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　Klopstock sait bien caracteriser ses personnages seraphiques. Cela ａ pour effet de laisser

flotter son 《Messie》dans l'espaceトangelique↓Mais le corps ethere∧du 《Messie> s'estへmodele sur

la genese ｄ'八dam dans le 《royaume de la Terre sacre》(1.490八入En outrら1e＼《corps que la

Nature forme bien> (3.505) et rame apres la 《formation celeste avec beautes nouvelles> (3.513)

sympathisent chez Klopstock. Ce poete terrestre et le m石皿physicien detache ｄｕニcorporelle se

situent aux deux poles de ridealisme. Celui-ci cristallise la conception claire et transcende le

ｍｏｎｄｅ;celui-la raffine le sens esthetique et ｐｕｒ玉ｅla passion ｄｅＴａｍ｡e.C'est ainsi que cette ame

transfiguree habite le corps ethere du 《Messie>. On dirait qu'elle estΓ《imａｓｅde Dieu。tandis

que 1'intellectualisme occidental considere cette image ｃｏ血ｍｅトune des facultesでationelles｡

　Luther traduit la 《Genese》(2.7):《Dieu le Seigneur faitΓhomme de la motte de terre.》 Le

verbe《faire》(machen) signifie que le reformateurﾀﾞiconoclaste n'accepte aucune formation

plastique pour rempre avec la tradition depuisニ１ａ Septante et la ﾚVulgate:ヶ《ぎπλαuev……》

(formavit ,., Deus…) Quoique protestant, １ｅpoete du《Messie> s'estime尚content de la belle

《formatio叫(Bildｕｎｇ)qリ1 est le pur produit de la Renaissance. Dieu卵ｕレforme le corps

d'Adam et de Jesus aussi bien que leur 合皿1e d'apres KlopstockにQuanレ昧ux autres homines,

Dieu forme leur ame et la Nature forme leur corps. L'ame est immortelle.上Elle preexiste au

corps naturel et ｙ survit. Elle a son corps ethere. C'est l'ange protecteur qui transfigure Tame

apres la mort physique. Telle estΓame du juste; par contre Judas ne ｄｏｉレson salut qu'a la

theorie origeniste de la《restauration universelle。･ 11 en resulte que son ･ange protecteur･du

≪Messie》(3.445 sqq.) prie le Seigneur de tout faire pour sauver Γ這ｍｅ ｉｍ皿ortelle> duﾚDisciple

traitre, parce qu'elle est 《digne de la haut naissance et de la voix oreatrice avec laquelle Dieu

appelle cette ame a rimmortalite.》
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ZUSAMMENFASSUNG

　Ｊｍ。Messias" (1748-1772) bildet sich Klopstockトdie Meinung der Priie×istenz√daC ｡die Seelen

der Ｍｅｎｓｃｈｅｎ／=ｖｏｒdeｓ工eibesﾆGeburt, sich selbst noch unb:ekanntﾚschweben“[Ⅲ｡302f.). Also

　kommt]auch daSﾄBewuCtsein der Seele nach√Ｄ昨∧Diむhter nennt dannト, Johannesしunschuldige

Seele“(11.75)二Tochter des gottlichenしHauchsｸﾞ(III.507) und fiihrt sie ihrem 。Vertrauten, dem

　Korpeビ(111,509) zu☆den nach Klopstock 。die犬Natur〉schon bildet“(111.510)丿Dem leiblichen Tod

　folgtdie 。himml毎che Bildunが(III.518), wonach Johannes /｡verklart“(III.5↓7) wirdレwie Jesus

三社ｕf贈abors Gebirge“(III.230:Matth.戸車!3), Hier handelt ｅよsich um die 。unsterbliohe Dauer

　der Seelen'‘(III.553),die sich den verklarten Christus auf Tabor zum Vorbild der 。ｈｉｍ皿lischen

Bildung“コｈｅｈ血ｅｎトWasaber den ,,LeibブIII.512) dieses Erlosers betrifft,iよder Dichter dひｒ

　Meinung, daC ihn nicht jene ,,Natur“√sondern 。der gottliche Geist zum schonsten der Menschen

　/ Bilden wird, zum schonsten vor alien Kindern vonﾀﾞAd良血｡“aii.5i3f.):Auch Adams Leib hat

　Gottes heiliger｡Geist“　。von Staube gebildet“口｡294: Genesis……2.7)。,als er Adam zu schaffen

　gedankenvolトstand, / Und im gesegneten Schoosse der paradiesischen Fluren / Unter ihm

　heiligesErdreich zum werdenden Menschen sich loswandバa.479ff.)　　　し犬　　　　　　　　　大

八Vom ;,heiligen Erdreich“(L481)ｕnd seiner schonen。Natur"(III.51O) hangレwohl Klopstocks

Idee der 。verklarten:Bildung‘トab. Denn er beklagt von ganzem Herzen den toten Leib des

　Johannes: 。Ach daC dieses dein zartes Gebau in Staub hin ｓl姉 1e㈲ｎ／Ｕｎｄしverwesen mu6!“

　皿I.515f.)Solch ein irdisches ･｡Gebau“kann ein gutesﾚVerhaltn毎zum∧,,atherischen･ Leib“ haben,

　den Gottよdem一engelschonsten 。Seraph Eloa'‘ｿ(1.303)。,aus犬einer helleuchtenden Morgenrothe

　schuf“(I.299f.)レDaher vergleicht　Klopstock　。Eloas himmlis皿ｅｎづ｡Gedanken “……ｍ社　dem

　menschliohen Dasein: =｡So ist ein Gedanke von ihm so sohon,十als die〉Seele, als die∧ganze Seele

　des Menschen von Staube gebildet, wenn sie, ihrer　Unsteトblichkeit………wiirdiぼ,gedankenvoll

　nachsinnt.'‘(I.293ff.)Im irdischen Dasein一deS土Menschen･wohnt jenes 。Bild Gotteが(Ger!.1.26),

　worin er den Himmlisohen 。ahnlich“ ist. Obwohl di6ﾄPhilosophen dasコ｡Bild Gottesトlieber auf

　dieVernunft und derg-leichen beziehen, die keinem Tier,トｓｏｎ(!erndem Menschen eigen sind,

　verbindet Klopstock:dieses。gottliche Bild“(1.479) eher mit de血ト｡･fiihlむndenHerz‘卜(III.163), da

　diezarte Seele des Menschen:im 。Messias“Ｖφn iiberragend groBer Bedeutung ｉｓtト　　¨　　　＼

　トKlopstocks Jesus isトzwar ein Mann　von　Bildung, aber　seine　Erziehung　zielt　auf　die

　Veredlung der See柚seiner Jiinger, so 。daB er∧baldトmit machtiぽen Reden den Eingang ｚＵﾚden

　hohen Geheimnissen zeigt, bald in menschlichen Bildern dich,∧unsterbliche Tuぼend, verklarter

　und fiihlbarer zeigeしund ｎａｃｈ＼ｕｎｄnach ihr empfindeボies Herz zur Ewigkeit bildet.“(III.116ff.)

　Indiesem Zusammenhang interessiert uns auch Judas∧ Ischario臨二unsterbliche Seele“(III.450),

　woriibersein Schutzgeist。Seraph Ithuriel seufzend“(III.390) sich bekiimm町t und eine Bitte um

　Hilfeausspricht: 。Gott!daC deineﾄgefurchtete Hand it忿コim Abgrunde Satan mit diamantenen

　Ketten der tiefsten･FinsterniC hielte! daC die unsterb且che Seele･,dieｺdu, erhabner Messias, auch

　zurseligen Ewigkeit schufst, von ihrer･Verirrungへwiederzukehren･瞰ｅ th:eurenﾀﾞMinuten ･noch

　langegenosseに(III.448-452) Judas selbst zittert vor Angst:。Ａｄｈ!いｗiむwird mir SO〕angst! ｍ廿

　zitternalle上Gebeineﾘ‘(III.759)Trotzdem laCt Satan ihn den Messias verraten☆　　し



Der 。atherischeLeib“ｈ/ Zｕs岬menhang mit der Bildung ･von Leib如d Seele des Menschen (Takahas面･∧1.!

Der ,,atherische LeibでimダZusammenhang……mit der Bildungﾄvon　Leib　und　Seele

des Menschen　･.　し　　　十　十十六　　…………………………………

十　　　　　　　犬　　　　　し　　　　　　　　　　　十　　　　…　……Katsumi TAKAHASHI

（!）ＤＩＥＢＩＬＤＵＮＧＤＥＳＬＥＩＢＳ ODER KORPERS　　　　　犬 ・｡･･｡･･　　　　　・・｡｡　　・･｡｡｡･｡｡･｡･｡･｡･｡

いGebildetし（Ｊ印λaaev)
umトund ａｎレｕｎs（果Gebilde (πλaaaa) Form von ｒeぽenden Lebens-

kr訂ten des obers七en Bildners: kurz die Wahrheit d卵 altesten Orakelsｹﾞiiber unsern･Ursprung:

E耳λaaev o QeoQ tov av印ωπ叫‥い(Gen.2.7)“（HSW8=｡55). Mit diesemトgriechischen Zitat

aus der Septuaginta“　schliefit Herder den　dritten　Abschnitt seinerしPlastikべ1778)レＥり

heiBt　in　der ≒lateinischen　Vulgata nach Hieronymus(ca.340-ca.420):　ソormavit　………Deus

hominem ･｡,｡“(BV 6) Hier gilt Gottes Schopfung ilsへplastischeトBildung,しwahrend Luther die

entsprechende Stelle der Bibel aｕ卜andere Weise iibersetzt:ニ｡ＶＮＤＧＯ牡der HERR machet

den Menschen aus dem Erdenklosし｡｡“（ＢＧ　!545.1.2) Das皿onoklastische　。Machen

ko�rontiert der Reformator mit der　Renaissance　der　griechischen〉｡Plastik“(Bildung).

Dagegen gibt Ｋ!opstock wie Herder der formschonen Bildung den Vorzug undトruft die Se叫e

des Johannes ａｎ: 。Tochter des gottlichen Hauchs, Vむrtraulichste Schwester der Seeleレ/ Die

in ihrer unschuldigen Jｕだend einst Adam belebte, ／ Komm, wir fiihren dich itzトｚＵﾆdeinem

Vertrauten･, dem Korper, ／ Den die Natur schon bildet, dam壮大du im Lacheln√Seele, ／

Dein holdseliges Wesen Vomトheitern Angesicht redest. ／Jaelでwird schon seyn, undニdeinem

Leibe, Messias, gleichen, / Den nun bald der gottliche Geist zum schonsten deトMenschen

ノBilden wird, zum .ｓchφnsten vor alle［Kindern von Adam.“（｡Der Messias“ j3.502-509:

HKA 4.4.377f.)　　　　　　十
犬　　　十　　　‥　　　　＼　　　　　　二　　　　　十　　　し

　Das Verbum 。bilden“(V.505/V.509) bezieht sich :in beiden Fallen aufしdeh△Korperトoder

Leib. Den menschlichen 。Korper“(V.504) des Johannes　。bildet die NatuドレＤ６ｈ:g･ottlichen

｡Leib“(V.507) des Messias wird 。der gottliche Geis卜zum schonsten der∧Menschen bildeが.

Zwischen dem 。Korper“ und dem こLeib“ konnen wir keinen Unterschied machen, da 価ｒ

darunter dasselbe。Corpus“（Σゐμd) verstehen. Aber Jesu面打licher Leib kontrastie緋 mit

dem natiirlichen seines J血gers. In diesem Bezug denken wir wieder an Adam, den eｒS:ten

ｙｅｎ･schen der 。Genesis“(2.7):。Gott…mache卜dQn･Menschen aus dem Erdenklos ／ vnd er

blies jm ein den lebendigen Odem一in seine Nasen：∠Vnd al:so wardニdeｒﾄMensch eine

lebendige Seele."(BG 1.2) Nicht die｡bildende Natur“， sondern Gott undしsein 。lebendiger

Ode血" machen∇Adams Leib und Seele. Adam iSレalso der einzige Mann, dessen Leib GO廿

geschaffen hat, mit Ausnahme des GottmenscherレTrotz der Verschiedenheit der Ursache ist

es jedenfalls Unｖe噌姐e出ch, den Leib zu 。bilden", ob ｎａ代価ch, ob gottlich.･Ube:rdies

verschwistert　sich　diese　。Bildung“(Plastik) mit　der　asthetischenハ, Schonheit“，トdie　血!

Gegensatz zur noetischen Kalokagathie eines Platon steht, da Klopstock die Vertr卵theit

der Seele血it dむm Leib beach tet. 十　　　　　　　　　　　　‥‥‥‥‥　１　　　　　犬

（２）･DIE ＢＩＬＤＵ･NG DER SEELE　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　‥‥‥‥‥‥‥　　‥‥‥:･=･

Im oben zitierten V.504 des dritten Gesangs des 。Messiaぐbemerktﾆ面r Dichter, daB die
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Seeleユihrem 。Vertrauten, dem Korper‘jj vorausgeht√!n diesem GedankenエdeｒつＰｒ･aexistenz

stimmt Klopstock mit den p�tonischen Heiden und ketzerhaften 0ｒ1ぱenisten iibe恥血. Denn

面ｒ　orthodoχｅ　Thomas　Aquinas　behauptetニdie Simultanentstehung∧in〉deｒ………｡Summa

theologica"(I.118.3:ST 8.308) des 13. Jahrhundertsい,d郎皿e ･Seelen nichレvor dem Leibe

erschaffen werden, sondern in dem Augenblick ins Dasein treten, da Sie二mit de血Leibe

vereint werden.“（qＵｏｄanimae non sunt creatae ａｎ佃ﾚcorpora;　面d simul C臨anturﾀﾞcum

corporibus infunduntur｡) Was steht hieriiber in der Bibeしjeschrieben? Die schon erwahれte

Stelle　deｒ。Genesis“(2.7) iibersetzt　die　Einhei七乱bersetzung　deｒ……｡NeuenコJerusalemer

Bibel“(1980/1985):　。Da formte Gott√der　Herr,しden ＼Menschen しaus der　Erde:vom

Ackerboden und blies in∧seine Nase den LebensatemレSo:wurde der犬Menschトzu einem

lebendigen　Wesen.“「ＮＪＢ」6) Dieses　。lebendige　Wesen“　entsprichレLuthers犬｡lebendiger

Seele“. Es　erklart　sich: im Kommentarトdeド,Jerusale地卵　Bibel“ト｡Das　mit　Wesen'

wiedergegebene hebraische Wort nefesch bezeichnet hier das, was von einem Lebensatem

beseelt wird." (NJB 16) Dieses 。lebendige Wesen“ zeugt von einer analysierten Bedeutung,

die sich erst:unter vier in der Worterklarung des Gesenius im二Hebraischen und aramaischen

Handworterbuch　liber　das　Alte ＼Testame緋“(17.Aufl.↓915):トバレエHauch, Atemつ･,‥　2.

Bezeichnung desienigen was ein Korperwesen∧zu einemヶlebendigen macht, die Seele (φＵＸ乱

anima),…3. animus, Gemiit, Herz,…4. LebendigesトWesen, eig. das, weﾆ)rin Leben 6d.ﾄSeele

ist, ...“(GAT 514f.) Gegen diese Analyse〕e縦en　die Septuagintaよdie　Vulgata〉ｕ姐　die

deｕ坤che Bibel das eindeutige Urwort 。Nefesch“alsダ｡Seele“（如励）:　。factus est homo in

animam viventem“（ＢＶ６）｡　　　犬　　　　　　六大　十

　Noch wichtiger ist die Frage, was Gottes lebendiger Ode�‘ist, der das Wesentliche des

Menschen ausmacht. Nach der 。Jerusalemer Bibel" gilt er叫s＼｡lebendige Seele“,トdie den

Erdgeborenen二,beseelt“. So　korrespondiert die Einheitsiibersetzung　mit　detしorthodc:）ｘen

Simult皿entstehung　von　Leib　und　Seele. Fiir　diese　Auslegung spricht……der　folgende

Kommentar zur△,ぷenesis" (2.4ff.):へ,Der Abschnitt gehortしzur jahwistischen Qｕe聯nschicht.

Er ist nicht, wie man oft sagt, ein zweiter Schopfungsbericht∵‘(NJB〉16) Nach der heutigen

Philologie hangt dieser　。jahwistische“　Abschnit卜nicht　von　dem　ersten　。priesterlichen

Schopfu噌sbericht“（NJB 10 deｒ二Genesiが（J･･｡ｹIff

nichtsﾀﾞ乱ｒ Klopstock, Luther, Thomas u.a.mレzu bedeuten. Denn sie sahen　den ｡zweiten

Schopfungsbericht “ als Erganzung zum ersteか an, daﾌﾟs這ﾄglaubten, daC ein gottlicher Geist

die , Genesis'‘ nach ｡ぶｒ Reihe geschrieben hat. Jebenfalls lautet die a�angliche ，ぶenesis“

(1.27):｡Gott schuf also den Menschen aJレsein Abbildトals Abbild Gottes schuf er

ihn.“（NJB　15) Dieses　。Abbild　Gottes“(imago　Dei), das　。bild　Gottes“（ＢＧ　↓｡2) nach

Luther, bezieht sich nach dem Kommentar der 。Jerusalemer Bibel“ auf keine Seeleレ叩ndern

｡eine allgemeine Ahnlichkeit“ dむs Menschen, die＼ihn 。von den Tieren trennt“: 。Vernunft,

Wille, Macht"(NJB　15), weil Tdie 犬｡Genesis“(1.20) auch die　Tiere　den　。lebendigen

Wesen“(Nefesch) zuzahlt(NJB 15), m.a.W. den 。lebendigen Seelen“: 。dixit etiam ･Deus

producant aquae reptile animae viventis.“（ＢＶ朧レダ　　　　＼　　　　　　　　　　　　　ト

　Solch eine intellektualistische Hierarchie, die man oft auf die biblische Exegese anwendet,

widerspricht Klopstocks 。fiihlendem Herz“うｍハ, Messias“(3.163:HKA 4｡4.330), das die

｡unschuldige Seele“(3.491:HKA 4.4.376), das∧｡empfindendeしunbeflekte GewiCen“(4.237:HKA
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4.4.459) und dergleichen viel hoher 融s die 。heitre Vernunft“(4.187:ＨＫＡ∇4.4.450)しschatzt.

Dieser Antirationalismus bestatig七 sich eben in Jesuニ友sthetischer Erziehunff derｿJiinger im

｡Messias“体114ff.): 。Da sehen wir immer, / Wie er mit siisser geselliger Liebe Si巫 ihn叫

eroffnet, / Wie er sie lehrt, wie er bald mit machtigen Reden den Eingang / Zu den hohen

Geheimnissen zeigt, bald in menschlichen Bildern /レDich, unsterbliche Tugend, verklarter

und　fiihlbarer zeiget, /　Und. nach　ｕnd上nach　ihr　ｅ血pfindendes Herz　zur Ewigkeit

bildet.“（ＨＫＡ圭4.322) Das　Urbild　des　Menschen,つnamlicレdas　うBildﾆGottes“上der

｡Genesis“(1.27) halt　der　Dichter　also　nicht　f皆ｒ上｡VernunftレWiUe,･｡＼･Macht“，｡sondern

｡unschuldige Seele“, die vor　der leiblichen Bildung der 。Genesis“(2.7) priiexistiert.。Diese

Praexistenz zeigt sich im 。Messias“(3.302ff.:HKA 4.4.348f.):ユ）ai姉aus jenem Gefildeﾆsie

rief, wo die Seelen der Menschen ／ Vor des Leibes Geburt, sich selbst noch unbekannt,

schweben, / Fand ich sie im Triiben nachst einer rinnenden Quelle.'‘　　　　　　‥‥‥　　‥

Die Seele, die der Geburt des Leibes vorausgegangen ist, iiberlebt nachher seinen Tod, um

das ewige Leben zu erlangen. Auch 仙ｅｒdiese Unsterblichkeit der Seek greift der Dichter

das Thema der 。Bildunが(Plastik) auf, indem er Johann闘丿ｍ 。Messias“(3.5･lOff.:HKA

4.4.378f.)　anredet:｡Ach　da凸　dieses　dein zartes　Gebau　in　Staub　hin　sich legen =∠　Und

verwesen ｍＪ!Aber dich wird bey den Todten dein Sa岫血 ／ Suchen und auferwecken, und

wenn du erwacht bist, verk�ｒen! ／ Herrlich naCれ himmlischer Bildu面 mit neuer Schonheit

umkranzet, / Wird dich hoch in kom血自nden Wolken, du Richter der Menschen, ／ Deinem

Messias entgegen, zu seinen Umarmungen fijhren丿Die ,,uns:chuldige Seele Johanneが(3.491:

HKA 4.4.459), die　das　。zarte　Gebauべ3.510卜seines K 6 rpers　verl郎刻十wird:ｎｕ止トS谷垣

Schutzengel .S･alem 。verklarenべ3.512) und gottlicher ,,bildeビ(3.5ﾕ3). Aber diese 。himmlische

Bildung“(3.513) ist der natiirlichen des I｡zarten Ｇｅｂ如くnicht unbedingt iiberlegenトDenn

Klopstock　sympathisiert　nicht　weniger　mit　dem　verg註nglichen　Korper　als mit　der

unsterblichen Seele. Desweg:en vergleicht er den engelschonen Gedanken des hoch乱en Engels

namens。Eloa“(1.291) mit dQｒ。ganzen Seele des Menschen ｖｏｎ＼Stａ油e gebildet‘･(1.294):

｡Gott nennt ihn seinen Geliebten; der Himmel Eloa. Vor alien, / Die Gott erschufう乱eｒ

groC, der nachste dem Unerschaffnen. / Denkt eｒ･，so ist ein Gedanke von ihm SO〉schon, als

die Seele, / Als diりganze Seele des Menschen von Staube gebildet, ／コWenn sie, ihrer

Unsterblichkeit wiirdig, ge臨nkenvoU nachsinnt.“(1.291-295:HKA 4.4.57f.) Der Schwerpunkt

besteht auch diesmal in der 。Bildung“(Plastik). AuBerdem verachte卜detレDichter weder

｡Staub“(ErdenkloC) noch , Korper“(Gebau), weil der。ganze“ Mensch eines Klopstock nicht

ohne asthetische Organe, sondern mit Leib und Seele 。gedankenvoU nachsinnロレ　　　ニ

（3）ＤＥＲ｡ATHERISCHE LEIB"

Nach der 。himmlischen Bildung“ gewinnt die unsterbliche∧Seele einen neuen Korper wieder,

den der Messias-Sangerソitherischen Leib“ ｎむｎｎt≒,Arsitzt ｚｕ犬diesem A1七瓦ｒeder Erde der≒

Seraph hinabstieg, / Eilt ihm Adam, der opf町ｐ雨ster ａ･m Altaしentgegen, / Nicht

ungesehn;　ein a体erischer Leib helleuch七色nd gebil萌し/ HuUte den seliぱen　Geist　in　eine∧

verklarte Behausung.“（↓｡483-486:HKA ｡4.4.88) Der Seraph Gebrieレ廿迂fトden seligen Adam………

miレｄｅｍユ止erischen Leib“･(1.485) am Altar der Erde im Himmel. Dieseへ,ｖe皿ｍｒ仙上
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Behausung“(1.486) erinneれden Dichte!T 即 das ,,BildﾆGottes‘'(gottliche Bild):。Seine Gestalt

war SO才schon, wie dU∧vor des Schopfers Gedankenト/ Gottliches Bild, als er Adamしzu

schaffen gedankenvoll da stand, / Und im gesegneten Schoosse der paradiesischen Fluren ／

Unter ihm　heiligesニErdreich　ｚｕ血ニwerde面en　Menschenニsichつloswand." (1.487-490:HKA

4.4.88f.) Mit 。dｕ“redet Klopstock das面廿映he Urbildトd卵似飢S面明々n. Dann pragt sich

das dynamische 。Werden“deトMenschen mitten im 。heiligen Erdreicド∧aus. Fiir∇dieses na-

tiirliche , Werden“　desニErdgebo坤nen wirkt sich十GottesくKraft ｄ面二Bildung“(Plastik)

vorteilhaft aus, ･wahrend der werdende Mensch" jene 。him血lische Bildunビzum Ziel setzt.

Hier finden wir eine Wechselwirkung ｖｏ!1Himmeトund Erde, in der Klopstocks ,,Messias“

mit･ Holderlins。Brod und Wein･“(1800f.) iibereinstimmか:jし｡･Brod ist der Erde Frucht, doch･

ists vom Lichte geseegnet, /七nd vom donnernden Gott上上ｏｍｌｍｅtニdie Freude十d飴

Weins.“(V.137f.:StA 2.94)｡･・｡･｡　　・｡｡･･　｡･　　｡∧　　　　　つつ　犬　　　　十　　　し

　　Kommen wir auf die P臨eχistenz zuriick, kφnnen wir nicht umhinレuns danach zu fragen,

０ｂjene 。unschuldige･Seele" al昿,Bild Gottes'‘der ，↓Genesis“(1.27)schon einen ,jathe八schen

Lφb“丿at. Geschrieben steht in deｒヽ｡Genesiが(1.26):＼=｡ＶＮＤＧｏtレsprach　∠Ｌ４面七　vns

Menschen machen ／ ein 阻1d ／ das vns gleich sey.“（ＢＧ上2) Diese Stelle kommentiert die

｡Jerusalemer Bibel“:二Dieser Plural kann auf eine Beratung Gottes mit seinem himmlischen

Hofstaat (die Engel√vgl.3.5-22) hinweisen:＝……Oder dieseトPlural driickt die 耳eｒ雨chkeit

ｕ姐面ｎ inneren ReichtumヶGottes上aus, dessen aU㈲耳leiner Name∧im Hebraischen,Ｅｌｏｈｉｍ。

eine Pluralform ist.“（ＮＪＢ!5) Die intellektualistische･ Traditionしberuft sich wohl血卜die

Pluraトder Herrlichkeit Gottes. Aber dem asthetischen Sinn des Messias-Sangers皿fit eher

die konkretere Vorstellungﾄder Engel, 猷e sich･ｄｅｎイitherischenトLeib“ぺzueigen machen. Vor

der Vertreibung aus dem Paradies (｡Genesiぐ3.23) uりd･臨ch寸ener丿im血恥chen Bildunが

（ユ)er Messiaに‘3.513)ﾄj郎七 sich also Adam den Gottlichen血it de皿,,atherischen Leib“ ｚｕ一

zahlen. Hierbei separiertトKlopstock nicht streng Adams Leib und Seele. Theoretisch konnen

zwarﾆder　atherische　Leiトseiner　unschuldigen Seelり　ｕ姐　der d辿球∧Menschen von

Staube“(1.294) getrennt werden. Aber der asthe皆3che Sinn des Dichters verscharft nicht den

Unterschiedレder　dazwischen　ｆ如　die In佃llektualistischenトwie　Tag =ｕｎｄ　Nacht　ist. Auf

ahnliche Weise wohnt jener 。selige Geist"(1.486) derコnschuldigen Seele inneﾚDenn der

Messias-Sanger betrachtet ihn nicht isoliert und legt der klaren Begriffsbestimmungトkeine

groBe Bedeutung beiﾚ　　ｺ　上　　　‥‥‥‥‥‥‥　‥‥‥‥‥‥　　‥　‥　‥‥

∧Im Gegensatz zum Gerechten, dem Gott den。atherischen Leib“ nachﾆdem Tode zu eigen

gibt√steht Judas Ischariot･, der Verrater JesuよEr und Johannes polarisieren sich unter den

JUnぽern Jesu im 。Messias“（3ﾋ423-427:ＵＫＡﾄ4よ367):……｡Er hasset Johannes, / Weiトden

Jesus vor 司1明十mit inniger Zartlichkeit liebet; ／トUnd was er∧晶ch士vor sich･selbst zu

verbergen sﾘcht, auch ･den Erloser｡∠Auch sind 毎 einer erschrecklichen Stunde Begierden

nach Reichthﾘm / Noch dazu in seiner sonstﾀﾞedleren Seele gewurzelt.“So mitleidig spricht

Ithurieレder Schutzengel des Judas, der an d沁es J如面rs ,,sonsレedlerer Seele"(3.427) einen

Haltイindet, und fahrt fo吋:　。Als ich dabey, wie untrostbar犬und wehmuthsvoU in=:mich

gekehret / Stand, und mein Angesicht aufhub,八面sah idh√wie Satan vorbey gieng, / Und

:mit bitterm Gespott ＵｎｄﾚtriumphirendemトLiicheln /レV6･［IschariothニkjmレＵｎｄ･ stolz

mitleidig mich ansahﾊﾞ‘(3.438-441:耳ＫＡ 4.4.369f.) Obwohl∇Judas eine schwereﾚSchuld auf sich
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lad七, ist Satan der eigentliche Urheber des Boseね.j Deshalb hofft Ithuriel auf d如

ｏｒiはenistischeへWiederherstellung" (dsてＯＫａて＆（Ｊて(l吼£■)seines J lingers　。GottトdaC　deine

gefiirchtete Hand itzt i皿1 Abgrunde Satan ／ Mit diamantenen Ketten deｒ］efsten FinsterniG･

hielte!／Ｄ郎甫e･unsterbliche ･Seele, die du√erhabner Mess毎s,〉／｡Auch zur･se!毎en Ewigkeit

schufst, von ihrer Verirやung ／ Wiederzukehren 叫eトtheuren Minuten noch lange如面sseト／

DaC sie, wiirdig der hohen Geburt ｕれd der schaffenden Stimme, ／ Mit der sie Gott z廿

Unsterblichkeit rief,｡‥“(3.4･45-45↓:HKA 4.4.370f.)　　＼　　/　‥‥‥‥‥‥　‥‥‥‥=………

　IJber　die二hohe　Geburt“　der　Seele　des　Judasうnformiert uns sein　Schutzengelうｍ

｡Messias“(3.401-408:HKA 4.4.364f.): 。Ja nun weifi ich, warum, da wir uns von den Seelen

der J血ger / Eins七 vor des Leibes Geburt, vorm Antlitz Gottes, besprachen; / Warum

damals, auf got絹c㈲s Winken, Seraph Eloa ／ Traurig herabstieg, u面einen der 玉ohen

goldenen Stiile√/ Die den∧heiligen Zwolfen Gott g節,トmit Wolken bedeckte. /ﾚ八面hコist･

Gabriel traurig und mit verhiilltem Gesic肘e / Vor mir voriib侑jegangen, als ihn 姐

unseliger Stunde ／ Seine verlassene Mutter gebahr･/“ Nicht nur Ithuriel･，sｏｎｄ蝉nauch｡der

Erzengel Gabriel und deｒ▽｡nachste dem Uners血冠fnen“Eloa bekiimmern sich iiber Judas

Ischariot, alsトdieserﾚdas Licht der Welt erblickt. Im Mutterleib･ vor dieser irdischenイj-eburt

mufi also seine･ von Gott erschaffene Seele mit ihrem 。ｖeｒ廿auten", dem von der Natur

gebildeten。Korper“(3.504) unbefleckt sein. Deswegen erwahnt der Messias-S anger Judas

｡zur　seligen　Ewigkeit “　geschaffene　。 unsterbliche　Seelが(3.447f.), die士ihren eigenen

,,atherischen Leib“ haben mufi.　犬　　Ｉ　　　　　　　　　犬　　　　　　　　コ　十　　　　……
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ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｅ
ｇ
ｎ
ｅ
ｔ
”
（
一
九
九
五
年
十
二
月
二
五
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報

告
、
第
四
四
巻
、
人
文
科
学
篇
、
横
組
９
頁
－

2 2
頁
）
…
神
気
圏
を
往
き
か
う
天
使
群
が
表
立

ち
、
と
か
く
現
世
離
れ
し
た
印
象
を
与
え
易
い
『
救
世
主
』
に
つ
き
、
本
論
は
そ
の
霊
の
体
が

「
聖
な
る
大
地
」
と
深
く
関
連
す
る
点
に
目
を
つ
け
た
。
そ
し
て
霊
肉
と
も
に
、
明
瞭
な
理
知
よ

り
も
、
む
し
ろ
「
一
層
と
深
く
感
じ
得
る
」
こ
と
の
で
き
る
清
浄
な
情
操
が
、
そ
の
「
変
容
」
に

と
り
大
切
と
す
る
心
、
ま
だ
「
自
然
が
美
し
く
形
成
」
し
た
も
の
を
、
神
の
創
造
物
に
劣
ら
ず
尊

ぶ
詩
魂
に
、
し
か
と
大
地
に
根
ざ
す
新
た
な
啓
蒙
期
十
八
世
紀
の
息
吹
き
が
感
じ
取
ら
れ
る
と
、

筆
者
は
指
摘
し
た
。

4
1
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
夜
』
（
一
八
〇
〇
年
）
－
－
閣
都
市
の
諸
相
。
（
一
九
九
五
年
十
二
月
二

十
五
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
四
四
巻
、
人
文
科
学
篇
、
縦
組
１
頁
－

3 6
頁
）
…
十

八
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
の
都
市
生
活
の
日
常
か
ら
精
神
界
ギ
リ
シ
ア
ヘ
と
、
ど
の
よ
う
な
創
意
で
詩

想
を
展
開
し
た
ら
良
い
の
か
？
　
こ
の
要
請
に
応
え
て
詩
人
が
苦
慮
し
た
成
果
を
、
筆
者
は
、

「
疎
遠
な
形
姿
は
、
そ
れ
ら
が
疎
遠
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
一
層
と
生
き
生
き
と
働
き
か
け
る
に
違

い
な
い
」
と
言
う
詩
人
自
身
の
逆
説
思
考
に
見
い
出
し
た
。
他
方
こ
れ
ま
で
諸
家
は
、
こ
の
背
理

が
生
き
生
き
と
働
い
て
い
る
話
題
の
詩
節
に
、
専
ら
現
実
離
れ
し
た
思
念
を
認
め
、
こ
の
想
像
の

翼
で
詩
人
が
ギ
リ
シ
ア
を
目
指
す
と
考
え
て
い
た
。

4
2
　
　
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
諸
相
－
Ｉ
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』

二
七
四
八
年
－
一
七
七
三
年
）
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
二
八
〇
〇
－
一
八

〇
一
年
）
ま
で
、
②
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
と
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
。
（
一
九
九
五
年
十
二
月
三
〇
日
刊
・

新
世
社
刊
『
エ
イ
コ
ー
ン
ー
ー
東
方
キ
リ
ス
ト
教
研
究
』
第
十
四
号
、
9
3
頁
丿

1
0
3
頁
）
…
専
門

の
独
文
学
研
究
で
触
れ
た
『
救
世
主
』
の
詩
人
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
を
、
筆
者
は
一
層
と
広
い
視

野
の
下
で
学
際
的
に
扱
い
、
特
に
三
世
紀
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
が
説
い
た
万
物
復
帰
ア
ポ
カ
タ
ス
タ

シ
ス
の
思
想
を
、
『
救
世
主
』
に
先
駆
け
歌
っ
た
ラ
テ
ン
語
の
叙
事
詩
『
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
ス
』
（
一

七
二
〇
年
）
の
作
者
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
の
叙
事
詩
執
筆
を
実
際
に
手
伝
っ
た
哲

　
一
六
　
（

1 6
）
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
’
第
四
四
巻
　
二
九
九
五
年
）
　
人
文
科
学

学
者
ラ
イ
プ
エ
ッ
ツ
や
、
『
敬
虔
な
る
願
望
（
了
ｐ
↑
）
ｅ
ｓ
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
）
Ｊ
（
ニ
八
七
五
年
）
で
著
名
な

シ
ュ
ペ
ー
ナ
ー
、
即
ち
ぺ
Ｉ
タ
ー
ゼ
ン
の
師
に
ま
で
、
読
者
の
関
心
を
広
げ
た
。
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（
高
知
大
学
学
術
研
究

報
告
、
第
四
二
巻
、
横
組

1 3
頁
－
2
3
頁
所
収
の
研
究
紹
介
に
あ
る
学
術
論
文
3
0
）
（
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
Ｉ

の
ｅ
ｓ
ｅ
ｌ
ｌ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
刊
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
Ｉ
Ｊ
ａ
ｈ
ｒ
ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
.
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
.
　
Ｍ
ｅ
ｌ
ｚ
l
e
ｒ
社
刊
、
第
2
9
巻
、
一

九
九
五
年
刊
、
三
五
〇
頁
）
・
：
　
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
年
鑑
』
の
第
2
8
巻
（
一
九
九
二
年
－
一
九
九

三
年
度
）
で
自
ら
の
研
究
内
容
を
紹
介
し
た
筆
者
に
対
し
、
新
た
に
再
度
年
鑑
の
編
集
長
よ
り
依

頼
が
あ
り
、
そ
の
要
請
に
添
う
紹
介
の
書
評
が
第
2
9
巻
（
一
九
九
四
年
－
一
九
九
五
年
度
）
に
も

掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
第
2
8
巻
と
第
2
9
巻
に
連
続
し
て
自
己
紹
介
し
た
専
門
家
は
、
日
本
で

は
筆
者
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
筆
者
の
論
文
を
所
蔵
し
、
機
械
入
力
し
て
報
じ
て
い
る
国
際
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
文
献
資
料
館
な
ど
を
通
じ
、
そ
の
情
報
が
世
界
の
識
者
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
故
で
あ
る
。
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ｎ
ｇ
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ｋ
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剛
ヘ
ル
ダ
ー
『
彫
塑
』
一
七
七
八
年
（
全
集
、
一
八
七
七
年
Ｉ
一
丸
一
三
年
、
第
八
巻
、
五
万
貝
）

第
三
章
末
。
「
形
成
さ
れ
て
変
わ
り
、
そ
し
て
生
育
し
、
私
た
ち
（
人
間
と
い
う
）
形
成
物
は
、

至
高
の
造
形
家
（
た
る
神
）
の
（
休
ま
ず
）
活
動
す
る
生
命
力
の
（
生
み
出
し
た
）
形
姿
で
あ
る
。

こ
れ
は
要
す
る
に
、
私
た
ち
（
人
間
）
の

二
・
七
）
が
述
べ
て
い
る
真
理
で
あ
る
。

②
新
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
、
一
九
八
五
年
、

⑩
に
関
し
最
古
の
神
託
（
と
考
え
ら
れ
る
『
創
世
記
』

シ
タ
、
神
ハ
、
人
間
ヲ

『
創
世
記
』
二
・
七
「
そ
の
時
、

ド

ペ
神
は
　
…
」

※
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
、
「
ｆ
ｏ
ｒ
m
a
ｖ
ｉ
ｔ
（
形
成
し
た
）
…
」

③
一
五
四
五
年
ル
タ
ー
訳
聖
書
、
「
主
は
土
塊
か
ら
人
間
を
ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｔ
（
作
る
）
。
そ
し
て
神
は

生
け
る
霊
気
を
彼
の
鼻
の
中
へ
と
吹
き
こ
ん
だ
。
こ
う
し
て
人
間
は
生
け
る
魂
と
成
っ
た
。
」

（
『
創
世
記
』
二
・
七
）

㈲
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
『
救
世
主
』
（
一
七
四
八
年
－
七
三
年
）
第
三
歌
、
第
五
〇
二
句
１
第
五

〇
九
句
（
初
版
の
第
五
〇
七
句
－
第
五
一
四
句
）
、
一
九
七
四
年
来
刊
行
の
ハ
ム
ブ
ル
ク
版
の
作

品
篇
四
、
第
四
巻
、
三
七
七
頁
以
下
。
「
神
の
息
吹
き
の
娘
（
た
る
ヨ
ハ
ネ
の
魂
）
よ
、
・
：
私
達

は
汝
を
今
、
汝
の
親
し
き
伴
侶
で
あ
る
体
へ
と
導
く
。
こ
の
体
は
自
然
が
美
し
く
形
成
す
る
。
・
：

こ
の
ヨ
ハ
ネ
の
体
は
美
し
く
な
り
、
救
世
主
イ
エ
ス
よ
、
汝
の
体
に
似
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
汝
の

体
は
今
に
や
が
て
神
の
霊
が
人
間
の
う
ち
最
美
の
者
へ
と
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

㈲
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
版
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
、
一
九
六
七
－
七
七
年
／
一
九
八
四
年
、
三
頁
、

創
世
記
二
・
七
「
ネ
フ
ェ
シ
ュ
（
魂
）
ハ
ヤ
ー
（
生
け
る
）
」

※
新
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
、
一
六
頁
の
脚
註
、
「
存
在
と
訳
出
さ
れ
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
ネ
フ
ェ
シ
ュ

は
こ
こ
で
、
生
け
る
霊
気
に
よ
り
魂
を
吹
き
込
ま
れ
た
も
の
を
示
す
。
」
（
Ｓ
ｏ
　
　
w
ｕ
ｒ
ｄ
ｅ
　
　
ｄ
ｅ
ｒ

Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
　
ｚ
ｕ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｍ
　
ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ｉ
ｓ
ｅ
ｎ
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
.
）

※
ゲ
ゼ
ニ
ウ
ス
『
旧
約
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
ア
ラ
ム
語
辞
典
』
第
一
七
版
一
九
一
五
年
、
五
一
四
頁
「
ネ

フ
ェ
シ
ュ
」
の
項
、
「
１
、
息
吹
き
、
霊
気
・
：
　
２
、
体
を
有
す
る
存
在
を
生
け
る
存
在
と
す
る

も
の
を
表
す
、
魂
（
0
U
C
T
｡
ａ
ｎ
ｉ
ｍ
ａ
）
・
：
　
３
、
心
意
、
心
情
、
心
、
・
：
　
４
、
生
け
る
存
在
、

本
来
生
命
や
魂
の
あ
る
存
在
、
・
：
」

㈲
『
創
世
記
』
一
・
二
七
「
神
の
似
姿
」
（
ル
タ
ー
訳
）
「
神
の
写
像
」
（
新
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
、
こ

の
脚
註
「
神
へ
と
関
連
す
る
こ
の
表
現
は
人
間
を
獣
と
分
か
ち
、
更
に
そ
の
（
神
と
人
と
の
）
本

性
上
の
一
般
的
類
似
性
を
前
提
と
す
る
。
即
ち
理
性
、
意
志
、
力
。
人
間
は
一
つ
の
人
格
で
あ
る
。

・
：
」
一
五
頁
）

剛
『
救
世
主
』
第
三
歌
、
第
一
一
四
句
－
第
一
一
九
句
／
第
一
六
三
句
（
初
版
も
句
数
は
同
じ
）
、

前
掲
作
品
篇
四
、
第
四
巻
、
二
二
二
二
頁
／
三
三
〇
頁
。
「
こ
れ
に
関
し
私
達
（
十
二
弟
子
の
守
護

天
使
）
は
常
に
見
て
い
る
、
　
・
：
　
い
か
に
イ
エ
ス
が
弟
子
た
ち
を
教
え
る
か
を
。
あ
る
時
は
雄

弁
で
高
次
の
神
秘
へ
の
入
門
を
し
た
り
、
あ
る
時
は
人
間
に
解
か
る
姿
形
で
、
不
滅
の
美
徳
よ
、

汝
を
よ
り
美
し
く
変
容
さ
せ
た
り
、
な
い
し
は
一
層
と
感
じ
易
く
し
て
示
し
、
次
第
次
第
に
弟
子

た
ち
の
ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｚ
（
感
じ
る
心
）
を
永
遠
へ
と
形
成
す
る
。
／
昌
巨
～
μ
翻

Ｍ
［
の
～
（
感
じ
る
心
）
」

㈲
『
救
世
主
』
第
三
歌
、
第
五
一
〇
句
－
第
五
一
五
句
（
初
版
の
第
五
一
五
句
－
第
五
二
〇
句
）
、

前
掲
作
品
篇
四
、
第
四
巻
、
三
七
八
頁
以
下
。
「
（
ヨ
ハ
ネ
よ
、
）
汝
の
優
美
な
体
が
塵
と
化
し
朽

ち
る
　
…
　
汝
の
サ
レ
ム
は
探
し
、
甦
ら
せ
、
汝
が
目
覚
め
る
と
変
容
さ
せ
、
　
…
　
天
上
の
形

成
に
よ
り
新
た
な
美
に
取
り
巻
か
れ
た
汝
を
　
…
　
汝
の
救
世
主
の
方
へ
と
　
・
：
　
」

㈲
『
救
世
主
』
第
一
歌
、
第
二
八
九
句
－
第
二
九
五
句
（
初
版
も
句
数
は
同
じ
）
、
前
掲
作
口
盟
扁
四
、

第
四
巻
、
五
七
頁
以
下
。
「
首
座
天
使
ら
の
初
子
　
…
　
天
〔
使
達
〕
は
エ
ロ
ア
と
（
呼
ぶ
）
　
…

神
の
創
造
し
た
全
て
の
者
に
ま
さ
り
彼
は
偉
大
で
、
創
造
さ
れ
ざ
る
神
に
最
も
近
い
。
彼
が
思
考

す
る
と
、
そ
の
想
念
は
、
か
の
塵
よ
り
形
成
さ
れ
た
人
間
の
魂
全
体
の
よ
う
に
美
し
い
。
そ
れ
は

魂
が
、
自
ら
の
不
滅
に
相
応
し
く
、
想
念
に
溢
れ
思
い
索
ら
す
時
の
こ
と
。
」

※
『
救
世
主
』
第
三
歌
、
第
三
〇
二
句
以
下
（
初
版
も
句
数
は
同
じ
）
、
前
掲
作
品
篇
四
、
第
四

巻
、
三
四
八
頁
。
「
そ
こ
で
人
間
の
諸
魂
は
／
そ
の
体
の
誕
生
に
先
立
ち
、
な
お
自
意
識
な
く
、

漂
よ
う
」

�
『
救
世
主
』
第
一
歌
、
第
四
八
三
句
－
第
四
九
〇
句
（
初
版
の
第
四
七
四
句
－
第
四
八
一
句
）
、

前
掲
作
品
篇
四
、
第
四
巻
、
八
八
頁
以
下
。
「
（
天
上
に
お
け
る
）
大
地
の
祭
壇
　
…
　
ア
ダ
ム
　
…

不
可
視
で
な
く
、
神
気
圏
の
体
が
明
澄
に
形
成
さ
れ
、
そ
の
至
福
の
霊
を
変
容
し
た
住
居
へ
と
包

み
こ
ん
で
い
た
。
そ
の
姿
の
美
し
さ
は
汝
の
ご
と
し
　
・
：
　
神
の
似
姿
よ
、
そ
の
時
　
・
：
　
祝
福

さ
れ
た
懐
で
　
…
　
聖
な
る
大
地
が
生
成
す
る
人
間
ア
ダ
ム
ヘ
と
解
き
放
た
れ
た
の
だ
。
」

㈲
『
創
世
記
』
丁
二
六
「
人
を
我
々
の
似
姿
に
」

�
『
救
世
主
』
　
『
救
世
主
』
第
一
歌
、
第
二
九
九
句
－
第
三
〇
五
句
（
初
版
も
句
数
は
同
じ
）
、
前

掲
作
品
篇
四
、
第
四
巻
、
五
八
頁
以
下
。
「
エ
ロ
ア
に
神
気
圏
の
体
を
」

�
『
救
世
主
』
第
三
歌
、
第
四
二
一
句
－
第
四
三
三
句
（
初
版
の
第
四
二
四
句
１
第
四
二
六
句
）
、

前
掲
作
品
篇
四
、
第
四
巻
、
三
六
七
頁
以
下
、
ユ
ダ
の
魂
。

㈲
『
救
世
主
』
第
三
歌
、
第
三
九
八
句
－
第
四
一
一
句
（
初
版
の
第
四
〇
〇
句
―
第
四
一
三
句
）
、

右
記
第
四
巻
、
三
六
四
頁
以
下
。
ユ
ダ
の
「
不
滅
の
魂
」
。

㈲
『
救
世
主
』
第
三
歌
、
第
四
三
四
句
－
第
四
六
〇
句
（
初
版
の
第
四
三
七
句
－
第
四
六
三
句
）
、

右
記
第
四
巻
、
三
六
八
頁
－
三
七
二
頁
。
ユ
ダ
の
復
帰
。
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「
似
姿
」
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
も
の
は
、
霊
性
そ
の
も
の
と
中
し
ま
す
よ
り
、
む
し
ろ
霊
性
を

内
に
包
む
霊
魂
（
沼
の
↑
の
）
、
つ
ま
り
魂
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
多
分
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
、
こ
う
想
い
描
い
た
の
で
し
ょ
う
。
第
一
に
霊
性
を
内
包
す
る
魂

　
　
ゼ
ー
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
＠

た
る
霊
魂
が
、
神
の
霊
の
息
吹
き
に
よ
り
形
成
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
は
言
わ
ば
天
使
の
ご
と
き

「
エ
ー
テ
ル
の
体
」
か
お
り
、
殊
に
資
料
㈲
で
取
り
上
げ
ま
し
た
ヨ
ハ
ネ
の
場
合
は
、
他
を
抜
き

ん
出
て
清
浄
無
垢
な
姿
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
次
に
形
成
さ
れ
る
ヨ
ハ
ネ
の
体
も
’
、
こ
の
魂

の
「
伴
侶
」
に
相
応
し
く
、
こ
れ
も
ま
た
汚
れ
な
き
「
優
美
な
体
」
と
言
い
得
ま
す
。
恐
ら
く
ヨ

ハ
ネ
と
か
イ
エ
ス
の
場
合
は
、
言
わ
ば
魂
の
結
晶
と
し
て
体
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
心
身
は
表
裏
一

体
と
看
倣
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
次
元
の
低
い
他
の
人
間
の
場
合
は
、
そ
う
で
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
古
来
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
体
は
魂
の
墓
場
と
か
、
或
い
は
牢
獄
と
な
る
事
が
多
い

も
の
で
す
。
す
る
と
魂
の
本
来
の
在
り
方
で
あ
る
「
神
の
似
姿
」
は
、
そ
れ
を
包
み
こ
む
体
の
中

で
眠
り
こ
け
た
り
し
て
、
そ
の
中
に
隠
れ
ひ
そ
ん
で
出
て
来
な
く
な
り
ま
す
。

　
更
に
深
刻
な
事
態
は
、
そ
の
体
が
滅
ん
で
か
ら
、
つ
ま
り
人
間
が
こ
の
世
で
死
に
他
界
す
る
時
、

も
は
や
魂
そ
の
も
の
が
、
ヨ
ハ
ネ
の
場
合
の
よ
う
に
神
々
し
く
変
容
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

汚
れ
た
不
浄
の
ま
ま
天
国
人
り
に
失
敗
す
る
こ
と
で
す
。
果
し
て
、
こ
の
よ
う
な
魂
の
運
命
は
結

局
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
　
こ
の
点
を
考
え
る
上
で
有
益
な
の
が
、
ヨ
ハ
ネ
と
正
反
対
の
人

物
ユ
ダ
の
場
合
で
す
。
こ
の
人
物
は
一
応
イ
エ
ス
の
十
二
弟
子
の
一
人
で
す
か
ら
、
そ
の
魂
も
格

別
に
立
派
に
形
成
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
資
料
�
に
引
き
ま
し
た
『
救
世
主
』
第
三
歌
の
第
四
二
六
句
以
下
が
物
語
り
ま
す
よ

う
に
、
「
ユ
ダ
は
ヨ
ハ
ネ
を
憎
み
」
ま
す
。
「
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ハ
ネ
を
イ
エ
ス
が
誰
よ
り
も
親
し
み

を
こ
め
、
心
か
ら
慈
ん
で
い
る
か
ら
」
で
す
。
そ
し
て
ユ
ダ
は
救
世
主
キ
リ
ス
ト
を
も
秘
か
に
憎

ん
で
い
る
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
事
の
源
は
、
第
四
二
九
句
に
ご
ざ
い
ま
す
「
富
へ
の
欲
求
」
と
い

う
現
世
欲
の
よ
う
で
す
。
さ
て
『
救
世
主
』
の
場
合
、
よ
り
重
要
な
の
は
次
の
第
四
三
〇
句
の
言

葉
、
つ
ま
り
「
ユ
ダ
の
普
段
は
一
層
と
高
貴
な
魂
」
で
す
。
確
か
に
、
キ
リ
ス
ト
の
十
二
弟
子
に

ま
で
な
る
こ
と
の
出
来
た
ユ
ダ
の
魂
が
、
並
の
平
凡
な
在
り
来
た
り
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
本
来
そ
れ
は
相
当
に
気
高
い
も
の
の
よ
う
で
す
。

　
従
い
ま
し
て
、
資
料
㈲
に
示
し
ま
し
た
『
救
世
主
』
第
三
歌
の
第
四
〇
三
句
以
下
で
、
ユ
ダ
の

魂
を
嘆
く
天
使
た
ち
の
姿
も
印
象
深
く
映
じ
て
参
り
ま
す
。
特
に
エ
ロ
ア
と
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
両
者

が
、
ユ
ダ
の
魂
の
悲
運
に
対
し
、
深
い
悲
し
み
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
そ
の
時
ユ
ダ
の
「
黄
金
の

椅
子
」
だ
け
が
天
上
に
お
い
て
曇
り
、
そ
の
母
か
ら
ユ
ダ
の
体
が
こ
の
世
に
誕
生
し
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
故
に
母
の
胎
内
に
宿
っ
た
地
点
に
お
け
る
ユ
ダ
の
体
は
、
そ
れ
よ
り
前
に
形
成
さ
れ

一
〈
　
（
1
8
）
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
四
巻
　
（
一
九
九
五
年
）
　
人
文
科
学

ま
し
た
魂
と
共
に
、
未
だ
悲
し
い
運
命
の
定
め
の
下
に
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ

熾
天
使
た
ち
が
、
ユ
ダ
の
魂
を
不
便
が
り
、
そ
の
運
命
に
同
情
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
際
に
資
料
㈲
で
「
私
」
と
語
っ
て
い
る
ユ
ダ
の
守
護
天
使
イ
ト
ゥ
リ
ェ
ル
が
、
実
は
一
番

ユ
ダ
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
の
で
す
。
も
ヽ
つ
と
も
「
黄
金
の
椅
子
」
が
ユ
ダ
の
分
の
み
曇
っ
た

の
は
天
命
で
す
か
ら
、
イ
エ
ス
を
裏
切
る
こ
と
を
ユ
ダ
に
思
い
留
ま
ら
せ
る
力
は
、
た
と
え
天
使

と
言
え
ど
も
、
イ
ト
ゥ
リ
ェ
ル
に
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
資
料
㈲
に
掲
げ
ま
し
た
イ
ト
ゥ

リ
ェ
ル
の
祈
り
に
も
似
た
念
願
に
は
、
ふ
と
作
者
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
自
身
の
本
根
が
覗
い
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
引
用
の
第
四
五
〇
句
以
下
に
よ
り
ま
す
と
、
ユ
ダ
の
「
不
滅
の
魂
」
ば
究
極
に
お
い
て
「
至
福

な
る
永
遠
へ
」
と
向
け
て
創
造
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
ず
か
ら
「
迷
い
か
ら
復
帰
し

て
」
、
正
道
を
歩
む
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
「
気
高
き
誕
生
に
相
応
し
」
く
「
不
滅
を
目
指
す
」

こ
と
も
可
能
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
一
度
は
地
獄
へ
落
ち
た
人
間
の
魂
や
、
堕
天
使
の
「
エ
ー

テ
ル
の
体
」
も
、
新
た
に
形
成
（
汐
に
μ
ロ
朗
）
さ
れ
直
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
成
程
ク
ロ
プ

シ
ュ
ト
ッ
ク
は
『
救
世
主
』
で
、
裏
切
者
ユ
ダ
の
魂
が
救
わ
れ
る
所
ま
で
描
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
少
く
と
も
堕
天
使
ア
バ
ド
ナ
が
天
界
へ
復
帰
し
、
再
び
至
福
な
天
使
た
ち
の
仲
間
に
加

わ
り
、
本
来
の
「
エ
ー
テ
ル
の
体
」
を
回
復
す
る
救
済
劇
は
『
救
世
主
』
の
核
を
な
し
て
い
ま
す
。

恐
ら
く
、
こ
の
線
を
徹
底
さ
せ
て
ゆ
け
ば
、
い
つ
か
は
「
不
滅
の
魂
」
が
ユ
ダ
の
場
合
で
も
「
エ
ー

テ
ル
の
体
」
を
保
証
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
年
九
月
一
日
受
理

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
年
十
二
月
二
十
五
日
発
行
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ム
は
救
世
主
キ
リ
ス
ト
の
方
へ
と
、
そ
の
神
の
子
と
の
抱
擁
へ
と
導
く
で
あ
ろ
う
。
」
と
あ
り
、

死
後
に
お
け
る
神
々
し
い
魂
の
変
容
が
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
は
や
天
上
に
は
ヨ
ハ
ネ
の
「
優
美

な
体
」
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
詩
人
は
口
惜
し
気
に
語
り
、
単
に
魂
の
不
滅
の
み
を
求

め
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
・
一
・

　
従
い
ま
し
て
、
そ
の
「
優
美
な
体
」
が
死
滅
し
て
後
な
お
、
不
滅
で
生
き
残
る
魂
の
変
容
に
つ

い
て
も
、
『
救
世
主
』
の
詩
人
は
「
体
」
の
場
合
と
同
じ
く
「
形
成
「
ヨ
↑
汗
コ
巴
」
（
第
五
一
八

句
）
を
重
ん
じ
て
い
ま
す
。
先
に
資
料
㈲
で
ヨ
ハ
ネ
の
魂
は
、
「
神
の
息
吹
き
の
娘
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。
当
然
ヨ
ハ
ネ
は
ア
ダ
ム
の
よ
う
に
土
く
れ
か
ら
造
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
ア
ダ
ム

の
子
孫
と
し
て
人
間
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
外
な
る
物
理
上
や
生
理
上
の
「
体
」
の
方
は

「
自
然
が
美
し
く
形
成
」
し
、
そ
の
内
な
る
霊
魂
の
中
核
は
「
神
の
息
吹
き
」
が
創
造
し
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
。
ク
は
、
こ
の
内
な
る
人
間
の
本
性
を
「
不
滅
の
霊
魂
」

と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。

　
し
か
も
「
魂
」
を
『
救
世
主
』
の
詩
人
は
、
大
い
に
重
視
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

資
料
㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
『
救
世
主
』
第
一
歌
で
天
使
の
筆
頭
と
し
て
現
わ
れ
る
熾
天
使
エ
ロ
ア

に
関
し
、
そ
の
第
二
九
三
句
以
下
に
こ
う
あ
り
ま
す
。
「
エ
ロ
ア
が
思
考
す
る
と
、
そ
の
想
念
は
、

か
の
魂
の
よ
う
に
美
し
い
。
か
の
塵
よ
り
形
成
さ
れ
た
人
間
の
魂
全
体
の
よ
う
に
美
し
い
。
」
と

歌
わ
れ
、
こ
こ
で
は
「
体
」
も
加
わ
り
十
全
と
な
っ
た
「
魂
全
体
」
が
想
い
描
か
れ
て
い
ま
す
。

や
や
も
す
る
と
「
魂
」
が
「
塵
」
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
既
に
御

覧
い
た
だ
い
た
資
料
㈲
の
ヨ
ハ
ネ
の
場
合
を
始
め
と
し
て
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
魂
を
体
よ
り

も
先
ん
じ
て
構
想
し
て
い
ま
す
。
そ
の
例
を
『
救
世
主
』
第
三
歌
よ
り
取
り
出
し
、
資
料
剛
に
併

せ
て
引
用
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
第
三
〇
二
句
以
下
で
、
「
人
間
の
魂
が
、
そ
の
体
の
誕
生
よ
り
以

前
に
、
　
…
　
漂
っ
て
い
る
所
」
が
、
話
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
に
か
く
資
料
㈲
の
第
一
歌
の
場
合
で
も
、
形
成
（
ぼ
に
～
）
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
「
魂
全
体
」
の
形
成
は
「
体
」
と
一
つ
に
成
っ
た
地
点
で
、
し
か
も
第
二
九
五
句
の

言
葉
通
り
、
「
魂
の
不
滅
に
相
応
し
い
」
と
言
え
る
時
に
成
就
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で
「
魂
の
不
滅
」

は
体
の
形
成
よ
り
以
前
に
、
「
神
の
似
姿
」
と
し
て
魂
が
創
造
さ
れ
た
時
に
与
え
ら
れ
た
は
ず
で

す
。
こ
の
不
滅
を
叶
え
る
の
は
「
神
の
霊
の
息
吹
き
」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
資
料
㈲
で
御

覧
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
神
の
霊
の
息
吹
き
」
も
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
。
ク
に
よ
り
ま

す
れ
ば
、
や
は
り
「
形
成
（
ぼ
）
會
已
」
す
る
と
語
ら
れ
ま
す
。
先
程
の
資
料
㈲
に
揚
げ
ま
し
た

『
救
世
主
』
第
三
歌
の
第
五
一
四
句
の
初
め
に
そ
う
あ
り
ま
す
。

③
「
神
気
エ
ー
テ
ル
の
体
」
（
ロ
ｅ
ｒ
　
　
　
　
ａ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｌ
ｅ
ｉ
ｂ
"
)
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さ
て
次
に
資
料
㈲
で
「
塵
か
ら
形
成
さ
れ
」
た
と
語
ら
れ
ま
し
た
人
間
の
祖
ア
ダ
ム
の
魂
と
体

に
つ
き
、
同
じ
『
救
世
主
』
第
一
歌
の
別
の
箇
所
で
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
そ
の
引
用
は
資
料
�
に
ご
ざ
い
ま
す
第
四
七
四
句
以
下
で
す
。
次
の
第
四
七
五
句
で
直

接
ア
ダ
ム
の
名
前
が
出
た
後
、
引
き
続
く
第
四
七
六
句
に
ア
ダ
ム
の
姿
が
、
「
明
る
く
澄
ん
で
輝

く
よ
う
形
成
さ
れ
た
神
気
エ
ー
テ
ル
の
体
」
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
土
か
ら
造
ら
れ
ま

し
た
ア
ダ
ム
は
死
ん
で
、
今
で
は
天
上
人
と
し
て
復
活
し
た
ア
ダ
ム
が
第
四
七
五
句
で
、
熾
天
使

ガ
ブ
リ
エ
ル
に
向
か
っ
て
出
て
き
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
こ
こ
で
話
題
の
「
体
」
は
、
以
前
こ
の

世
で
生
き
て
い
た
折
の
ア
ダ
ム
の
肉
体
で
な
く
、
甦
っ
て
か
ら
天
使
た
ち
の
仲
間
に
加
わ
っ
て
か

ら
の
新
た
な
体
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
「
神
気
エ
ー
テ
ル
の
体
」
も
、
や
は
り
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
第
四
七
七
句
に
出

て
来
る
「
神
々
し
く
変
容
し
た
住
居
」
と
は
、
こ
の
「
エ
ー
テ
ル
の
体
」
を
言
い
換
え
た
も
の
と

理
解
し
て
良
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
す
る
と
変
容
し
た
ア
ダ
ム
の
体
は
、
す
で
に
資
料
㈲
で
御
覧
い

た
だ
い
た
ヨ
ハ
ネ
の
死
後
の
魂
を
想
わ
せ
ま
す
。
確
か
に
第
五
一
七
句
で
「
変
容
」
が
、
次
の
第

五
一
八
句
で
「
天
上
の
形
成
」
が
物
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
再
び
資
料
�
に
戻
り
、
そ
の
第
四
七

八
句
以
下
に
注
目
し
ま
す
と
、
「
ア
ダ
ム
の
姿
」
が
、
「
造
物
主
の
頭
に
浮
ん
だ
神
の
似
姿

（
「
り
ｏ
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｂ
ｉ
ｌ
巳
」
の
よ
う
に
美
し
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
然
こ
の
「
神
の
似
姿
」

は
先
に
資
料
圓
で
触
れ
た
『
創
世
記
』
（
１
の
2
7
）
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
の
時
に
話
題
と
い
た

し
ま
し
た
箇
所
の
前
の
部
分
（
Ｉ
の
2
6
）
に
、
今
度
は
資
料
㈲
で
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
こ

に
は
神
の
言
葉
で
、
「
我
々
の
似
姿
を
つ
く
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
下
に
引
用
し
ま
し
た

『
新
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
』
の
脚
註
に
も
記
し
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
ま
ず
「
我
々
」
と
神
が
言
え

ば
、
天
使
だ
ち
と
神
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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や
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す
る
と
資
料
�
に
ご
ざ
い
ま
す
人
間
の
祖
ア
ダ
ム
の
変
容
し
た
「
エ
ー
テ
ル
の
体
」
は
、
天
使

た
ち
の
姿
の
一
種
と
看
倣
さ
れ
ま
す
。
実
際
ア
ダ
ム
の
み
な
ら
ず
、
先
程
の
資
料
㈲
で
言
及
し
ま

し
た
天
使
の
中
の
天
使
エ
ロ
ア
に
っ
い
て
も
、
次
の
資
料
�
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
エ
ー
テ
ル
の

体
」
が
話
題
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
『
救
世
主
』
第
一
歌
の
第
三
〇
〇
句
で
す
。
そ
も
そ
も
神
自

身
に
は
「
エ
ー
テ
ル
の
体
」
な
ど
無
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
あ
く
ま
で
「
エ
ー
テ
ル
の

体
」
は
神
そ
の
も
の
で
な
く
、
正
に
「
神
の
似
姿
」
で
す
。
そ
し
て
先
の
資
料
�
に

世
主
』
第
一
歌
の
第
四
七
七
句
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
エ
ー
テ
ル
の
体
」
に
「
至
福
な

　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
ガ
イ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
｀
‘
　
’

ヵ司

宿
り
ま
す
。
こ
の
霊
性
（
（
Ｊ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
）
も
神
と
同
じ
く
姿
形
の
無
い
も
の
と
看
倣
さ
れ
ま
す
。
故
に



　
「
自
然
が
美
し
く
形
成
」
し
た
の
で
な
く
、
「
神
の
霊
の
息
吹
き
」

但
し
『
救
世
主
』
の
場
合
、
イ
エ
ス
に
せ
よ
ヨ
ハ
ネ
に
せ
よ
、
そ

　
し
た
か
ら
で
す
。

さ
れ
た
点
で
は
同

じ
で
す
。
そ
し
て
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
第
三
歌
の
第
五
〇
九
句
（
資
料
㈲
）
で
、
「
体
」
を

「
魂
」
の
「
伴
侶
」
と
し
て
、
魂
よ
ヽ
り
も
後
で
形
成
さ
れ
た
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
留
意

し
て
資
料
圓
の
ル
タ
ー
訳
『
創
世
記
』
（
２
の
７
）
の
最
後
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
こ
で
は
体
に
神

の
息
吹
き
が
通
っ
た
こ
と
で
、
人
間
が
「
生
け
る
魂
｛
↑
孚
～
聡
回
曽
の
｝
ｏ
）
」
と
な
っ
た
と
あ

り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
「
魂
」
は
、
こ
の
時
に
「
体
」
と
同
時
に
創
造
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
と
も
既
に
見
ま
し
た
ヨ
ハ
ネ
の
場
合
の
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
既
に
創
造
さ
れ
て
い
て
、
こ

こ
で
体
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
生
命
を
獲
た
の
で
し
ょ
う
か
？

恋
魂
の
形
成
（
Ｄ
ｉ
ｅ
　
B
i
l
d
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
)

　
只
今
の
同
じ
『
創
世
記
』
（
２
の
７
）
が
、
資
料
②
の
『
新
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
』
で
は
、
「
生
け

る
存
在
（
詞
回
～
）
」
と
い
う
訳
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
他
方
こ
れ
と
異
な
り
、
そ
の
上
の
資
料

剛
の
『
七
十
入
訳
ギ
リ
シ
ア
語
聖
書
』
も
、
そ
の
次
の
資
料
②
に
併
せ
記
し
ま
し
た
『
公
認
ウ
ル

ガ
ー
タ
聖
書
』
も
、
こ
の
点
で
は
ル
タ
ー
訳
と
同
じ
く
「
魂
」
（
プ
シ
ュ
ー
ケ
ー
と
ア
ニ
マ
）
で
、

「
生
け
る
魂
」
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
問
題
の
所
在
を
見
究
め
る
た
め
に
、
原
典
ヘ
ブ
ラ

イ
語
聖
書
に
直
接
、
資
料
圓
で
あ
た
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
「
ハ
ヤ
ー
」
と
い
う
形
容
詞
と
、
「
ネ
フ
ェ
シ
ュ
」
と
い
う
女
性
名
詞

単
数
形
で
す
。
こ
の
う
ち
形
容
詞
の
方
は
、
資
料
出
も
圓
も
③
も
皆
「
生
け
る
」
と
い
う
意
味
を

あ
て
て
お
り
ま
す
か
ら
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
「
ネ
フ
ェ
シ
ュ
」
で
す
が
、
そ
こ
に
掲

げ
ま
し
た
『
新
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
』
の
脚
註
の
説
明
か
ら
、
な
ぜ
<
:
Ｗ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
＞
と
い
う
訳
語
が
選

ば
れ
た
か
解
か
り
ま
す
。
し
か
し
「
ネ
フ
ェ
シ
ュ
」
を
素
直
に
「
魂
」
と
訳
し
て
も
差
し
つ
か
え

な
い
で
し
ょ
う
。
実
際
そ
こ
に
併
せ
記
し
ま
し
た
辞
典
も
、
こ
の
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
ま
す
。

た
だ
『
新
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
』
は
、
そ
の
辞
典
が
分
析
し
区
分
け
し
た
第
四
の
意
味
に
限
定
し
て
、

当
の
語
義
の
多
義
性
を
退
け
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
む
し
ろ
問
題
と
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
神
か
ら
吹
き
こ
ま
れ
た
霊
気
が
、
果
し
て
「
魂
」
な
の
か
？

と
い
う
点
で
す
。
少
く
と
も
『
新
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
』
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
別
様
に
も
、
こ
こ
は
読
み
取
れ
ま
す
。
即
ち
「
魂
」
そ
の
も
の
は
先
に
創
造
さ
れ
て
い

て
、
そ
れ
に
対
し
て
『
創
世
記
』
（
２
の
７
）
で
「
体
」
が
つ
け
加
え
ら
れ
、
更
に
生
命
を
神
か

言
　
（
2
0
）

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
四
巻
　
二
九
九
五
年
）
　
人
文
科
学

ら
吹
き
こ
ま
れ
る
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
う
な
る
と
「
魂
」
は
、
言
わ
ば
人
間
の
イ
デ
ア
ー
（
根

源
の
姿
形
）
と
看
倣
さ
れ
ま
す
。

　
な
ら
ば
人
間
の
根
源
と
な
る
魂
に
つ
い
て
は
『
聖
書
』
の
ど
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
？
　
と

問
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
は
資
料
剛
に
引
用
の
『
創
世
記
』
（
Ｉ
の
2
7
）
が
答

え
て
く
れ
ま
す
。
こ
こ
も
人
間
の
創
造
に
関
す
る
記
述
で
す
け
れ
ど
も
、
書
き
方
が
後
で
出
て
く

る
『
創
世
記
』
（
２
の
７
）
と
異
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
未
だ
「
体
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
ず
、
た

だ
人
間
が
「
神
の
似
姿
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
る
と
「
神
の
似
姿
」
と
は
何
か
？
　
と

い
う
疑
問
が
沸
い
て
き
ま
す
。
そ
し
て
哲
学
者
な
ら
、
こ
こ
で
資
料
㈲
に
併
せ
記
し
ま
し
た
『
新

エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
』
の
脚
註
と
同
じ
く
、
ま
ず
は
理
性
（
べ
の
～
コ
ミ
こ
こ
そ
似
姿
だ
と
主
張
す

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
確
か
に
、
魂
は
動
物
に
も
あ
り
ま
す
が
、
理
性
と
か
知
性
は
人
間
に
専
用
の

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
詩
人
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
、
こ
う
し
た
知
性
本
位
の
立
場

を
取
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
こ
と
を
物
語
る
箇
所
を
、
『
救
世
主
』
第
三
歌
よ
り
資
料
閉
に
引
用
し
ま
し
た
。
そ
れ
は

第
一
一
四
句
以
下
で
、
こ
こ
で
は
イ
エ
ス
が
弟
子
た
ち
に
施
す
教
育
が
物
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
注

目
す
べ
き
は
第
一
一
九
句
で
す
。
そ
の
主
語
は
第
一
一
六
句
に
あ
る
イ
エ
ス
で
、
そ
の
師
が
「
次

第
次
第
に
、
弟
子
た
ち
の
感
受
性
豊
か
な
心
を
、
永
遠
へ
と
形
成
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

更
に
第
二
八
三
句
の
言
葉
な
ら
、
「
感
ず
る
心
（
ｆ
ｉ
ｉ
ｈ
ｌ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｚ
）
」
と
な
り
、
ク
ロ
プ
シ
ュ

ト
ッ
ク
に
よ
れ
ば
イ
エ
ス
の
教
え
は
、
哲
学
者
が
望
む
よ
う
な
知
性
の
改
善
よ
り
は
、
む
し
ろ
感

情
や
情
操
を
気
高
く
す
る
点
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
そ
う
し
ま
す
と
、
理
性
や
知
性
以
上

に
、
他
な
ら
ぬ
魂
こ
そ
が
「
神
の
似
姿
」
に
相
応
し
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
只
今
の
第
三
歌
の
第

一
一
八
句
に
あ
る
二
つ
の
比
較
級
が
意
味
深
長
で
す
。
そ
こ
に
「
一
層
と
神
々
し
く
変
容
し

（
諾
否
に
ユ
～
）
、
そ
し
て
一
層
と
深
く
感
じ
得
る
呉
Ｆ
び
回
の
し
」
と
あ
り
、
こ
の
二
点
に
お
い

て
心
や
魂
は
神
に
近
づ
き
、
次
元
の
高
い
知
性
や
理
性
の
働
き
を
も
越
え
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

従
い
ま
し
て
、
先
に
資
料
㈲
で
言
及
い
た
し
ま
し
た
使
徒
ヨ
ハ
ネ
の
体
の
形
成
に
引
き
続
く
箇
所
、

つ
ま
り
次
の
資
料
㈲
に
引
用
し
ま
し
た
魂
の
形
成
を
物
語
る
部
分
も
、
こ
の
変
容
と
感
受
性
に
お

い
て
掴
ま
れ
ま
す
。

　
第
五
一
五
句
以
下
を
訳
し
て
お
き
ま
す
。
「
あ
あ
（
ヨ
ハ
ネ
よ
）
、
こ
の
汝
の
優
美
な
体
が
塵
と

化
し
、
朽
ち
る
の
が
必
然
だ
と
は
／
　
だ
が
汝
を
死
者
た
ち
の
下
に
、
汝
の
守
護
天
使
サ
レ
ム
は

探
し
、
汝
を
甦
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
汝
が
目
覚
め
た
な
ら
、
サ
レ
ム
は
汝
を
神
々
し
く
変

容
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
に
／
　
そ
し
て
壮
麗
に
も
天
上
の
形
成
に
よ
り
、
新
た
な
美
に
取
り
巻
か
れ

た
汝
を
サ
レ
ム
は
、
寄
せ
来
る
群
雲
の
中
で
高
く
、
汝
ヨ
ハ
ネ
、
人
間
の
裁
き
手
よ
、
汝
を
サ
レ
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御
手
元
の
資
料
の
題
名
に
ご
ざ
い
ま
す
形
成
（
Ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
）
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
で
中
し
ま

す
と
、
パ
イ
デ
イ
ア
（
育
成
）
で
な
く
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ケ
ー
（
造
形
）
で
す
。
つ
ま
り
ド
イ
ツ
語

で
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
プ
ラ
ス
テ
ィ
ク
（
『
に
呉
即
』
と
な
り
ま
す
。
恐
ら
く
皆
様
も
、
こ
の

『
プ
ラ
ス
テ
ィ
ク
』
と
題
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
の
一
七
七
八
年
の
論
文
を
御
存
知
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
で
資
料
剛
に
ま
ず
、
こ
の
論
文
の
第
三
節
終
結
部
を
引
用
い
た
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
ヘ
ル
ダ
ー

は
『
旧
約
聖
書
』
の
『
創
世
記
』
（
２
の
７
）
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
、
自
分
の
論
述
が
人

間
の
根
源
に
お
け
る
出
来
事
に
関
連
す
る
こ
と
を
言
い
た
い
よ
う
で
す
。

　
　
『
創
世
記
』
よ
り
の
引
用
は
、
古
代
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
イ
ア
の
学
者
た
ち
に
よ
る
所
謂
『
七
十

入
訳
聖
書
（
セ
プ
ト
ゥ
ア
ー
ギ
ン
タ
ー
）
』
か
ら
で
、
そ
こ
に
は
造
形
（
プ
ラ
ス
テ
ィ
ケ
ー
）
を

示
す
動
詞
が
完
了
形
で
示
さ
れ
、
こ
の
産
物
を
ヘ
ル
ダ
ー
は
形
造
ら
れ
た
も
の
（
プ
ラ
ス
マ
）
と

表
現
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
語
で
は
、
こ
の
形
造
る
に
対
し
、
目
下
話
題
の
形
成

（
宍
↑
會
コ
巴
を
意
味
す
る
動
詞
（
～
Ξ
～
）
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
原
典
ヘ
ブ
ラ
イ

語
を
留
意
し
ま
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
訳
す
の
が
適
切
な
よ
う
で
す
。
そ
の
証
拠
に
資
料
ぼ
に
引

用
し
ま
し
た
『
新
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
』
、
つ
ま
り
今
世
紀
の
実
証
文
献
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
ま

し
た
所
謂
『
共
同
訳
聖
書
』
で
も
、
只
今
指
摘
い
た
し
ま
し
た
箇
所
に
形
成
（
ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
）
と
い

う
動
詞
が
使
っ
て
あ
り
、
そ
の
意
味
す
る
所
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
訳
語
（
即
）
き
こ
と
同
じ
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
旧
教
カ
ト
リ
ッ
ク
が
一
五
四
六
年
に
第
十
九
回
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
で
公

認
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
と
定
め
た
古
代
四
・
五
世
紀
の
教
父
ヒ
エ
ロ
ー
ニ
ュ
モ
ス
の
手
に
な
る
ラ
テ

ン
語
訳
も
、
資
料
②
に
併
せ
記
し
ま
し
た
通
り
『
新
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
』
と
同
じ
動
詞
で
形
成
と

し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
資
料
③
に
揚
げ
ま
し
た
一
五
四
五
年
の
ル
タ
ー
訳
は
、
話
題
の
問
題
箇
所
を
単
に

作
る
（
～
目
冨
古
と
い
う
動
詞
で
訳
し
て
い
ま
す
。
確
か
に
実
証
文
献
学
の
成
果
を
取
り
入
れ

た
『
新
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
』
は
語
学
の
点
で
正
確
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
信
仰
の
次
元
と
な
り

ま
す
と
、
ギ
リ
シ
ア
語
訳
の
よ
う
に
造
形
（
プ
ラ
ス
テ
ィ
ケ
ー
）
を
表
に
出
す
の
は
、
必
ず
し
も

適
切
で
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
モ
ー
セ
の
十
戒
に
は
御
存
知
の
よ
う
に
造
形
を
戒
め
る
教
え

が
あ
り
ま
す
し
、
そ
も
そ
も
『
聖
書
』
そ
の
も
の
が
ア
ブ
ラ
ー
ハ
ー
ム
の
時
か
ら
既
に
、
神
の
言

葉
に
聞
き
耳
を
立
て
静
か
に
そ
れ
に
傾
聴
す
る
所
を
尊
し
と
し
て
い
ま
す
か
ら
。
従
っ
て
、
ル
タ
ー

は
素
気
な
い
訳
語
で
事
を
片
付
け
、
取
り
立
て
て
造
形
（
宍
に
μ
コ
叫
）
と
い
う
こ
と
を
重
ん
じ
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
啓
蒙
時
代
十
八
世
紀
の
宗
教
詩
『
救
世
主
』
と
な
り
ま
す
と
、
ル
タ
ー
の
関
心
を

強
く
ひ
か
な
か
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
造
形
（
プ
ラ
ス
テ
ィ
ケ
ー
）
の
筋
が
意
味
を
も
っ
て
参
り

ま
す
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
素
材
と
し
ま
し
て
、
資
料
㈲
に
は
『
救
世
主
』
（
以
下
の
句
数
は
初

版
一
七
四
八
年
刊
冒
頭
三
歌
章
の
も
の
で
す
）
第
三
歌
の
第
五
〇
七
句
以
下
を
掲
げ
ま
し
た
。
ま

ず
使
徒
ヨ
ハ
ネ
の
魂
が
、
楽
園
で
生
ま
れ
た
人
類
の
祖
ア
ダ
ム
の
魂
に
至
っ
て
近
い
関
係
に
あ
る

と
さ
れ
、
「
神
の
息
吹
き
の
娘
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
し
て
天
使
た
ち
は
こ
の
魂
に
こ
う
語
り
か

け
ま
す
。
「
汝
を
今
、
汝
の
伴
侶
で
あ
る
（
ヨ
ハ
ネ
の
）
体
へ
と
い
ざ
な
う
。
そ
の
体
は
自
然
が

美
し
く
形
成
す
る
。
そ
の
目
的
は
、
汝
が
微
笑
み
、
（
ヨ
ハ
ネ
の
）
魂
よ
、
汝
の
優
美
な
本
性
を
、

そ
の
清
く
澄
ん
だ
顔
よ
り
語
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
（
ヨ
ハ
ネ
の
）
体
は
美
し
い
姿
と
な

り
、
救
世
主
イ
ェ
ス
ー
キ
リ
ス
ト
よ
、
汝
の
体
に
似
つ
か
わ
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
（
神
の

子
イ
エ
ス
の
）
体
は
、
や
が
て
そ
の
う
ち
神
の
霊
（
の
息
吹
き
）
が
、
人
間
た
ち
の
う
ち
最
も
美

し
い
人
（
の
姿
）
へ
と
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
類
の
祖
ア
ダ
ム
の
子
ら
全
て
に
増
し
て
、

こ
の
上
な
く
美
し
い
人
の
姿
で
あ
る
。
」

　
以
上
の
第
五
一
四
句
ま
で
に
形
成
（
即
に
～
）
と
い
う
動
詞
は
二
回
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
魂
」

で
な
く
「
体
」
に
関
連
し
て
い
ま
す
。
前
者
ヨ
ハ
ネ
の
「
体
「
内
々
蜀
し
」
に
つ
い
て
は
、
神
の

霊
の
息
吹
き
で
な
く
「
自
然
が
美
し
く
形
成
」
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
後
者
イ
ェ
ス
ー
キ
リ
ス
ト

の
「
体
（
ｒ
の
居
）
」
は
、
そ
の
「
自
然
」
よ
り
も
次
元
の
高
い
「
神
の
霊
の
息
吹
き
（
ｄ
ｅ
ｒ

ｇ
ｏ
　
は
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
）
」
が
「
形
成
」
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で
先
程
、
資
料
剛
お
よ
び
②
と
圓
に
ご
ざ

い
ま
し
た
人
類
の
祖
ア
ダ
ム
の
場
合
は
、
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

　
再
び
資
料
閣
と
閣
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
『
創
世
記
』
（
２
の
７
）
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
ど

ち
ら
も
「
神
の
霊
の
息
吹
き
」
が
人
間
ア
ダ
ム
の
産
み
の
親
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
そ
う
し
て
人
類
の
祖
ア
ダ
ム
に
は
生
命
（
ｒ
孚
～
）
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
生
命
の
な
い

上
く
れ
に
神
が
霊
気
を
吹
き
か
け
、
人
間
を
創
造
し
ま
す
。
他
方
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
。
ク
が
『
救
世

主
』
第
三
歌
の
第
五
一
〇
句
（
資
料
㈲
）
で
、
ヨ
ハ
ネ
の
体
を
「
自
然
が
美
し
く
形
成
す
る
」
と

言
う
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
神
に
よ
る
創
造
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
な
ら
ば
自
然
の
形
成
に
よ

り
出
来
た
ヨ
ハ
ネ
の
体
を
、
ど
う
理
解
し
た
も
の
で
し
ょ
う
か
？
　
恐
ら
く
詩
人
は
、
こ
う
考
え

て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
人
類
の
祖
ア
ダ
ム
は
「
神
の
霊
の
息
吹
き
」
が
直
接
に
創
造
し

た
。
だ
が
後
に
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
た
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
子
孫
は
、
も
は
や
神
に
よ
ら
ず
、
自

然
が
美
し
く
形
成
し
た
と
言
う
も
の
で
す
。

　
い
ず
れ
に
致
し
ま
し
て
も
、
目
下
話
題
な
の
は
「
魂
」
で
な
く
「
体
」
の
形
成
で
す
。
こ
の
点

ア
ダ
ム
と
イ
エ
ス
は
、
人
類
の
中
に
あ
っ
て
例
外
と
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
二
人
だ
け
は
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『
救
世
主
』
の
詩
人
は
、
「
人
間
の
魂
が
体
の
誕
生
よ
り
前
」
に
在
る
と
考
え
、
し
か
も
心
身

と
も
に
形
成
Ｃ
Ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
）
さ
れ
る
点
を
重
視
す
る
。
例
え
ば
使
徒
ヨ
ハ
ネ
の
体
は
「
自
然
が
美

し
く
形
成
し
」
、
救
世
主
の
体
は
「
神
の
霊
が
最
美
の
人
へ
と
形
成
す
」
る
。
ま
た
『
創
世
記
』

に
お
け
る
楽
園
喪
失
以
前
の
人
類
の
祖
ア
ダ
ム
の
「
魂
全
体
」
、
つ
ま
り
心
身
一
体
で
十
全
に
人

魂
さ
れ
た
人
間
の
体
も
、
神
に
よ
り
「
塵
か
ら
形
成
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
際
ヨ
ハ
ネ
の

清
浄
無
垢
で
「
優
美
な
体
が
塵
と
化
し
朽
ち
る
」
こ
と
を
惜
し
む
詩
人
の
感
情
は
、
「
神
の
霊
」

の
み
な
ら
ず
、
「
自
然
が
美
し
く
形
成
し
」
た
も
の
を
も
尊
び
、
天
界
と
共
に
大
地
を
も
神
聖
と

な
す
。

『
旧
約
聖
書
』
の
記
述
で
は
言
わ
ば
塵
か
ら
体
が
形
成
さ
れ
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
「
神
の
似
姿
」

と
し
て
人
間
が
創
造
さ
れ
る
。
古
来
こ
れ
を
哲
学
は
理
性
で
あ
る
な
ど
と
知
性
本
位
に
解
釈
し
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
『
救
世
主
』
の
詩
人
は
、
む
し
ろ
「
感
ず
る
心
」
に
神
の
似
姿
を
見
、
イ
エ
ス

の
教
え
の
眼
目
を
高
次
な
知
性
の
改
善
に
も
ま
し
て
、
「
弟
子
た
ち
の
感
受
性
豊
か
な
心
を
永
遠

へ
向
け
形
成
す
」
る
点
に
置
く
。
従
っ
て
「
一
層
と
神
々
し
く
変
容
し
、
そ
し
て
一
層
と
深
く
感

じ
得
る
」
こ
と
が
目
標
と
な
り
、
こ
の
変
容
と
神
感
の
場
は
魂
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
。

　
そ
こ
で
ヨ
ハ
ネ
の
体
が
死
滅
し
て
後
の
「
変
容
」
に
お
け
る
魂
の
「
形
成
」
に
着
目
す
る
と
、

こ
の
様
は
復
活
し
た
ア
ダ
ム
の
「
明
る
く
澄
ん
で
輝
く
よ
う
形
成
さ
れ
た
神
気
エ
ー
テ
ル
の
体
」

を
想
わ
せ
る
。
そ
し
て
他
界
後
ヨ
ハ
ネ
に
起
こ
る
「
天
上
の
形
成
」
は
、
観
念
の
抽
象
を
本
務
と

す
る
理
知
の
業
と
異
な
り
、
敢
て
至
純
の
熾
天
使
工
ロ
ア
が
有
す
る
「
エ
ー
テ
ル
の
体
」
に
恥
じ

ぬ
心
情
の
浄
化
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
ヨ
ハ
ネ
の
清
浄
心
の
対
極
に
、
イ
エ
ス
を
裏
切
る
使
徒
ユ

ダ
の
悪
意
が
あ
る
。
但
し
地
獄
落
ち
は
す
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
「
不
滅
の
魂
」
は
ユ
ダ
の
汚
れ

た
心
に
も
残
る
。
す
る
と
『
救
世
主
』
で
結
局
は
至
福
の
天
界
へ
と
復
帰
す
る
堕
天
使
ア
バ
ド
ナ

同
様
、
恐
ら
く
「
ユ
ダ
の
普
段
は
一
層
と
高
貴
な
魂
」
も
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
い
つ
か
は

「
天
上
の
形
成
」
へ
と
委
ね
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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