
み
る
と
、
『
芸
術
家
』
に
は
、

こ
の
様
な
「
夜
」
の
意
識
が
表
立
っ
て
現
わ
れ
て
い
な
い
の
が
目
に
つ
く
。
す
な
わ
ち

基
調
が
啓
蒙
思
潮
に
適
う
『
芸
術
家
』
で
は
、
「
理
性
に
よ
り
自
由
」
（
第
七
句
）
と
な

る
近
世
西
欧
の
現
実
が
肯
定
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
野
放
し
の
肯
定
で
は
な
く
、
何

よ
り
「
感
性
の
難
路
」
（
第
六
九
句
）
が
理
性
の
歩
む
べ
き
道
と
さ
れ
、
こ
の
「
難
路
」

を
辿
り
（
思
想
が
躍
り
出
た
Ｃ
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
　
／
　
ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｎ
ｇ
）
」
（
第
一
八
五
句
以
下
）

と
考
え
ら
れ
る
精
神
界
ギ
リ
シ
ア
が
範
と
な
る
。

　
　
「
現
実
の
生
「
に
ｇ
已
」
（
註
（
５
）
）
そ
の
も
の
が
、
一
面
で
は
闇
の
「
牢
獄
（
Ｋ
ｅ
ｒ
-

ｋ
ｅ
こ
）
（
第
七
七
句
）
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
他
面
シ
ラ
ー
の
場
合
、
そ
れ
を
「
牢
獄
」

と
化
し
た
近
世
西
欧
の
野
蛮
な
史
実
の
方
が
、
念
頭
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
就
く
そ
れ

は
、
（
神
聖
な
る
殺
意
Ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
　
ｇ
ｅ
　
Ｍ
ｏ
ｒ
ｄ
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
）
」
（
第
八
〇
句
）
が
君
臨
し
た
非
寛
容

な
宗
教
裁
判
の
時
代
で
、
啓
蒙
期
と
は
、
こ
の
闇
夜
の
時
代
に
っ
づ
き
、
曙
光
な
す
光

の
世
紀
（
Ｌ
ｅ
　
Ｓ
ｉ
ｅ
ｃ
ｌ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｕ
ｍ
ｉ
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
）
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
脈
絡
は
類
比

に
よ
り
、
「
夜
の
黒
い
面
紗
に
被
わ
れ
た
不
可
測
の
世
界
（
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
Ｂ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ａ
ｕ
｡

l
m
　
ｓ
ｃ
ｈ
　
w
ａ
ｒ
ｚ
ｅ
ｎ
　
Ｆ
ｌ
ｏ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）
」
（
第
一
〇
五
句
）
か
ら
、
造
形
見
事
な
芸
術

時
代
が
誕
生
し
た
歴
史
へ
の
回
顧
と
な
る
。
蓋
し
古
典
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
芸
術
に
関
し

て
、
シ
ラ
ー
は
明
か
る
い
側
面
に
の
み
注
目
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
弧
線

を
更
に
未
来
の
夜
を
貫
き
（
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
　
w
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｚ
ｕ
ｋ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）
」

（
第
二
四
五
句
）
て
引
き
伸
ば
し
、
広
く
生
死
の
両
圏
に
ま
た
が
る
点
に
も
留
意
し
て

い
る
。
こ
の
様
に
古
典
ギ
リ
シ
ア
は
、
夜
か
ら
生
ま
れ
夜
へ
と
延
び
る
光
明
の
世
界
と

し
て
、
『
芸
術
家
』
で
は
表
象
さ
れ
て
お
り
、
当
の
光
明
界
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で

も
同
じ
く
、
夜
か
ら
夜
へ
の
過
程
で
、
中
央
部
「
ギ
リ
シ
ア
の
昼
」
と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
（
5
4
）
。

　
更
に
シ
ラ
ー
自
身
の
直
面
し
て
い
た
、
西
欧
十
八
世
紀
啓
蒙
期
を
念
頭
に
置
い
た

『
芸
術
家
』
第
三
部
で
は
、
「
夜
（
Ｚ
Ｑ
・
ぼ
）
」
が
孕
む
「
謎
（
Ｒ
ａ
ｔ
ｈ
ｓ
ｅ
ｌ
）
」
（
第
四
一
九

句
）
の
深
み
が
、
「
高
貴
な
形
式
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｈ
ｏ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
）
」
（
第
四
一
八
句
）
と
並

置
さ
れ
る
。

巳
の
ｒ
ｏ
ｒ
回
『
～
～
～
ａ
ｐ
～
ロ
ベ
ｏ
』
↑
ｇ
ら
の
ヨ
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ａ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
｡

四
言
　
i
e
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
w
ｉ
ｒ
ｄ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｌ
ｔ
｡

･
■
･

高
貴
な
形
式
を
そ
こ
で
完
成
し
、

　
　
一
層
と
美
し
い
謎
が
夜
か
ら
立
ち
現
わ
れ

昌
　
弥
々
世
界
は
豊
か
に
な
り
、
・
：

　
　
（
『
芸
術
家
』
第
四
一
八
句
－
第
四
二
〇
句
）

こ
こ
で
「
高
貴
な
（
造
形
）
形
式
」
の
古
里
は
、
取
り
も
直
さ
ず
古
典
ギ
リ
シ
ア
で
あ

る
が
、
そ
の
「
形
式
を
そ
こ
で
完
成
し
」
た
と
し
て
も
、
な
お
汲
み
尽
く
し
難
い
「
夜
」

の
深
淵
に
受
容
さ
れ
れ
ば
、
「
一
層
と
美
し
い
謎
（
i
e
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｒ
ｅ
　
Ｒ
ａ
ｔ
ｈ
ｓ
ｅ
ｌ
）
」
と
し
て
、



継
承
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
に
、
新
た
な
「
現
実
の
生
（
ｒ
・
Ｆ
ロ
）
」
（
註
（
５
）
）

へ
と
踏
み
入
る
や
、
古
典
芸
術
は
自
己
に
閉
塞
し
得
ぬ
開
か
れ
生
き
た
連
関
の
中
に
入

る
の
で
あ
る
。

　
但
し
、
か
く
『
芸
術
家
』
に
お
い
て
意
味
深
長
に
解
さ
れ
た
「
夜
」
の
詩
想
を
、
実

際
の
詩
歌
象
徴
そ
の
も
の
で
直
接
に
西
欧
の
現
実
に
適
用
し
た
の
は
シ
ラ
ー
で
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
歴
史
に
お
い
て
、
『
芸
術
家
』
公
刊
後
十
年
程
に
し
て

誕
生
し
た
抒
情
性
豊
か
な
両
作
品
で
、
ま
ず
ノ
ヴ
″
Ｉ
リ
ス
の
『
夜
の
讃
歌

（
Ｈ
ｙ
ｍ
ｎ
ｅ
ｎ
　
ａ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）
』
（
一
八
〇
〇
年
刊
）
に
お
い
て
、
「
一
層
と
美
し
い
謎

が
夜
か
ら
立
ち
現
わ
れ
（
j
e
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｒ
ｅ
　
Ｒ
ａ
ｔ
ｈ
ｓ
ｅ
ｌ
　
ｔ
ｒ
ｅ
ｔ
ｅ
ｎ
　
ａ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）
」
て
、

西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
意
識
の
根
を
「
夜
」
の
大
地
に
お
い
て
し
か
と
掴
ん
だ
。
そ
し
て
、

こ
の
直
後
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
、
「
夜
」
（
第
一
部
）
、
か
ら
「
ギ
リ

シ
ア
の
昼
（
第
二
部
）
を
へ
て
「
西
欧
の
夜
」
（
第
三
部
）
べ
と
張
ら
れ
た
心
の
琴
線

に
触
れ
、
西
欧
意
識
の
「
弧
線
を
更
に
未
来
の
夜
を
貫
き
」
て
引
き
延
ば
し
た
の
で
あ

一
五
（
1
5
）

『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
－
一
八
〇
一
年
）
（
高
橋
）



一
六
（
1
6
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
（
一
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

　
　
註
解
（
Ａ
ｎ
ヨ
ｅ
ｒ
ｋ
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
）

＊
『
芸
術
家
』
は
初
稿
（
一
七
八
九
年
刊
）
を
礎
と
し
、
底
本
ヴ
ァ
イ
マ
ル
版
シ
ラ
ー
全
集
（
一

九
四
三
年
以
降
）
第
一
巻
（
二
〇
一
頁
－
二
Ｉ
四
頁
）
よ
り
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
は
シ
ュ
ト
ウ
。

ト
ガ
ル
ト
版
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
（
一
九
四
六
年
－
八
五
年
）
第
二
巻
（
九
〇
頁
－
九
五
頁
）
よ

り
引
用
。

山
序
言
（
く
ｏ
ｒ
w
ｏ
ｒ
ｔ
)

（
１
）
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
』
［
一
］
シ
ラ
ー
の
問
題
提
起
山
～
剛
／
［
二
］
古
典
ギ

リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
剛
～
㈲
（
一
丸
八
四
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
二
巻
、

人
文
科
学
篇
、
縦
組
一
三
頁
―
七
二
頁
）
。
【
二
】
㈲
～
閉
／
［
三
］
神
話
の
神
剛
～
剛
（
一
九
八
五

年
度
、
第
三
四
巻
、
縦
組
一
頁
－
七
二
頁
）
。
［
三
一
�
最
深
の
親
密
性
（
一
九
八
六
年
度
、
第
三

五
巻
、
縦
組
一
頁
－
六
六
頁
）
。

　
　
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
ム
著
『
ロ
マ
ン
派
』
（
初
版
一
八
七
〇
年
）

第
三
書
「
浪
漫
主
義
最
盛
期
」
第
一
章
（
二
八
九
頁
－
三
二
四
頁
）
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論
（
第
四

版
、
一
九
二
〇
年
、
三
四
一
頁
－
三
七
六
頁
）
の
表
題
「
浪
漫
詩
文
の
傍
系
」
（
初
版
二
八
九
頁

／
第
四
版
三
四
一
頁
）
が
示
す
方
向
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
著
『
体
験
と
創
作
』
（
一
九
〇
五
年
）
所

収
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論
で
批
判
（
第
八
版
、
一
九
二
二
年
、
三
九
六
頁
）
さ
れ
な
が
ら
も
根
強
ぐ
、

ベ
ツ
ォ
ル
ド
著
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
九
六
年
－
九
七
年
）
や
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
著
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
エ
レ
ギ
ー
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
九
六
八
年
）
に
お
い
て
、
『
芸

術
家
』
な
ど
シ
ラ
ー
抒
情
詩
の
雄
篇
へ
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
詩
想
が
関
連
さ
せ
ら
れ
な
か
っ

た
遠
因
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
ヴ
ェ
ン
ト
著
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
シ
ラ
ー
、
比
較
文
体
論
』
（
『
ゲ

ル
マ
ー
ニ
ア
研
究
・
第
七
〇
号
、
一
九
二
九
年
、
複
刊
一
九
六
七
年
』
四
六
頁
に
は
、
『
芸
術
家
』

第
二
五
一
句
の
「
カ
ス
ト
ー
ル
に
寄
り
か
か
る
、
輝
く
ポ
リ
ュ
デ
ウ
ケ
ー
ス
の
姿
」
へ
の
言
及
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
但
し
あ
く
ま
で
当
論
の
副
題
通
り
「
比
較
文
体
論
（
Ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｇ
ｌ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ

ｂ
ｔ
ｉ
ｉ
ｂ
ｅ
ｔ
ｒ
ａ
ｃ
ｎ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
）
」
の
限
り
で
の
言
及
で
あ
り
、
し
か
も
此
所
で
関
連
さ
せ
ら
れ
る
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
作
品
は
、
初
期
テ
ュ
ー
ビ
ン
グ
ン
時
代
一
七
九
〇
年
頃
の
抒
情
詩
『
詩
歌
女
神
へ
の
讃
歌

｛
｝
｛
ｘ
～
目
自
助
Ｑ
く
に
回
｝
』
、
つ
ま
り
シ
ラ
ー
の
影
響
が
直
接
に
読
み
取
れ
る
未
熟
な
詩
歌
に

限
ら
れ
て
い
る
。
他
方
グ
ロ
ッ
セ
著
「
シ
ラ
ー
の
『
芸
術
家
』
一
七
八
九
年
」
（
一
八
九
〇
年
）

に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
及
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
一
九
世
紀
末
に
例
え
ば
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』

全
九
節
が
漸
く
一
八
九
四
年
公
刊
な
の
で
あ
る
か
ら
、
シ
ラ
ー
研
究
家
の
側
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

詩
歌
へ
と
歩
み
寄
る
可
能
性
は
一
層
と
低
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
版
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
、
第
四
巻
、
二
三
八
頁
。
論
文
『
音
調
の
転

移
』
。

②
三
郎
構
成
（
Ｔ
ｒ
ｉ
ａ
ｄ
ｅ
）

（
３
）
中
央
部
が
『
芸
術
家
』
の
場
合
は
第
九
一
句
－
第
三
五
〇
句
と
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
場

合
は
第
四
節
－
第
六
節
と
考
え
ら
れ
る
。
左
記
の
表
を
参
照
。

第

一
一
一
部

第

一
一部

第
一部

節 句 節 句 節 句
一

一
五

｜

一
一
一
一
一一 351

S

481

八

｜
一
一
四

91

S

350

一

｜七
1

S

90

初
稿

甲9

^±t-
§

一
一
四

｜

一
一一

一

八

｜

一
一
一
一
一

一

｜七
篇

七

｜九

109
S

160

四

｜六

55

S

108

一

｜
一一－

1
S
54 17

『
芸
術
家
』
改
稿
は
、
底
本
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
巻
、
第
一
部
、
三
八
三
頁
－
三
九
六
頁
を
典
拠

と
し
た
。



即
ギ
リ
シ
ア
（
Ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
コ
ｔ
ｕ
ヨ
）

（
４
）
詳
細
は
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
』
【
三
】
神
話
の
神
　
�
最
深
の
親
密
性
（
註

（
１
）
）
。

（
５
）
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
巻
、
第
一
部
、
三
六
七
頁
。

（
６
）
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
初
稿
、
第
一
九
節
、
第
一
四
七
句
（
シ
ラ
ー
全
集
、
第
一
巻
、
一
九

四
頁
）
／
再
稿
、
第
二
節
、
第
九
一
句
（
全
集
、
第
二
巻
、
第
一
部
、
三
六
六
頁
）
。

（
７
）
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
初
版
、
一
七
八
一
年
、
六
四
二
頁
以
下
／
再
版
、
一
七
八
七
年
、

六
七
〇
頁
以
下
（
ア
カ
デ
ミ
ー
版
作
品
集
、
第
三
巻
、
四
二
六
頁
以
下
）
参
照
。
引
用
は
第
三
巻
、

四
二
七
頁
よ
り
。

　
㈲
キ
リ
ス
ト
（
Ｃ
ｈ
ｒ
i
ｓ
ｔ
ｕ
ｓ
）

　
（
８
）
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
初
稿
、
第
一
五
節
、
第
一
二
一
句
以
下
。
ジ
ラ
ー
全
集
、
第
一
巻
、

　
一
九
三
頁
。

　
Ξ
　
聖
霊
た
ち
の
怖
ろ
し
い
立
法
に
よ
り

　
言
　
裁
き
を
下
す
神
聖
な
る
野
蛮
人
は
居
な
か
っ
た
。

　
「
居
な
か
っ
た
」
所
が
古
典
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
あ
る
。

　
（
９
）
『
理
想
と
人
生
』
（
一
八
〇
四
年
『
シ
ラ
ー
詩
集
』
第
一
部
再
版
）
第
三
節
、
第
三
〇
句

　
「
理
想
の
国
」
／
第
一
五
節
、
第
一
四
五
句
以
下
「
現
世
の
重
き
幻
像
」
（
全
集
、
第
二
巻
、
第
一

　
部
、
三
九
七
頁
／
四
〇
〇
頁
）
。
当
詩
歌
初
稿
は
『
幽
魂
の
国
』
（
一
七
九
五
年
『
時
神
』
刊
）
で
、

　
そ
の
第
四
節
、
第
四
〇
句
に
「
美
の
幽
魂
の
国
」
／
第
一
八
節
、
‐
第
一
七
五
句
以
下
に
「
現
世
の

　
重
き
幻
像
」
（
全
集
、
第
一
巻
、
二
四
八
頁
／
二
五
一
頁
）
と
あ
る
。
因
み
に
一
八
〇
〇
年
『
シ

　
ラ
ー
詩
集
』
第
一
部
初
版
で
当
詩
歌
の
表
題
は
『
形
相
の
国
』
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
1
0
）
一
七
八
九
年
三
月
三
〇
日
ケ
ル
ナ
ー
宛
書
簡
（
全
集
、
第
二
五
巻
、
二
三
八
頁
）
に
よ
る
と
、

　
註
（
１
）
グ
ロ
ッ
セ
註
解
九
三
頁
以
下
に
も
例
証
さ
れ
て
い
る
通
り
、
シ
ラ
ー
自
身
は
、
カ
ス
ト
ー

’
ル
の
可
死
性
と
ポ
リ
ュ
デ
ウ
ケ
ー
ス
の
不
死
性
に
は
重
点
を
置
か
ず
、
こ
の
兄
弟
を
む
し
ろ
「
生
」

　
と
「
死
」
の
人
格
化
象
徴
と
看
倣
し
て
当
の
明
暗
に
着
眼
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
様
な
シ

　
ラ
ー
自
身
の
意
図
は
と
も
か
く
、
少
く
と
も
後
世
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
達
に
『
芸
術
家
』
が
受
容
さ
れ

一
七
（
1
7
）
　
『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
－
一
八
〇
一
年
）
（
高
橋
）

て
ゆ
く
過
程
で
は
、
本
論
の
よ
う
に
キ
リ
ズ
ト
像
に
関
連
さ
せ
る
の
も
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
他
「
松
明
を
か
ざ
す
者
」
に
関
し
て
は
、
ま
ず
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
作
『
夜
の
讃
歌
』
（
一
八

〇
〇
年
『
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
』
刊
）
第
五
歌
に
現
わ
れ
る
「
死
」
の
詩
歌
象
徴
、
「
優
し
き
若
者
が

光
を
消
し
憩
う
（
Ｅ
ｉ
ｎ
　
ｓ
ａ
ｎ
ｆ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｊ
ｉ
ｉ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｌ
ｂ
ｓ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｄ
ａ
ｓ
に
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｒ
ｕ
ｈ
ｔ
　
―
）
」
【
四
巻

本
著
作
集
、
一
九
二
九
年
、
第
】
巻
、
六
〇
頁
）
が
留
意
さ
れ
、
こ
れ
が
「
わ
れ
ら
（
ギ
リ
シ
ア

人
）
の
墓
地
に
沈
思
し
て
立
つ
若
者
（
｛
｝
の
「
Ｑ
Ｉ
９
　
～
同
・
：
ｄ
ｅ
ｒ

･
･
･
　
／
　
Ａ
ｕ
ｆ
　
ｕ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
ｎ
　
「
Ｊ
ｒ
ａ
-

ｂ
ｅ
ｒ
ｎ
　
ｓ
ｔ
ｅ
ｈ
ｔ
　
ｉ
ｎ
　
ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｅ
ｍ
　
Ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
巳
」
（
第
五
歌
。
同
巻
六
二
頁
）
と
し
て
キ
リ
ス
ト
像
へ
と
繋

げ
ら
れ
、
「
こ
の
死
の
只
中
に
永
遠
の
生
命
が
告
げ
ら
れ
た
d
m
　
Ｔ
乱
ｅ
　
w
ａ
ｒ
ｄ
　
ｄ
ａ
ｓ

ｅ
w
ｇ
ｅ

Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
　
ｋ
ｕ
ｎ
ｄ
）
」
（
同
六
二
頁
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
詩
想
が
注
目
さ
れ
る
。
実
は
『
パ
ン
と
葡
萄

酒
』
も
『
夜
の
讃
歌
』
も
共
に
、
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
初
稿
の
第
一
四
節
（
シ
ラ
ー
全
集
、
第

一
巻
、
一
九
三
頁
）
を
踏
ま
え
て
お
り
、
当
詩
節
に
て
「
恐
怖
の
骸
骨
（
ｇ
ｒ
ａ
ｆ
ｉ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ

（
ｊ
ｅ
ｒ
ｉ
ｐ
ｐ
ｅ
）
」
（
第
一
〇
五
句
）
と
の
対
比
の
下
に
浮
か
び
上
が
る
、
「
静
か
に
物
悲
し
く
松
明
を

下
し
た
霊
威
（
ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｌ
　
ｕ
乱
寸
印
目
片
Ｑ
ｍ
町
。
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
ｕ
ｓ
　
／
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｆ
ａ
ｃ
ｋ
ｅ
Ｄ
Ｊ
（
第
一
〇

八
句
以
下
）
に
象
徴
さ
れ
る
古
典
ギ
リ
シ
ア
世
界
が
、
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
（
註
（
８
）
第
一
　
一
四

句
）
と
好
対
称
を
な
す
　
０
因
み
に
当
の
「
死
の
表
象
」
に
お
け
る
、
「
骸
骨
（
Ｓ
ｋ
ｅ
ｌ
ｅ
ｔ
ｔ
）
!
か

「
若
者
」
か
と
言
う
二
者
択
一
を
、
古
典
古
代
と
西
欧
近
代
と
の
明
暗
の
下
に
際
立
た
せ
た
の
は
、

レ
ッ
シ
ン
グ
著
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
（
一
七
六
六
年
）
第
十
一
章
の
註
記
（
一
九
二
五
年
刊
二
五
部

作
品
集
、
二
五
巻
一
九
七
〇
年
復
刻
、
第
四
部
、
第
四
巻
、
三
四
六
頁
以
下
）
と
、
こ
れ
に
関
連

し
て
書
か
れ
た
論
文
『
い
か
に
古
典
古
代
人
は
死
を
形
造
り
し
か
（
Ｗ
ｉ
ｅ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｎ

Ｔ
ｏ
ｄ
　
ｇ
ｅ
ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｔ
）
Ｊ
（
一
七
六
九
年
）
で
あ
り
、
「
ぞ
っ
と
す
る
骸
骨
を
再
び
放
棄
す
る
」
こ
と
を
、

『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
第
十
一
章
に
重
ね
て
強
調
す
る
当
該
の
論
文
の
末
尾
は
、
次
の
よ
う
な
印
象
深

い
言
莱
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
作
品
集
、
第
一
七
部
、
第
一
五
巻
、
三
五
六
頁
。

　
誤
れ
る
理
解
に
基
ず
く
宗
教
の
み
が
、
私
達
を
美
か
ら
遠
ざ
け
得
る
。
も
し
宗
教
が
私
達
を
再

　
び
美
へ
と
連
れ
も
ど
す
な
ら
、
そ
れ
は
真
正
な
宗
教
、
つ
ま
り
正
し
く
理
解
さ
れ
た
真
正
な
宗

　
教
の
証
左
な
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
レ
ッ
シ
ン
グ
始
め
シ
ラ
ー
た
ち
が
立
論
す
る
折
に
念
頭
に
置
い
た
理
念
が
、
ヴ
ィ
ン
ケ

ル
マ
ン
著
『
絵
画
と
彫
刻
に
お
け
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
芸
術
作
品
模
倣
論
』
（
一
七
五
五
年
）
第
八



一
八
（
1
8
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
（
一
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

八
章
の
命
題
、
「
高
貴
な
る
純
朴
と
静
か
な
偉
容
（
Ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｄ
ｌ
ｅ
　
Ｅ
ｍ
ｆ
ａ
ｌ
ｔ
　
ｕ
乱
ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
　
Ｇ
ｒ
ｏ
Ｂ
ｅ
）
」

（
一
八
二
五
年
／
二
八
年
刊
こ
一
巻
全
集
、
復
刻
一
九
六
五
年
、
第
一
巻
、
三
四
頁
）
で
あ
っ
た

こ
と
も
此
所
に
付
記
し
て
お
き
た
い
。

（
1
1
）
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
『
省
察
』
。
全
集
、
第
四
巻
、
二
三
三
頁
。
「
覚
醒
が
汝
を
去
る
所
が
霊
感
の

限
界
な
の
だ
。
　
・
：
　
深
み
へ
と
落
ち
こ
む
の
と
同
様
に
、
高
み
へ
と
落
ち
こ
む
こ
と
も
あ
り
得

る
。
」

　
こ
う
言
う
「
高
み
」
と
「
深
み
」
の
表
裏
関
係
を
、
カ
ン
ト
は
『
天
界
の
一
般
自
然
史
と
理
論
』

（
一
七
五
五
年
）
第
三
部
「
補
遺
」
の
終
結
部
（
註
（
７
）
）
作
品
集
、
第
一
巻
、
三
六
六
頁
）
に

お
い
て
、
「
地
球
」
と
「
火
星
」
が
代
表
す
る
「
危
険
な
中
間
地
点
」
に
見
い
出
し
、
こ
の
「
危

険
」
の
理
由
と
し
て
、
「
正
に
同
じ
長
所
が
、
精
神
を
低
位
階
を
越
え
て
高
め
、
高
み
へ
と
据
え

る
と
共
に
、
そ
の
高
み
か
ら
精
神
は
当
の
低
位
階
の
下
へ
と
、
一
層
深
く
再
び
無
際
限
に
転
落
し

得
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

（
1
2
）
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
終
結
部
、
第
一
二
一
一
〇
句
以
下
。
ハ
ム
ブ
ル
ク
版
作
品
集
、
一
九
八
二

年
、
第
三
巻
、
三
六
四
頁
。
「
永
遠
の
女
性
が
　
／
　
わ
れ
ら
を
天
上
へ
と
引
き
あ
げ
る
（
Ｎ
ｉ
ｅ
ｈ
ｔ

ｕ
ｎ
ｓ
　
ｈ
ｍ
ａ
ｎ
.
）
。
」

㈲
創
造
の
終
結
（
く
o
l
i
e
コ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆ
ｕ
ｎ
ｇ
）

（
1
3
）
『
イ
ザ
ヤ
書
』
第
六
三
章
、
第
一
六
節
「
我
ら
の
父
」
な
ど
。

（
1
4
）
『
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
』
第
四
章
、
第
一
七
節
。
「
死
者
を
生
か
し
、
無
（
メ
ー
・
オ
ン
タ
）

か
ら
有
（
～
Ｓ
）
を
呼
び
覚
ま
す
神
」

（
1
5
）
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
九
節
の
一
四
九
句
「
神
の
子
た
ち
（
Ｋ
ｉ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｓ
）
」
（
全
集
、

第
二
巻
、
九
五
頁
）
な
ど
、
『
聖
書
』
へ
の
関
連
に
詳
し
い
ペ
ツ
ォ
ル
ド
註
解
（
註
（
Ｉ
）
）
の
該

当
箇
所
（
こ
一
八
頁
）
に
は
、
話
題
の
こ
一
六
句
以
下
に
関
し
て
『
聖
書
』
へ
の
言
及
な
く
、
そ

の
か
わ
り
に
余
り
本
質
的
と
は
思
わ
れ
な
い
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
作
『
転
身
物
語
』
第
一
書
の
第
一

四
九
句
以
下
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

処
女
（
神
）
も
、
殺
戮
の
血
潮
に
ぬ
れ
た
大
地
を
、
神
々
の
最
後
を
飾
り
、
（
こ
の

正
義
の
処
女
神
）
ア
ス
ト
ラ
イ
ア
ー
も
去
り
ゆ
く
。

　
｛
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
叢
書
、
一
九
五
二
年
、
｝
四
頁
）

こ
れ
に
対
し
て
註
（
１
）
シ
ュ
ミ
ッ
ト
註
解
の
ご
一
九
頁
に
は
「
『
聖
書
』
の
常
套
文
句
」
と
し
て

当
こ
一
七
句
に
関
し
、
『
歴
代
史
下
』
第
三
〇
章
の
第
九
節
で
「
神
（
（
）
ｏ
は
）
」
が
「
そ
の
面

（
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
Ｏ
Ｊ
を
「
背
け
る
（
Ｓ
§
仙
～
）
」
等
の
引
用
が
あ
り
、
更
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

の
後
期
讃
歌
『
パ
ト
モ
ス
』
初
稿
（
一
八
〇
二
年
）
第
一
〇
節
に
お
け
る
表
現
、
「
そ
の
面
を
至

高
の
神
が
背
け
る
（
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
／
　
Ｉ
）
ｅ
ｒ
　
Ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
　
w
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｔ
）
Ｊ
（
第
一
五
七
句
以
下
。

全
集
、
第
二
巻
、
一
六
九
頁
）
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
最
終
場
（
天
使
の
言
葉
）
第
一
一
九
三
六
句
以
下
。
作
品
集
、
第
三
巻
、

三
五
九
頁
。
ゲ
ー
テ
が
強
調
し
た
当
二
句
は
、
隔
字
体
で
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
詞
の
り
｛
日
日
の
り
Ｑ
こ
の
び
の
～
ａ
乙
Ｑ
ｒ
び
の
∃
ａ
ゴ
ダ

　
｛
｝
の
コ
ｒ
ａ
～
口
の
～
Ｓ
７
の
乙
ひ
ａ
の
戸

　
　
つ
ね
に
努
力
し
骨
折
る
者
、

　
　
そ
の
者
を
わ
れ
ら
は
救
済
し
得
る
。

㈲
美
神
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
（
ｃ
ｌ
コ
i
a
　
Ａ
ｐ
ｈ
ｒ
ｏ
ｄ
ｉ
ｔ
ｅ
)

（
1
7
）
『
人
間
の
審
美
教
育
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
五
年
）
第
六
書
簡
。
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
〇
巻
、

三
二
四
頁
。
プ
ラ
ト
ー
ン
『
饗
宴
』
一
八
五
Ｃ
で
「
キ
ュ
テ
レ
イ
ア
」
は
「
俗
衆
の
（
パ
ン
デ
ー

モ
ス
）
」
の
意
。

（
1
8
）
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
五
巻
、
一
九
九
頁
。

（
1
9
）
『
ド
イ
ツ
の
偉
容
』
（
註
（
3
2
）
）
。
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
巻
、
第
一
部
、
四
三
一
頁
。

　
縦
ん
ば
（
王
侯
の
神
聖
ロ
ー
マ
）
帝
国
（
九
六
二
年
－
一
八
〇
六
年
）
が
滅
ん
だ
と
て
、
ド
イ

　
ッ
の
尊
厳
は
揺
ら
が
ず
悠
然
と
留
ま
ろ
う
。
そ
の
尊
厳
は
人
倫
の
偉
容
（
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
ｓ
ｉ
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ

　
（
Ｊ
ｒ
ｏ
Ｃ
ｅ
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
住
ま
う
の
は
そ
の
国
の
文
化
と
気
質
で
あ
る
。

（
2
0
）
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
巻
、
第
一
部
、
三
九
八
頁
。
話
題
の
第
八
節
に
相
当
す
る
箇
所
は
、

『
幽
魂
の
国
』
（
註
（
９
）
）
第
十
一
節
、
第
一
〇
七
句
！
第
一
一
〇
句
（
全
集
、
第
一
巻
、
二
五
〇

頁
）
で
あ
る
。

（
2
1
）
作
品
集
、
第
三
巻
、
五
九
頁
。



（
2
2
）
『
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
五
年
－
九
六
年
）
。
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
〇

巻
、
四
五
三
頁
。
此
所
で
は
「
思
想
そ
の
も
の
が
詩
歌
象
徴
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
　
ｐ
ｏ
ｅ
-

ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
）
Ｊ
と
な
り
、
「
取
り
扱
う
概
念
を
純
粋
か
つ
完
全
に
理
念
へ
と
引
き
上
げ
た
が
如
き
詩
歌
」

が
待
望
さ
れ
て
い
る
。

（
2
3
）
筆
者
の
別
論
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
冒
頭
の
都
市
像
（
一
九
八
三
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研

究
報
告
、
第
三
二
巻
、
人
文
科
学
篇
、
縦
組
二
Ｉ
頁
－
七
〇
頁
）
お
よ
び
、
内
省
と
光
明
１
『
パ

ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
Ｉ
　
（
一
九
八
五
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、

第
三
四
巻
、
人
文
科
学
篇
、
縦
組
一
五
五
頁
－
ニ
○
一
頁
）
の
両
篇
を
参
照
。

（
2
4
）
筆
者
の
別
論
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
ニ
ー
［
四
］
思
慮
深
い
家

長
」
（
一
九
八
六
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
五
巻
、
人
文
科
学
篇
、
縦
組
六
七
頁
一

一
〇
二
頁
）
、
お
よ
び
当
論
の
欧
文
骨
子
に
あ
た
る
、
日
本
独
文
学
会
編
『
ド
イ
ツ
文
学
』
第
七

三
号
（
一
九
八
四
年
秋
）
八
三
頁
－
九
一
頁
（
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｕ
Ｅ
Ｒ
　

　
　
。
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
ｉ
ｇ
ｅ
ｓ

Ｈ
ａ
ｕ
ｐ
ｔ
”
　
ｉ
ｎ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
　
｡
Ｂ
ｒ
ｏ
ｄ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｎ
”
）
参
照
。

剛
人
倫
と
美
（
S
i
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）

（
2
5
）
ニ
ー
チ
エ
『
ツ
フ
フ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
語
っ
た
』
第
一
部
（
一
八
八
三
年
）
第
一
章
「
三

段
の
変
容
」
に
お
い
て
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
を
一
言
で
以
て
蔽
っ
た
も
の
。
批
判
版
全
集
、

第
六
部
、
第
一
巻
、
一
九
六
八
年
、
二
六
頁
。

（
2
6
）
『
国
家
論
』
五
〇
五
Ａ
（
｀
ｑ
～
９
酋
Ｑ
～
ぷ
Ｉ
）
。

（
2
7
）
『
第
十
五
審
美
教
育
書
簡
』
。
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
〇
巻
、
三
五
九
頁
。

　
そ
れ
は
優
美
で
も
尊
厳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
・
：

　
そ
れ
は
両
者
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
両
方
だ
か
ら
で
す
。

他
に
『
優
美
と
尊
厳
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
三
年
）
参
照
。
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
〇
巻
、
二
五
一

頁
以
下
。

（
2
8
）
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
『
詩
論
』
第
三
三
三
句
「
詩
人
は
為
に
な
る
か
楽
し
ま
せ
よ
う
と
す
る

（
ａ
ｕ
ｔ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｄ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
　
ｖ
ｏ
ｌ
ｕ
ｎ
ｔ
　
ａ
ｕ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
ａ
ｒ
ｅ
　
ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ａ
ｅ
）
」
。
こ
の
関
連
の
発
言
は
『
ヒ
ュ
ペ
ー

リ
オ
ン
』
第
一
巻
（
一
七
九
七
年
）
の
序
言
（
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
、
第
三
巻
、
五
頁
）
参
照
。

一
九
（
1
9
）
　
『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
－
一
八
〇
一
年
）
（
高
橋
）

　
わ
が
（
言
の
）
葉
の
芳
香
を
の
み
嗅
ぐ
人
は
、
こ
れ
を
知
ら
ぬ
人
で
あ
り
、
ま
た
単
に
教
え
を

　
求
め
て
、
こ
れ
を
摘
む
人
も
ま
た
、
こ
れ
を
知
ら
ぬ
人
で
あ
＆
。
様
々
な
音
調
の
対
立
が
或
る

　
色
調
で
協
和
す
る
の
は
、
単
な
る
思
弁
の
た
め
で
も
、
空
虚
な
娯
楽
の
た
め
で
も
な
い
。

（
2
9
）
一
七
九
二
年
五
月
二
五
日
ケ
ル
ナ
ー
宛
シ
ラ
ー
書
簡
。
シ
ュ
ト
ル
ツ
著
『
詩
人
シ
ラ
ー
』

（
一
九
五
九
年
）
二
百
一
頁
よ
り
引
用
。

　
僕
が
坐
っ
て
或
る
詩
歌
を
創
作
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
明
晰
な
概
念
よ
り
も
、

　
邁
か
に
し
ば
し
ば
僕
の
心
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
、
そ
の
詩
歌
の
音
楽
的
な
も
の
な
の
だ
。
他
方

　
の
明
晰
な
概
念
に
関
し
て
は
、
ま
ず
折
り
合
い
か
つ
か
な
い
の
が
僕
自
身
し
ば
し
ば
な
の
だ
け

　
れ
ど
も
。

他
に
一
七
九
六
年
三
月
十
八
日
ゲ
ー
テ
宛
シ
ラ
ー
書
簡
（
ア
ル
テ
ミ
ス
記
念
版
ゲ
ー
テ
全
集
、
第

二
〇
巻
、
一
九
五
〇
年
、
一
六
五
頁
）
に
「
音
楽
的
情
操
」
と
あ
る
。

　
或
る
種
の
音
楽
的
情
操
（
Ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
ｇ
ｅ
w
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
　
m
ｕ
ｓ
ｉ
ｋ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｍ
ｉ
ｉ
ｔ
ｓ
ｓ
ｔ
ｉ
ｍ
ｎ
ｉ
ｕ
ｎ
ｇ
）
が
先

　
行
し
、
こ
れ
の
後
で
私
の
場
合
に
は
漸
く
詩
的
理
念
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
）
が
続
き
ま
す
。

（
3
0
）
一
八
〇
二
年
十
二
月
二
日
ベ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
宛
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
書
簡
二
四
〇
。
全
集
、
第
六

巻
、
四
三
三
頁
。

（
3
1
）
へ
Ｉ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
『
断
片
』
一
一
。
九
（
Ｍ
ｏ
ｃ
　
ｈ
ｖ
Ｏ
ｏ
ａ
ｎ
ｃ
ｏ
ｉ
　
　
S
a
i
i
ｕ
ｏ
ｖ
）
。
断
片
集
（
第

六
版
）
第
一
巻
、
一
七
七
頁
。

（
3
2
）
『
ド
イ
ツ
の
偉
容
』
（
註
（
1
9
）
）
。

㈲
文
芸
復
興
（
Ｒ
ｅ
ｎ
ａ
ｉ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
）

（
3
3
）
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
（
三
五
四
年
－
四
三
〇
年
）
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
、
神

学
博
士
ア
ク
イ
ナ
ス
（
一
二
二
五
年
－
七
四
年
）
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
形
而
上
学
を
考

え
れ
ば
良
い
。

（
3
4
）
『
悲
劇
の
誕
生
』
（
一
八
七
二
年
）
第
十
一
章
。
註
（
2
5
）
批
判
版
全
集
、
第
三
部
、
第
一
巻
。

一
九
七
二
年
、
七
一
頁
。
直
接
の
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
批
判
は
、
第
十
二
章
（
同
巻
、
七
七
頁
－
八

四
頁
）
以
下
。

（
3
5
）
『
理
想
と
人
生
』
第
一
部
冒
頭
。
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
巻
、
第
一
部
、
三
九
六
頁
。
当
詩
歌



ニ
○
（
2
0
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
【
】
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

の
初
稿
『
幽
魂
の
国
』
（
註
（
９
）
）
第
一
節
冒
頭
（
Ｅ
w
i
g
　
ｋ
ｌ
ａ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
　
■
：
）
は
、

全
集
、
第
一
巻
、
二
四
七
頁
参
照
。

（
3
6
）
『
宗
教
論
（
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
已
）
（
一
七
九
九
年
）
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
、
第
四
巻
、
二

八
一
頁
。

　
神
話
の
神
（
（
Ｊ
ｏ
ｔ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｙ
ｔ
ｈ
ｅ
）
　
・
：
　
か
く
し
て
全
て
の
宗
教
の
本
質
は
詩
歌
象
徴
と
な

　
る
で
あ
ろ
う
。

神
話
の
神
キ
リ
ス
ト
像
の
詳
細
は
、
註
（
１
）
『
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
』
「
三
」
神
話
の
神
�
（
註
（
４
）
）
、

お
よ
び
筆
者
の
欧
文
論
文
、
Ｄ
ｉ
ｅ

　
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｕ
ｓ
ｇ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｌ
ｔ
　
　
i
n
　
　
Ｈ
ｏ
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
　
　
　
。
Ｂ
ｒ
ｏ
ｄ

　
ｕ
ｎ
ｄ

Ｗ
ｅ
ｉ
ｎ
”
（
一
九
八
九
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
八
巻
、
人
文
科
学
篇
、
第
一
分
冊
、

横
組
一
頁
－
四
六
頁
）
。

（
3
7
）
ピ
ン
ダ
ロ
ス
断
片
六
三
Ａ
Ｂ
『
ア
テ
ー
ナ
イ
人
達
に
』
（
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
叢
書
、
一
九
六
七

年
、
四
一
四
頁
以
下
）

（
3
8
）
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
五
巻
、
一
八
七
頁
。
註
（
１
）
グ
ロ
ッ
セ
註
解
で
は
、
ゲ
ー
テ
晩
年
の
詩

歌
「
若
者
よ
、
銘
記
せ
よ
（
ら
ぽ
巴
ｙ
９
日
零
ｒ
聴
ク
・
：
）
・
：
　
詩
神
は
案
内
を
も
、
導
き

を
も
心
得
ぬ
こ
と
を
（
Ｄ
ａ
Ｂ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｍ
ｕ
ｓ
ｅ
　
ｚ
ｕ
　
ｂ
ｅ
ｇ
ｌ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
｡
ペ
ロ
ｏ
ｃ
ｈ
　
ｚ
ｕ
　
ｌ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｖ
ｅ
ｒ
-

ｓ
ｔ
ｅ
ｈ
ｔ
.
）
」
（
註
（
1
2
）
作
品
集
、
第
一
巻
、
三
二
七
頁
）
が
引
用
さ
れ
、
同
主
旨
の
例
証
と
し
て
当

該
の
書
簡
も
話
題
と
さ
れ
、
「
秋
で
は
な
く
、
春
に
シ
ラ
ー
が
芸
術
家
の
姿
を
喩
え
て
い
る
」
（
三

七
頁
）
と
い
う
点
が
力
説
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
但
し
シ
ラ
ー
の
場
合
は
自
国
の
文
化
を
「
黄

金
の
果
実
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｇ
ｏ
ｌ
ｄ
ｎ
ｅ
　
Ｆ
ｒ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
）
」
と
か
、
「
収
穫
の
果
実
（
Ｆ
ｒ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｅ
ｒ
ｎ
ｔ
ｅ
）
」
と

呼
ん
だ
断
片
草
稿
『
ド
イ
ツ
の
偉
容
』
（
註
（
1
9
）
）
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
（
全
集
、
第
二

巻
、
第
一
部
、
四
三
一
頁
以
下
）
。

　
ド
イ
ツ
人
の
威
厳
は
、
決
し
て
王
侯
の
頭
上
に
存
し
な
か
っ
た
。
　
…
　
縦
ん
ば
帝
国
が
滅
ん

　
だ
と
て
、
ド
イ
ツ
の
尊
厳
は
揺
ら
が
ず
悠
然
と
留
ま
ろ
う
。
そ
の
尊
厳
は
人
倫
の
偉
容
で
あ
り
。

　
そ
れ
が
住
ま
う
の
は
そ
の
国
の
文
化
と
気
質
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
政
治
の
国
が
揺
ら
ぐ
や
ヽ
聯
袱
の
国
は
搬
竹
堅
固
で
ヽ
一
層
と
完
成
し
た
形
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
…
（
四
三
一
頁
／
四
三
二
頁
）
…
　
そ
し
て
こ
の
極
め
て
遅
鈍
な
（
ド

イ
ツ
）
国
民
が
、
全
て
の
性
急
で
俊
速
な
諸
国
民
に
追
い
つ
く
で
あ
ろ
う
。
他
の
諸
国
民
は
そ

　
の
時
に
は
落
花
し
た
。
そ
の
落
花
の
折
に
、
黄
金
の
果
実
が
残
り
、
自
己
形
成
し
、
収
穫
の
果

　
実
は
ふ
く
ら
む
。

（
3
9
）
『
詩
篇
』
第
一
歌
、
第
三
句
な
ど
。

（
4
0
）
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』
第
二
一
章
、
第
二
四
節
。

面
魂
の
不
滅
（
ｃ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
）

（
4
1
）
『
天
界
の
一
般
自
然
史
と
理
論
』
（
一
七
五
五
年
）
第
二
部
に
お
け
る
カ
ン
ド
ー
の
宇
宙
論
、

「
（
止
む
こ
と
な
き
）
創
造
の
漸
次
完
成
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｓ
ｕ
ｃ
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
i
ｖ
ｅ
　
Ｖ
ｏ
ｉ
ｌ
ｅ
乱
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆ
ｕ
ｎ
ｇ
）
」

（
註
（
７
）
作
品
集
、
第
一
巻
、
ご
二
二
頁
）
も
、
こ
の
脈
絡
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
4
2
）
類
似
の
比
較
級
の
用
法
は
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
二
節
の
第
三
五
句
に
も
、
「
満
満
と
溢
れ

る
杯
（
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｎ
　
Ｐ
ｏ
ｋ
ａ
ｌ
）
や
、
弥
々
果
敢
な
る
生
（
ｋ
ｉ
ｉ
ｈ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
）
」
（
全
集
、
第
二
巻
、

九
一
頁
）
と
あ
る
が
、
こ
う
い
う
比
較
級
の
巧
み
な
使
い
方
は
、
ま
ず
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
詩

歌
象
徴
に
確
か
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
頌
歌
『
チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖
【
】
‥
）
ｅ
ｒ
　
Ｚ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｅ
）
Ｊ
（
一
七
五

○
年
）
第
ヱ
ハ
節
の
第
六
一
句
以
下
（
一
七
七
一
年
刊
『
頌
歌
集
』
復
刻
一
九
七
一
年
、
二
一
〇

頁
）
。

　
Ａ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｓ
i
i
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
　
ｉ
ｓ
ｔ
ｓ
　
ｎ
ｏ
ｃ
ｈ
｡
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｒ
e
i
ｚ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
｡

　
Ｉ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
Ａ
ｒ
m
e
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｕ
ｎ
ｄ
ｓ
　
w
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
　
e
m
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｚ
ｕ
　
ｓ
ｅ
ｙ
ｎ
!

　
だ
が
一
層
と
甘
美
で
、
よ
り
麗
し
く
魅
感
な
の
は
、

　
友
の
腕
に
て
、
親
友
た
る
を
知
る
こ
と
な
の
だ
／

（
4
3
）
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
（
一
七
八
八
年
）
第
一
部
、
第
二
書
、
第
二
章
、
そ
の
四
「
純

粋
実
践
理
性
の
要
請
た
る
魂
の
不
滅
」
二
二
〇
頁
。
註
（
７
）
作
品
集
、
第
五
巻
、
一
二
二
頁
。

　
こ
の
無
限
の
進
歩
（
Ｐ
ｒ
ｏ
ｇ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｕ
ｓ
）
は
だ
か
、
一
重
に
、
同
じ
理
性
存
在
者
の
実
存
と
人
格

　
個
性
が
、
無
限
の
只
中
へ
と
持
続
（
ｆ
ｏ
ｒ
ｔ
ｄ
ａ
ｕ
ｒ
ｅ
ｎ
ｄ
）
し
て
ゆ
く
こ
と
Ｉ
こ
れ
が
魂
の
不
滅

　
と
呼
ば
れ
る
Ｉ
を
前
提
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
最
高
善
（
ｄ
ａ
ｓ
　
ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ

　
｛
｝
耳
）
は
実
践
上
、
た
だ
当
の
魂
の
不
滅
を
前
提
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
故
に
魂
の
不
滅

　
は
、
道
徳
律
（
ｄ
ａ
ｓ
　
m
o
ｒ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
）
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
、
純

　
粋
実
践
理
性
の
要
請
（
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｐ
ｏ
ｓ
ｔ
ｕ
ｌ
ａ
ｔ
）
な
の
で
あ
る
。



�
盟
約
（
Ｂ
ｕ
ｎ
ｄ
）

（
4
4
）
既
に
註
（
1
0
）
で
言
及
し
た
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
著
『
古
代
ギ
リ
シ
ア
芸
術
模
倣
論
』
（
一
七

五
五
年
）
を
筆
頭
に
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
（
一
七
六
六
年
）
と
か
、
ゲ
ー
テ
の

『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
（
一
七
八
七
年
）
な
ど
が
、
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
や
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』

の
先
達
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
発
見
に
関
し
て
は
、
註
（
１
）

『
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
』
「
二
」
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
剛
古
典
古
代
理
念
追
求
に
お
い

て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
論
述
し
た
。
一
九
八
五
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
四
巻
。

　
成
程
古
典
古
代
は
一
部
の
識
者
の
教
養
財
と
し
て
、
幾
多
の
姿
を
取
り
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
世

　
界
を
飾
っ
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
は
数
多
く
の
絢
爛
豪
華
な
富
の
一
部
を
形
造
る
に
過
ぎ
ず
、
西

　
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
意
識
が
古
典
ギ
リ
シ
ア
ヘ
の
止
み
難
き
依
存
関
係
へ
と
凝
集
し
、
こ
こ
か
ら

　
現
存
の
「
至
福
」
探
求
が
焦
眉
の
急
と
し
て
追
求
さ
れ
る
に
は
、
正
に
こ
の
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン

　
の
『
古
代
ギ
リ
シ
ア
模
倣
論
』
の
筆
力
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
は
や
古
典
古
代
は
、

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
『
詩
学
』
の
規
範
だ
と
か
、
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス
の
戯
曲
に
あ
ら
わ
れ
た

　
微
妙
な
表
現
上
の
作
法
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
本
質
か
ら
問
わ
れ
、
西
欧
キ
リ

　
ス
ト
者
は
真
正
面
か
ら
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
向
き
あ
い
つ
つ
、
自
己
の
現
存
の
根
本
問
題
を
古
典

　
へ
の
問
い
に
投
入
す
る
の
で
あ
る
。
余
断
な
き
こ
の
現
存
探
求
の
修
羅
場
、
か
く
「
新
た
に
燃

　
え
上
が
る
実
有
に
関
す
る
巨
人
の
戦
闘
」
の
只
中
で
は
、
古
典
学
者
の
博
識
が
単
な
る
知
的
遊

　
戯
衝
動
へ
と
安
直
な
傾
斜
を
示
さ
ぬ
よ
。
う
、
絶
え
ず
求
道
者
の
真
向
な
問
い
か
け
が
見
張
っ
て

　
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
第
三
四
巻
、
人
文
科
学
篇
、
縦
組
七
頁
）

（
4
5
）
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
第
三
四
章
、
第
一
四
節
。

（
4
6
）
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
第
三
章
、
第
一
四
節
。

（
4
7
）
シ
ラ
ー
の
史
劇
『
ド
ン
ー
カ
ル
ロ
ス
』
（
一
七
八
七
年
）
と
『
オ
ラ
ン
ダ
独
立
史
』
（
一
七
八

八
年
）
。

（
4
8
）
ル
ソ
ー
『
社
会
契
約
論
』
日
ｕ
　
Ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ
ｔ
　
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ
）
』
（
一
七
六
二
年
）
「
普
遍
意
志
の
至

高
の
指
導
（
ｌ
ａ
　
ｓ
ｕ
ｐ
ｒ
ｅ
ｍ
ｅ
　
ｄ
ｉ
ｒ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
　
ｌ
ａ
　
ｖ
ｏ
ｌ
ｏ
ｎ
ｔ
ｅ
　
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ａ
ｌ
ｅ
）
」
（
プ
レ
ヤ
ー
ド
版
ル

ソ
ー
全
集
、
第
三
巻
、
一
九
六
四
年
、
三
六
一
頁
）
。

（
4
9
）
ル
ソ
ー
『
告
白
』
第
一
書
（
一
七
八
二
年
）
「
私
は
考
え
る
前
に
感
じ
た
（
Ｊ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｓ

二
Ｉ
　
（
2
1
）
　
『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
－
一
八
〇
一
年
）
（
高
橋
）

a
ｖ
ａ
ｎ
ｔ
　
ｄ
ｅ
　
ｐ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
）
Ｊ
（
全
集
、
第
一
巻
、
一
九
五
九
年
、
八
頁
）
参
照
。

（
5
0
）
バ
イ
オ
ー
ニ
『
古
典
主
義
と
革
命
（
Ｃ
ｌ
ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｃ
ｉ
ｓ
m
〇
の
圃
才
〇
ぎ
ま
０
９
）
』
（
一
九
六
九
年
）

第
五
章
。
ヴ
″
イ
マ
ル
版
『
ゲ
ー
テ
年
鑑
』
第
九
二
巻
（
一
九
七
五
年
）
七
三
頁
－
こ
一
七
頁

（
ケ
ス
タ
ー
独
訳
）
八
三
頁
。

　
疾
風
怒
濤
か
ら
初
期
ロ
マ
ン
派
の
若
き
旗
手
へ
と
受
け
継
が
れ
た
御
の
進
歩
的
で
革
命
的
な
醗

　
酵
素
を
何
も
か
も
排
斥
す
る
傾
向
。
’

（
5
1
）
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
『
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ー
ス
の
死
』
初
稿
、
第
一
四
四
九
句
。
全
集
、
第
四
巻
、

六
二
頁
。

　
今
や
既
に
王
（
Ｋ
ｏ
ｎ
ｉ
ｇ
ｅ
）
の
時
代
で
は
な
い
の
だ
。

㈲
自
然
と
芸
術
（
ｚ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
）

（
5
2
）
他
方
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
は
、
頌
歌
『
自
然
と
芸
術
、
あ
る
い
は
サ
ー
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
と
ユ
ー
ピ

テ
ル
』
（
全
集
、
第
二
巻
、
三
七
頁
以
下
）
が
あ
る
が
、
い
ま
だ
蔵
言
風
の
教
訓
調
が
拭
い
去
れ

て
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

�
夜
（
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）

（
5
3
）
『
フ
″
ウ
ス
ト
』
第
一
部
（
一
八
〇
六
年
）
冒
頭
の
「
夜
」
（
第
三
五
四
句
－
第
八
〇
七
句
）

か
ら
、
第
二
部
（
一
八
三
二
年
）
第
二
幕
「
古
典
古
代
風
ヴ
ァ
ル
プ
ル
ギ
ス
の
夜
」
（
第
七
〇
〇

五
句
－
第
八
四
八
七
句
）
を
へ
て
、
第
三
幕
の
ヘ
レ
ネ
ー
悲
劇
（
第
八
四
八
八
句
Ｉ
第
一
〇
〇
三

八
句
）
へ
の
筋
を
、
考
え
併
せ
る
と
良
い
。
作
品
集
、
第
三
巻
、
九
頁
以
下
。

（
5
4
）
註
（
３
）
に
表
で
示
さ
れ
た
「
第
二
部
」
が
「
中
央
部
」
の
「
ギ
リ
シ
ア
の
昼
」
に
あ
た
る
。

平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）
　
九
月
　
一
日
受
理

平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）
十
二
月
二
五
日
発
行
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Ich werde sein der ich sein werde.　　　　　　　　　　　ニ

Vgl.　Die　ｂ６ｈ平ische　Rotlev-Bibel(Wenzelbibel)犬Niirnberg. 1455. Faksimile犬der Wiener

Prachtausgabe im Besitz der Wiirttembergischen Landesbibliothek.

　Ich bins der ich bin･ ｡(Exodos. 3.･14)　　　　　　大八　　　　　　　　　ト　　　‥　　　　　　･.

　Vgl. Mentelin, Johannes　。Deutsche　Bibel “　StraDburg. 1466:　Die　erste　Deutsche　Bibel.

Bd.3(Genesis/Exodos/Leviticus) hrsg. vレKurrelmey町↓Ｗ∧gedr, fiir den Litterarischen Verein

in Stuttgart. Tubingen. 1907. S.228.

　Ich bin der ich bin･ (Exodos. 3. 14)

Vgl. De Keulse Bijbel ( = Die Kolner Bibel) 1478/1479ンFaksimile-Neudruck. Amsterdam/

Alphen aan den Rijn / Hamburg. Verlag Buijten & Schipperheijn / Repro Holland / Friedrich

Wittig Verlag. 1979.　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　‥‥‥　‥‥‥‥

　ick by die ick bi･

　Vgl.　La　Bible　de　Robert　Olivetan. Neuchateト1535.∇Im　Ｂ臨itz　der　Wiirttembergisohen

Landesbibliothek: Je suis qui suis.

　Vgl. The Geneva Bible. 1560. Im Besitz der Ｗ血ヽttembergisむhen Landesbibliothek: Ｔ AM THAT

Ｉ ＡＭ;

47) Schiller 。Don Carlos“(1787)/｡Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von　der

spanischen Regierung“(1788)　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　＼

48)Rousseau, Jean-Jacques 。Du Contrat Social“(1762) Livre l. Chapitre 6: CEuvres completes.

Bibliotheque de la Pleiade. Paris. Gallimard. Tome∧3. 1964. S.361.　/　　　尚

　Enfin chacun se donnant a tous ne se donne ａ personne,…　Chacun de nous met en commun

　sa personne et toute sa puissance sous la supreme]direction ｄ６１ａvolonte generale; et nous

　recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout.

49)Rousseau 。Les Confessions “ Livre l. 1782: op. cit. ((10)48). Tome １. 1959. S.8

　　Jesentis avant de penser; c'est le sort oommun ｄｅトΓhumanite.上…

50)Baioni, Giuliano　。Classicismo　ｅ　Rivolutione “(1969) 5.Kap.:　Goethe-Jahrbuch. Bd.92.

Weimar｡1975. S.73-127(iJbersetz.:Koster, Monika). S.83丿大　　ト

die Tendenz, alle jene fortschrittlichen und revolutionaren Fermente zu beseitigen, die von

　ihrem　Sturm　und　Drang　aus　an　die　jungen　Vertreter　der　Friihromantischen　Schule

　weitergegeben wurden. Diese fanden in dem von ＧＯりtheund Schiller eeschaffenen asthetischen

　Klima　…　Der bedeutendste dichterische Ausdruck der von der Weimarer Klassik bewirkten

　athetischen Restauration ist wohl der Roman 。Wilhelm似付sters Lehrjahre｡, den Goethe　…

　von Mai 1794 bis August 1796 schrieb. …

51)H61derlin 。Der Tod des Empedokles“ l.Fassung. V.1449:StＡレBd.4ﾑS.62.

　EMPEDOKLES　Die ist die Zeit der Konige nicht mehr.

(11)ＮＡＴＵＲ UND KUNST　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　･●

52)H61derlin 。Natur und Kunst　Oder　Saturn und Jupiter“: StA. Bd.2. S.37f.

(12)ＮＡＣＨＴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　　＼

53)Goethe　。Faust“　l.Teil(1806)｡,Nacht‘(V. 354-807)∧2.Teil(1832).　2,入kt. .Klassische

Walpurgisnacht‘(V.7005-8487) / 3.Akt. V.8488-10038: HA((4)12). Bd.3. S.9-364.

54)H61derlin。Brod und Wein“　Str.4-6, V｡55-108: StA. Bd.2いS, 91-93　＼



23 。Die Kiinstler“(1789)und ｡Brod und Wein'‘(1800-1801)"Von Schiller zu Holderlin (Takahashi)

　indem es ihm eine Aussicht in das unendliche Feld der Allmacht eroffnet, als diesen Theil der

　Theorie, der die successive Vollendung der Schopfung betrifft.…

42)Klopstock 。Der Ziirchersee“ 16.Str. V.6レ64: Oden. Hamburg. Johann Joachim Christoph

Bode. 1771, Faksimile-Nachdruck, Bern. Lang. 1971. S.120.

　Aber siisser ists noch, schoner und reizender,　　　　　　　　61

　　In dem Arme des Freunds wissen ein Freud zu seyn!　　　62

　　　　So das Leben geniessen,　　　　　　　　　　　　　　　　　　63

　　　　　Nicht unwiirdig der Ewigkeit!　　　　　　　　　　　　　　　64

43)Kant　。Kritik　der　praktischen　Vernunft“(1788) l.Teil. 2.Buoh. 2,Hauptstuck. IV. Die

Unsterblichkeit der Seele, als ein Postulat der reinen praktischen Vernunft: ＡＴ((3)7).Bd.5.

S.122. Z.17-25.

　Dieser unendliche Progressus iｓt･aber nur unter Voraussetzung einer ins Unendliche

　fortdaurenden Existenz und Persbnlichkeit desselben verniin叫gen Wesens (welche

　man die Unsterblichkeit der Seele nennt) moglich.Ålso ist das hochste Gut praktisch nur

　unter　der　Voraussetzung　der　Unsterblichkeit　der　Seele　m 6 glich, mithin　diese, als

　unzertrennlich mit dem moralischen Gesetz verbunden, e i n P OS t U lat d er r ei n e n p r a k-

　t i s c h e n　Vernunft (worunter　ich　einen　t ｈｅｏｒ etischen, als　solchen　aber　nicht

　erweislichen Satz verstehe, so fern er einem ａ priori unbedingt geltenden praktischen

　Gesetze unzertrennlich anhangt)｡

(10)BUND

44)｡Hellas und Hesperien bei Holderlin ･･･｡　“((1)1)〔II〕Das k!assische Griechentum und d･as

abendlandische Christentum, (7) Die Antike als Idee: Forschungsberichte fiirsJahr 1985. Vol.34.

Geisteswissenschaften. S.7 im vertikalen Druck　　　　　　＼

45)Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deutsche Bibelgesellschaft. 1967/77, 1984. S.144. Z.17に

　Eel kannaa: :町'叫P ‘準 i岬りi5 np^ ？
し　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　犬

　　　(｡Ｅχｏｄｏｓ“34. 14)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　づ

　Vgl. Biblia Germanica 1545((5)13). Teil 1. S.LII:Exodos. 34. 14.

　Denn der HERR heisst ein Eiuerer / darumb das er ein eiueriger Gott ist /

　Vgl. Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta Ｌχχinterpretes. Stuttgart/AOHNAI.

Deutsche Bibelgesellschaft/BIB AIKH ETAIPIA. 1935/79.耳ditio minor. Duo volumina in uno.

Volumen ｌ. S.146:Ｅχodos. 34. 14.　　　　　　　　　　　　　　，

　6 yag k6(.μ吋δθε奴ごμλωΓ加6i>oμα，θε吋ぐηλＷＴＴＩＣ　ｅＯＴｌＶ，

　Vgl. Biblia iuxta Vulgatam Versionem. Stuttgart. Deutsche Bebelgesellschaft. 1969. 3.Aufl.

1983. Tomus l. S.125: Exodos. 34. 14.

　　Dominus Zelotes nomen eius Deus est aemulator　　　　　　　　　　　　　　　‥

46)Biblia Hebraica Stuttgartensia((10)45). S｡89｡Z19.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　Exodos. III. 14. Ehyeh Ascher Ehyeh : rｎ!゜¬g!S°ｎ３呻b哨!bφ(¬9町

　Vgl. SeBtuaKinta((10)45). Vol.1, S.90: Exodos. 3. 14.　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　zcα2ε7πev oθεOf 7tQdQ Mωりび和　7りﾉ必EZμ乙6 &v　　　　=乙　　　　　　○　　　　　　　し

　Ｖぽ1.Biblia iｕχtaVulgatam Versionem. Tom.I. S.79: Ｅχodos. 3. 14.　　　　‥

　dixit Deus ad Mosen ego sum qui sum

　Vgl. Biblia Germanica 1545 ((5) 13). Teil 1. S.χχχｍ: Exodos. 3. 14.



　sieimmer wahrer finden.…

ｖg1･ 。die goldne Frucht　…　Frucht der Aernte“: 。Deutsche GroBe“((6)19).

Vgl. Goethe 。Jiingling, merke dir,…“:ＨＡ((4)12).Bd工‥S=｡327.

ALTERSWERKE　　Spriiche　Jiingling, merke dir, in Zeiten

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wo sich Geist und Sinn erhoht:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DaC die Muse zu begleiten,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Doch zu leiten nicht versteht,

Vgl. Grosse:op. cit. ((1)1). S.37.　　　　　　　　　　　　犬………
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　Und wie Goethe wuCte Schiller, daC　。K u n s t n i c h t ｄ１６Bestimmung d e s Men －

　s c h e n“ sei. Uns e r e Bestimmung i s t vielmehr。,u n s Erkenntnisse z u ６ｒ－

　w e r b e n u n d a u s Erkenntnissen z u h a n d e 1 n“．Nicht Frucht, sondern nur Bliiteist

　ihm die Kunst; dem Lenze, nicht dem Herbste vergleicht er die Kiinstlererscheinung. ■■■

　Vgl. Schiller 。Ueber die nothwendigen Grenzen beim Ｇｅｂ暗面h schoner Ｆｏｆ血ｅｎ“(1793/1795/

1800):NA. Bd.21. 1963. S.3/S.21/S.27.

　Unsere Bestimmung ist, uns Erkenntnisse 2U erwerben, und aus Erkenntnissen zu handeln. Zu

　beyden gehort eine Fertigkeitトvon dem, was der Geist th皿, die Sinne auszuschlieCen,ﾄweil

　bey allem Erkennen vom Eriipfinden, und bey allem moralischen WoUen von der Begierde

　abstrahirt werden ｍｕ収　… (S.3/S.21)…　Die moralische Bestimmung des Menschen fodert

　vollige Unabhangigkeit des Willens von allem EinfluC sinnlicher Antriebe,…(S.21/S.27)…

　Man sagt daher ganz richtig, daB die achte Moralitat sich nur in der Schule der Widerwartig-

　keit bewahre, und eine anhaltende Gliickseligkeit leicht eine Kﾕippe der Tugend werdeレ‥･

Der ununterbrochen gliickliche Mensch sieht also die Pflicht nie von Angesicht,…　, ohne die

　Wiirde seiner Bestimmung zu erfahren.　Der Ungliickliche hingegen, wenn er zugleich ein

　Tugendhafter ist, genieBt den erhabenen Vorzug, mit der gottlichen Majestat des Gesetzes ｕｎ-

　m i t t el b aｒ zu verkehren, und da Ｓｅｉｎｅｒ Tugend keineくNeigung hilft,トdieFreyheit des

　Damons noch als Mensch zu beweisen.　　　　　　　　　　　………

39)Biblia Germanica 1545((5)13)ンTeil 1よDer Psalter. I. 3. S.CCχＣ.

　Der ist wie ein Bawm gepflantzet an den Wasserbechen / Der seine Prucht bringet zu seiner

　zeit / Vnd seine Bletter verwelcken nicht /　…

40)ＮｏｖｕｍTestamentum graece et latine((5)14). S.271: Secvndvm ＩｏａｎｎｅＴｎ.12..･･･　　　　　　.・

　&μ加&μ加λ印ω&μｈﾉ，言加μヵ∂ｄａ。gｒ必び晦．いπεび加εなでnv yfjv dπ・θ&リ，α加叱μ加。C

　μ釦ε乙゜eav t.d.π０θ&叩，π０λuvnagπ加φfeoet,(ＸＩＩ．２４)

　Amen, amen dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terrain, mortuum fuerit; ipsum

　solum manet. si autem mortuum fuerit, multum fructum affert.

　Vgl. Biblia Germanica 1545((5)13), Teil 2. Euanぱelium Johannesン12, 24,　111　　　　　.１

　Warlich / warlich / Ich sage euch / Es sey denn / das 臨ｓ Weitzenkorn in die erden falle /

　vnd ersterbe / so bleibts alleine. Wo es aber erstirbet / so bringets viel Friichte.…(Teil 2.

S.CCCVI)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　(９)ＵＮＳＴＥＲＢＬＩＣＨＫＥＩＴDER SEELE　　　一．　　　ノ　　＼　..･.･.･..　　　　　　・.･

41)Kant 。Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels“((4)11) 2.Teil. 7.Hauptstuck.

Von der Schopfung in ihrer Unendlichkeit: AT. Bd工S,312. Z.31-34.

　Ich finde nichts, das den Geist des Menschen zu einem edleren Erstaunen erheben kann.
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１

６

C
Ｏ

-
^

L
Ｑ

１
　
１
　
１

Triebrad des logischen SokratismuE

　dies durch Sokrates wie durch einen Schatten hindurch angeschaut werden muss. …　Der

　sterbende　Sokrates　wurde　das　neue, noch　nie　sonst　geschaute　Ideal　der　edlen

　griechischen Jugend: vor alien hat sich der typische hellenische Jiingling, Plato, mit aller

　inbriinstigen Hingebung seiner Schwarmerseele vor diesem Bilde niederge wor fen.

35)Schiller 。Das Ideal und das Leben“((4)9) l.Str. V.I: NA. Bd.2. Teil 1. S.396

　Ewigklar und spiegelrein　…

　ｖg1･ 。Das Reich der Schatten“((4)9) l.Str. V.I: ＮＡ｡Bd.l. S.247.　　　　　　　　十

　Ewig klar und spiegelrein ●●●　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　　s

36)H51derlin 。iJber Religion “: StA. Bd.4. S.281.　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　Gott der My the.｡¨゜　So ware alle Religion ihrem Wesen nach poetisch.　　　　　　　　　‥

　ｖg1へ.Hellas und Hesperien bei Holderlin …“((D1)〔III〕。Gott der Mythe “ (10)｡Die tiefste

Innigkeit“(Vol.35. S.1-66 im vertikalen Druck)｡　　　ト

37)Pindaros/Pindar(Griechisch/Deutsch) hrsg｡u. iibers. v. Werner. Oskar. Tusculum-Biicherei.

Miinchen. Heimeran. 1967. S.414/S.416//S.415/S.417.

△I eypAMBOi　63ab　ＡΘＨＮＡＩＯＩΣ　　　DITHYRAMBEN　63ab　FUR DIE ATHENER

　△S・t'Ivχpp6v, '0λ口μ.TTlOl,　　11　　　　　1　　11　　　　1　　11.　･，　　　………

io5ETC0Vλ<5cX6Te OTSQOVWV TaV ７’ｋχpi-

　SpoTTCov doiSov,　・　　I　　・　　■■･

ivapykχＴ’gμ' C&OTE U&VTIV o6 λave&VEi,

ooiviKOE&vcov 6it6t' olχBivTO$ ‘Ωpav ecxλ＆1!ou

eOoSuoりTTccyoioiv lop (fxma vetぐTotpea.

t6t6β&λλ£TO1, t6t* frir*如βpoTav χ061りP町�

Icov 96βai.β65a ７s l《:6|j[aio'tμElywinrai,

Eilt her zum Tanz, Olympier, her

Veilchengebundene Kranze empfangt, friihlingsgepfliick一

　知ｒLieder Klange!

６

13

14

15

16

17

S.414
-
S.416

Was klar er ( = Dionysos) zeigt, birgt sich mir nicht als Seher, so oft

PurpurumhuUter Horen Gemach sich eroffnet und herbei

Fiihrt schonen Dufts der Friihling Gewachse dem Gottertrank gleichン

Danr!, dann legt der heiligen Erde sich reizend Geflecht

Von Veilchen auf, und Rosen vermahlen耳aaren sich;　　　　　　　　‥

S.417 16

　　17

38)Schiller8 Brief an Korner vom 22. Januar 1789: NA. Bd.25. 1979. S.187: Z.28-32.卜

　Warum soil es nicht passen, daB die Kiinstlererscheinung in der moralischen Welt mit dem

　Lenz verglichen wird? Es giebt kein wahreres Bild. Kunst ist nicht die Bestimmung des

　Menschen, sondern die Bliithe einer hoheren Fruむht. Zergliedere diese Vergleichung. Du wirst
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　sondern daB die Sangart iiberhaupt wird einen andern :Karakter nehmen, uhd daB wir darum

　nicht aufkommen, weil wir, seit den Griechen, wieder anfangen, vaterland沁ch und natiirlich,

　eigentlich originell zu singen.

31)Herakleitos 。Fragment 119“: Die Fragmente der Vorsokratiker. Grieむhisch und Deutsch von

Hermann Diels. Hrsg. V. Walther Kranz. 2 Bande. 1903. 6. Aufl. 1951. 7.Aufl. 1954 bis 16.Aufl.

1972, unveranderte Nachdrucke der 6.Aufl. Bd工S.177.

　"H. UnふＣ泗OC加ﾉ向由JCioi Salμωzﾉ｡…　Seine Eigenart ist dem Menschen sein Damon (d.i.

　sein Gesohick)｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧

32)Schiller 。Deutsche GroCe“((6)19)

(8)RENAISSANCE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

33) Augustinus (354-430)。Confessiones“(397-400)/｡Ｄｅ………trinitate“(400-419)/｡De civitate Dei “(413-

426) etc. // Aquinas, Thomas(1225-74)。Summa theologica“　　　　＼

34)Nietzsche 。Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der Musik “(1872)/｡Die Geburt der Tra-

godie, Oder Griechenthum und Pessiraismus“(1886) Kap.ll: Kritische Gesamtausgabe ((7)25)｡

3.Abt. Bd工1972. S.71-74.

　Die griechische Tragodie ist anders zu Grunde gegangen‘“　sie starb durch Selbstmord,…

　｡der grosse Pan ist todt“:　so klang es jetzt wie ein schmerzlicher Klageton ｄリrch die

　hellenische Welt: 。die Tragodie ist todt! Die Poesie selbst ist mit ihr verloren gegangen!　…

　(S.71/S.72)･‥　Diesen ＴｏｄｅＳｋａｍｐ卜derTragodie kampfte Euripides;　…　Der Mensch des

　alltaglichen Lebens drang durch ihn aus den Zuschauerraumen auf die Scene, der Spiegel, in

　dem friiher nur die grosser! und kiihnen Zuge zum Ausdruok kamen, zeigte jetzt jene peinliche

　Treue, die auch die misslungenen Linien der Natur gewissenhaft wiedergiebtよ …(S.72/S.73)

Die biirgerliche Mittelmassigkeit, auf die Euripides alle seine politischen Hoffnungen

aufbaute, kam jetzt zu Wort, nachdem bis dahin in der Ｔｒ昭odie der Halbgott, in der

Komodie der betrunkene Satyr oder der Halbmensch den Sprachcharakter bestimmt hatten.

(S.73/S.74)…wenn jetztiiberhaupt noch von 。griechischerHeiterkeit“die Rede sein

　darf, so ist es die Heiterkeit des Sclaven,…　Dieser Schein dQｒ。griechischen Heiterkeit“ war

　es, der　die　tiefsinnigen　und　furchtbaren　Naturen　der　vier　ersten　Jahrhunderte　des

　Christenthums so emporte:　･‥　Und ihrem Einfluss ist むｓzuzuschreiben, dass die durch

　Jahrhunderte fortlebende Anschauung des griechischen Alterthums mit fast uniiberwindlicher

　Zahigkeit jene blassrothe Heiterkeitsfarbe festhielt¬― als ob es nie ein sechstes Jahrhundert

　mit seiner Geburt der Tragodie, seinen Mysterienﾚseinをｎ Pythagoras und Heraklit gegeben

　hatte,…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

Vgl.。Die Geburt der Tragodie“ 12.Kap.:Bd工S.79.

　Dionysus war bereits von der tragischen Biihne　verscheucht　und　zwar　durch　eine　aus

　Euripides redende damonische MachtよAuch Euripides war in gewissem Sinne nur Maske: die

　Gottheit, die aus ihm redete, war nicht Dionysus, auch nicht Apollo, sondern ein ganz

　neugeborner Damon, genannt Sokrates. Dies ist der neue Gegensatz: das Dionysische und

　das Sokratische,　‥●　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　つ　　/

Vgl.。Die Geburt der Tragodie “ 13.Kap.:Bd.l. S.87.

　Wer　nur　einen　Hauch　von　iener　gbttlichen　Naivitat　und　Sicherheit　der　sokratischen

　Lebensrichtung aus den platonischen Schriften gespiirt hat, der fiihltauch, wie das ungeheure
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mi’Germanistik. Ikubundo Verlag. Herbst 1984. Bd.73. S.83-91).

　Vgl. tJber die erste Stropheしvon Holderlins 。Brod und Wein｡:。Heilige Nacht‘｡〔IV〕し｡Ein

sinngies Haupt “ (Forschungsberichte der Universitat Kochi fiirs Jahr 1985. Vol.35. Geistes-

wissenschaftenレS.67-102 im vertikalen Ｄｒｕck）｡

（7）ＳＩＴＴＬＩＣＨＫＥＩＴUND SCHON ＨEIT　　　　　　　　　一　　　＋

25)Nietzsche 。Also sprach Zarathustra“ l.Teil. 1883. Kap工　Von den drei Verwandlungen:

Werke. Kritische Gesamtausgabe. Berlin. Gruyter. 6.Abt. Bd工1968. S.26.

　Welches ist der grosse Drache, den der Geist nicht mehr Herr und Gott heissen ｍａｇ? 。Du-

　sollst“ heisst der grosse Drache.…　Als sein Heiligst叩liebte er einst das 。Du-sollst“:　･･･

26)Platon 。Politeia“505A/508E/509B: Werke((6)17). Bd.4. S.530-545.

　カTou hyaθov Idea (505A: S.530/S.531) die Idee des Guten　　　　　　　　大

功lﾉでou ayαθod ideav (508E:S.542/S.543) die Idee des Guten　　　　　｀

　ＥＴｔｅｆｃｅむソαて恥ＯＵびｌａｃ（509B:S.544/S.545) iiber das Sein

27）｡Ueber die asthetische Erziehung …“((6)17) 15.Brief:Bd.2O. S.359ト

　Es ist weder Anmuth noch ist es Wiirde, was aus dem herr lichen Antlitz einer Juno Lu-

　d oｖiｓi zu uns spricht; es ist keines von beyden, weil es beydes zugleich ist.

　ｖg1･。Ueber Anmuth und Wiirde“: NA. Bd.2O. S.251-308.

28)Horatius　。De　arte　poetica “　333-334:　Samtliche　Werke. Lateinisch/Deutsch. Tusculum-

Biicherei. Miinchen. Heimeran. 1957. Teil 2. S.250/S.251

aut･ prodesse volunt aut delectare poetae　　　333

　aut simul et iucunda et idonea dicere vitae. 334 (S.250/S.251)

　Sinnbelehrend will Dichtung wirken oder herzerfreuend, oder sie will beides geben:　was

　lieblich eingeht und was dem Leben frommt.

　Vgl. Holderlin 。Hyperion “ l.Band. 1797. Vorrede:StA. Bd.3. S.5.　　　　　　　　づ

　Ich versprache gerne diesem Buche die Liebe der Deutschen. Aber ich fiirohte, die einen

　werden es lesen, wie ein Compendium, und um das fab�a docet sich zu sehr bekiimmern,

　indeB die andern gar zu leicht es nehmen, und beede Theile verstehen es nicht. Wer bios an

　meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie pfliikt, bios, um daran zu lernen,

　kennt sie auch nicht. Die Auflosung der Dissonanzen in einem gewissen Karakter ist weder

　一伍ｒdas b!oBe Nachdenken, noch fiirdie leere Lust.

29)Schillers Brief an Korner vom 25. Mai 1792: Storz, Gerhard 。Der Dichter Friedrich Schiller“

Stuttgart. Klett. 1959. 4.Aufl. 1968. S.213.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝

　Das Musikalische eines Gedichtes schwebt mir weit ofter vor der Seele, wenn ich mich

　りinsetze, es zu machenいals der klare Begriff vom Inhalt, iiber den ich oft kaum mit mir einig

　bin　･‥

　Vgl. Schillers Brief an Goethe vom 18. Ｍ面ｚ 1796: Goethe-Artemis-Gedenkausgabe. Bd.2O. 1950.

S.164-165.

　Bei mir ist die Empfindung anfangs ohne bestimmten und klaren Gegenstand; (S.164/S.165)

　dieser bildet sich erst spater. Eine gewisse musikalische Gemiitsstimmung geht vorher, und

　auf diese folgt bei inir erst die poetische Idee.イ‥　　　　づ

30)H51derlins Brief an Bohlendorff vom ２. Dez. 1802. Br.24Q: StA. Bd.6. S.433.　　　1

　Mein Lieber! ich denke, daB wir die Dichter bis auf unsere Zeit nicht commentiren werden,



高知大学学術研究報告　第46巻(1997年）……人文科学 28

18)Schillers Brief an Korner vom ９. Febr. 1789: NA. Bd.25. 1979. S.199レZ.16-21,　尚

　Der ganz veranderte Anfang ｌgibt　dem　Gedichte, gegen seine vorige　Gestalt, ein　ganz

　unkenntliches Ansehen, doch sehr zu seinem Vortheil. Ich habe n･■undie Hauptidee des Ganzen

　die Verhiillung d e r Wahrheit u n d Sittlichkeit　i n　die　Sch 6 n h e i t zur

　herrschenden und im eigentlichen Verstande zur Einheit gemacht.　…　　　　I.　　　　　　｀

19)Schiller 。Deutsche GroCe“(1797):NA. Bd.2. Teil J，1983. S.431-436.

　Die Majestat des Deutschen ruhte nie auf dem Haupt s. Fiirsten. Abgesondert von dem

　politischen hat der Deutsche sich einen eigenen Werth gegriin:det und からnnauch das Imperium

　untergienge, so bliebe die deutsche Wiirde unangefochten. ■･･　Sieist eine sittliche GroBe, sie

　wohnt in der Kultur ｕ: im Character der Nation, der von ihren politischen Schicksalen

　unabhangig ist. 一一Dieses Reich blUht in Deutschland, es ist inコvollem Wachseii und mitten

　unter den gothischen Ruinen einer alten barbarischen Verfafiung bildet sich das Lebendige

　aus. (Der Deutsche wohnt in einem alten sturzdrohenden HauC:aber er selbst ist ein edler

　Bewohner, und indem das politische Reich wankt hat sich ｄａＳ:Geistige immer fester und

　vollkommener gebildet.) (S.431/S.432) Dem, der den Geist bildet, beherrscht, muC zulezt die

　Herrschaft werden, denn endlich an dem Ziel der Zeit, wenn anders die Welt einen Plan, wenn

　des Menschen Leben irgend nur Bedeutung hat, endlich mufi die Sitte und die Vernunft siegen,

　die rohe Gewalt der Form erliegen 一一und das langsamste Volk wird alle die schnellen

　fliichtigen einholen. Die andern Volker waren dann die Blume, die abfallt　Wenn die Blumen

　abgefallen bleibt die goldne Frucht iibrig, bildet sich, schwillt die Frucht :der Aernte zu. …

20)｡Das Ideal und das Leben“　8.Str,　Ｖ.町-Ｖ.80;　NA. Bd.2. Teil土　S.398:　。:Das Reich der

Schatten“ ll.Str. V.107-V.110; NA. Bd.l. S.250.

　Nur dem Ernst, den keine Miihe bleichet,　　　十　　　　　犬

　Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥

　Nur des Meisels schwerem Schlag erweichet

　Sich des Marmors sprodes Korn.　　　　　　　　　〉　　　　　レ　　　　　　　　　　　　1

21)｡Faust“V.1796ごWerkR. HA((4)12). Bd,3. S.59.　　　し　　ニ　　ノ　　　　　ト

　Des Nordens Dau'rbarkeit.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'

22)Schiller 。Ueber naive und sentimentalische Dichtung“: NA. Bd.2O. S.453.

　Noch, ich gestehe es, kenne ich kein Gedichレinトdieser犬Gattung, weder aus alterer noch

　neuerer Litteratur, welches den Begriff, den es bearbeitet, rein und vollstandig entweder bis

　zur Individualitat herab oder bis zur Idee hinaufgefiihrt hatte.　…　･Dasjenige didaktische

　Gedicht, worinn der Gedanke selbst poetisch ware√=ｕnd……esauch bliebe, ist noch zu erwarten.

　Was hier im allgemeinen von alien Lehrgedichten gesagt wird, gilt auch von den Hallerischen

　insbesondere.　…

23)Takahashi, Katsumi: Das Stadtbild im Anfang von 。しBrodund Wein" (Forschungsberichte

der Universitat Kochi fiirsJahr 1983. Vol.32. Geisteawissenschaften. S.21-70 im vertikalen Druck).

　Vgl. Takahashi, KatsumトVERINNERLICHUNG UND ERLEUCHTUNG - liber die erste

Strophe von Holderlinsし｡Brod und Wein“; .Heilige Nachf. Erster Teil (Forschungsberichte der

Universitat Kochi fiirsJahr 1985. Vol.34. Geisteswissenschaften. S.155-201 im vertikalen Druck)｡

24) Takahashi, Katsumi: LANDAUER - 。ein sinniges Haupt“ in Holderlins 。Brod und Wein“

(ＤＯＩＴＳＵＢＵＮＧＡＫＵ: DIE DEUTSCHE LITERATUR. Hfsg. Vレd面丿apanischen Gesellschaft
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　Genius als letztem erinnert an Ovids ，Metamorphosen l 148fに。et Virgo caele madentes,

　Ultima caelestum, terras Astraes reliquit“け…　(S.128/S.139)　…　ｖｏｎ ＫｉｎｄｅｒｎＧｏttｅｓ,

　welches sich - nicht so sehr （畑ｒSache, als dem Ausdruck nach nur gezwungen dieser

　Auslegung anpasst, ist eine im Neuen Testament haufig vorkommende Wendung, E v. J o h.

1 12f; Rom. VIII 14-17, 19, 21; Gal at. IV 4-7; 1. Ep.Joh. Ill If, 10; u. s. w. P aulu s

　beruft sich, zu Athen predigend, auf 。etliche Poeten “ bei den Griechen, die gesagt haben: 。

　Wir sind seines Geschlechts “ (Apostelg. XVn 28).

　Vgl. Ovidius 。Metamorph叩es “ Tuscu!um-Biicherei. Miinchen. Heimeran. 1952. In deutsche

Ｈｅχameter iibertragen und mit dem Ｔｅχthrsg. V. Rosch, Erich.

et virgo caede madentis,

ultima caelestum, terras Astraea reliquit.

und, der Himmlischen letzte,

150 S.14
-
S.15

　Jungfrau Astraea verlaOt die mordbluttriefende Erde.　　　150

　Vgl. Schmidt: op. cit. ((1)1). S.129.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　二　　　っ

　Der Patmosgesang bringt das gleiche Bild, um die Gottentfremdung nach dem Tode Christi

　deutlich zu machenCStA. Bd.2. S.169. V.157f.):。Wenn　¨’　selber sein Angesicht / Der Hbchste

　wendet /　…　was ist diB ？“ Dieses Sich-anwenden des gottlichen Angesichts als Ausdruck

　hereinbrechenden Unheils geht auf　einen　biblischen　Topos　zuriick, der　hier　wiederholt

　aufgenommen wird.イ‥　Vgl. 2. Chr. 30, 9:。Der Herr　…　wird sein Angesicht nicht von

　euch wenden“; Ps. 104, 29: 。Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken ｓie“;Ps. 69, 18:

　｡Verbirg dein Angesicht nicht vor　deinem　Knechte“;　Umgekehrt　gilt　das　Schauen　des

　gottlichen Antlitzes als Zeichen des Heiles; Ps. 27, 9:。Verbirg dein Antlitz nicht von ｍｉｒ“;

　Ps. 4, 7: 。erhebe iiber uns das Licht deines Antlitzes“; Ps. 67, 2: 。er lasse uns sein Antlitz

　leuchten“; Ps. 89, 16:　。Sie werden irti Licht deines Antlitzes wandeln“;　Ps. 80, 4:　。LaC

　leuchten dein Antlitz.“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

16）｡Faust“ V.11936-11937: Werke((4)12). HA= Hamburger Ausgabe. Bd.3. S.359.

　Wer i m m e r s t r e b e r!d s ic h bemiiht, 11936

　Den k on n e n wir erlosen.　　　　　　　11937

（６）ＵＲＡＮＩＡAPHRODITE

17)Schiller 。Ueber die asthetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefer!”(1795)

6.Brief: NA. Bd.2O. 1962. S.324.　　　　　　　　　　　　　　　　.

　So eifersiichtig ist der Staat auf den Alleinbesitz seiner Diener, da6 er sich leichter dazu

　entschlieCen wire!, (und wer kann ihm unrecht geben)?seinen Mann mit einer Venus Cytherea

　als mit einer Venus Urania zu theilen ？　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　Vgl. Platon 。Symposion“ 185B/185C: Werke auf der Ｔｅχtgrundlage der 。CEuvres completes

(Collection　des　Universites　de　France)“(Paris. Les　Belles　Lettres. 1955-74) Darmstadt.

Wissenschaftliche Buchge卵llschaft. 1971-81. Bd.1-8. Bd.3. S.252/S.253(Deリtsche Obersetzung nach

Schleiermacher).

　OSrdc EびTLV 6 T^C Oi)Qαzﾉiαcθε四留叫ｃ ａ２ ｏ如&りoc｡…(185B/185C)。　　　　い。　・・。。　・

Oi 6’ 芭てＥＱＯtTtayxeQ t^q Ireoac, t^c nai'<5力μｏ．…

Dieses ist der Eros der himmlischen Gottin und selbst himmlisoh　･･･ (185B/185C)

andere Eros aber gehort der anderen, der gemeinen. …

jeder
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　Da wo die Niichternheit dich verlaflt,da ist die Granze deiner Begeiりterung√Der groBe Dichter

　ist niemals von sich selbst verlassen, er mag sich so weit iiber sich selbst erheben als er will.

　Man kann auch in die H6he fallen, S(j wie in die Tiefe. Das leztere verhindert der elastische

　Geist, das erstere die Schwerkraft, die in niichternem Besinnen liegt.　　　　　　　　　　尚　＼

　Vgl. Kant 。Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels “(1755) 3. Teil. Anhang:

Ｗｅｒke，ＡＴ((3)7).Bd土S.366. Z.4-20　　　　　　　　　丿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

　Auf diese Weise ware die Erde und vielleicht noch der Mars (damit der elende Trost uns ja

　nicht genommen werde, Gefahrten des Ungliicks zu haben) allein in der gefahrlichen Mittelstra

　De, wo die Versuchung der sinnlichen Reizungen gegen die Oberherrschaft des Geistes ein

　starkes Vermogen zur Verleitung haben, dieser aber　dennoch　diejenige　Fahigkeit　nicht

　verleugnen kann, wodurch er im Stande ist, ihnen Widerstand zu leisten, wenn es seiner

　Tragheit nicht vielmehr gefiele, sich durch dieselbe hinreiCen zu lassen, wo also der ge-

　一fahrliche Zwischenpunkt zwischen der Schwachheit und dem Vermogen ist, da eben dieselbe

　Vorziige, die ihn iiber die niederen Classen erheben, ihn auf eine Hbhe stellen, von welcher er

　wiederum unendlich tiefer unter diese　herabsinken　kann.　In　der　That　sind　die　beiden

　Planeten, die Erde und der Mars, die mittelsten Glieder deｓ｡planetischen Systems, und es １郎t

　sich von ihren Bewohnern vielleicht nicht mit Unwahrsoheinlichkeit ein mittlerer Stand der

　physischen sowohl, als moralischen Beschaffenheit zwischen den zwei Endpunkten vermuthen;

12)Goethe 。Faust“ V.12104-12111: Werke. Hamburger Ausgabe. Miinchen. Beok/dtv. 1981/1982.

Bd.3. S.364.

　Alles Vergangliche　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　ト

　1st nur ein Gleichnis;　　　　　　　　　　　　　　　12105

　Das Unzulangliche,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　　●　　●　●　　　　●　・　Hier wird ｓ Ereignis;

　Das Unbeschreibliche,
■■　　　　■　　　■　　　　　　　　　　　　　　■

　Hier ist's getan;

　Das Ewig-Weibliche

　Zieht uns hinan.　　　　　　　　　　　　　　　･●　　　　一一･　　　　･･｡¨　　　尚　　犬　　　　　　　　／

(５)ＶＯＬＬＥＮＤＵＮＧDER SCHdPFUNG　　　　　　，

13)Biblia Germanica 1545. Lutherbibel. Faksimile-NachdruckよStuttgart. Deutsohe Bibelgesellご

schaft. 1967, 1983. Ｔｅ皿2，Der Prophet Jesaia. 63. 16. S.χχχIlKDer Prophet Jesaia. Ｌχ1111).

　BIstu doch vnser Vater /　‥･　Du aber HERR bist vnser Vater vnd vnser Ｅｒ･loser/･Von alters

　her ist das deinﾚName.‘‥:Biblia Hebraica Stuttgartensia ((10)45):, S.774･.Z.4. ^]｀;1琴

14)Biblia Germanica 1545((5)13). Teil 2. An die Romer. 4. 17レS.ＣＣＣＸＸχVII.

　Wie geschrieben stehet / Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Heiden / fur Gott / dem du

　glaubet hast / Der da lebendig machet die Todten / vnd ruffet dem das nicht ist / das es sey･

　Vgl. Novum Testamentum graece et latine. Stuttgart. W iirttembergische Bibelanstalt. 1930.

S.399: Epistola Pauli ad Romanos. 4. 17.

　　θeodTou TwoπｏａａにOQｒｏ沁νεKQOUQ Kα2だαλＯtil'でｏｌｇ･]ｔ＆μか&にα必C6にα・

　　Deum,…　, qui vivificat mortuos, et vocat ea quae non sunt, tamquam ea quae sunt･

15)Pezold: op. cit. ((1)1). S.128/S.139.　　　　　　　　　＼　　　‥　　　　　　　ト

　　125-130.Das Aufsteigen der Gotter von der ihrer unwiirdig gewordenen Erde mit dem ｓだ治?π
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　welche das alte heitere Bild des Todes aus den Grenzen der Kunst verdrungen hatte!　Da

　jedoch ebendieselbe Religion uns nicht jene schreckliche Wahrheit zu unserer Verzweiflung

　offenbaren woUen; da auch sie uns versichert, da6 der Tod der Frommen nicht anders als

　sanft und erquickend sein konnte: so sehe ich nicht, was unsere Kiinstler abhalten soUte, das

　scheuBliche Gerippe wiederum aufzugeben und sich wiederum in den Besitz jenes bessern

　Bildes zu setzen. Die Schrift redet selbst von einem Engel des Todes; und welcher Kiinstler

　soUte nicht lieber einen Engel als ein Gerippe bilden woUen?　Nur　die　mi B verstandene

　Religion kann uns von dem Schonen entfernen, und es ist ein Beweis fiir die wahre, fiir die

　richtig verstandene wahre Religion, wenn sie uns iiberall auf das Schone zuriickbringt･

　Vgl. Winckelmann　。Gedancken　iiber　die　Nachahmung　der　Griechischen　Wercke　in　der

Mahlerey und Bildhauer-Kunst“(1755)§6/§79/§88: Samtliche Werke. 12 Bande. Faksimile-

Nachdruck der Ausgabe 1825 der 11 Bande. Osnabriick. Otto Zeller. 1965 (Bd.1-11. 1825 / Bd.l2

1828). Bd工S.8/S.30-31/S.34.

　　§. 6. Der einzige Weg fiiruns, groB, ja, wen es moglich ist, unnachahmlich zu werden, ist

　die Nachahmung der Alten, …(S.8)

　§｡79. Das allgemeine vorziigliche Kenzeichen der griechischen Meisterstiike ist endlich ｅｉｎｅ

　e d le Einfalt, u n d e i n e stille GroBe, sowohl in der Stellung als im Ausdruke. So

　wie die Tiefe des Meers allezeit ruhig bleibet, die Oberflache mag (S.30/S.31) noch so wiithen,

　eben so zeiget der Ausdruk in den Figuren der Griechen bei alien Leidenschaften eine groBe

　und gesezte Seele. Diese Seele schildert sich in dem Gesichte des ＬａｏｋｏｏｎＳ，und nicht in

　dem Gesichte allein, bei dem heftigsten Leiden.

　　§｡88. Die e d 1 e Einfalt u n d s ti 11 e Gr 6 B e d e r griechischen St at uen ist

　　zugleich das wahre Kenzeichen der griechischen Ｓｃｈｒi f te ｎ aus den besten Zeiten, der

　　Schriften aus Sokratis Schule: und diese Eigenschaften sind es, welche die vorziigliche

　　GroBe eines Ｒ ａｐｈａｅｌｓ machen, zu welcher er durch die Nachahmung der Alten gelanget

　　ist.　　　　　(S.34)

　ｖg1･。Ｌａｏｋｏｏｎ“Kap.l/Kap.26/Kap.29: Werke. Bd.4(Teil 4). S.293-294/S.409/S.421.

　Das allgemeine vorziigliche Kennzeichen der griechischen Meisterstiicke in der Malerei und

　Bildhauerkunst setzt Herr Winckelmann in eine edele Einfalt und stille Grbfie, sowohl in der

　Stellung als im Ausdrucke. 。So wie die Tiefe des Meeres “，sagt eｒ。,allezeit ruhig bleibt,…“

(S.293/S.294)…Die Bemerkung, welche hier zum Grunde liegt,daB der Schmerz sichin

　dem Gesichte des Laokoon mit derjenigen Wut nicht zeige, welche man bei der Heftigkeit

　desselben vermuten soUte, ist vollkommen richtig. …　(S.294//S.409) XXVI. Des Herrn

　Winckelmanns。Geschichte der Kunst des Altertums “(1764) ist erschienen. Ich wage keinen

　Schritt weiter, ohne dieses Werk gelesen zu haben.…　und wo so ein Mann die Fackel der

　Geschichte vortragt, kann die Spekulation kiihnlich r!achtreten.　‥･(S.409/S.421) XXIX. Bei

　der unermeβlichen Belesenheit, bei den ausgebreitetsten feinsten Kenntnissen der Kunst, mit

　welchen sich Herr Winckelmann an sein Werk machte, hat er mit der edeln Zuversicht der

　alten Artisten gearbeitet, die alien ihren FleiB auf die .Hauptsache verwandten, und was

　Nebendinge war en, entweder mit einer gleichsam vorsatzlichen Nachlassigkeit behandelten,

　Oder ganzlich der ersten der besten fremden Hand iiberlieOen.　‥｀　　　　(S.421)

ll)H61derlin 。Reflexion“: StA. Bd.4. S.233
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　Vgl. Grosse。Die Kiinstler 一一｡“((1)1) S.93-94.

　250ff. Schiller a.a.O.。Das Gleichnis: der Schatten =‥indes Mondes Angesichte　･･･　　Nach

　dieser Erklarung wird Schiller nicht daran gedacht haben, daJJ von dem Zwillingspaar Kastor

　sterblich, Polydeukes unsterblich ist (Pindar Nem. 僕 800一一nichトumgekehrt, wie es

　Putsche an- (S.93/S.94) merkt -， sondern fiir die Zwillinge Leben und Tod wahlte er in

　poetischer Weise lebendiger personificierend jenes allbekannte Paar und gab dem

　einen das Attribut des Genius des Todes.

　Vgl. Novalis 。Hymnen an die Nacht“（｡Athenaeum:“ Bd.3よ2.Stuck. 1800) 5.Hymne:Schriften.

4.Bde. Leipzig.　Bibliographisches Institut. 1929. Bd工　S.60/S.62;　Schriften in ４ Bdn. u. 1

Begleitbd. Bd.l. 1960 (3.Aufl. 1977) / Bd.2. 1960 O.Aufl. 1983) / Bd.3. 1960 (3.Aufl. 1981) / Bd.4.

1975. Bd工S.143/S.147.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　■　　･･　　■･　　　■　　･･

　Ein Gedanke nur war es, ein entsetzliches Traumbild,･　Es war der Tod, der dieses

　Lustgelag / Mit Angst und Schmerz und Tranen unterbrach. ･･･Mit kuhnem Geist und hoher

　Sinnむnglut / Verschonte sich der Mensch die 詐良臨ｅ大仏arve, / Ein sanfter Jiingling loscht das

　Licht und ruht / Sanft wird das Ende, wie ein Wehn der Harfe. (S.60/S.62: S.143/S.147)

　Von ferner Kiiste, unter Hellas heiterm Himmel geboren, kam ein Sanger nach Palastina und

　ergab sein ganzes Herz dem Wunderkinde: 。Der Jiingling bist du, der seit langer Zeit / Auf

　unsern Grabern steht in tiefem Sinnen; Ein trostlich Zeichen in der Dunkelheit 一一－ / Der

　hohern Menschheit freudiges Beginnen. / Was uns gesenkt in tiefe Traurigkeit, / Zieht uns mit

　siiBer Sehnsucht nun von hinnen. / Im Tode ward犬das :ewge Leben kund, / Du bist:der Tod

　und machst uns erst gesund.“　…　　　　　　　　　　犬　　　　　　　　　　　　　　　　/

　ｖg1･ 。Die Gotter Griechenlandes“ Ｖ.105（（4）8）:。前郎liches Gerippe “ // V.108-109((4)8):。still

und traurig senkt' ein Genius Λseine Fackel.“//Ｖ,114（（4）8）二, heiliger Bai･baｒ｡

　Vgl.　Lessing　。Ｌａｏｋｏｏｎ“(1766) Kap.ll. Anmerkung １）:　Werke. Bongs　Goldene　Klassiker

Bibliothek. 25 Teile. 1925/1929/1935. Reprografischer Nachdruck. Hildesheim. Olms. 25 Bande.

1970. Bd.4(Teil 4). S.346-347.

　Die alten Kiinstler haben auch wirklich den Tod und den Schlaf mit der Ahnlichkeit unter

　sich vorgestellt, die wir an Zwillingen so natiirlich erwarten.…　Die neuen Artisten sind von

　dieser Ahnlichkeit, welche Schlaf und　Tod　ｂｅトden　Alien　miteinander　haben, ganzlich

　abgeEraneren, und der Gebrauch ist allgemein ｇｅｗφΓden,ｹﾞｄｅｎﾚＴｏｄ=alｓein Skelett, hochstens als

　ein mit Haut bekleidetes Skelett vorzustellen. ｖｏr! alien Dingen hatte Caylus dem Kiinstler

　also hier raten mussen, ob er in Vorstellung des Todes dem alten Oder dem neuen Gebrauche

　folgen solle.　… (S.346/S.347)…　ein liegendesニSkelett　‥･　, das mit dem einen Arme auf

　einem Aschenkruge ruhet　…　Den Tod iiberhaupt kann es wenigstens nicht vorstellen soUen,

　weil ihn die Alten anders vorstellen. Selbst ihre Dichter haben ihn unter diesem widerlichen

Bilde nie gedacht.　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　　　　　●●●●●●　　●●　　　　　●●●　　　　●●

　Vgl. Lessing , Wie die Alten den Tod gebildet“(1769):Werke. Bd.15(17. Teil). S.316/S.317/

S.356,

　Diese Figur, sagt Bellori, sei Amor, welcher dieﾄFackel, das ist, die Affekten, auf der Brust

　des verstorbenen Menschen auslosche. Und ich ｓａｇｅ,diese Figur isトder T6d! (S.316/S.317)…

　Vielmehr spricht alles, was um und an diesem gefliigelten Jiingling ist, fiir das Bild des

　Todes.　…(S.317//S.356)…　Von dieser Seiteトware es also verヽmutlich unsere Religion,
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　Fliehet aus dem engen dumpfen Leben

　In des Ideales Reich!

－
　Wollt ihr hoch auf ihren Fliigeln schweben,

　Werft die Angst des Irdischen von euch,

　Fliehet aus dem engen dumpfen Leben

　In der Schonheit Schattenreich!

　FlieBt er aufwarts und des Erdenlebens

　Schweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt.

－
　Bifi der Gott, des Irrdischen entkleidet,

　Flammend sich vom Ｍ ｅｎｓｃｈｅｎ scheidet

　Und des Aethers leichte Liifte trinkt.

　Froh des neuen ungewohnten Schwebens

　FlieBt er auf warts, und des Erdenlebens

　Schweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt.

　　　　　　　　　　　　　　　　　29

Das Ideal und das Leben“

Das Reich der Schatten “

40

　ｖgl･。Das Ideal und das Ｌｅｊ〕ｅｎ“Str.l5. V.141-146; NA. Bd.2. Teil 1. S.400: 。Das Reich der

Schatten “ Str.l8. V､171-176.; NA. Bd土S.251.　　　　　　　　　　、

　　　Bisder Gott。des Irdischen entkleidet、 ■　　　　　■　㎜　　　　　■　　　　　■

　Flammend sich vom Menschen scheidet、

　Und des Aethers leichte Liifte trinkt.

　Froh des neuen ungewohnten Schwebens

145

｡Das Ideal und das Leben“

｡Das Reich der Schatten“

175

10)Schillers Brief an Korner vom 30. Marz 1789: NA. Bd.25. 1979. S.238. Z.6-33.

　Das Gleichnifi: Der Schatten in des Mondes Angesichte usf. hat in meinen Augen einen

＝　ungemeinen Werth. Das Menschliche Leben, sage ich in den vorhergehenden Versen, erscheint

　dem Menschen als ein Bogen d.i. als ein unvollkommener Theil eines Kreises, den er durch

　die Nacht des Grabes fortsetzt um den Zirkel ganz zu machen (von Schonheit Oder Kunstge-

　fiihlsich regieren laCen ist ja nichts anders als den Hang haben, alles ganz zu machen, alles

　zur VoUendung zu bringen) Nun ist aber der wachsende Mond ein solcher Bogen, und der

　iibrige Theil, der noch fehlt um den Zirkel vollig zu machen ist unbeleuchtet. Ich stelle also

　zwey　Jiinglinge　nebeneinander, davon　der　eine　beleuchtet　ist, der　ａｎ･dere　nicht, (mit

　umgesturztem Lichte) jenen vergleiche ich mit der beleuchteten MondesHalfte, diesen mit der

　schwarzen, oder was eben soviel sagt, die Alten die den Tod bildeten, stellten ihn als einen

　Jiingling vor, der eben so schon ist als sein Bruder, das Leben, aber sie gaben ihm eine

　umgestvirzte Fackel, um anzudeuten, daB man ihn nicht sehe 一一 eben so wie an den ganzen

　Ring des Mondes glauben, 0b er uns gleich nur als Q込 ＢＯｇｅｎoder als ein Horn erscheint.

　Ich habe in dieser Stelle ein GleichniB OBians in Gedanken gehabt und zu veredeln gesucht.

　OCian sagt von einem der dem Tod nahe war 。der Tod stand hinter ihm, wie die schwarze

　Haifte des Mondes hinter seinem silbernen Horn“. Diese ganze Strophe muB man iiberhaupt

　mit einer lebhaften Gegenwart des Hauptgedankens !esen 。dafi der Mensch, in dem einmal

　das Gefiih卜fiirSchonheit, fiir Wohlklang und EbenmaaB rege und りerrschend geworden ist,

　nicht ruhen kann biB er alles um sich in Einheit aufloBt, alls Bruchstiicke ganz macht, alles

　mangelhafte voUendet, Oder was eben soviel sagt, biC er alle Formen um sich her der

　vollkommensten nahert.
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　hinausfiihren wollen, triiglich und grundlos sind;　sondern er　lehrt　uns　zugleich　dieses

　Besondere: daB die menschliche Vernunft dabei einen natiirlichen Hang habe, diese Grenze zu

　uberschreiten, daB transscendentale Ideen ihr eben so natiirlich seien, als dem Verstande die

　Kategorien, obgleich mit dem Unterschiede, daD, so wie die letzternニzur Wahrheit, d.i. der

　Ubereinstimmung unserer Begriffe mit dem Objecte･バiihren, (Bd.3. S.426/S.427) die erstern

　einen bloBen, aber unwiderstehlichen Schein bewirken, dessen Tauschung :ｍ友ｎkaum durch

　die scharfste Kritik abhalten kann. Alles, was in der Natur unserer Krafte gegriindet ist, muB

　zweckm・3ig und mit dem richtigen Gebrauche derselben einstimmig sein, wenn (2.Aufl. S.670

　/S.671) wir nur einen gewissen MiCverstand verhiiten und die :eigentliche Richtung derselben

　ausfindig machen konnenよAlso werden die transscendentalenぐIdeen allem Vermuthen nach

　ihren euten und folglich ｉｍ m ａｎｅｎ tｅｎ Gebrauでh haben, obgleich, wenn ihre Bedeutung

　verkannt und sie fiirBegriffe von wirklichen Dingen genommen werden, sie transscendent in

　der Anwendung und eben darum triiglich sein konnen. Denn nicht die Idee an sich はelbst,

　sondern blofi ihr Gebrauch kann entweder in Ansehung der gesammten moglichen:Erfahrung

　iiberfliegend (transscendent), oder einheimi･S c h (immanent) sein, nachdem man sie

　entweder geradezu auf einen ihr vermeintlich entsprりchenden Gｅｓｅnstand,∧oder nur auf den

　Verstandesgebrauch iiberhaupt in Ansehung der Gegenstande, mit welchen er zu thun hat,

　richtet; und alle Fehler der Subreption sind jederzeit eine血Ｍａｎぽel der Urtheilskraft, niemals

　aber dem Verstande Oder der Vernunft zuzuschreiben.　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝

（4）CHRISTUS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　ニレ　●･ ･･1　　ﾊ｡･･

8）｡Die Gotter Griechenlandes“ l.FasンStr.14-15: ＮＡ./Bd土S.193.　　　　　　　　　/

　　　Damals trat kein ｇｒ・ClichesGerippe

　　vor das Bett des Sterblichen. Ein Ｋｕ乃

　　nahm das lezte Leben von der Lippe,

　　stillund traurig senkt' ein Genius

　　seine Fackel. Schone lichte Bilder

　scherzten auch um die Nothwendigkeit,

　　und das ernste Schicksal blickte milder

　　durch den Schleyer sanfter Menschlichkeit.

　　　Nach der Geister schrecklichen Gesetzen

　　richtete kein heiliger Barbar,

へ_.　dessenAugen Thranen nie benetzen,

　　zarte Wesen, die ein Weib gebahr.

　　Selbst･des Orkus strenge Richterwaage

　　hieltder Enkel einer Sterblichen,

　und des Thrakers seelenvoUe Klage

　　riihrtedie Erinnyen.

105

110

M.Str.
-
15.Str.

115

120

　9)Schiller 。Das Ideal und das Leben"(｡Gedichte“ l.Teil, 2.Aufl. 1804) Str.3. V.27-30;　NA.

Bd.2. Teil 1. S.397:　。Das Reich der Schatten“ｲ｡ＤｉｅニHoren“1795) Str.4. V.37-40;　NA. Bd.l.

S.248: 。Das Reich der Formen“（｡Gedichte “ 1 .Teil. l.Aufl. 1800); NA. Bd.2ﾝTeil 1. S.118.

　Wollt ihr hoch auf ihren Fliigeln schweben,犬　･.･･..　　･...　　･･..　　･･･　　　　　・.･・

　Werft die Angst des Irdischen von euch,　　　　　　　　　‥
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ihre hochste Wirkung gewonnen.　　　　　　　＼　　　　.・..・･.　　　・.　　　･..･･.　・犬　　　　犬

　Vgl. Wendt, Kurt 。Holderlin und Schiller. Eine vergleichende Stilbetrachtung “(Berlin 1929)

Nachdruck mit Genehmigung des Matthiesen , Verlags√Liibeck. ISlendeln/LiechtensteinレKraus.

1967レS.16-57: Stilanalyse von Holderlins 。Hymne an die Muse“und SchillerりGedicht｡Die Kiinst-

　ｽｅｒ“ S.46.　　　　　.･　　　　　　‥‥‥　‥‥　　‥　‥‥‥‥

　　Als der Mensch liber den Abgrund des Ｔｏｄむｓhinweg 。den Bogen weiter durch der Zukunft

　　Nacht｡(｡Die Kiinstler“ V.245) fiihrte。,da zeigtり sich, mit umgesturztem Lichteレ/ An

　　K asto r angelehnt, ein b liih e n d Polluxbild･7.“(｡Die Kiinstler“ V.250f.) Oder:

　　｡So siiB, so selig …verklarte｡(｡Die Kiinstler “ V.439-442). Die Gestaltung des Satzりｓ in

　　den 。Kiinstlern“, verglichen mit derjenigen in∧der 。Hymne　an　die Muse“, zeigt, wie

　　verschiedenartige Moglichkeiten dieses so benannte syntaktische Gebilde offen laBt.　…

　　(Germanische Studien. Heft 70: Wendt　…一S.46)･.････　.　　　　　　　･････　.・.･.　　　　　　　.･.・

　Vgl. Schmidt, Jochen:H51de巾ns Elegie ,,Brod und Wein“. Die Entwicklung des hymnischen

　Stils in der elegischen Dichtung. Berlin. Gruyterレ1968.　‥‥　‥‥‥‥‥‥　‥‥‥‥‥‥‥し／　犬

　2)H61derlin 。Wech卵＼ der Tone “: StA. Bd.4. S,238.･･･.･.　　　･..･・.・･･　　　.･　･･･.･.･.･・　　.･･・.・.・

(2)ＴＲＩＡＤＥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　　，　　丿
●●　●　●･

　3)Vgl.
･ /。Die Kiinstler“(Ausgabe letzter Hand):NA= Nationalausgabe。Bd.2.

Teil ljユ983.

S.383-396.　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　十　　　●●●●●●　　　　　　　　　　●●●●●●●●●　　●●●

(３)ＧＲＩＥＣＨＥＮＴＵＭ　　　　　　犬　　　　　　　　　　　＼　　　　　＼　上上　　　　　ト　づ

　4)Vgl.。Hellas und Hesperien bei Holderlin｡((1)1).　　　　ト，　　　　ト　　ト　六十　．丿

5) Schiller 。Die Gotter Griechenlandes “(2. Fasﾝ1793/｡Gedichte" l.Teil. 1800):NA. Bd.2トTeil 1.

S.363-367(16･ Strophen). 16.Str. V.127f. S.367.　＼　　　　　　　上　　　　．．つ　　　　十　　上.，

　　Was unsterblich im Gesang soil leben　犬 127　　　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　　し

　　Mufi im Leben untergehn.　　　　　　　　　128し　　　　　　　　　上　．‥　十　　・．．･･．　･･　･･ぐ

　6)｡Die Gotter Griechenlandes “ l.Fas. 1788. Marz 。Der Teutsche Merkur “　S. 250-260. 19.Str.

V. 145-8. S.257; NA. Bd工S.190-5. V.145ff. S.194: 2.Fas. 12.Str. V.89-92; NA. Bd.2. Teil工S.366.

　　S（ポoneWelt, wo bist dｕ? －一一Kehre wieder,

　　holdesﾄBliithenalter der Natur!

　　Ａｃｈ!nur in dem Feenland der Lieder

　　lebt noch deine goldne Spur･　　　十
-
　　Schone Welt, wo bist dｕ? Kehre wieder

　　Holdes Bliithenalter der Natur!　　　　　　　　，

l.Fas.
-
2.Fas.

145

90

19.Str.
-
12.Str.

　　Ach nur in dem Feenland der Lieder　　＞ ，　　　　　　　　. ･･..・　　　　　　・.

　　Lebt noch deine fabelhafte Spur.　　　　ニ　　ノ　　　ニ　　　．････．・　　　･･　　･･　．･

7)Kant　。Kritik d昨　reinen　Vernunft“　l.Aufl√!781. S.642f.√2.Aufl. 1787. ,S.670f.:　Werke.

Akademie-Textausgabe( = AT). 9 Bde. Fotomech. Abdruck d叩 Textes der von　der　PreuC.

Akademie ｄｅr∧Wissenschaften 1902 begonnenen∧Ausgabe von Kants gesa再皿elten Schriften.

Berlin. Gruyter. 1968. (Anmerkungen. ２ Bde. 1977). Bd.3. S.426-427.レレ　　　＼

　A n h a n g z u r transscendenta！e n Dia ｌｅｋti k. Von d e mしregulativen　Ge-

十ｂｒａリむh der Id e e n der reinen Vernunft. Der Ausgar!g aller dia!ektischen Versuche

　der reinen Vernunft bestatigt nicht allein√was wir schon in der transscendentalen Analytik

　bewiesen, namlicホdafi alle unsere Schliisse,コdie unsうber dasしFeld moglicher Erfahrung



Und nicht eitel erdacht tonet dem Alten das Ｌｏｂレ∧

9｡

Jａ! sie sagen mit Recht, er sohne deii Tag 皿it

Fiihre des Him血els Gestirn ewig hinunter,

36

Allzeit froh, wie das Laub deｒ: immergrunenden Fichte,……=ﾉﾉ=………:〕ﾚﾚﾉ=ﾑj……jﾚﾚ…………ﾚ………………・=……………S 251………145

・Ｄａ

√

ｅ

ﾚ

liebt und･der Krﾑ血｡den 6ｒ･Ｖ謡臨heu gewahlt∧j…………∧……=j……………＼:･ｹ……………j…………十………ﾉ･.･＼･1万j･..･FrA･･戸戸.･Ij･･.･･

Weil er bleibet !and selbst die SpU･ｒ der entflohenen Gotter………=y･＼……＼,ヅレ……＼＼………　＼＼＼………………

　Gotterlosen∧hinab･unter das Finstere bringt.プ　レ……∧……………:･尚.:……＼……ﾄ＼＼=｀……………〉ﾉ……:＼ﾚ………………1　　　/＼S.94

Was deﾚAlten Gesang vよKindern Go:ムＳ＼緬ふeissaよﾉ:･･＼＼＼………|……ｹﾞ………＼＼………〉………j……:･……………＼………:::･.･:.ylj
･.2

j ゛?1↑万jTｻﾞ(弱‾..･

　Siehe, wir sind es, wir; Frucht von Hesperienトiｓ臨卜＼∧…………＼l………ﾄ∧ﾉ,＼……:･=ﾉ………＼＼　＼……:ﾉ………上　150

Wunderbar und genau ists als an Menschen erfiillet↓=………＼jﾚy =＼'7/=……y…………………=/…………ﾄ＝　j　:jJ　I　　∧
”““゛｀゛‘.^゛“‘・゛“゛う｀゛“““‘｀゛゛｀゛““゛““‘1‘｀″¨｀J゛“｀゛“｀″“｀゛｀゛゛L.･･･:‥‥‥‥:･……

　Glaube√wer es gepriift!aber so vieles geschieht犬上……＼∧………:Ty/……:I／＼＼J::::＝

Keines wirket, denn wir sind herzlos, Schatten,〉bis unser白づ:…………I…………………

　Vater Aether erkannt jeden und alien gehorし　＼…………∧=…………:………j…………=1………:’;=:尚

Aber indessen kommt alｓｿFakelschwinger des Hoch両江∧==こ:………∧＼…………ﾄ………万二:大ﾚﾚ………ﾌﾟﾉ‥‥‥‥　‥　‥‥155

　Sohn,･der Syrier, unter die Schatten ･herab.
.　………j………:………………1…………〉ﾌｹﾞ…………:.〉一一.ﾅ………………………………=･．．･=　　‥‥‥‥‥‥

Seelige Weise sehns; ein Lacheln aus der gefangnen〈………1………,………………=………二……:………〉;………1……………………………　　　………

　Seele leuchtet, dem Licht thauet ihr Auge noch 社司=,1……＼……………＼ﾚ=……=…………＼…………ト……:………=つ万　　………………

Sanfter traumet und schlaft in Arm en der Erde der Titaれ,………………ぐ………∧へ………………:　∧∧…………1‥‥‥‥‥‥

　Selbst der neidische, selbst Cerberus trinket und schlaft.…………………:………ﾚ…………J/＼＼ノ………=:＼…………に　………:　160

(Text nach der Frankfurter Ausgabe =FrA)

(StA= Stuttgarter Ausgabむ)　　　‥　　　犬

(HgA= Hellingrath-Ausgabe)十　　六十
(HgA= Helli昭rath-Ausgabe)　　六十　　犬………=ト＼……:…………………Jﾚ……∧j………,=〉……ﾄj…………j……1………………ﾄ1………1‥‥‥　‥‥‥‥‥

(1)ＶＯＲＩＷＯＲＴ　‥‥‥‥‥‥‥‥‥　　‥‥‥　　　‥‥‥‥‥＼＼……=j……jl………ﾉ………11……ｿﾞ……;万一ﾚﾆ……………＞∧:……………………=jﾉﾆ…………………　…

　DTakahashi,犬Katsumi:Hellas und Hesperien beiｿ耳皿Je雨（十二聊画如Ｓ〉G坤融!ｅ皿姐d･･“.〔i〕.･

Schillers▽Aufbruch (l)-(7)ト∧･∧〔II〕. ･Das klassische……………Giこ16c･.･h･む･ntumﾚ………!i･hd………dag･.J･ ab･endlandische
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　Und bekranzen sich denn nimmer die Schiffe Korinths?

Warum schweigen auch sie, die alten heilgen Theater?

Warum freuet sich denn nicht der geweihete Tanz?　　　　　　犬

Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des Mannes ein Gott nicht丿

　Driikt den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen ａｕf?

Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an

　Und voUendet' und schloB trostend das himmlische Fest.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.

Aber Freund! wir kommen zu spat. Zwar leben die Gotter

　Aber iiber dem Haupt droben in anderer Welt.

Endlos wirken sie da und scheinens wenig zu achten,　　　I

　Ob wir leben, so sehr schonen die Himmlischen uns.

Denn nicht immer vermag ein schwaches GefaB sie zu fassen,

　Nur zu Zeiten ertragt gottliche Fiille der Mensch.尚卜

Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsaal

　Hilft, wie Schlummer und stark machet die Noth und die Nacht,

Bifi dafi Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen,

　Herzen an Kraft, wie sonst, ahnlich den Himmlischen sind.

Donnernd kommen sie drauf. Indessen diinket mir ofters

　Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu seyn,　　　　＼

So zu harren und was zu thun indeB und zu sagen, I　　ダ　　Ｉ

　WeiD ich nicht und wozu Dichter in diirftiger Zeit?

Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester,　ニ

　Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.　　　゛

Nemlich, als vor einiger Zeit, uns diinket sie lange,　　　I

　Aufwarts stiegen sie all, welche das Leben begliikt,・

Als der Vater gewandt sein Angesicht von den Menschen,　く

　Und das Trauern mit Recht iiber der Erde begann, o 尚

Als erschienen zu lezt ein stiller Genius,‘himmlisch　　　犬　几

　Trostend, welcher des Tags Ende verkiindet' und schwand,

LieB zum Zeichen, daB einst er da gewesen und wiederぺ

　Kame, der himmlische Chor einige Gaaben･zuriik, ；＜.ｸﾞ　.･･･.・　II

Derer menschlich, wie sonst, wir uns ２ｕfreuen vermbchten,

　Denn zur Freude mit Geist, wurde das GroBre zu groB尚‥‥　‥‥‥

Unter den Menschen und noch, noch fehlen die Starken zu hochsten

　Freuden, aber es lebt stilleｎｏｃ!１einiger Dankト=.　・･.　　　..･･･.

Brod ist der Erde Frucht, doch ists vom Lichte geseegnet。’

　Und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins.　　　：

Darum denken wir auch dabei der Himmlischen, die sonst　　ニ　尚

Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit, 二　　　し　　　し　ダ

Darum singen sie auch mit Ernst die Sanger den Weingott

　　　S.250
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　Delphi schlummert und wo tonet das groCe Geschik?

Wo ist das schnelle? wo brichts, allgegenwartigen Gliaks voll　ニ……

　Donnernd aus heiterer Luft iiber die Augen herein?

Vater Aether! so riefs und flog von Zunge zu Zungeニ　　　　　ニ

　Tausendfach, es ertrug keiner das Leben allein;　　　　　　　　＞

Ausgetheilet erfreut solch Gut und getauschet, mit Fremden,

　Wirds ein Jubel, es wachst schlafend des Wortes Gewalt　　し

Vater! heiter! und hallt, so weit es gehet, das uralt

　Zeiohen。ran Eltern geerbt, treffend und schaffend hinab･l　　　へ

Denn so kehren die Himmlischen ein, tiefschiitterndgelangt so

　Aus den Schatten herab unter die Menschen ihr Tag.　　〉　　＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.

Unempfunden kommen sie erst, es streben entgegen　　　∧

　Ihnen die Kinder, zu hell kommet, zu blendend dゑｓＧｍｋ。

Und es scheut sie der Mensch, kaum weiB zu sagen ein Halbgott

　Wer mit Nahmen sie sind, die mit den Gaaben ihm nahn. ………

Aber der Muth von ihnen ist groC, es fiillendas Herz ihm

　Ihre Freuden und kaum weifi er zu brauchen das Gut,∧　………

Schafft, verschwendet und fast ward ihm Unheiliges heilig,

　Das er mit seegnender Hand thorig und giitig beriihrt.

Ｍφglichst dulden die Himmlischen diU; dann aber in Wahrheitト

　Kommen sie selbst und gewohnt werden die Menschen des Gliiks

Und des Tags und zu schaun die Offenbaren, daS八ntliz　　　十………

　Derer, welche schon langst Eines und Alles genannt

Tief die verschwiegene Brust mit freier Geniige gefiillet,　　　　＜

　Und zuerst und allein alles Verlangen begliikt;

So ist der Mensch; wenn da ist das Gut, und es sorget mit Gaaben

　　Selberein Gott 伍ｒihn, kennet und sieht er es nicht.
上

Tragen muB er, zuvor; nun aber nennt er sein Liebstes,

　　Nun, nun miissen dafiir Worte, wie Blumen, ｅｎtstｅｈｎ‥‥‥I　　づ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.

Und nun denkt er zu ehren in Ernst die seeligen Gotter,　　j……

　　Wirklich und wahrhaft muB alles verkiinden ihr Lob.

Nichts darf schauen das Licht, was nioht den Hohen gefallet,　〉

　　Vor den Aether gebiihrt muCigversuchendes nicht.　　上〉

Drum in der Gegenwart der Himmlischen wiirdig zu stehen,

　　Richten in herr lichen Ordnungen Volker sich 耳ｕf‥‥‥　‥‥I･｡・･　｡･

Untereinander und baun die schonen Tempel und Stiidte

　　Vestund edel, sie gehn iiber Gestaden empor ¬…………へ　　j＼

Aber wo sind ｓie? wo bliihn die Bekannten, die Kronen des Festes?

　Thebe welkt und Athen; rauschen die Waffen nichtﾄmehr………=　　………

In Olympia, nicht die goldnen Wagen des Kampfspiels,
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　Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, denn so　　　　　　I

Will es der oberste Gott, der sehr dich liebet, und darum

　1st noch lieber, wie sie, dir der besonnene Ｔａｇ･

Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten　　　　　＼

　Und versuchet zu Lust, eh’ es die Noth ist, den Schlaf,

Oder es blikt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin,

　Ja, es ziemet sich ihr Kranze zu weihn und Gesang,

Weil den Irrenden sie geheiliget ist und den Todten,

　Selber aber besteht, ewig, in freiestem Geist.

Aber sie muC uns auch, daB in der zaudernden Weile,

　DaB im Finstern fiir uns einiges Haltbare sei,

Uns die Vergessenheit und das Heiligtrunkene gonnen,

　Gonnen das stromende Wort, das, wie die Liebenden, sei,

Schlummerlos und voUern Pokal und kiihneres Leben,

　Heilig GedachtniC auch, wachend zu bleiben bei Nacht｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.

Auch verbergen umsonst das Herz im Busen, umsonst nur

　Halten den Muth noch wir, Meister und Knaben, denn wer

Mocht' es hindern und wer mocht' uns die Freude verbieten?

　Gottliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht,

Aufzubrechen. So ｋｏｍｍ! daB wir das Offene schauen,

　DaB ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist.

Fest bleibt Eins; es sei um Mittag oder es gehe

　Bis in die Mitternacht, immer bestehet ein Maas,

Allen gemein, doch jeglichem auch ist eignes beschieden,

　Dahin gehet und kommt jeder, wohin er es kann.

Ｄｒｕｍ! und spotten des Spotts mag gern frohlokkender Wahnsinn

　Wenn er in heiliger Nacht plozlich die Sanger ergreift.

Drum an den Isthmos ｋｏｍｍ! dorthin, wo das offene Meer rauscht

　Am ParnaC und der Schnee delphische Felsen umglanzt,

Dort ins Land des Olymps, dort auf die H6he Citharons,

　Unter die Fichten dort, unter die Trauben, von wo

Thebe drunten und Ismenos rauscht, im Lande des Kadmos,

　Dorther kommt und zurvik deutet der kommende Ｇｏtt｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.　　　　　　　　　　　　　　　，

Seeliges Griechenland! J du Haus der Himmlischen alle。

　Also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehort?

Festlicher Saal! der Boden ist Meer! und Tische die Berge

　Wahrlich zu einzigem Brauche vor Alters gebaut!　　　　上

Aber die Thronen, ｗｏ? die Tempel, und wo die GefaBe,

　Wo mit Nectar gefiillt, Gottern zu Lust der Gesang?

Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Sprache?
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20

der weisse Schimmer lieblich bricht,

wie sieben Regenbogenstrahlen

zerrinnen in das weiDe Licht:

so spielt in tausendfacher Klarheit

bezaubernd um den trunknen Blick,

so flieBtin Einen Bund der Wahrheit

in Einen Strohrti des Lichts zuriick!

475

480

* Holderlin 。Brod und Wein“(1800-01):Samtliche WerkeよBd.4ﾚBesorgt durch Ｎ. Hellingrath.

Gedichte　1800-1806.　2.Aufl.　Berlin.　Propylaen-Verlag.　19降　S､119-125;　Samtliche　Werke、

Stuttgarter Ausgabe. Kohlhammer、 1946-77(Register 1985). Bd.2. 1951. S.90-95; Simtliche Werke、

Frankfurter Ausgabe. Roter Stern. Bd.6. 1976. S.248-252(Une血面dierter Text ｖ)／

BROD UND WEIN. AN HEINZE

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,

Und, mit Fakeln geschmukt, rausohen die Wagen hinweg.

Satt gehn heim　…　　(Hellingrath-Ausgabe =HgA。S.119)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.　　　　　　　　　　：

Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,

　Und, mit Fakeln geschmiikt, rauschen die Wagen hinweg.

Satt gehn れeim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen,

　Und Gewinn und Verlust waget ein sinniges Haupt

Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben ｕnd‥Blｕ血en,

　Und von Werken der Hand ruht der geschafftige Markt.

Aber das Saitenspiel tbnt fern aus Garten; vieleicht, da£

　Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann

Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen,

　Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet.

Still in dammriger Luft ertonen gelautete Gloken, ト

　Und der Stunden gedenk rufet ein Wachter die Zahl.

Jezt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf,

　Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der Mond　＼　　∧

Kommet geheim nun auch; die Schwarmerische, die〉Nacht kommt,

　Voll mit Sternen und wohl wenig bekiimmert um uns,

Glanzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen

　iJber Gebirgeshohn traurig und prachtig herauf.　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.

Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabnen und ｎｉｅ血ａｎｄニ　　＼　ダ

　Ｗｅ追ｖｏｎwannen und was einem geschiehet von ihr.

So bewegt sie die Welt und die hoffende Seele der Menschen,
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umleuchtet von der Feuerkrone

steht dann vor ihrem miindgen Sohne

entschleyert一一als Urania;

so schneller nur von ihm erhaschet,

je s c h on er er von ihr geflohn!

So siiCso seligiiberraschet

stand einst Ulyｓｓｅnsedler Sohn,

da seiner Jugend himmlischer Gefiihrte

zu Jovis Tochter sich verklarte.

　Der Menschheit Wiirde ist in eure Hand gegeben

bewahret ｓie!

435

440

(32)

Sie sinkt mit euch! Mit euch wird die Gesunkene sich heben!

Der Dichtung heilige Magie

dient einem weisen Weltenplane,

stilllenke sie ･zum Ozeane

der groBen Harmonie!　犬

　Von ihrer Zeit verstoBen, fliichte

die ernste Wahrheit zum Gedichte,

und finde Schutz in der Camonen Chor.

In ihres Glanzes hbchster Fiille,

furchtbarer in des Reitzes Hiille,

erstehe sie in dem Gesange

und rache sich mit Siegesklange

an des Verfolgers feigem Ohr.

Der freysten Mutter freye Sohne

schwingt euch mit festem Angesicht

zum Strahlensitz der hochsten Schone,

um andre Kronen buhlet nicht.

Die Schwester, die euch hier verschwunden

hohlt ihr im Schoos der Mutter ein;

was schone Seelen schon empfunden

muB treflichund voUkommen seyn･

Erhebet euch mit kiihnem Fliigel

hoch iibereuren Zeitenlauf;

fern dammre schon in euerm Spiegel

das kommende Jahrhundert auf.

Auf tausendfach verschlungnen Wegen

der reichen Mannigfaltigkeit

kommt dann umarmend euch entgegen

am Thron der hohen Einigkeit.

Wie sich in sieben milden Strahlen
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begann die Seelenbildende Natur,

mit euoh･，dem freud'gen Aerntekranze,

schlieBt die vollendende Natur,

395

　Die von dem Thon, dem Stein bescheiden aufgestiegen, (28)

die schopferische Kunst, umschlieOt mit stillen Siegen

des Geistes unermeDnes Reich;　　　　　　　　　　　　犬　　　　　＼

was in des Wissens Land Entdecker nur ersiegen,

entdecken sie, ersiegen sie fiireuch.

Der Schatze, die der Denker aufgehaufet,

wird er in euren Arm en erst sich freun,

wenn seine Wissenschaft, der Schonheit zugereifet,

zum Kunstwerk wird geadelt seyn -

wenn er auf einen Hiigel mit euch steiget,

und seinem Auge sich, in mildem Abendschein,

das mahlerische Thai auf einmal zeiget.

　Je reicher ihr den schnellen Blick vergniiget,

je hoh're schon're Ordnungen der Geist　　　　　　　‥

in ｅｉｎｅｍ Zauberbund durchflieget,

in ｅｉｎｅｍ schwelgenden GenuB umkreiB't;

je weiter sich Gedanken und Gefiihle　　　　　　　　　，

dem iippigeren Harmonienspiele

dem reichern Strom der Schonheit aufgethan -

ie schon're Glieder aus dem Weltenplan,　　　‥

die ietzt verstummelt seine Schopfung schanden,

sieht er die hohen Formen dann vollenden,

je schonre Rathsel treten aus der Nacht,
■　　■■■■

je reicher wird die Welt, die eｒ umschlieCet,

je breiter stromt das Meer mit dem er fliefiet,

je schwacher wird des Schicksals blinde Macht,　　:

je hoher streben seine Triebe,

je kleiner wird er selbst, je groBer seine Liebe｡

　So fiihrtihn, in verborgnem Lauf,

durch immer reinre Formen, reinre Tone,　　　　　/

durch immer hoh're Hahn und immer schon're Schone

der Dichtung Blumenleiter still hinauf ----

zuletzt, am reifen Ziel der Zeiten,　　　　　　　　　　犬

noch eine gliickliche Begeisterung,

des jiingsten Menschenalters Dichterschwung,

und －一一in der Ｗ ａｈｒh e i t Arme wird er gleiten……

　Sie selbst, die sanfte Cypria,　　　　　　　　　　　し
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in eurem Arm fand ｓieﾚsichwieder,

als durch der ･Zeiten:stillenSieg,

ｄｅＳ･LebensBliithevon der Wange,

die Stiirkevon den Gliedern wich,

und traurig, mit entnervtem Gange,

der Greis an seinem Stabe schlich｡

Da reichtetihr aus frischer Quelle

dem Lechzenden die Lebenswelle.

Zweymal verjiingtesich die Zeit,　ニ

zweymal von Saamen, die ihr ausgestreut.

　Vertrieben von :Barbarenheeren,

entrissetihr den letztenOpferbrand

des Orients entheiligtenAltaren,　　　　　＼

und brachtet ihn dem Abendland.

Da stieg der schone FKichtling aus dem Osten,

der junge Tag, im Westen neu empor,

und auf Hesperiens Gefilden sproBten

verjiingteBliithenJoniens hervor･.　　＞

Die schonere Natur warf in die Seelen ＼

sanft spiegelnd einen schonen Wiederscheinに:

und prangend zog in die geschmiickten See畑n

des Lichtes groCe Gottin ein.

Da sah man Millionen Ketten fallen√

und iiber Sklaven sprach jetztMenschenrecht,

wie Briiderfriedlichmit einander wallen,

so mild erwuchs das jiingereGeschlecht.

Mit innrer hoher Freudenfiille

genieBtihr das gegebne Gliick,

und tretetin der Demuth Hiilleパ

mit schweigendem Verdienst zuriick.

　Wenn auf des Denkens frey gegebnen Bahnen

der Forscher jetzt mit kiihnem Gliicke schweift,

und, trunken von siegrufenden Paanen,

mit rascher Hand schon nach der Krone greift;

wenn er mit niederm Soldnerslohne

den edeln Fuhrer zu entlassen glaubt,　　　:

und neben dem getraumten Throne

der Kunst den ersten Sklavenplatz erlaubt:　　十

verzeiht ihm 一一der Vollendung Krone　　　ｊ

schwebt glanzend iiber eurem Haupt.コ

Mit euch, des Friihlings erster Pflanze,
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DaC der entjochte Menschしjetzt卵ine Pflichten ＼d e蜜玉ﾚt√ﾉ………………ｹ:溜o/……………＼ﾄ＼…………

die Fesse卜liebet, die柚ｎ lenkt,　　　　　　…………ﾚ………∧………∧ﾉ＼……＼J……∧:…………=………1

kein Zufall mehr mitトeh'rnem Zepter ihm gebeut,………………ﾔ;………IJ　jj

dieC dankt euch eure Ewigkeit,

und ein erhabner Lohn in eurem Herzeれ．

DaB umしden Keloh, ｗぐ)rinuns Freyheit rinnt,

derﾄFreude Gotter lustig scherzen,

der holdeしTraum sich lieb!ich spinnt,　　犬

dafiir seyd ｡･liebevollumfangen!･

　Dem prangendenいdem heiterりGeist　　　/

der die Nothwendigkeit mit Grazie umzogen,

derりeinen ･Ether,･seinen Sternenbogen　　＼

mit Anmuth uns bedienen heiBt,　十　＼

der,･ＷＯし･erschreckt, noch ｌdurch Erhabenheit

und zum Verheeren selbst sich ｓch血iiket,

Ｄｅ血トgroCen Kiinstler ahmt ihr nach.　十

Wie auf dem spiegelhellen Bach　　　　　＼

die bunten Ufer tanzend schweben,

das Abendroth, das Bliithenfeld,　　　　　∧

so schimmert auf dem diirft'gen Leben

der Dichtung muntre Schattenwelし

Ihr fiihretＵｎｓうｍBrautgewande　　ト

die fiirchterliche Unbekannte,　1

die unerweichte Parze vor.･･　　　　　　　二･

Wie eure Urnen die Gebeine,

deckt ihr mit holdem Zauberscheine

der Sorgen schauervoUen Chor.

Jahrtausende hab ich durcheiletト　十　‥‥‥‥

der Vorwelt unabsehlich Reich:　………

wie lacht die Menschheit, wo ihr weilet,

wie traurig liegt sie hinter euchレレ　＼ト

　Die einst mit fliichtigem Gefieder　　　　・・

voll Kraft aus euren Schopferhandenしstieg,

325∧ﾚ］
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45 。Die Kiinst!er“(1789) und ｡Brod und Wein“(1800-18Cﾘ)-Von･Schiller zu Holderlin (｢Takahashi｣

aus der bereicherten Natur hervor｡

　Des Wissens Sohranken gehen auf,十 ∧

Der Geist, in euren leichten Siegen

geiibt mit schnell gezeitigtem Vergniigen

ein kiinstlichＡ１１von Reizen ｚｕ･durcheilen,

stellt der Natur entlegenere Saulen,

ereilet sie auf ihrem dunkeln Lauf.

Jetzt wagt er sie mit menschlichen Gewichten

ｍ氾t sie mit M aBe n, die sie ihm geliehn;

verstandlicher in seiner Schonheit Pflichten,

mufi sie an seinem Aug' voriiber ziehn.

In selbstgefall'ger jugendlicher Freude

leiht er den Spharen seine Harmonie,

und preiset er das Weltgebaude,

so prangt ｅ町durch die Symmetrie.

　In allem was ihn jetzt umlebet

spricht ihn das holde Gleichmaas an.　十

Der Schonheit goldner Giirtel webet

sich mild in seine Lebensbahn;

die selige Vollendung schwebet

in euren Werken siegend ihm voran.

Wohin die laute Freude eilet,

wohin der stille Kummer flieht,

wo die Betrachtung denkend weilet, ･･　.･

wo er des Elends Thranen sieht,

wo tausend Schrecken auf ihn zielen,

folgt ihm ein Harmonienbach,

sieht er die Huldgottinnen spielen,

und ringt in stillverfeinerten Gefiihlen

der lieblichen Begleitung nach.

Sanft, wie des Reizes Linien sich winden,

wie die Erscheinungen urn ihn　　　　　＼

in weichem UmriB in einander schwinden

flieht seines Lebens leichter Hauch dahin.

Sein Geist zerrinnt im Harmonienmeere

das seine Sinne woUustreich umflieBt,

und der hinschmelzende Gedanke schlieCt

sich‘stillan die allgegenwartige Cy there.

Mit dem Geschick in hoher Einigkeit,

gelassen hingestiitzt auf Grazien und Musen,

(21)
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loBt ein・ごIlias･des Schioksals :Rathselfra･gen

ｄｅｒ鋤四皿dlichen Vorwelt aufト

still wandelte von Thespis Ｗａｇｅｎ‥‥‥‥

die Vorsicht in den Weltenlauf.　　　＼

　Doch inトden groCen Weltenlauf

ward euer Ebenmaas zu friih gむtragen.　犬

Als des Geschickes dunkle Hand,

was sie vor eurem Auge schniirteト　　　‥

vor eure血Aug' nicht auseinar!der band,

das Leben in die Tiefe schwand,

ｅｈ'es den ﾌschonen Kreis ｖｏ且fiihrte

Ｄａﾚfiihrteレihraus kiihれerＥｉｇむnmacht　＼

ｄｅｎしＢｏ紅己nweiter･durch der Zukunft･Nach仁｡

da stiirztetihr euch ohne Beben　　　　　　　＞

in deｓﾀﾞAvernus schwarzen Ozean,

und trafet das entflohne :Leben　　　　　　ト

jenseits der Urne犬wieder ａｎ:　　＞　上　＼

Da zeigte sich皿it umgestiirztem Lichte,

an Kastorしangelehnt√ein bliihend Polluxbild;

der Schatten in des Mondes Angesichte,　＼

eh sich der schone Silberkreis erfiilltト　つ

　Doch hoher stets,zu immer hohernﾄHohen

schwangニsichしdeｒ＼schaffende Ｇｅｎ:ie.

……1………]……:292

プＭ/涼i

Schon sieht man Schopfungen aus Schopfungen erst怖皿√トＩ…………〉………∧………==

aus Harmonien Harmonie.　　　　　＼　　　　　…………１………＼：………∧：…………／=ト☆……Iｹﾀﾞ………|::1=

Was hieドレallein das trunkne Aug' entziickt　　　＼ ＼……I=J:………I∧=『ﾉ､ﾉく二万=……ﾚ…………jl

に．.､↓･、4､､↓.､-..･.ここ､｡r■_,』＿_↓』.､, 1_■■T C _ 1_丿こ.--.･ノ　　　　　ト　　ト‥‥‥‥‥‥ﾄ.･･:･ ･.尚
dient unterwをfig dort der hohern Schone;レダ

der Reiz, derトdiese Nymphe 叩h血面kt,‥‥‥‥‥

schmilzt sanft in ei呻 gottliche Athene:＼

Die Kraft, die in d叫 Fechters Muskel schwillt,

muB in des Gottes Schonheit玉eblich schweigen;

das Staunen seiner･Zeit, das stolze Jovisbild･･

im Tempel zu Olympia sich neigen.

46

1ｍ iempei zu Uiympia sich neigen.　　　　　　　………:=……=万万……………;=ﾚ:Ztjb/……j………レj………／=∧………………ﾚj…………

　Die Welt√verwandelt durch den FleiBレエ∧　j…………j………＼……=………(2肘∧ﾙ＼ﾉﾉ………………:十＜上…………11

das Menschenherz☆be加egt von neuen Trieben　………〉=こ……<………∧＞＼………☆………:.1ﾚヶ:ﾅ……………1ﾊﾟ………………………:::　1･:　･.

die sich in heiCen Kampfen iil〕ｅｈ，ト　犬＼　＼ｽﾉし･:ヶﾚ∇･:………＼ｿﾞ………□j･:.ﾚ･＼1･∧ﾀﾞ∧ﾉ……万…………(…………

erweitern euren Schopfungskreis.　　　　　　　　十＼……＼=………1………∧:1白jﾌこI∧:ｿ.:………………………………つ万…………

Der fortgeschrittne Mensch tragt auf erhobnen Schw:鋤ｇ尚∧／2叩二∧＼ト…………＼‥‥‥:　=|………I…………ト

dankbar die Kunsレmiレｓ1面己ｍｐｏｒ，‥‥‥‥　‥:………＼=……=l/＼………j………ｿﾞI･:j･/jﾌ==ﾀﾞ………:〕………………∧…………

und neue Schonheitswelten springen　‥　‥　　‥‥‥‥1……十万ﾌﾟ……………:ｿﾞ:･ﾚ･くｿ……゜＼:･……=………＼……………………:…………I.･jJ



47 。Die Kiinstler“(1789) und ､､Brod und Wein“(1800-1801)－ｖｏｎ Schiller zu Holderlin (Tak人Ｈ八SHi)

entfaltetesich zum Gesange,

im feuchten Auge schwamm Geffihl,

und Scherz mit Huld in anmuthsvollem Bunde

entquollen dem beseelten Munde.

　Begraben in des Wurmes Triebe,

umschlungen von des Sinnes Lust,

erkanntet ihr in seiner Brust

den edlen Keim der Geisterliebe.

Da6 von des Sinnes niederm Triebe

der Liebe beBrer Keim sich schied,

dankt er dem ersten Hirtenlied.

Geadelt zur Gedankenwiirde,

floB die verschamtere Begierde

melodisch aus des Sangers Mund.

Sanft gliihten die bethauten Wangen

das iiberlebende Verlangen

verkiindigte der Seelen Ｂｕndン

　Der Weisen weisestes, der Milden Milde,

der Starken Kraft, der Edeln Grazie,

vermahltet ihr in Einem Bilde

und stelltetes in eine Glorie.

Der Mensch erbebte vor dem Unbekannten,

er liebte seinen Wiederschein;

und herrliche Heroen brannten ｌ

dem groCen Wesen gleich zu seyn･

Den ersten Klang vom Urbild alles Schonen

l hｒlieBetihn in der Natur ertonen.

　Der Leidenschaften wilden Drang

des Gliickesregellose Spiele,

der Pflichten und Instinkte Zwang

stelltihr ihit priifendem Gefiihle,

rait strengem Richtscheid nach dem Ziele.

Was die Natur auf ihrem groBen Gange

in weiten Fernen auseinander zieht,

wird auf dem Schauplatz, im Gesange

der Ordnung !eicht gefaCtes died.

Vom Eumenidenchor geschrecket,

zieht sich der Mord, auch nie entdecket,

das Loos des Todes aus dem Lied.

Lang, eh die Weisen ihren Ausspruch wagen
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rtiitweiser Wahl in einen StrauD gebunden,　：　　　し………

so trat die erste Kunst aus der Natur;

jetzt wurden S tｒaｕB e schon in einen Ｋｒａｎｚ gewunden,

und eine zweyte hoh're Kunst erstand　　　　　　　　　ト △

aus Schopfungen der Menschenhand.

Das Kind der Schonheit, sich allein genug,

vollendet schon aus eurer Hand gegangen,　　　　　＞　＜

verliert die Krone, die es trug,

sobald es Wirklichkeit empfangen.

Die Saule muC, dem Gleichmaas unterthan,　　　　　　……

an ihre Schwestern nachbarlich sich schlieCen,

der Held im Heldenheer zerfliefien,

des Maoniden Harfe stimmt voran.　　　　　　　　　　ダニ

　Bald drangten sich die staunenden Barbaren

zu diesen neuen Schopfungen heran. .

Seht, riefen die erfreuten Schaaren,

seht an, das hat der Mensch gethan!

In lustigen geselligerenPaaren

riB sie des Sangers Zitternach,

der von Titanen sang und Riesenschlachten,

und Lowentodtern, die,so lang der Sanger sprach,

aus seinen Horern Helden machten.

Zum erstenmal genieDt der Ｇｅｉｓt；

erquickt von ruhigeren Freuden,

die aus der Feme nur ihn weiden,

die seine Gier nicht in sein Wesen reiBt,

die im Genusse nicht verschieden.

　Jetzt wand sich von dem Sinnenschafe

die freye schone Seele loB,

durch euch entfesselt, sprang der Sklave

der Sorge in der Freude Schoos.

Jetzt fiel der Thierheit dumpfe Schranke,

und Menschheit trat auf die entwolkte Stirn,

und der erhabne Fremdling, der Gedanke

sprang aus dem staunenden Gehirn.

Jetzt ｓtａｎｄ der Mensch, und wies den Sternen

das konigliche Angesicht,

schon dankte in erhabnen Fernen

sein sprechend Aug' dem Sonnenlicht.

Das Lacheln bliihte auf der Wange,

der Stimme seelenvoUes Spiel
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49 。Die Kiinstler'‘(1789)und ｡Brod und Wein“(180〔)-1801)-Von Sehil!er zu Holderlin (Takahashi)

Durch der Begierde blinde Fessel nur

an die Erscheinungen gebunden,

entflohihm, ungenossen, unempfunden,

die schone Seele der Natur.　し

　Und wie sie fliehend jetztvoriiberfuhr,

ergriffetihr die nachbarlichen Schatten

mit zartem Sinn, mit stillerHand,

und lerntetin harmonschem Band

gesellig sie zusammen gatten.　犬

Leichtschwebend fiihltesich der Blick

vom schlanken Wuchs der Ceder aufgezogen;

gefalligstrahlteder Krystall der Wogen

die hiipfendeGestalt zuriick.

Wie konntet ihr des schbnen Winks verfehlen,

womit euch die Natur hilfreichentgegen ｋａｍ?

Die Kunst, den Schatten ihr nachahmend abzustehlen

wies euch das Bild, das auf der Woge schwamm.

Von ihrem Wesen abgeschieden,

ihr eignes lieblichesＰｈａｎtｏｍ。

warf sie sich in den Silberstrom,

sichihrem Rauber anzubieten.

Die schone Bildkraft ward in eurem Busen wach.

Zu edel schon, nicht muBig zu empfangen,
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schuftihr im Sand im Thon den holden Schatten nach, 135

1m UmriB ward sein Daseyn aufgefangen･

Lebendig regte sich des Wirkens siiBeLust -

die erste Schopfung trat aus eurer Brust.

　Von der Betrachtung angehalten,

von eurem Spaheraug'･ umstrickt,

verriethen die vertraulichen Gestalten

den Talisman, wodurch sie euch entziickt.

Die wunderwirkenden Gesetze,

des Reitzes ausgeforschte Schatze

verkniipfteder erfindende Verstand

in leichtem Bund in Werken eurer Hand.

Der Obeliske stieg, die Pyr amide,

die Herme stand, die Saule sprang empor,

des Waides Melodie floC aus dem Haberrohr,

und Siegesthaten lebten in dem Liede｡

　Die Auswahl einer Blumenflur
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mit dem verlassenen Verbannten

groBmiithig in die Sterblichkeit sich ein.

Hier schwebt sie, mit gesenktem Fluge,

um ihren Liebling, nah am Sinnenland,

und mahlt mit lieblichem Betruge

Elysium auf seine Kerkerwand.

　Als in den weichen Armen dieser Amme

die zarte Menschheit noch geruht,

da schiirte heil'ge Mordsucht keine Flamme,

da rauchte kein unschuldig Blut.

Das Herz, das sie an sanften Banden lenket,

verschmaht der Pflichten knechtisches Geleit;

ihr Lichtpfad, schoner nur geschlungen, senket

sich in die Sonnenbahn der Sittlichkeit.

Die ihrem keuschen Dienste leben

versucht kein niedrer Trieb, bleicht kein Geschick;

wie unter heilige Gewalt gegeben　　　　　　　　△

empfangen sie das reine Geisterleben,

der Freyheit siiBes Recht, zuriick.

　Gliickselige, die sie - aus Millionen

die reinsten ihrem Dienst geweiht,

in deren Brust sie wiirdigte zu thronen,

durch deren Mund die Machtige gebeut,

die sie auf ewig flammenden Altaren

erkohr das heil'ge Feuer ihr zu nahren,

vor deren Aug' allein sie hiillenloB erscheint,

die sie in sanftem Bund um sich vereint!

Freut euoh der ehrenvollen Stufe,

worauf die hohe Ordnung euch gestellt:

In die erhebne Geisterwelt

war't ihr der Menschheit erste Stufe.

　Er ihr das Gleichmaas in die Welt gebracht,　　／

dem alle Wesen freudig dienen 一一一一-

ein unermeBner Bau, im schwarzen Flor der Nacht　……

nachst um ihn her mit mattem Strahle nur beschienen,

ein streitendes Gestaltenheer,

die seinen Sinn in Sklavenbanden hielten,　　　　　　し

und ungesellig, rauh wie er,

mit tausend Kraften auf ihn zielten,　　　　　　　　　万

一so stand die Schopfung vor dem Wilden.
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51 。Die Kiinstler'‘(1789)und｡Brod und Wein'‘(1800-1801)-Von Schiller H61deｒlin（Ｔ人KAH八SHi)

dein Wissen theilest du mit vorgezognen Geistern

die K un s t, o Mensch, hast du allein.　　　　レ

　Nur durch das Morgenthor des Schonen

drangst du in der ErkenntniC Land.

At hohern Glanz sich zu gewohnen,

iibtsich am Reitze der Verstand.

Was bey dem Saitenklang der Musen

mit siiBem Beben dich durchdrang,

erzog die Kraft in deinem Busen,

die sich dereinst zum Weltgeist schwang･

　Was erst,nachdem Jahrtausende verflossen,

die alternde Vernunft erfand,

lag im Symbol des Schbnen und des GroBen

voraus geoffenbart denj kindischen Verstand.

Ihr holdes Bild hieB uns die Tugend lieben,

ein zarter Sinn hat vor dem Laster sich gestraubt,

eh noch ein Solon das Gesetz geschrieben,

das matte Bliithenlangsam treibt.

Eh vor des Denkers Geist der kiihne

Begriff des ew'gen Raumes stand,

wer sah hinauf zur Sternenbiihne,

der ihn nicht ahndend schon empfand?

　Die, eine Glorie von Orionen

urn's Angesicht, in hehrer Majestat,

nur angeschaut von reineren Damonen,

verzehrend iiber Sternen geht,

geflohn auf ihrem Sonnenthrone,

die furchtbar herrliche Urania,

mit abgelegter Feuerkrone

steht･sie- als Schonheit vor uns da.

Der Anmuth Giirtelumgewunden,

wird sie zum Kind, daB Kinder sie verstehn:

was wir als Schbnheit hier empfunden,

wird einst als Wahrheit uns entgegen gehn.

　Als der Erschaffende von seinem Angesichte

den Menschen in die Sterblichkeitverwiefi,

und eine spate Wiederkehr zum Lichte

auf schwerem Sinnenpfad ihn finden hieB,

als alle Himmlischen ihr Antlitz von ihm wandten,

schloB sie,die Menschliche, allein
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DIE KUNSTLER “ UND 。BROD ＵくＮＤ＼WEIIN“

　　　　一一一一Von Schiller zu Holderlin→　　　　　　　　　＝　　。　　へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Katsumi TAKAHASHI

QUELLENNACHWEIS　　　　　　　　　　　　　　ト.　.　...　　　　/

'Schiller 。Die Kiinstler“ Erste Fassung; Der Teutsche Merkur. Hrsg. V. M. Wieland, Marz 1789.

Weimar. Erstes Vierteljahr vom Jahre 1789: Werke. Nationalauserabe. Weimar. Hermann B5h-

laus Nachfolger. 1943ff. Bd.l, 1943.　　　　　　　　　　　犬　　　　　ト　　　　　ニ

　V.1-481:　Der Teutsche Merkur. 1789. Marz. S.283-302(Schiller-Nationalmuseum);　National-

ausgabe. Bd.l. S.201-214,

　Wie schon, ｏ Mensch, mit deinem Palmenzweige

stehst du an des Jahrhunderts Neige,

in edler stolzer Mannlichkeit,

mit aufgeschloBnem Sinn, mit Geistesfiille,

voll milden Ernsts, in thatenreicher Stille,

der reifsteSohn der Zeit,

frey durch Vernunft, stark durch Gesetze,

durch Sanftmuth groB, und reich durch Schatze

die lange Zeit dein Busen dir verschwieg,

Herr der Natur, die deine Fesseln liebet,

die deine Kraft in tausend Kampfen iibet,

und prangend unter dir aus der Verwildrung stieg!

　Berauscht von dem errungnen Sieg,

verlerne nicht die Hand zu preisen,

die an des Lebens odem Strand

den weinenden verlaBnen Waisen

des wilden Zufalls Beute fand,

die friiheschon der kiinftgenGeisterwiirde

dein junges Herz im Stillenzugekehrt,

und die befleckende Begierde

von deinem zarten Busen abgewehrt,

die Giitige,die deine Jugend

in hohen Pflichten spielend unterwieB,

und das GeheimniC der erhabnen Tugend

in leichten Rathseln dich errathen lieB,

die,reifer nur ihn wieder zu empfangen,

in fremde Arme ihren Liebling gab,

０ fallenicht mit ausgeartetem Verlangen

zu ihren niedern Dienerinnen ａｂ!

Im Fleie kann dich die Biene meistern,

in der Geschicklichkeit ein Wurm dein Lehrer seyn,
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5;l。Die Kiinstler“(1789) und｡Brod und Wein'‘(1800-18り1)-Von Schil!erzu Hblderlin (Takahashi)

　　　（“Bread and Wine” 1800-1801, str.9. lines 155f.)　　ヽ＼

The poet calls the “Supreme's Ｓｏｎ”“ａsilent genius”(1.129) who in ａ modest way mediates

between the Olympian Day and the Hesperian Night. So as not to attract attention, the

Mediator stands in the middle of light and shade. In ａ chiaroscuro nuance, he throws a bridge

across the abyss between the “Pollux-figure” and the "holy Barbarian” .

「芸術家」と「パンと葡萄酒」

シラーからヘルダーリンヘー-

高　橋　克　己

　　「芸術家」の研究は今まで、詩歌成立の関連資料を整理し原典読解を試みたグロッセ註(1890年）や、初期

ヘルダーリンペの影響をまとめたヴェントの比較文体論(1929年）を始めとし、大体詩人周辺の事情を留意し

た作品内解釈が基調であった。本論はこれらを踏まえ、さらに西欧ギリシア論の下に『芸術家』をつかみ直し、

この思想詩において浮上した精神史上の諸問題を探求してみる。すると昔日ラシーヌの悲劇『フェードル』や

ハラーの教訓詩『理性、迷信、不信仰についての考え』などで迷信の古里とみなされた神話世界が、むしろ魂

の不滅を目指す芸術家誕生の地と見直され、またその地ギリシアに君臨する美神アプロディーテーも「仮借な

き情欲の女神(Implacable Venus)」から転じ、天体万有の諧調なす「壮麗なウーラニアー」へと昇華され

る。ここにシラーならではの理想化技法が発揮され、これは同時に「妬む神」を克服し、既成の神観を純化す

る弁神論ともなっている。

　後期ヘルダーリンの雄篇『パンと葡萄酒』と同様、『芸術家』も中央部で魂の古里ギリシアを高唱し、この古

典文化の西欧近世における復興を目指す。しかも両者の詩想展開は『芸術家』の言葉通り、「一層と美しい謎が

夜から立ち現われ」、「弧線を更に未来の夜を貫き」て導く所にある。但し西欧の夜とギリシアの昼との明暗は、

・　　●　　　　●●●●　　･●　　　●　　　　　　　　　・ ｜　　　　．　　　　　　　　　　Ｉ　ｌ　　　　　ｊ
濃淡細やかなロマン化の情趣に乏しい『芸術家』において際立たず、その独自な理想化技法が円熟を迎えるの

は、ノヴァニリスの『夜の讃歌』と通底する『パンと葡萄酒』においてである。しかしながら『ギリシアの神々』

と『芸術家』という姉妹篇において既にシラーは、後にヘルダーリンたちが継承発展させる主要問題の酵母を

色々と撒き散らしており、例えば『芸術家』で「美の光の道が、人倫の日輪の軌道の中へと深沈してゆく」と

語られている筋など、ギリシアを正に「人倫の国」とつかむヘーゲルたちに明確な指針を示した好例である。

興味深い点は、啓蒙期の教訓詩の精華と言える『芸術家』に、ロマン派の『夜の讃歌』が係わり、更に思想

　　　■　　　　　　　　　　■■　■　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　・　　　　　　。･　Ｉ　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　・詩『パンと葡萄酒』が当の筋を継承発展させた脈絡である。就く『芸術家』第250句以下に登場する双生児の姿

が注目に値する。即ち、「逆しまにした（松明の）光を手に、･カストールに寄りかかる、若さに輝くポリ４デウ

ケースの姿」が、敢て自らの不死性を可死の者に分かつ神々しい行為に繋がるからである。まずノヴァＴリス

は、こうした松明を下す若者を、『夜の讃歌』その五において、巧みにキリスト像に結びつける。それは「死」

であると同時に、「永世」をも志向する詩歌象徴であり、暗黙のうちに救世主の受難と復活を想起させるもので

ある。同様に『ノタンと葡萄酒』の終結部で「松明をかざす者として到来する、至高者の　／　息子」（第155句

以下）も、生死の両圏にまたがり、双方を媒介する神の子キリストを暗示しつつ、例のシラーの双生児の詩句

を踏まえていると言える。　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　■　　　　　　■　　　　　　　　　・　　　　　　■
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"THE ＡＲＴＩＳＴＳ″AND “BREAD AND WINE"　　白

　　　-一一From Schillerto Holderlin----　＼　　　し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Katsumi TAKAHASHI

　Hitherto to my knowledge, the research on Holder lin's "Bread and Wine” has scarcely taken

Schiller's“Artists”into　consideration. No　mentionレis　made　of this　poem　in　Pezold's

“Holderlins Brod und Wein”(1896-1897) and Schmidt's “Holderlins Elegie‘Brod und Wein'”

(1968). This fact is probably founded on the understanding that Holderlin belongs　t6　a

“sideway of the Romantic poetry”（Ｈａｙｍ“Die romantische Schule” 1870）.lt follows that the

study on“Bread and Wine”prefered　to　mention　the“romantic　poetry”than　Schiller's

enlighteni･ng poems of ideas. Wend treats the rhetoricalﾄinfluence of Schiller's "Artists”:upon

Holderlin's immature poem “Hymn to the Muse”(1790) in his comparative stylistios“Holderlin

und Schiller”(1929), because it is easy to show the direct interrelationship in this management.

Grosse in his monograph “Die Kiinstler von Schiller」789”･（1890）くfinallydid not yet know of

“Bread and Wine”， since this eχtensive poem as ａ whole was first published 1叩4｡

　Among others, ｌ compare Schiller's “blooming Ｐ０１１ｕχ-figure”with Holderlin's Christ as

“torch-swinger”（“Bread and Wine” line 155)　　　　　〉 ･〉ﾝ　　　　　　　　　　　　　■　　■

　　　　There shows itself, with inverted light,　　‥　　　　ト　＼　　　ト　　　　　　　　　．

　　　　nestling close to Castor, ａ Polluxイigure;　　，　犬　　＼　　　レ

　　　　（“The Artists”，first version 1789, str.l8,lines 250-251)

According to his letter to Korner on Mar. 30th in the year 1789, Schiller may not have thought

of dying Castor and undying Pollux, as Grosse remarks. Nevertheless, the contact between

divine Immortality and human Mortality can be ａ matter in hand,ﾚfor we understand Holderlin

to say ｓｏ･

　Lessing sets ａ good example about the twins of Life and Death, whりn Schiller explains the

“inverted light” to Korner: “Forming the Death, the ａｎＣ如ntsrepresented it as ａ young man

who is just so beautiful as his brother, the Life, but they gave an inverted torch to the

Death”(Mar. 30th, 1789). Schiller cannot here forget both〉the 61:eventh chapter of Lessing's

“Laocoon”(1766) and its supplemental essay “How the ancients have formed the Death”(1769).

The conclusion of this essay comes to the point: “Only the misunderstood religion can remove

us from the ･･Beauty, and the true religion gives a･proof of its ･right understandability,･if it

takes us everywhere back ゛tothe Beauty." This Hellenistic evangel maintains that Beauty's ０１ｄ

enemy is the “hideous skeleton” which no ancient, but ａ Christian invented.

　Schiller in his another poem “The Gods of Greece”(1788) ti臨the “hideous skeleton”（1.105）tｏ

the “holy Barbarian”(line 114), that is, the Christian Supれerne Being;　both of them form

strinking　contrast　to　ａ　Pollux-figure:　“Silently　and　sorrowfully　sinks　ａ　genius　/　his

torch.”(lines 108f.) Pollux shares his immortality with Castorン：The mortal dies in hopes of

that hiS“genius”will play Pollux' part. Such an intimate pair admits of　ｎｏ“hideous

skeleton”. It is just the same with Holderlin's Christ:

But meanwhile comes, as torch-swinger, the Supreme's

Son, the Syrian, down into our Shadowland.
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plaisantaient egalement autour de la Nemesis,

et le Destin serieux regarde plus doucenaent

a traversle voile de rhumanite tendre.‘

　　　　　11n'etait aucun barbare sacre pour juger

　　　　selonla loi epouvantable des esprits et des spectres,

　　　　(≪Les Dieuχ de la Grece。１ａ premiere version. 1788. vers 105-114)

≪Un genie calme。 avec 卜Ｓａtorche。 depend certainement de l'idee du pionnier Winckelmann:

≪Simplicite noble et grandeur calme ‥･爪≪Pensees sur l'imitation des ceuvres grecques ■･･≫1755);

par suite, cette idee est aussi un signe avant-coureur du 。paisible Genie。 qui donne une image

de Jesus-Christ avec ≪le choeur des dieux。 de la ≪Grece bienheureuse。(v.55):

　　　　Quand, derniere Presence, un paisib!ｅ Genie aux divines paroles　　　　　　　　　｡.

　　　　　Consolatrices, eut annonce １ａfin du Jour et disparu。　　　　　　　　.

　　　　Comme un signe de sa venue ici-bas jadis, un gage　　∧　　　　　　　　　　　上

　　　　　De son retour, 1e ch。lurdes dieuχ nous laissa quelques dons　　　　　　　　　　　　｡.

　　　　　　(≪Painet ｖin。 vers 129-132: op. cit. p.813)

≪Un paisible Genie。 Chretien ne vaut aucun l。barbare sacre≫ des ≪Dieuχ de la Grece。qui

corresponde au ≪squelette affreux。.

　C'est le ≪Paisible Genie。 de Holderlin que l'image du Pullux des 。Artistes。aussi bien que le

genie des 。Dieux de la Grece。peuvent fournir en image. En outre, on ne peut pas oublier

r image de Jesus-Christ dans les 。Hymnes a la Nuit。(1800)ｄｅ Novalis, parce qu'il sert d'inter-

mediaire entre les images de Schiller et le ≪paisible Genie。 de Holderlin. Dans le cinquieme

hymne, l'auteur montre ≪un ieune homme tendre。 qui veut dire Jesus-Christ:

　　　Un jeune homme tendre eteint la lumiere et se repose -

　　　　La fin devient tendre, ainsi que un souffle de･1a harpe.

　゜　(≪Hyinnes a la Nuit。 １ｅcinquieme ｈｙｍｎｅ)

Alors ≪un chanteur de :１ａGrece。glorifie le ≪jeune homme tendre。:

　　　・11etait une fois un chanteur sous le ciel serein de la Grece. II est venu de cette cote

　　　　lointainevers la Palestine, et il a offert tout son ｃ。ur a r enfant prodige:

　　　　　Tu es ce jeune homme-la qui est depuis longtemps　　　　　　　　　　　　　　　　　｡･

　　　　　Debout sur nos tombes plonge dans la meditation;　　　　十　　　　　　　し

　　　　　Voici un signe de la consolation dans l'obscurite -

C'est le t joyeux de rhumanite plus haute.

Ce qui nous ａ abaisses dans la tristesse profonde

Nous tire, voyons, d'ici dans une aspiration douce.　　，

Tu annoncais la vie eternelle au-dedans de la mort,　フ

Tu es la mort et nous rends sains pour la premiere fois｡

　(≪Hyinnes a la Nuit。 le cinquiふme ｈｙｍｎｅ)
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La, elle se montrait avec la lumiere a rebours,:　　　＼

s'appuyant a Castor, une image fleurissante de Ponｕｘ;　‥　　　　　　　＼　　　　　　ト

　(≪Les Artistes≫ vers 250-251)

Mais le fils du Tres-Haut, durant la longue attente, 1e　ト

　Syrien descend comme un porteur de torcheトparmi les ombres;

　　（。Painet ｖin。 vers 155-156: Bibliotheque de la Pleiade. CEuvres de Holderlin. 1967

　　p.814.)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈　　＼＼‥‥‥‥‥‥‥‥　　　　　〉

Quoiqu'il cite 1'。image de Pollux。, Wendt mo皿re seulement comme la construction ｄｅ∧phrase

est differente dans ≪Les Artistes。 et r≪Hyinne a la Muse。. En outre, il est probable que Schiller

ne pens ait pas a la mortalite de Castor et a rimmortalite (!e Pollux (Pindare ≪NeineennむS。χ).

C'est ce que fait remarquer Grosse. Neanmoins il ｙ est aussi question d'un lien entre l'immor-

talite de Dieu et la mortalite de rtiommeトＴｏｕトau moinsレNovalis et Holderlin peuvent

pressentir ce lien dans les vers 250-251 des ≪Artistes。.

　Le poete lui-meme explique rimage des freres jumeauχ en vertu de la conception de la mort

qui se trouve dans r article ≪Coinment les anciens formaient la ｍｏｒt。de Lessing(1769):

　　　　…les anciens, pour representer la mort, en faisaient｡un jeune homme, qui est aussi beau

　　　que son frere, c-ふd., la vie. Mais ils lui donnaient une tbrche a rebours,ふ

　　　　(Lettre de Schiller a Korner le 30 mars 1789)し

Lessing fixe deia sa conception fondamentale au chapitre onze de ≪Laocoon。 (1766):

　　　　C'est aussi un fait que les artistes anciens representaient la mort et le reve sous une

　　　　forme qui nous laisse attendre un couple de freres jumeaux.:･…Les artistes modernes ont

　　　　touta fait renonce a cette forme qui ａ le reve et la mort ensemble chez les anciens; il en

　　　　resultequ'on ａ pris l'habitude de representerユａ mort comme un sq･uelette,representer

　　　　toutau plus comme un squelette revetu de peau･

ｎ s'agit ≪d'abandonner derechef le squelette hideux et de se mettre derechef dans la possession

de l'autre image qui lui est preferable*. Pour quelle raison? II est une raison interieure pour

que Lessing dise むｎconclusion a la fin de r article ≪Cominent 1やＳanciens formaient la mort。:

　　　　C'estla seule religion mal comprise qui nous eloigne de la beaute. Voici une preuve　de

　　　　lavraie religion bien comprise, si elle nous ra血&ne:partout a la beaute.

Å1a recherche de la vraie religion, Schiller s'est engage, dans le conflit entre rhellenisme

classique et le christianisme europeen:

　　　　　On ne voyait en ce temps-la nul squelette affreux avancer

　　　　devant le lit du mortel. Un baiser　　　　　　　上　　＼　　　'　　　　　し

　　　　prenaitla derniere vie a la levre

　　　　calmement et tristement, un genie abaissait　‥‥‥　‥i　＼　　　　　　　　　　∧

　　　　satouche. De belles images lumineuses
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　Sowohl das　。bliihende Polluxbild “　in den　。Kiinstlern“　wie der　。stille Genius“　in　den

｡Gottern Griechenlandes“ konnen Novalis in den 。Hymnen an die Nacht“(1800) sowie Holderlin

in。Brod und Wein“ AnstoCe zu einem neuen Christusbild gegeben haben.･Vermutlich hat H61-

derlin in 。Brod und Wein“ Novalis' 5. Hymne vor Augen gehabt:

　Ein safter Jiinglingloscht･das Licht und ruht 一一

　Sanft wird das Ende, wie ein Wehn der Harfe.

…Von ferner Kiiste,unter Hellas heiterm Himmel geboren, kam ein Sanger nach Pala-

stina und ergab sein ganzes Herz dem Wunderkinde:

　“Der Jiinglingbist du, der seitlanger Zeit

　Auf unsern Grabern stehtin tiefem Sinnen

　Ein trostlichZeichen in der Dunkelheit -

　Der hohern Menschheit freudiges Beginnen.

　Was uns gesenkt in tiefeTraurigkeit,上　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　Zeiht uns mit siiCerSehnsiacht nun von hinnen.

　Im Tode ward das ewge Leben kund,

　Du bist der Tod und machst uns erst gesund.“

　　(Novalis 。Hymnen an die Nacht“ 5. Hymne:（4）5）

LES ARTISTES≫ET≪PAINETVIN≫

De Schiller a Holderlin 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Katsumi TAKAHASHI

　Pourquoi a-t-on ６t6 sans respect pour ≪Les Artistes≫(1789) de Schiller dans r etude sur ≪Pain

et Vin≫(1800-01) de Holderlin ？ On ne trouve aucune consideration convenable dans ≪Pain et Vin

de Holderlin≫de Pezold (1896-97) et dans ≪L'elegie de Holderlin: Pain et Vin≫ de Schmidt(1968).

C'est peut-etre pare･e ・que 1'etude considerait 1'i血age de Ho Merlin comme une ≪tendance

accessoire de la poesie romantique。(Ｈａｙｍ 。L'ecole romantique。1870), et alors elle･ａ rattache

≪Pain et Vin≫ plus volonti･ers.a la ≪poesie romantique・ qu'a la poesie didactique et philoso-

phique de Schiller. Certes･ Wendt compare 18 1ｙ言叩e de Holderlin aux ≪Artistes≫dans sa

monographie ≪H61derlin et Schiller。(1929), mais cette comparaison s'effectue principalement du

point de vue　des figures de rhetorique; i1 s'ensuit qu'il adopte r ≪Hyinne ａ la Muse≫　de

H olderlin a un peu 血ｕs de vingt ans, puisque cette。uvre de jenesse　４ evidemment subi

　　　　　　　　　　　　　　　｡　　　　　　　●･　　　　　1　　　　　　・　　♂●　　　　　　　　:r influence directe de Schiller. En outre, Grosse ne sait rien du poeme≪Pain et ｖin。 dans son

texte　avec oommentaires ≪Les Artistes de Schiller en 1789バ1890)･, car 6n a publie les neuf

strophes completes du poeme de Holderlin pour la premiere fois en 1894.

　Ici,･considerons par ｅχemple r≪image fleurissante de Ｐｏｎｕｘ≫　dans ≪Les Artistes。 qui peut

etre un signe avantごcoureur ･du ≪porteur de torche。, c'est-a-dire, Jesus-Christ dans ≪Pain et
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Schon im elften Kapitel von 。Laokoon“(1766) legt Lessing diesen Grundgedanken dar((4)10):

　　　　Die alten Kiinstler haben auch wirklich den Tod und den Schlaf mit der Ahnlichkeit unter

　　　　sichvorgestellt, die wir Zwillingen so natiirlich erwarten. ･･･ Die neuen Artisten sind von

　　　　dieser Ahnlichkeit, welche Schlaf und Tod bei den Alten miteinander haben, ganzlich

　　　　abgegangen, und der Gebrauch ist allgemein geworden, den Tod als ein Skelett hochstens

　　　　ゑ1ｓein mit Haut bekleidetes Skelett vorzustellen.

Den eigentlichen Grund dafiir。, das　scheuCliohe Gerippりwiederum auf即面ben und sich

wiederum in den Besitz jenes bessern Bildes zu setzen“, zeigt der SchluBsatz von 。Wie die Alten

den Tod gebildet“（（4）10）ａｕf:

　　　　Nur die miDverstandene Religion kann uns von dem Schonen entfernen, und es iｓレein

　　　　Beweis fur die wahre, 毎ｒdie richtig verstandene wahre Religion, wenn上sie uns iiberall

　　　　auf das Schone zuriickbringt.　　　　　　　　｡｡　　　　　　1　　　　　　　■■■　■　　　　　　■

Auf der Suche nach einer neuen　。wahren Religion “ 大俗lit dむm Dichter der　。Kiinstler“　der

Gegensatz zwischen klassischem Griechentum ｕnd……abendlandischem Christentum deutlich aｕf:

　Damals trat kein ｇｒ郎liches Gerippe

vor das Bett des Sterblichen. Ein KuB

nahm das lezte Leben von der Lippe,

still und traurig senkt' ein Genius

seine Fackel. Schone lichte Bilder

scherzten auch um die Noth wendigkeit,

und das ernste Schicksal blickte milder

durch den Schleyer sanfter Menschlichkeit

　Nach der Geister schrecklichen Gesetzen

richtetekein heiligerBarbar,

105

110

　　　　　(Schiller 。Die Gotter Griechenlandes “ l.Fas. 1788, Str.14-15:(4)8)

Der 。stilleGenius “ mit seiner　。Fackel“　hangレsicher血iレder bahnbrechenden Auffassung

Winckelmanns von 。edler Einfa!t und stiller GroBe“（｡Gedanken iiber die Nachahmung der

Griechischen Werke …“1755:(4)10) zusammen.　Dementsprechend erscheint auch Christus in

｡Brod und Wein “ als 。ein stiller Genius “(V.129) hinter dem 。himmlischen Ｃｈｏｒ“（Ｖ.130）ｄｅＳ

｡seeligen Griechenlandes “(V.55):　　　　　　　　　　　　j　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　ノ

　　　　Als erschienen zu lezt ein stiller Genius, himmlisch

　　　　　Trostend, welcher des Tags Ende verkiindet' und 叩hｗ尽nd｡，　し　　　　　　　　　　　　130

　　　　LieC zum Zeichen, daB einst er da gewesen und wieder

　　　　　Kame, der himmlische Chor einige Gaaben zuriik,

　　　　　　（｡Brodund Wein “ Str.8. V.129-132)　　　1　＼

Christus　als　。stiller　Genius“　ist　nicht　mehr　der　。heilige　Barbar“(V.I 14) der　。Gotter

Griechenlandes“, der mit dem 。graClichen Gerippe'‘(V.105) vergleichbar ist.
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。DIE KUNSTLER “ UND 。BROD UND WEIN “　犬　　　=ヶ

　　　　― Von Schillerzｕ･Holderlin一一一

白　　　　　　　KatsumiTAKAHASHI

　Die bisherige Holderlin-Forschung hat meines Wissens den Bezug von 。BI‘odund Wein“=ｚｕ

Schillers 。Kiinstlern“ kaum beriicksichtigt. Weder Pezold （｡Holderlins Brod und Wein “ 1896-97)

noch Schmidt （｡Holderlins Elegie ,Brod und Wein'“ 1968) erwahnen dieses Werk. Diese Tatsache

hangt wahrscheinlich mit einem Holderlin-Verstandnis als einem 。Seitentrieb der romantischen

Poesie“（Ｈａｙｍ 。Die romantische Schule“ 1870） zusammen.　Daher bezog man 。Brod und

Wein “ lieber auf 。romantische Poesie“　als auf Schillers auf kl a rerische Gedankendichtung･

Wendt behandelt in seiner Arbeitミ, Hblderlin und Schiller“(1929) die Beziehung der H61-

derlinschen Lyrik zu den 。Kiinstlern“ in einer 。vergleichenden Stilbetrachtung “ hauptsachlich

in rhetorischer Hinsicht, wobei Holderlins unreifes Jugendgedicht 。Hymne an die Muse“ im

Vordergrund steht, weil sich in ihm der direkte EinfluC Schillers auf den jungen Dichter leicht

zeigen lSBt. Grosse in seiner Monographie 。Die Kiinstler von Schiller 1789“(1890) schlieBlich wu

We noch nichts von 。Brod und Wein“， da dieses umfangreiche Gedicht erst 1894 vollstandig ver-

offentlicht wurde.　　　　。

　In dieser Arbeit vergleiche ich u.a. Holderlins Christus als 。Fakelsohwinger“ mit dem 。blii-

henden Polluxbild“ im V.251 der 。Kiinstler“:

Da zeigte sich mit umgestiirztem Lichte,

an Kastor angelehnt, ein bliihend PoUuxbild;

　（｡Die Kiinstler“ l.Fas. 1789. Str.l8. V.250-251)

Bei Holderlin heiBt es dann:

Aber indｅａｓｅｎkommt als Fakelschwinger des Hochsten

　Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab.　ニ

　　（｡Brod und Wein “ 1800-01. Str.9. V.155-156)

Obwohl Wendt das 。Polluxbild“ zitiert,erortert er nur, wie 。die Gestaltung ｄむｓSatzes in den

.Kiinstlerが, verglichen mit derjenigen in der .Hymne an die Muse‘， zeigt, wie verschiedenartige

Moglichkeiten dieses so benannte syntaktische Gebilde offen 1郎t“((1)1). Nach seinem Brief an

Korner vom 30. Marz 1789 。ｗ如d Schiller nicht daran gedacht haben, da6 vom Zwillingspaar

Kastor sterblich, Polydeukes unsterblich ist (Pindar Nem. X 80f)“,wie Grosse bemerkt((4)10).

Nichtsdestoweniger kann es auch hier um eine Verkniipfung zwischen Unsterblichkeit und

Sterblichkeit bzw. zwischen Gott und Mensch gehen, denn von Novalis oder Holderlin wurden

diese Verse so verstanden.

　Das Bild vom Zwillingspaar erklart der Dichter seinem Freund Korner am Beispiel von

Lessings Todesauffassung in dem Aufsatz 。Wie die Alten den Tod gebildet“(1769):

　　　…die Alten die den Tod bildeten, stellten ihn 乱1ｓeinen Jiingling vor, der eben so schon

　　　ist als sein Bruder, das Leben, aber sie gaben ihm eine umgestiirzte Fackel, …

　　　　(Schillers Brief an Korner vom 30. Marz 1789: (4)10)
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