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Holderlin commence《Moitie de la Vie> par:chanter lesし邨oi恥sj卵庇卵才六Elles sont m如es

dans les arriere-saisons.ou plus exactement en ６t6 tardif sous les∇climats∧allemands. Mais

16S Japonais les prennent souvent:pour fruits d'auto血ne a l'exemple de毎:deuxieme epode

d'Horace:＼《mitibus pomis ･■･Ａｕtｕｍｎｕs…decerpens pira ･･･ et uvam.》(vers 17-20) Et

alors, il est importa皿∧de trouver le∧caractere resりｒｖ6ﾀﾞ面面１ａ maturation:des ≪うoires

iaunes》d6 Holderlin qui sontﾀﾞetrangeres aux frui体･blets. EUes pren面nt une d臨白couleurs

fondamentales, dont les autres deux la suiven廿1e rouge des十＜･roses sauvages≫〉(vers 2) et le

bleu du 《lac》ト(vers 3)レEn outre↓1e couple des《cygnes》十(ｖeｒs4)叫ancs brule d'amour laｕ･

rouge, parce qu'ils:sｏ聯《ivres de baisers丿(vers 5). IIトs'en suitﾄqu'ils《plongent la末位t6》

(vers 6)《dans l'eau sacre-sobre> (vers 7). II y a∧d'abord 1'augmentation au rouge et alors

rapprofondissement ａｕ:bleu.　L'essentiel,
c'est que les a緋ｒむs interpr飢es du poeme ne traite

que leｓ･formes des images et･ les s･ons des vers.ﾆ　　　　･･..･.･.・　･･　　　　･･　　　..・　　　･.　　　･.・.

Le concepトdU《sacre-sobre》(Ｖむrs 7) esレａＵニcentre du debat. Qui y constate le d6万一

nouement ＼heureux　de　r amour　statique√accentue犬eχclusivement le c血traste entre　la

premiere moitie coloree (vers 1-7) et la derniere nio此路sombreﾀﾞ(Ｖりrs 8-14)しdｕ〕poら･me.

Nous pouvons surmcﾆmter ce dualisme, si　nous　unissons十toutes　les deux　moities　面ｒ

l'intermediaire dUべsacre-sobre。et remarquoれs bien le :gros bleu d･es profondeurs dans les

vers 8-14, par exemp!e le gris-bleu des ＼《murs》(versﾕ2)j……En pareil eas√r analyse de 1乱

ｃ皿science claire dｕｹﾞpむらte passe･ apres rapplicationコde saﾀﾞtheorie de la tragedie∧au <sacre-

sobre≫du poeme lyrique.　II s'agit de la 《cesure> qui est d'apres Holderlin (《Remarques s心

Ctedipe≫1804)《constituee par 16s paroles d･しTiresias>バ'aveuglcドclairvoyant.･十Ainsi done,･
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la derniere　moitie　sombre　du poeme　apres　1a cesure　du　《sacre-sobre》ａ　un air　de

catastrophe.　Pour la poesie, ellene le cede a毎premiere moitie coloree∠Ce lyrisme est

en accord 衣ec r amour dynamique dont parle Plate元dans le《Banquetト(202D sqq.), car･j1

est dans un devenir perpetuel au milieu du perissable fatal.　　　　　　　　　　　上　　　　犬

Gedanken ijber Hblderlins 。Halfte des Lebens"(1805)

Mit gelben Birnen hanget

Und voll miレwilden Rosen

Das Land in den See, ・･･.・・

Ihr holden Schwane, ト

Und trunken von Kiissen　　　５

Tunktごihr das Haupt

Ins heiligniichterne Wasser大

仁Halfte des Lebenが1805 : StA

Katsumi TAKAHASHI

　　　　　　　Weh mir, wo nehm' :ich, wennコ

　　　　　　　Es Winter ist, die Blumen, und wo

　　　　　　　Den Sonnenschein,　ト

　　　　　　　Und Schatten der Erde?　　　　つ

　　　　　犬　Die Mauern stehn ミ　　・

　　　　　　　Sprachlos und kalt, im Winde

　　　　　　　Klirren die Fahnen.　　　　≒

― Stuttgarter Ausgabe 1946-77/1985. 2.117)

10

（１）｡MIT GELBEN BIRNEN ･‥“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　Wohl sind die 。Birnen“(V.I), die 。Rosen“y（Ｖ.2）ﾘnd andere Bilder fiir Deutsむhe ziemlich

klar und deutlich. Aber oft miBverstehen wir, Japaner, die im anderen Klima wohnen, die

entsprechende Jahreszeit, wie Tomio Tezuka es tｕt:。Uns scheint Mitte Herbst ｖｏ巾ber zu

sein. Dieser Saisonstimmung entspricht das Gedicht,し das einen stillen Eindruck aμ uns

macht.　‥’ Ferner zeugt das Gelbe der Birnen vom vorge頑ckten Herbst, dessen Ub町reife

schon nah ist. Im Dickichtトder ｗｕむhernden Rosen finden wir eine iiberreife Gestalレdes

Wildwuchseぐ‘（｡Schriften“ Bd.2∧Tokyo 19肌｡犬Sy3↓3f.) Diesem ,↓vorgeriicktenHerbst“ P卵t

sich vielmehr die j'apanische Kaki-Frucht(Diospyros Kaki) an, die nich卜in Deutschland,

sondern in Italien geziichtet ｗiｒd,＼ode.ｒdie Traube, die H旧deｒ↓in尚im ｖ.2 von 。Mein

Eigentum‘'(1799) singtへ,In seiner FiiUe ruhet der Herbsttag nun, / Gelautert ist die Traub

und der Hain ist roth ／ Vom Obst,wenn schon der holden Bliithen ／ Manche der Erdeﾕzum

Danke fi雨ｎﾌﾟ‘（Ｖ.1一町StA1.306) Unter dem 丿othen ObstブV.3f.)v申5tehen wir keine｡｡gelben

Birnen“, sondern Apfelﾚ　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　………　＼　十　　　　　‥　　∧　十

　tJber die 。gelben Birnen:“informiert uns Goethりs Werther im Brief vom 28.8.1771: ,,Es ist

ein herrlicher Sommer; ich sitze oft auf den Obstbaumen in Lottens Baumstiick mit dem

Obstbrecher, der langen Stange√Tind hole die Birnen aus 面ｍ Gipfel. Sie牡eht unten und

nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunterlasse丿白玉)ie Leiden面丿ｕ庭師Werther⊃1774::

HA　= Hamburger Ausgabe. Miinchen 1982. 6.54f.) Diese Sommerf悩油類der Birnen

kommentiert二Herder-LexikonへPflanzen“(Freiburg i.B.　1975.　S.28)へ,Die阻rne ist ｎａ尚

dem Apfel die wichtigste Obstart,･hat ca.　2000 Sorten, ist aber wenigeレha1七㈲r und

lagerfahig. Sommerfriichte werden 6-8 Tage ｖｏ!7der GenuBreife geerntet.“S9□konnen wir

uns Holderlins Wildfriichte wie Werthers Zuchten von Birnen i陽 Spatsommer vorstellen, da

sie beide deutsche Sorten sind. Anders geht es mit den i雛lienischen Birnen, die Horaz im
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V.19 der zweiten:Epode erwahnt (Samtliche WerkeレTusculum-Biicherei.∧Miinchen 1957.

1.226f.ヶＶ.!7-20)ダ。Vel cum decorum mitibusしpomis caput /ﾀﾞAutumnus白縮良いeｘ㈹1七＼／/Ｕt

gaudetしinS雨va deceΓpens pi皿/ Gertantem et uvam匹rpurae.“（Ｕｎｄ wenn der Herbst,ﾚdλｓ

Haupt, mit reifem Obst geschmiickt, ／ Si血う畑ｒトdas Gefild∇erhebtレ／∧Wie s雨gしer die

selbstgepfropfte Birneしdann, / Die皿rpurぱleiche･Traube pfliickt.) Des italienischen

Herbs七es　dekolatives　Haupt　mitづreifen　Birnen und Trauben erinnerレuns　an　den

vorhergehendenﾌﾟ｡vorgeriickten Herbst, dessen tJberreife∧schon nah ist.“　　　＼△∧J　……＝

　ニIm Spatsommer kommen Ｈ６･Merlins十deutschむトBirnen zur･bescheidenerenトReife als ･die

italienischen oder japanisむhen Friichte des Herb:stes, um noch keine 丿berreife Gestalt des

Wildwuchses “ zu zeigen.　Sie stimmen im zuriickhalteﾘden〉よKlima“十des 。neuen▽Friedens“

mit dem 。deutschen Herzen“ iiberein, dem Holderlin im Brief an den Bruder um Januar 1801･

kurz ｖ･or dem Friedensschlufi zu Luneville ｖｏｍ:9.2.180トAusdruck gibt。,daC das deutsche

Heｒかin solchem Klima, unter dem Seegen dieses neuen Friedens erst recht:aufgehn, undトge-

rauschlos, wie　die　wachsende　Natur, s°eine　geheimen　weitreichendがｎトKrafte上entfalten

wird.“（StA 6.407) Auch in der ersten Halfte der丿社lfte des Lebens“(Entstehen 1802f. /

Erstdruck 1805) gi排叩keine Streitigkeiten･Die ,,holden Schwiine“(V.4):symbolisieren∇d臨

zufriedene Liebespaar, das in Holderlins　。MenonトKlagen血ｍトDiotima“（Ｓｏｍｍ昨‥1800）

hervortritt:……｡Denn sie alle die Tag' und Jahre･ der Sternらsie丿与ren ／ Dioti血創十um uns

innig und ewig vereint; / Aber wir, zufriede［gesellt√wie die工ebendeねSchwane√/ Wenn

Sieﾀﾞruhen am See, Oder,しauf Wellen gewiegt√／ﾄNiedersehn in die Wasser, woコsilberne

Wolken sich spiegeln, / Und atherisches Blau unter den.ﾚSchiffendenしwallt, / So auf Erden

wandelten ･ｗ叱“(V.41-47:StA 2.76)　　　　　　　　犬……犬‥　‥‥　‥‥‥‥‥‥‥　　‥‥‥‥

　Im Seelenfrieden assozieren sich die V.4f.▽deｒ丿lalfte des Lebens“:mit den V.50ニ52 der

Menon-Elegie:谷沢uhig lachelten wir, :fiihlten den eig面面〉Gott / Unter trautem Gesprach;in

Einem･ Seelengesange, ／ＧａｎｚしinFrieden mit uns kindlich und freudig allein.“（StA 2.76)

Dieser。kindliche Friede“ S七eht im Brennpunkt des Interesses beトJochen Schmid卜ｈト｡Sobria

ebrietas. Holderlins "Halfte des Lebens'“(Holderli斗皿ihrbuch 1982-1983. S･.182-190)：よＤＩＪ･d!e

Schwane nicht nur 壮unkenレＳｏｎｄｅｒｎ，tｒｕｎｋｅｎしvonKiissen‘ heifien, darf im poetologischen

Kontext wohl so verstanden werden, daB die Begeisterung der Dichter aus einem Gefuhl der

Liebesinnigkeit, der rauschhaften Verbundenhei卜mit allem Dasein ･kommt － dieニerste

Strophe (V↓7) ist ja ganz 血f diese Allverbundenheit und Harmonoie :angelegt."(S･｡187)

Dieser idyllischen Auffassung deｒ∇Liebe widersprichレwohl Diotimas十Lehre　in　P1･atons

｡Gastmahにwo nach Holderlins Brief an Neuffer zwischen 21･　ﾘnd.23レJuli 1793二endlich

der Meis七eｒ√der gottliche Sokrates selbst m1トseiner himmlischen Weisheit∧Sieトalle lehrt,

was Liebe sei －“(StA 6.86):｡Eros?etwa sterblic回＼二Keineswegs.｡し― Aber was 一命ｎＵ?

二Wie oben, sagte sie, zwischen ＧＯt卜und dem SterblichenニーWas also, ０つDiotima?－

Ein grofier Damon,しO　Sokrates.十Dennコalles十Damor小che ist　zwischen　Gott　und dem

Sterblichen.“（202D-Ｅ: Werke. Grieむhisch∠Deutsch. Darmstadト197!-81レ3.314f.)犬　　　＼

　Der sokratische Eros　versaぱ七 jede◇ａΓkadische Idylleよ/ Denn　６ｒへ,ist der Naturくseiner

-Mutter gemaC immer der Diirftigkeit (をv8aa)ﾚGenosse. Und nachしseinem Vater wiederum

stellt er dem Guten und Schonen nach, ■･■und weder wie ein Uns･terblicher gea･rtet noch 騨1e

ein Sterblicheしbald an demselben Tage bliihendダリnd.gedeihend, wenn es･iれm gut geht, bald
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auch hinsterbend, doch aber wieder才auflebend nach seines Vaters Natur. Was er sich aber

schafft, geht ihm immer wieder fort, so daB Eros∇nie weder: 瓦ｒｍダist面ch reichﾝ‘=(203D-

Ｅ:3.318ff.) Wegen dieser Dynamik des damonischen Eros leben∇die ,holdenしSchw･面(トder

｡Halfte des Lebens“ nicht fortwahrend ｉｎﾄRuhe und Frieden, ｗie∧diむ二liebendむn Schwane“

der Menon-Elegie√sondern viel血ehr inユstandiger Unruhe wegen十der berauschenden二Kiisse“

(V.5), so　daRダs如　nicht……umhinkonnen,→,das　Haupt丿ns heiligniichtやrne　Wasser　zu

tunken“(V.6f.)レwahrend in deｒレMenon-E!egie das statische Anschauen dよｕポgebenden

Natur vorherrscht. Diese　sinkende　Bewegung　der ト,,holden　Schwane“上nehmen schonトdie

reifen 。gelben Birnen“(V.I) im Spatsommer vorweg, die im Begr出レstehen, herunterzufalleれ，

und au.chへdas。in den See hangende Land“=(Ｖ.1ノＶ.3)　　ノノ………万　　　二＼　犬上‥‥‥

(2) DIE STEIGERUNG INS ROTEダUND DIE VERT･lEFU･NG ＩＮＳ･:BLAUE ＼　・　　△==…　……

十Soweit is卜die korperliche Bewegung der 。Birnen", der。Schwaneト面w.　behandelt. Im

ｗ叫t印en stelle ich Betrachtungen iiber ihre Farben大政ｎ.しWas die Analyse der Formen:und

Tone betrifft,噌ehtしsicher Ludwig Strauss uns mit gutem Beisp面白voran und behandelt sφ叩

meisterhaft in｡Friedrichﾘolderlin:〉Halfte deｓ△Lebensく"(Interpretationen……F･ischer-Biicれerei.

Bd.lへFrankfurt/Hamburgヶ1965. S 113-134) erstens ,,Gehalt und innere Form“(S.113-122),

zweitens ,,Rhythmus und LautべS.122-128) und letztens ..Entstehune- und Wirkung“(S.129二

134). Aber die Farbentone〕beriicksichtigt eｒトdabei nicht besonders. Andere Interpreter!

versﾘchen hauptsachlich zur inhaltlich tieferen∧Einsicht zu kommen. Bevor ichﾆin 心e

Diskussion ･in diesem g嶮岨treichen /Bereich drittensﾌＵｎｄ▽letztens丿n dieser Abhandlung

eingreife, mochte ich hier den farblichen ProzeB d昨 Steigerung ins Rote und der Vertiefung

ins Blaue verfolgen, der meiner Ansicht nach mit jenem Wesen der dynamischen Liebe im

｡Gastmahl“ korrespondierし＼　　　ト　　　　　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ﾄ　　……　………

　Zuerst erscheint daSトGelb der 。Birnen“ im ｙ.!十佃ｒ y｡Halfteﾀﾞde心工ebens'¶ごDiese Farbe

zeugレvom sonnigen Licht,トwie das gliihende Gelb in Efemalten Sonnenblumen von Gogh

(1853-90)レDann kommt das Rot d6ｒし｡wilden Rosen“(Ｖ.2)∧das sich wahrscheinlich auf

keine Bliitenblatter bezieht, sondern ａｕfﾀﾞrote Hagebutten als reife SommerfriichteトMit

diesen gelben und roten Friichten二hanget das L郎d“ぐＶ.↓/V.3) mit griinen Grasern und

Baumen 。鋤den See“ (Ｖ.3).Ａｕf diesem wasserblauむｎ∧See sind diむＷｅ治郎。Schwane“(V.4)

｡von Kiissen trunken'‘(V.5), g!iihen vor Begeisterung deｒ∧Liebe血Rot uれd。tunken das

Haupt ins heilie-niichterne Wasser“(V.6f.), unter dem der See /eine tiefblaue Farbe h飢，

wahrend die Landschaft auf dem Wasser von der himmelblauen Luft lebtトUnter den drei

Grundfarben der Malerei von･Gelb, Rot und Blau polarisieren sich das Gelbe und das Blaue.

Diese Polaritatレdie sich auch ﾚin Wertherド恥kleidung　。 lmダblauen F姐ck mit gelber

Weste“(HA 6.124) zeifft,l^t sich in Goethes 。Didaktischem Teil zur Farbenleh�‘:(1810)SO

bezeichnen:l。Gelb. Wirkung.　Licht.犬HellにKraft丿Warme.　‥･Blau.　Beｒ皿bung･.

Schatten. Dunkel.　Schwache. Kalte. ･･･“(§｡696:ＨＡ１３.478)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ニ゛

Farblich mit der Sこteigerung ins Rote und der Vertiefung ins Blaue bestatigt　s1嶮∧die

dynamische Vertikalitat in den ｖ.ト7 der 。Ｈ趾紅ｅ几desLebehs“レAlles das八郎tsteht mitten ｉｈ:
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der Polaritat vられ]Gelb und Blau. Der erstりn Steigerung ｖｏ㎡:Gelb deかV.I iねs Rote des:/Ｖ.2

folgt diQ･ Gegeniib:erstellung derニKomplementarfarbむｎ……ｖｏｍ:Rot und: d6m……Griin des

Denn ,,das Griine vereinigt Blau犬und Gelb und forder卜貼sダＲｏ呵べ, Farbenleh�ソ斗叫:耳A

13.344)……Diesef

bereiteレdie　Vertiefungうns　Blaue　vor, die　sich schlieClich　mitヶdem　Eintauchen　ins

｡heiligniichterneトWasser‘'･(Ｖ.7)一一verwirklicht∧Die z叩己ite Steigerung縦しＲ耐e大心ｒ Liebe

beginnt miレdφｍ Ｗ６沁コderよSchwane“(V.4)∧daトin Ｇφethesし,Farbenlehre“(ﾉ§ｿﾞ494:HA

13.439)十。h1S･ die vollendete reineフriibe angesehen“｡タitd………Ｕｎ･dト･｡･ein･:･Weifiesトdassich

verdunkelt, das sich triibt, wird gelbﾊﾞ‘(§｡502:HA13.4牡)トWegen des damonisぐh6n:Eros triibも

sich die anscheinendeし｡Allverbundenheit und Harmonie"レdie sich gern in die statische Liebe

einsむh単比　Im vergilbten WeiB verursacht die unruhige玉iebe die Steigerung ins Rote, die

die Vertiefung ins Blaue zur notwendigen Folge hat.　‥　　･十，　　　＼ダ　尚　　　＼‥‥‥‥

　Die fo址enden V.8-14 der WinterlandschafレberuhenトａＵ仁der∇Vertiefung ins Blaue√皿皿lich

inS丿eiligniichterne Wasser“･よUnter de血Wasseiｱﾆ¨･herrscht

Meinu面, ob die graublauen。Mauern“(ｖj2)レob dieﾆ如ellbla臨ｎふklirrenden F油うen“(V.14).

Aus Mangel der lichten Farben vonﾆGelbﾚRot, Griin uswトhaben wir〕wohl den二Ｅ姐druck

einer ＼削)廿ｖe巾issenen　Finsternis　dむｒトschwarzesten　Farbe.……Aber Holderlins dicht印沁che

Dyｎ･amik wie der sokratische E如(ko皿血t zｕ〉keinem Stillstand :　。das Schwarze, das sich

erhelltレwird blauﾊﾟ‘(へFarbenlehre"∧§.502出Å13.441) Treffend sagレHeideggerしiiber d這

fｒ他恥面　，↓Blaue“パn der　。Erorterung　von ＼巾ｏ熔　Trak卜っGedicht“(｡Merku丿1953

｡Unterwegs zur Sprache“ Pfullingen !959. S.44):十｡Die ins Dunkel七eborgene Helle ist die

Blaue.･･･ Aus der Blaue leuchtet, aber zugleich durch ihｒニむ塘e臨S Dunkeトsich Vむrhiillend,

das Heilige.'ﾚDieses Blau gehtﾚdurch die ganze ,,Halfte des工ebens", m.a.W:｡die Sommer-

und Winterstrophe durch.　Denn dasよＢ垣u is卜臨面ﾄder ＧＯ乱れeschen〉Theorie eineﾄEiれheit

ｖ･ｏｎＨｅｌｎｅｍ面d･Dunklem." (Hegelへ,Vorlesungen ＼岫白ｒニd1:トPhilosophieder ･･Religion'‘1832:･

Werke 1832-45レFrankfurt ａ,Ｍよ1969-71レニBd＼｡16.:Sユ52fよ･　………………………………

(3) DASし｡HEILIGNLJCHTERNE“つ　　　　し　……………ぐ‥‥‥‥‥‥　‥‥‥‥‥‥‥‥ニ………:‥‥‥‥=

ト。Mein Gott∠mein Gott ／ Warumb hastu mich verlassen叩(Bibel nach Luth昨1545√

2.263: ＥＶにMatthト　27.46) Dieトist das letzte Wor卜Jesu Chやisti.……Diese gottverlasse

Heiligke汁, die･｡luteriu abegescheidenheit“nach Eckha壮言im Traktat:(し｡Die deutsche Werke“十

Bd.5. Stuttgart 1963.　S.40!), beziehe ich au仁die 。sprachlosen MauernべV.12fうニｕnd皿ｅ

丿lirrenden Fahnen“(V.14),ﾄin denen meiner LeS卵t∇ｎａｄﾚH61de比臨。Halfte des　Lebenぐ

gipfelt.　Daher sehen ｕｎ.s∇die。sprachlose:n Mauern“ vielsagend an. Ｅｒsレmit diesem

Paradoxon voll帥det sich Holderlins 。heiliぱniichternerﾌﾟ‘Gedankenぱang, in dem der Ｋｅ血 vom

sogenannten Harmonischen暗噌engesezten“(StA 4.260)∧zwischen dem p:ositiven Organismus

der V.1-7 und der negativen Materialitaトder V.8-14ﾆsteckt. E]iesen Zusammenhang und

deshalb ＼auch das しPoetische der二Mauern“ iibersieht　Schmidt inダder oben erwahnten

Interpretation二Im Heiligniichternen' am Ende der er乱面Strophe………kiindigt sich demnach

nicht etwa schon die Negativitat der zweit的Strophe an. ニ･｡･｡ﾄＤ卵白jSprachlose‘der Mauern
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ist∇nicht　mehr　nur　Imagination　einer　allgemein ins　Winterlich-Heillose　gewandelten

Lebenserfahrung, sondern zugleicホeine eχakte Benennung des Unpoetischen. Das Versaぽen

der Sprache signalisiert das Ende des Dich坤rtums.“(S.186f.) Ware das 。Heiligniichterne“

なりfdiese Weise der 。Negativitat“entfremdet, muBte man Holderlinsへ,Halfte des Lebens“ so

in　zwei　Ha Iften　spalten:　。Kann　man　in　der　ersten　Strophe　von　einer　dynamischen

Vertikalitat der Darstellung sprechen, die in∇deｒしAufeinanderbezogenheit von Himmel und

Erde, Licht und Dunkel, Trunkenheit und Niichternheit iU= .goldner Mitte‘＼g心

man in der zweiten Stropheり珀ｅ Horizontalitat konstatieren, die im ratlosen Umhersuchen

des Dichters, im stummen Dastehen der Mauern und in denヶunruhigen StoBen des Wiねdes

auf das Fehlen des gottlichen Bezuges verweist.'レ（Ｐａｕ1 Maloney。Ｂ㈲憚nd Sinnbild in

HolderlinsへHalfte des Lebens‘“:　Germanische-Romanische　Monatsschrift. Bd.3O.こ∧1980.

Heft 1∧S.41-48.ﾄS.47)　　　，｡　　　　　　　　　　　　　　　　　/

　よS0 schroff und･ iibergangslos stehen die beiden Strophen上einander上gegeniiber.｡･つSCh･on

jetzt aber muC dieser erste, in alien Deutungen des Gedichts beibehaltene Anschein einer

schroffen Antithese korrigiert werden. Denn bei genaueremﾚHinsehen wird　durchaus　ein

Bewegungsvorgang sichtbar, der von der ersten zur zweiten Strophe hiniiberleiteレ AufschluB

dariiber erhalten wir, wenn wir der Blickfiihrung des Gedicht叩folgen." Mit diesen Worten

beginnt Karl Eibl seine Analyse des　SelbstbewuC tseins：　，ユ）eｒ上Blickhinter den　Spiegel“

(Jahrbuch deiヽDeutschen Schillerge卵llschaftよBd.27.1983ヶS.222-234. -S.223f士郎er die

erste St石油e (V.1-7) sieht er Maloneys ぶoldeﾘe MitteへSchmidts。Allverbundenheiレund

Harmonie" und dergleichen kritisch an, um schon im Sinnbild der 。hと）1denSghｗanぴ(V.4)

einen Zugang zur zweiten Ｓtlﾌophe (V.8-14) der 。Mauern“ ｕndト｡Fahnen“即finden:ニユ）ａＳ

aber bedeutet,･ daB das Bild, daB die erste Strophe bereits einen Sinngehalt besitzt｡der nicht

einfach Fiille und Harmonie bezeichnet, sondern,▽vom Schwanenbild an, schon abschliissig

auf den Umschlag zulauftﾝ‘(S.224) Anstatt der dynamischen Liebe, die ich oben miトdem

sokratischen Eros assoziert habe, steht das reflektierte ･Selbstbewufitsein･im Zentrum des

Interesses　bei　Eibl :　。Sie　kiissen　nicht　etwa　einander, sondern　sie　kiissen　ihr　eigenes

Spiegelbild im Wasser. Das wird bestatig七 durch die Narcissus-Komponente der traditionel-

len Schwanen-Bildlichkeit.ブ‥　Die Schwane sindうtrunken < vom Kiissen　ihres eigenen

Spiegelbildes, so sehr trunken, daB sie, um sich demトGeliebten ganz zu verbinden, den Kopf

ins Wasser tauchen. “(S.228)　　　十　　・｡･｡･･｡･｡　･｡　　　　　　　　　　｡･　･｡

　Fiir diese Auslegung argumentiert Eibl mit Brentanos Versen: 。Lethe ｗ鋤d nimmer in dir,

Psychen ein Spiegel wohl oft, / Aber es taucホet der Schwanしins heiligniichterne Wasser /

Trunken das Haupt, und singt sterbend dem Sternbild den Grufiよ･･･Wo der Schwan im

Wellenspiegel / In sein Sternbild niedertaucht ／大町辿hレder Schmerz auch mir das Siegel,

/ DaC mein Leid△im Liede haucht.“(S.228) Ware H51derlinsしSchwanenbild kein Dual,

sondern ein Singular, wie m den Versen Bren組nos, so kon皿e es weit:iiberzeugender klingをｎ，

was Eibl 腸ｇt: 。Dem Ich, das diesen Vorgang beobachtet, wird er zur Botschaft, zu einer

　>picturaべ, einem Sinnbild, dessen Pointe etwa lauten konnte:Wenn man, trunken ｖＱ皿

Spiegelbild, die Spiegelflache des Wassers durchdringt, geriit･man unvermittelt in eine voUig

andere Welt, ― in die Welt hinter dem Spiegel.“(S.229) Vor allem entspricht dieser scharfe

Ｂｋｋ翁nem philosopれischen Denker. Eher nimmt sich H61de雨nSしdichterisches Dasein d畑
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Helden der Sophokleischen Mythe, Oedipus und Antigona zum Musterレ ）Sわ gehort eine

｡heiligniichterne“ Einsicht dem blindenｹﾞTiresias:……,,Inbeiden･St･iiken ･｡｡･machen die･ Casur die

Reden des Tiresias ａｕ･sレ　Ertritt ein in d6nニＧａｎぽdes Schiksaalsレals Ａｕ氏曲er iiberしdie

Naturmacht.“(StA.5.197) Durch die heiligniicht面面“∇Zasur in ＼deｒMitte d:er ,,Half如des

Lebens“ wechsel七万Gliick mit Ungliick. Ob Gliick oder Ungliick, wirktﾄsich H51de出ns 。Gott

der Mythe“(StA 4.281) verborgen f面s ganze Werk aｕら=jdeｕしdieblaue Farbe symbolisiertレ

Liste der Veroffentiiむhungen des Katsumi TAKAHASHl vom 30.10.1978 bis加m 26.12.1994.

Ｎrよ3,11,12 und 20トmit kurzer Vorstellung, weﾚilしdiesen iapanischen Aufsat:zen die deutsche

Zusammenfassung fehlt.　　　　　　　　　　　＼　　　十　　　．･．・　．．・．･　　　・･．．・　．･．　・･．

1.＼tあｅｒdas 。Griechisりｈｅ“und dぼｓ∧｡Vaterlandisohe“犬in Holderlins 。Brod und Wein“. In

japanischer Sprache. In: Doitsu-Bungaku-Ronshiレ（＝ｊＤＢＲ）hｒｓｇ　vom Zweigbezirk Chugt皿ｕ7

Shikoku der Japanischen Gesellschaft fiir Germanistik.十Nr.llレ30,10.1978……S. 28-35.一犬Bei

Holderlin ffilltdas 。Harmonischentgegengesetzteトvoller Spannung zwischen dem 。Vaterlan-

dischen “　und dむｍﾄ｡Griechis卵己ｎ“　ins　Gewicht∧　Da　aber　die　deutsche　Germanistik　zur

Beto.nung des 。Vaterlandischen“トneigt, abstrahiert sie manぐhmal V呻des Dich頻rs geistes-

geschichtlicher Verbundenheit mit dem リriechentum.　Als Ursache dieser Vernachlassigung

stellt der Verfasser fest, daC sich die heutigen Akademiker:die humanistische Bildung nicht so

selbstverstandlich aneignen, wie die Gebildeten der Geniezeit.:‥‥‥‥　‥‥:;　　＼　　十　　1.｡

2. Eine Betrachtung iiber d瓦ｓ。seelige Grieohenland“ 1［ＨφMerlins。Brod und Ｗφｎ“　¬　。das

groCe Geschik“･ als ･Hohepunkt. In deutscher･Spracheトln:Forschungsberichte∧der ･Universitat

Kochi ( = FdUK). Vol.27. Geisteswissenschaftenし( = Geisteswisよ　S.7-42十im　horizontalen

Druck. 13.2.1979.　△　　　　　　　　ト　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　パ　　　　　づ　　＝

3. Das klassische Griechentum von ＨφMerlins AntigonふUbersetzunぽ，　¨ln⊃japanischer Sprache.

ln: DBR.　Nr.l2. 30,10.1979. S.40-48. - Hier:geht es um die V.823-833, den 。hochsten Zug“

nach Holderlin, wo sich das kongeniale Pathos von seiner deutschenよAntigona“und Sophokles

griechischem Urtext im Vergleioh mit anderen heterogenen Ubersりtzungen alsトＫ･atalysatoren

kristallisiert. Die wortlich genaue Ubertragung, die vielmehr beim analytischen Verstandnis

hilft, und die fremdartige。Antigona“√die ein flieCendes Japanisch ohne tragische Hemmung

spricht, kontrastieren ｂｅ!descharf zum gedrangten und spaijnkr訂tigen Stil vom kongenialen
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　Pathos.▽　　　　　　ニ　　　　　　　　尚　　　　　犬　　　　　　　＼　　　●●●●●●●●●　●●　●　●●●　●●●：レ

　4よDas Stadtbild im Anfang von 。Brod und Wein"レコIn japanischer Sprache mit deutscher

　∧Zusammenf assung.　Tn:FdUK. Vol.32. Geisteswis。S.21-70ﾄ10.3.1984,∧▽　･｡｡･･･｡｡・｡　　･｡

　　●　　　　｡　　　●　　　　　　｡　　　　・　｡●　一一I　　　　●　　　一一　・　　　　●　｡　　1　5.ＬＡＮＤＡＵＥＲ＼－ 。ein sinniges Haupt‘' in Holderlins ,,Brod und Wein“∧In deutscher Spはche.

∧ln: Doitsu-Bungaku hrsg.von der Japanischen Gesellschaft fiir･Germanistik……Nr,73,　1.10.1984.

　S.83-91√~ Revidierte Neufassungﾚin deutsoher Sprache im Vol.38 der FdUK (Geisteswis. Heftく

　2レS.83-90 im horizontalen Druck) 27,12.1989.ニ　‥‥‥‥‥‥＼　ン　　＝　………=　　‥‥‥‥‥

＼6.ﾄＵｂｅｒden Ansatz von 。Brod und Wein“ － 。Rings um ruhet die Stadt “レ In deutscher Sprache.ト

　ln:DBR. Nr,17. 1.1レ1984レS. 56-66.　　　　　　＼　　　プ　　　　　　　　　　　　　　　　し

　7レHellas und Hesperien bei Holderlin十。Seeliges Griechenland “.I L Schillかrs Aufbruch (l)-(7)

　/ II. Das klassische Grieohentum und das abendlandische Christentum (l)-(5). In iapanischer

　∧Sprache mit deutscher Zusammenfassung.　皿：FdUK. Vol.33, Geisteswis. S. 13-72. 25ﾆ3い1985.

ニ8｡Hesperische Nacht －。Diirftige Zeit“.I.。Heil毎niichtern“　ブUber Holderlins。Hilfte:des

　Lebens“In .japanischer Spracheしmit　deutscher　Zusammenf assung.　Tn:　FdUK.　Vol. 34.

　Geisteswis. S.95-140. 28.2.1986.　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　ノニ　　　　　　　　　，

　9. Verinnerlichung und Erleuchtung ― Uber die erste Strophe von H6↓derlins 。Brod ｕnd六叩6in“｡

　,Ｈｅ雨ge Nacht‘Erster Teil. In japanischer Sprache miトdeutscher Zusammenfassung. In:

FdUK. Vol.34. Geisteswis. S.155-201. 28.2ユ986,　　　　　　　　･｡･｡･｡　･･｡　・｡・　　　　　　　・.

　10. Hellas und Hesperien bei Ho Merlin　▽　。Seel址es Griechenland ｙ　Ｕレ　Das klassisohe

　Griechentum und das abendlandische Christentum （6）,（7）／HT√｡Gott der Ｍ夕幽ｅ“（1）-（9）∧In

　japanischer Sprache mit deutscher Zusammenfassung. In:<ＦｄＵＫ.ＶＯ↓｡34. Geisteswis. S.卜72.

　29.3.1986.　ト　　　　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　十　　　　　　　　　　ト

　１１．《BELEUCHTUNG》ｅｔ《ＥＲＬＥＵＣＨＴＵＮＧ》－Ｌａﾚculture de l'opera五ｕ XVIir siecle desト

lumieres et l'espaoe de ｌａイete olassique de Holderlin: 口ｅ:contrepointヶdes lumieres dansブimage

　de la cite au debut de 《Brod und Wein》. In japanischer Sprache. InトBulletin ａｎれｕｅトde la

ニSociete iaponaise d'etudes du xviir siecleレNr.l. 31.5.1986∧S.5-8. ― Unveranderter Nachdruck

　且ｍ Vol.38 der FdUK (Geis砲swis. Hefレ2. S,27-29 im vertikalen工)ruck) 27.12.1989十しRousseau

　contra Voltaire, das heranwachsende Biirgertum mit einem Festsp如lrau平Ｗ１ｅ∧dem griechischen

　gegen die hofische Kultur der Oper eines･Rokoko entsprioht ｄｅｍﾔLichtkontrapunkt am A皿姐ｎ『

　von Holderlins。Brod　und　Wμｎ“し（18000　:　Die　。still werdendよ“トund　vom　Mondschein

＼｡erleuchtete Gasse" im V.I und die StraBe, wo ,,mit Fake毎十Ereschmiikt, rauschen die Waぱｅｎし

　hinweg.“(V.2) Im stillen Werden“ der Erleuchtung, das im Gegensatz zu血入。Hinwegrauschen “

　der　Ｂｅ１･euchtung　steht,〉bi!det　sich　ein　Einheitserlebnis, a hnlich　wie　in………Beethovens

:Mondscheinsonate von 1802, zwischen dem Innenraum der Seele ur!ｄ dem AuBenraum der in der

Natur eingebetteten Stadt.　上　　っ　　　　　＼　｡･｡・･｡･･｡･　　　　　　　｡･･･1‥‥‥　　‥‥‥

　12.　Schi皿er COれtra Kleistニー　。Die G otter Griecheれlandes" (1788) und ,,Das Lob des einzigen

　Gottes“(178ﾘ）｡∧In japanischer Sprache∠ln: ＤＢＲ∧Nr.l9. 10し11.1986. S.18-27丿・÷Schon in

　｡Schillers Aufbruch'‘(Nr.7 dieser Liste) behandelt∧:der VerfasserﾌﾟStolbergsトSchmahsohrift der

　｡Gotter Griechenlandes“ im Augusレ1788 und Forstersﾄaufklarerische Kritik dieser Verurteilung

　｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ　　　　　　　　　　　　　　　　　■■　■■■　■　･I　　　　　　　　　　・　1m Mai 1789. トDann kommt es auf Kleists 。Gegenstiick zu den Gottern Griecheれlands“　im

　August 1789 an, dessen Analyse die herrschenden Meinungen der Zeit desto klarer 血acht, je

　kiihner Schillers Wagnis im Vergleich mit Kleist erscheint.　Ｗａｓトz.B. KantsしKritik der∧

　｡iiberfliegenden “　。transzendentalen Ideen “(A642f.):betrifft, wirkレsich der 。unwiderstehliche･

　Schein“ mitへ, dessen Tauschung“ nachteilig fiir Kleistﾚaus, wahrend Schiller diese Tauschung

　durch。der Erkenntn沁kundige Nachahmung“(Platons 。Sophist" 267E) abzuhalten versucht.

し13. tJber die erste Strophe von Holderlins∧｡ Brod und Wein"……,Heilige Nacht‘. Zweiter Teil.∧

　｡Ein sinniges Haupt“. In japanisoher≒Sprache ｍｉtｹde俳scher Zusammenfassungトln:ニFdUK,

Vol.35, Geisteswis. S.67-102. 28.11.1986.　　　　　＼　　∧＝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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14, Hellas und Hesperien bei Holderlin一白｡Seeliges ；Grie尚尚land“………III.　。Gott der My the"

(1=O)ト　lnうapanischer　Sprache　mit　deutscher◇Zusammenfassung……………I･ｎ:　Pd･UK.　=ＶＯ叩5.

Geisteswis. S.1-66. 27.12,1986.　　　　　/　　∧　　　　プ　　　‥‥‥‥‥‥1　∧　　　　　　　　　∧‥　1

15. Uber die erste Strophe von Holderlins 。Ｂｒod＼ｕnd Wein". ,Heilige NaohtソＤｒポer Teil.

｡Abgeschiedenheit" und。Brunnen“In japaniぱcherトSprache miトdeutscher Zusam血enfassung.

ln: FdUK.　Vol.36∠Ge1StｅＳｗiS.S.15-zぽ　26.9.1987.‥‥‥　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　‥‥‥‥

16;　Ｄｅr･Tagesanbruch der deutschen Gedankenlyrik　一万Hallersミ,Ｖがrsuch　Schweizerisoher

Gedichte“(l)Vorwort.しIn japanisoher Sprache ゴit deutscher Zusamme�assung. .InレFdUK.

Vol 36.犬Geisteswis.犬S.43-54.　28.11.1987.　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　　　1　･.･.･･.　　　　.・・････

!7，　Uber die erste Strophe von Holderlins 。Brod und Weｴｎ･“,Heilige Nacht･ソーVierter･Te仕丿

.石↓oken“ und 。Stunden“ごIn japanischer Sprache mit。d乱tscher尚ｕndイranzosischer Zusam-

menfassung. In: ＦｄＵＫ／ｖo1.37レGeisteswis. S玉90ト4.6ユ988.　　　　　＞　　　‥‥‥‥‥　‥‥‥:

18，　S油山台rs 。heiliger Barbar“ und Holderlins 。stiller Genius“レIn deutscher Sprache mit

japanisoher und franzosischer Zusammenfassung.　ln: FdUK. Vol.37トGeisteswis. S.35-50 1m

horizontalen Druckト10.10.1988.　　　　...･.･..･　　　　　　･･..　　　　　　　　　･.･･..　　　･･.　　.･･.

19. HORCHEN UND ＶＥＲＮＥＨＭＥＮレーtJber ｄｅｎ=V.13 in H51向山ns 。Brod und W6iビ．血

deutscher Sprache mit japanischer und franzosischer Zusammenfassung……ln: ＦｄＵＫレVol.37,

Geisteswis. S.51-68 im horizontalen Druokよ28.11.1988………　:………=　　　　＝　　　……

20， 1st Eib卜｡Blick hinter den Spiegeけeine｡h乱垣niiohter臨“Einsioht?ニプ姉er Holderl如ｓ

｡Halfteﾄdes Lebens “レ In iapanischer Spraehe. In: DBR. Nr.22. 1.11.1989. Sぷづtト÷Eib!ｓ

psychoana卜tischer Blick hinter den Wasserspiegeしd.hﾚ　daｓご㈲1↓igniichterne Wasser"(V.7),

schlagt zwar eine Briicke iiber d紬 dｕａ恥tische Interpretation, die die idyllischen几Ｖ工7 iiber die

diisteren･ V.8-14 schwebenス祁tレAber der Dichter blickt nicht dahinter√sondern mittenへ, ins

heiligniichterne Wasser “(V.7), wo er, wie Oedi皿s, imよngesic小t der坤iegelreinen Wahrheit auf

den tragischen Gedanken von groBer Tiefe kommしAuf diese Weise reinigt die皿ssimi雨sche

Tragik die optimistischen ｖ.ﾄﾞﾌﾟder Idylle.∧　‥･　‥‥‥　　　‥　　‥‥‥　‥‥‥‥‥‥‥

れに廿ber die erste Strophe von Holde出臨。Brod und Wein“. ,Heilige Nacht∵Fiinfter Teil.

｡Hain“und　。Ｂｕnd“よ　In iapanischer Sprache∧mit deutscherよfｒａうzosischerレリnd englischer

　　　　　　　　　　　　　　　　J　　　　　　　・　　　　　■　　■　　　　■S●　:　●　　　　　●Zusammenfassung. In： ＦｄＵＫ．犬Vol.38. 27.12.1989. Geisteswis……Heft 2.△Sよ214ト

22， Der Tagesanbruch der deutschen Gedankenlyrik〉一丁Hallers ,,MorだｅかGQ:danken“(1725).トIn

japanischer Spraohe mit deutsoher, franzosischer und englischer Zusammenfassung. In:FdUK.

Vol.38. 27.12.1989. Geisteswis∠Heft 2レS.215-254..･･..・　..　.･.･･･　　　　　.･･　.･　･.・　　...　･.・　.･.

23.・ＤｉｅﾆChristusgestalt in ･Holderlinsト,,Brod undトWein"･(↓800-1801)……In deutscher･ Spracheポit

japanischer, franzosischer und englischer Zusamme�assungトlh:ＦｄＵＫ√Vol.38……27.12.1989.

Geisteswis. Heft 1.づS.1-46 im horizontalen ＤｒｕCk..・.･.･.･･.･.　　　・・.　･･　　　.･　・.･　.･･･...　･.

24.　Sむhillers ＼｡Spaziergang“(1795) und Ho Merlins　。Archipelaguが(1800) -　Griindunだe1面ｒ

biirgerlichen Gesellschaft. In deutscher Sprache mit iapanischer, franzosischer und ｅｎｇ↓ischer

ZusammenfassungトTり:ﾀﾞFdUK. Vol.38. 27.12.1989よGeisteswisレＨｅ壮士S.47-72 im horizontalむｎ

Druck.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧　‥　　　　　ニ‥　　　　上　　　　十　　　／

25. Uber die erste Strophe･ｖｏｎ･Holderlins 。Brod und Wein‘レ
jHeilige

Nacht‘. Seohster Teil.

｡Eleusis“トIn japanischer Sprache mit deutscher, franzosischer∧und englischerしZ卵ａ皿men÷

fassung. In: FdUK. Vol.39. 27.12.1990∠Geisteswis. Sよ54トー班ne Vorstellung im Ｈφ↓de心胆

Jahrbuch 1992-1993. Bd. 28. 1993. S.314: Dieser Aufsatz beschlieCt eine∧umfangreiむhe Arbeit, die

Holderlins ,Nacht‘ erst a15 K坤ne ｄりr Gedankenlyrik wiirdigt.ﾚ　Hierうｓレレein Versuch･, eine

Briicke iiber die bestehende Kluft zwischen der Philologie und Philosophie zu schlagen, indem

er sich Heideggers Postulat zur Aufgabe macht。, das griechisch Gedachte noch griechischer zu

denken“, obschon nicht mehr begrifflich, sondern bildlich.　･･..･・.　　　　.･　　･.･　　　　　　　.･
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六
耳
（
6
5
）

L
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
　
（
Ｔ
ａ
ｋ
ａ
ｈ
ａ
ｓ
h
i
）

研
究
紹
介
（
一
九
九
四
年
の
高
橋
克
己
の
個
人
発
表
）

　
　
学
術
論
文
（
第
四
二
巻
の
横
組
七
頁
に
続
く
）

3
5
　
　
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
諸
相
－
－
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世

主
』
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
ま
で
、
剛
歴
史
上
の
背
景
。
（
一
九
九
四
年
五

月
二
〇
日
刊
・
新
世
社
刊
『
エ
イ
コ
ー
ン
　
　
　
東
方
キ
リ
ス
ト
教
研
究
』
第
十
一
号
…
紹
介

文
既
刊
。
（
第
四
二
巻
・
横
組
七
頁
）
。

　
ｓ
　
　
　
　
　
　
Ｉ
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

３
６
　
Ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
‰
Ｊ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｕ
ｒ
ｓ
ｐ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｕ
ｂ
ｅ
ｌ
ｓ
”
　
―

Ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
w
ｅ
ｇ
ｓ

ｚ
ｕ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ

‰
ｅ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｍ
　
Ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
"
　
ｕ
ｎ
ｄ
』
斥
冷
縮
ｅ
ｒ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
"
｡
二
九
九
四
年
六
月
三
〇
日
刊
・

高
知
大
学
人
文
学
部
人
文
学
科
編
『
人
文
科
学
研
究
』
第
二
号
）
…
　
一
方
は
教
訓
詩
、
他
方
は

思
想
詩
と
類
型
化
さ
れ
、
別
々
に
扱
わ
れ
易
い
ハ
ラ
ー
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ノ
の
作
品
に
つ
き
、
筆
者

は
敢
て
前
者
か
ら
後
者
へ
と
継
承
発
展
す
る
筋
に
留
意
し
、
こ
れ
を
各
々
の
代
表
作
の
詩
語
で
裏

づ
け
具
体
的
に
実
証
し
た
。
そ
の
眼
目
は
、
ハ
ラ
ー
の
「
神
の
国
」
と
「
悪
の
祖
国
」
の
対
比
が
、

後
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
理
想
界
ギ
リ
シ
ア
と
現
実
と
の
相
克
に
呼
応
す
る
と
見
る
点
、
そ
し
て
双

方
と
も
内
な
る
良
心
の
声
に
正
道
を
認
め
な
が
ら
、
亜
ｔ
の
現
実
に
敢
て
善
美
へ
と
転
ず
る
契
機
を

も
探
る
点
で
あ
る
。

3
7
　
　
ユ
ダ
ヤ
の
評
議
会
‐
―
－
ク
ロ
プ
シ
ュ
’
ト
ｙ
ク
の
『
救
世
主
』
（
一
七
四
八
年
上
七
七
三

年
）
第
四
歌
よ
り
、
（
一
九
九
四
年
十
月
三
〇
日
刊
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
編
『
ド
イ

ツ
文
学
論
集
』
第
二
七
号
）
…
と
か
く
『
救
世
主
』
は
感
情
の
高
揚
を
専
ら
と
す
る
退
屈
な
宗

教
詩
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
名
高
い
冒
頭
三
歌
す
ら
正
面
切
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ド
イ
ツ
本
国

で
も
少
な
い
。
従
っ
て
、
第
四
歌
に
ま
で
読
み
進
み
、
こ
の
前
半
で
描
か
れ
た
ユ
ダ
ヤ
の
評
議
会

に
、
詩
人
独
自
の
創
意
を
筆
者
が
指
摘
し
た
こ
と
は
、
研
究
史
上
一
つ
の
成
果
と
言
え
る
。
そ
れ

は
即
ち
本
来
史
実
な
ら
大
祭
司
の
巧
み
な
政
治
手
腕
に
操
ら
れ
て
い
た
評
議
会
を
、
敢
て
詩
人
が

多
彩
な
人
物
の
織
り
成
す
激
し
い
宗
教
論
争
の
場
へ
と
変
え
た
点
て
あ
る
。

3
8
　
（
ｊ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
ｉ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
　
1
山
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
し
山
ｉ
ｉ
ｌ
ｆ
ｔ
ｅ
　
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
”
（
品
召
）
’
二
九
九
四
年

十
二
月
二
六
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
四
三
巻
、
人
文
科
学
篇
）
…
詩
歌
冒
頭
の

「
黄
梨
」
が
晩
夏
に
成
る
質
朴
な
ド
イ
ツ
自
生
の
果
実
で
、
当
時
よ
く
歌
わ
れ
た
レ
モ
ン
等
の
南

欧
風
異
国
趣
味
な
き
自
然
の
成
熟
で
あ
る
点
を
踏
ま
え
、
筆
者
は
大
地
本
来
の
底
力
に
育
ま
れ
躍

動
す
る
前
半
が
、
時
に
牧
歌
風
に
軟
化
し
た
形
で
誤
解
さ
れ
る
点
を
批
判
し
た
。
誤
解
の
原
因
は

別
に
、
前
半
の
夏
景
色
だ
け
に
程
良
い
覚
醒
の
境
地
を
見
て
満
足
し
、
こ
れ
が
更
に
後
半
の
一
層

と
覚
醒
し
た
冬
景
色
と
表
裏
一
体
と
な
？
て
、
初
め
て
詩
想
全
体
が
十
全
と
な
る
点
に
気
付
か
な

か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。

3
9
　
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
夜
』
二
八
〇
〇
年
）
－
‐
剛
領
邦
の
首
都
。
（
一
九
九
四
年
十
二
月
二

六
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
四
三
巻
、
人
文
科
学
篇
）
・
：
ロ
マ
ン
派
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン

ロ
ー
ダ
ー
の
『
芸
術
に
う
ち
込
む
修
道
士
の
心
情
吐
露
』
（
一
七
九
六
年
）
と
協
和
す
る
『
夜
』

に
お
い
て
詩
人
は
、
当
時
の
華
美
や
豪
奢
に
「
眩
惑
さ
れ
、
欲
望
を
そ
そ
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
」

て
い
る
門
閥
等
の
姿
を
眼
下
に
収
め
つ
っ
も
、
何
ら
心
情
吐
露
せ
ず
、
そ
れ
ら
の
動
静
を
静
か
に

見
っ
め
て
い
る
。
こ
の
叙
事
詩
風
の
覚
め
た
表
現
を
筆
者
は
単
に
外
界
の
描
写
と
し
て
片
付
け
ず
、

敢
て
詩
魂
の
充
実
の
反
映
と
み
な
し
、
こ
の
客
観
造
形
そ
の
も
の
か
ら
惨
み
出
て
く
る
歴
史
の
現

実
の
解
明
に
努
め
た
。

　
　
口
頭
発
表
（
第
四
二
巻
の
横
組
二
三
頁
に
続
く
）

2
0
　
　
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』
第
三
歌
に
お
け
る
体
と
魂
の
形
成
。
（
一
九
九
四
年
十

一
月
十
二
日
・
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
第
四
四
回
研
究
発
表
会
）
…
独
文
学
史
上
ク
ロ

プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
が
着
眼
し
た
形
成
（
皿
に
μ
μ
四
）
と
い
う
概
念
は
、
別
に
教
養
と
も
訳
さ
れ
る
意

味
深
長
な
言
葉
な
の
で
、
ま
ず
『
救
世
主
』
の
文
脈
で
押
え
て
お
く
こ
と
が
重
要
と
論
者
は
考
え

た
。
こ
の
場
合
は
話
題
が
体
と
魂
の
形
成
で
あ
り
、
ル
タ
ー
訳
聖
書
な
ら
単
に
作
る

（
～
印
會
～
）
と
な
っ
て
い
る
神
に
よ
る
人
間
創
造
を
、
敢
て
人
間
形
成
と
受
け
取
り
、
ル
タ
ー

が
避
け
た
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
造
形
性
を
取
り
こ
む
所
が
、
い
か
に
も
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
ら
し
い

特
色
を
示
す
点
で
あ
る
と
本
発
表
は
指
摘
し
た
。



『
叫
び
』
（
一
八
九
三
年
）
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
ま
た
初
版
一
八
五
七
年
の
『
悪
の
華
』
第
八
七
番

「
風
見
の
叫
び
」
（
↑
ｅ
　
ｃ
ｒ
i
　
ｄ
'
ｕ
ｎ
ｅ
　
g
i
ｒ
ｏ
ｕ
ｅ
ｔ
ｔ
ｅ
）
と
歌
わ
れ
て
お
り
、
ボ
Ｆ
ド
レ
ー
ル
も

気
な
い
無
色
と
解
す
れ
ば
別
で
す
が
、
こ
こ
に
何
ら
か
の
色
調
を
認
め
れ
ば
、
こ
こ
が
作
品
の
最

も
深
い
水
底
に
あ
た
り
ま
す
か
ら
、
敢
て
『
旧
約
聖
書
』
の
「
詩
篇
」
第
二
】
九
歌
に
倣
い
、

「
深
淵
よ
り
我
叫
び
し
」
（
｛
｝
ｅ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｆ
ｕ
ｎ
ｄ
ｉ
ｓ
　
ｃ
ｌ
ａ
ｍ
ａ
ｖ
ｉ
）
と
さ
え
中
せ
ま
し
ょ
う
。

　
す
な
わ
ち
肝
心
な
点
は
、
後
半
に
も
前
半
と
同
じ
く
神
の
世
界
と
で
も
言
え
る
聖
な
る
場
所
と

の
関
連
を
認
め
る
か
、
そ
れ
と
も
聖
な
る
世
界
を
『
生
の
な
か
ば
』
の
場
合
そ
の
前
半
に
の
み
係

わ
ら
せ
る
か
、
の
二
者
択
一
で
す
。
も
し
後
半
に
詩
の
趣
き
が
欠
け
る
と
主
張
し
、
こ
こ
を
味
気

な
い
色
無
き
空
虚
な
部
分
と
看
倣
す
な
ら
、
例
の
神
聖
か
つ
覚
醒
は
前
半
の
多
彩
な
色
の
世
界
に

の
み
妥
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
方
こ
れ
を
片
手
落
ち
と
批
判
す
る
な
ら
、
今
ま
で
考
察
い

た
し
ま
し
た
風
に
、
後
半
に
も
前
半
に
劣
ら
ず
聖
な
る
青
い
光
が
射
し
て
い
る
と
解
釈
し
ま
す
。

確
か
に
後
半
が
悲
惨
で
暗
い
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
色
無
き
真
暗
闇
と
ま
で
は
断
定

で
き
ぬ
所
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
歌
な
ら
で
は
の
不
思
議
な
魅
力
か
お
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
つ
ま
り
停
滞
と
言
え
る
も
の
、
或
い
は
全
き
静
寂
の
無
と
言
う
よ
う
な
も
の
が
、
こ
の
詩

人
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。

　
で
す
か
ら
「
黒
光
り
す
る
と
青
味
か
か
る
」
と
『
色
彩
論
』
第
五
〇
二
節
で
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
、
『
生
の
な
か
ば
』
の
暗
い
後
半
に
は
意
味
深
長
で
す
。
私
達
の
国
の
言
葉
で
も
、
黒
馬
に

つ
い
て
「
青
よ
、
い
な
な
け
」
と
申
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
『
生
の
な
か
ば
』
の
生
成
と
消
滅
の

躍
動
性
の
中
で
は
、
た
と
え
後
半
の
暗
い
心
の
闇
と
言
え
ど
も
、
ど
こ
か
青
い
光
が
射
し
込
ん
で

来
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
問
題
の
青
に
関
し
ま
し
て
は
別
に
、
『
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
歌
の
解
明
』

二
九
五
三
年
）
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
「
闇
へ
と
隠
れ
た
明
る
さ
が
青
で
あ
る
」
と
把
え
、

こ
の
「
青
か
ら
出
て
、
だ
が
同
時
に
そ
の
青
の
暗
さ
に
よ
り
自
ら
隠
れ
つ
つ
、
聖
な
る
も
の
が
輝

く
。
」
と
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
発
言
も
『
生
の
な
か
ば
』
後
半
に
何
ら
か
の
青
い
色

調
を
見
る
場
合
は
、
大
い
に
参
考
に
な
り
ま
す
。

　
今
度
は
引
力
の
観
点
を
取
り
ま
す
と
、
後
半
に
青
き
水
底
の
よ
う
な
暗
い
意
識
の
う
ね
り
を
見

る
場
合
、
そ
れ
は
前
半
と
同
じ
く
垂
直
な
躍
動
性
を
軸
に
出
来
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
水
中
に
は
浮
力

が
あ
り
、
そ
の
水
底
の
深
淵
で
叫
ん
だ
と
言
え
る
よ
う
な
『
生
の
な
か
ば
』
結
句
が
い
か
に
重
い

言
葉
で
も
、
こ
の
上
方
へ
の
力
に
引
か
れ
る
か
ら
で
す
。
具
体
的
に
こ
の
力
の
源
を
考
え
て
み
ま

す
と
、
後
半
で
は
浮
力
、
前
半
で
は
重
力
の
向
か
う
所
い
つ
ま
り
中
間
の
第
七
句
に
位
置
す
る
例

の
神
聖
か
つ
覚
醒
（
冨
三
鴎
呂
訃
限
～
）
よ
り
外
に
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
な
り
ま
す
と
後

　
六
六
（
6
6
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
三
巻
　
二
九
九
四
年
）
　
人
文
科
学

半
は
、
決
し
て
余
り
に
覚
醒
し
過
ぎ
（
ａ
ｌ
ｌ
ｚ
ｉ
ｉ
ｎ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
）
な
の
で
な
く
、
む
し
ろ
覚
醒
量
ｉ
ｉ
ｃ
ｈ
-

ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
）
し
た
意
識
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
と
申
せ
ま
す
。
他
方
も
う
片
側
の
前
半
は
、
神
聖
な
霊

気
に
陶
然
と
し
た
世
界
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
神
聖
か
つ
覚
醒
を
は
さ
ん
で
前
半
と
後
半
と
が
橋
わ
た
し
さ
れ
て
繋
が
れ
、
そ
の

作
品
全
体
に
明
暗
の
統
一
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
神
聖
か
つ
覚
醒
の
水
は
青
色
よ

り
他
に
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
青
こ
そ
明
暗
の
統
一
を
な
す
色
だ
か
ら
で
す
。

そ
し
て
当
の
青
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
生
の
な
か
ば
』
第
七
句
に
よ
れ
ば
神
聖
か
つ
覚
醒
の
色
と

な
り
ま
す
。
因
み
に
同
じ
神
聖
か
つ
覚
醒
の
水
は
、
詩
人
の
別
の
作
品
『
ド
イ
ツ
の
歌
』
（
一
八

〇
一
年
）
に
も
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
言
葉
は
同
じ
で
も
、
『
生
の
な
か
ば
』
の
そ
れ
は
作
品
全

体
の
要
と
し
て
、
詩
想
展
開
の
中
心
に
厳
然
と
位
置
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
『
ド
イ
ツ
の
歌
』

の
そ
れ
は
違
い
ま
す
。
そ
れ
は
こ
ん
な
文
脈
で
現
わ
れ
ま
す
。
「
そ
し
て
緑
濃
き
木
蔭
に
深
く
坐

り
、
／
　
ま
た
頭
の
上
で
微
風
に
楡
の
木
立
ち
が
戦
ぐ
と
、
／
　
涼
し
く
息
吹
く
小
川
に
佇
ず
み

ド
イ
ツ
の
詩
人
は
　
／
か
つ
歌
う
の
だ
、
神
聖
（
な
霊
気
に
陶
然
と
し
つ
つ
も
）
か
つ
覚
醒
の
水

を
。
こ
ｅ
ｓ
　
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
　
ｎ
ｉ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｗ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
ｓ
／
（
い
～
μ
巴
十
分
に
飲
む
忙
ド
遠
い
彼
方
へ
と

静
か
に
聴
き
耳
を
そ
ば
だ
て
　
／
　
魂
の
歌
を
。
／
　
だ
が
、
な
お
詩
人
は
霊
気
に
満
た
さ
れ
過

ぎ
て
い
る
。
」
と
あ
り
、
こ
の
場
合
は
詩
人
と
い
う
主
体
が
神
聖
か
つ
覚
醒
の
水
を
求
め
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
イ
ス
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
一
・
香
春
・
一

を
十
分
飲
ん
で
も
、
な
お
霊
気
に
満
た
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
神
聖
か
つ
覚
醒
の

水
は
、
未
だ
『
生
の
な
か
ば
』
第
七
句
に
お
け
る
程
の
覚
醒
の
力
を
獲
得
し
て
い
な
い
こ
と
が
解

か
り
ま
す
。

※
す
で
に
発
表
後
八
年
を
過
ぎ
た
地
点
で
今
こ
こ
に
公
刊
す
る
原
稿
は
、
筆
者
が
論
旨
を
明
解
に

す
る
た
め
主
と
し
て
贅
語
を
削
っ
た
も
の
で
あ
る
。

平
成
六
年
こ
九
九
四
）
九
月
二
日
受
理

平
成
六
年
（
一
九
九
四
と
二
月
二
十
六
日
発
行



　
六
七
（
6
7
）
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
ｉ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
≒
一
ａ
ｌ
ｆ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
”
　
　
（
Ｔ
ａ
ｋ
ａ
ｈ
ａ
ｓ
h
i
）

ち
こ
む
」
（
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｈ
ｏ
ｈ
ｅ
　
ｆ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
）
こ
と
に
な
り
ま
す
。
勿
論
こ
の
反
対
に
「
深
み
へ
と
落
ち

こ
む
」
（
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｅ
　
ｆ
ａ
ｌ
↑
～
）
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
両
者
の
釣
り
合
い
が
大
切
で

す
。
こ
れ
を
『
生
の
な
か
ば
』
に
お
け
る
色
彩
の
調
べ
で
は
、
紅
へ
の
高
ま
り
と
青
へ
の
深
ま
り

　
　
　
　
■
　
・
一
一
一
一
　
・
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
り
は
り
　
　
　
・
１

の
双
方
で
躍
動
す
る
緊
張
を
作
り
出
し
て
、
平
板
に
な
る
こ
と
の
な
い
減
張
あ
る
平
衡

（
Ｇ
ｌ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
ｇ
ｅ
w
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
）
を
形
造
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
前
半
の
最
後
は
、
白
鳥
が
双
方
と
も
青

き
湖
の
「
神
聖
か
つ
覚
醒
の
水
の
中
へ
と
頭
を
浸
す
」
と
第
六
句
以
下
で
歌
わ
れ
、
こ
こ
に
お
い

て
青
へ
の
深
沈
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｕ
ｎ
ｇ
　
i
n
ｓ
'
　
Ｂ
ｌ
ａ
ｕ
ｅ
）
が
目
前
の
も
の
と
な
り
ま
す
。

べ
て
、
こ
れ
を
味
気
な
い
無
色
の
空
虚
な
世
界
と
取
る
人
も
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
前
半
の
躍

動
す
る
垂
直
性
が
、
後
半
の
平
板
な
水
平
性
に
対
置
さ
れ
た
り
、
ま
た
詩
人
の
桃
源
郷
と
し
て
前

　
　
　
　
　
　
　
　
っ
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一

半
で
陶
然
と
し
た
番
の
白
鳥
の
境
地
が
称
え
ら
れ
る
一
方
、
他
方
で
後
半
の
悲
惨
な
状
況
が
詩
歌

創
作
の
終
焉
と
過
小
評
価
さ
れ
ま
す
。
果
し
て
『
生
の
な
か
ば
』
後
半
は
、
そ
の
よ
う
に
無
味
乾

燥
な
冬
景
色
に
過
ぎ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
前
半
の
み
が
理
想
礼
府
ど
し

て
、
や
た
ら
際
立
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
白
鳥
同
志
に
叶
え
ら
れ
た
恋
に
至
上
の
牧

歌
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
少
く
と
も
詩
人
の
別
の
作
品
『
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
ー
を
悼

③
　
明
暗
の
統
一
　
（
Ｅ
ｉ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｍ

ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｄ
ｕ
ｎ
ｋ
ｌ
ｅ
ｍ
）

　
続
い
て
『
生
の
な
か
ば
』
後
半
の
冬
景
色
で
ず
が
、
そ
の
色
調
の
多
彩
な
前
半
の
夏
景
色
と
比

･
>
/
＼

｡
ｆ
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ご
ベ
ノ
ト

む
メ
ノ
ー
ン
の
悲
歌
』
（
一
八
〇
〇
年
夏
）
の
第
四
一
句
以
下
を
念
頭
に
置
く
な
ら
、
そ
の
第
四

三
句
の
恋
す
る
白
鳥
た
ち
に
喩
え
ら
れ
た
恋
人
同
志
の
第
五
二
句
で
歌
わ
れ
た
子
供
ら
し
い
平
和

が
そ
れ
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
　
●
一

　
と
こ
ろ
が
『
メ
ノ
ー
ン
悲
歌
』
の
桃
源
郷
風
牧
歌
を
『
生
の
な
か
ば
』
に
適
用
す
る
の
は
、
い

さ
さ
か
無
理
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
で
す
が
仮
に
適
用
で
き
れ
ば
、
そ
の
後
半
の
匁
亘
只
色
は
『
メ
ノ
ー

ン
悲
歌
』
前
稿
の
第
六
九
句
の
言
葉
通
り
余
り
に
覚
醒
し
過
ぎ
（
匹
↑
～
呂
訃
芯
～
）
と
評
さ
れ

得
ま
す
。
そ
し
て
悲
歌
と
牧
歌
を
橋
わ
た
し
す
る
繋
ぎ
が
『
メ
ノ
ー
ン
悲
歌
』
に
は
欠
け
て
い
ま

す
か
ら
、
『
生
の
な
か
ば
』
も
前
半
と
後
半
と
で
明
暗
が
分
か
れ
、
作
品
全
体
は
統
一
さ
れ
る
こ

と
な
く
二
分
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
『
生
の
な
か
ば
』
が
『
メ
ノ
ー
ン
悲
歌
』
よ

り
も
一
層
と
完
成
度
の
高
い
抒
情
詩
で
あ
る
点
を
良
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
ん
な
風
に
後
者
で

前
者
を
推
し
測
る
こ
と
が
余
り
実
り
豊
か
で
な
い
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。

　
例
え
ば
『
生
の
な
か
ば
』
の
恋
は
既
に
プ
ラ
ト
ー
ン
に
関
連
し
て
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
『
メ

ノ
ー
ン
悲
歌
』
の
子
供
ら
し
い
平
和
に
似
つ
か
わ
し
い
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
生
死
の
間
を
躍
動

し
生
成
か
つ
消
滅
す
る
力
に
近
く
、
そ
れ
は
燃
え
上
が
り
紅
潮
す
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
不
安

に
曇
っ
て
青
く
な
る
と
も
申
せ
ま
す
。
更
に
青
へ
の
深
ま
り
が
、
ま
ず
第
六
句
か
ら
第
七
句
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
が
い
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
ベ
　
ー
＠
　
　
　
　
　
　
　
＠
●

け
て
見
ら
れ
、
湖
に
浮
か
ぶ
・
番
の
白
鳥
が
大
気
圏
か
ら
水
中
べ
と
頭
を
浸
し
ま
す
。
こ
こ
で
頭
を

浸
す
所
に
、
「
神
聖
（
な
霊
気
に
陶
然
と
し
つ
つ
も
）
か
つ
覚
醒
の
水
」
（
第
七
句
）
が
あ
り
、
こ

の
形
容
詞
「
神
聖
か
つ
覚
醒
（
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
ｎ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
）
」
が
作
品
読
解
の
鍵
と
な
り
ま
す
。

　
先
程
『
メ
ノ
ー
ン
悲
歌
』
に
は
明
暗
を
統
一
す
る
繋
ぎ
の
橋
が
な
い
と
申
し
ま
し
た
。
従
っ
て
。

　
　
　
　
　
　
　
一
・
一
・
参
＠
一
　
・
・
・
・
一
～
・
・

当
悲
歌
は
、
子
供
ら
し
い
平
和
と
余
り
に
覚
醒
し
過
ぎ
な
側
面
と
に
両
極
分
解
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
『
生
の
な
か
ば
』
の
方
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

そ
の
後
半
の
冬
景
色

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
を
重
視
し
た
い
も
の
で
す
。

　
　
『
生
の
な
か
ば
』
で
は
、
そ
の
前
半
で
碧
空
の
青
、
湖
面
の
青
、
そ
れ
に
水
中
の
青
と
、
次
第

に
濃
く
深
い
青
色
へ
と
転
調
し
つ
つ
、
青
が
作
品
を
貫
い
て
、
更
に
後
半
の
青
き
意
識
の
水
底
へ

と
至
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
海
草
が
揺
れ
る
が
如
き
主
情
の
流
れ
が
第
八
句
か
ら
第
十
一
句
ま
で
嘆

一
１
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
こ
い
か
べ

き
の
歌
を
繰
り
広
げ
、
引
き
続
く
第
十
二
句
以
下
で
「
囲
壁
」
と
「
風
見
」
が
現
わ
れ
ま
す
。
第

で
、
『
色
彩
論
』
第
五
五
六
節
で
灰
色
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
「
あ
ら
ゆ
る
色
が
混
合
し
て
、
　
…
　
全
体
性
や
調
和
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
と
生
じ
る
灰

色
」
の
属
性
が
、
こ
の
際
注
目
に
値
し
ま
す
。
そ
れ
は
喩
え
て
寄
せ
っ
け
ぬ
（
Ｎ
ｕ
ｒ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
ｓ
ｔ
ｏ
Ｂ
ｅ
ｎ
）

と
て
も
言
え
る
性
格
、
或
い
は
入
り
込
め
な
い
性
質
（
Ｕ
ｎ
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
ｄ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
已
に
相
当
し

ま
す
。

　
只
今
の
「
無
言
冷
酷
」
の
「
囲
壁
」
と
並
び
、
読
ん
だ
後
で
脳
裡
に
焼
き
つ
い
て
離
れ
難
い
の

が
、
最
終
句
で
「
榛
ミ
軋
ル
風
見
」
（
Ｋ
ｌ
ｉ
ｒ
ｒ
ｅ
ｎ
よ
l
e
　
Ｆ
ａ
ｈ
ｎ
ｅ
已
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
金
属
性

の
風
見
鶏
の
色
は
、
判
然
と
何
色
と
は
決
め
か
ね
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
よ
り
蝶
ミ
軋
ル
と
歌
わ
れ

て
お
り
ま
す
音
の
特
性
と
の
兼
ね
合
い
が
重
要
で
、
ド
イ
ツ
語
な
ら
怒
り
叫
ぶ
　
（
ｚ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ
ｇ

ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ｅ
ｉ
ｅ
ｎ
巳
を
原
義
と
す
る
形
容
詞
（
１
匹
↑
ｖ
を
あ
て
る
の
が
適
切
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
従
っ

て
、
こ
こ
で
の
意
識
は
水
底
で
叫
ぶ
青
色
（
賢
良
に
帥
巳
を
帯
び
、
思
わ
ず
ム
ン
ク
の
名
画



歌
冒
頭
の
「
梨
」
の
黄
色
は
、
こ
の
青
色
と
分
極
を
な
し
て
大
気
に
映
え
て
い
る
と
申
せ
ま
し
ょ

　
ま
た
同
時
に
、
黄
色
の
梨
が
た
わ
わ
に
実
る
大
地
が
第
三
句
で
、
青
い
湖
に
懸
か
っ
て
い
る
わ

け
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
分
極
は
空
の
青
、
梨
の
黄
、
湖
の
青
と
重
層
構
造
を
な
し
て
、
天
か
ら
地

水
へ
と
垂
直
に
伸
び
呼
応
し
て
い
ま
す
。
詩
歌
前
半
の
夏
景
色
に
認
め
ら
れ
る
躍
動
性
は
、
こ
う

し
た
青
黄
青
の
分
極
構
造
に
お
い
て
も
確
か
め
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
色
彩
だ
け
を
取
り
出
し
て

み
て
も
、
作
品
の
骨
組
み
を
掴
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
骨
組
み
は
垂
直
な
躍
動
性
を
帯
び
、

黄
と
青
と
の
分
極
に
よ
り
一
層
と
減
張
を
増
し
、
平
板
な
水
平
性
を
寄
せ
つ
け
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
自
然
造
化
の
生
命
感
溢
れ
る
『
生
の
な
か
ば
』
前
半
に
は
、
そ
も
そ
も
停
滞
が
な
い
か
ら
で
す
。

恋
　
紅
潮
（
叩
の
貧
の
Ｊ
ｎ
ｇ
　
i
n
ｓ
　
Ｒ
ｏ
ｔ
ｅ
）
と
、
青
へ
の
深
沈
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｉ
ｎ
ｓ
　
Ｂ
ｌ
ａ
ｕ
ｅ
）

　
次
に
第
二
句
の
「
野
茨
」
の
紅
に
注
目
し
ま
す
と
、
只
今
の
梨
の
黄
色
と
、
こ
れ
と
分
極
な
す

青
色
と
の
三
つ
で
、
三
原
色
を
な
し
ま
す
。
そ
し
て
三
原
色
を
正
三
角
形
の
角
に
し
て
、
こ
の
角

を
結
ぶ
円
を
描
き
ま
す
と
、
『
色
彩
論
』
第
七
〇
七
節
に
申
し
ま
す
「
色
彩
の
輪
」

（
Ｆ
ａ
ｒ
ｂ
ｅ
ｎ
ｋ
ｒ
e
i
ｓ
）
が
出
来
ま
す
。
こ
の
輪
を
黄
か
ら
紅
へ
、
そ
し
て
紅
か
ら
青
へ
と
、
『
生
の

な
か
ば
』
冒
頭
第
三
句
は
色
彩
が
移
り
ま
す
。
そ
の
前
者
は
赤
へ
の
高
ま
り
と
し
て
紅
潮

（
叩
の
荷
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｉ
ｎ
ｓ
　
Ｒ
ｏ
ｔ
ｅ
）
、
そ
の
後
者
は
深
ま
り
沈
み
ゆ
く
青
へ
゜
の
゜
深
沈
（
Ｖ
ｅ
ユ
ｌ
ｅ
ｉ
ｕ
ｎ
ｇ

ｙ
ｓ
　
Ｂ
ｌ
ａ
ｕ
ｅ
）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
『
色
彩
論
』
は
前
者
の
紅
潮
だ
け
を
第
六
九
九
節

以
下
で
扱
っ
て
い
ま
す
。
他
方
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
場
合
は
、
む
し
ろ
後
者
の
青
へ
の
深
沈
の
方
が

重
要
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
次
第
に
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　
翻
っ
て
、
野
茨
の
紅
の
補
色
（
Ｋ
ｏ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｒ
ｆ
ａ
ｒ
ｂ
ｅ
）
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は

第
三
句
の
草
木
深
き
大
地
の
緑
に
見
い
出
せ
ま
す
。
『
色
彩
論
』
の
第
八
一
〇
節
や
第
六
〇
節
に

申
し
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
紅
と
緑
と
は
「
相
互
に
求
め
合
い
」
、
補
い
合
う
色
の
二
対
で
あ
り
ま

す
。
『
生
の
な
か
ば
』
冒
頭
で
は
、
そ
の
第
二
句
で
紅
へ
と
高
揚
し
紅
潮
し
た
色
彩
が
、
第
三
句

で
補
色
の
緑
を
求
め
て
転
調
し
、
こ
の
緑
に
お
き
ま
し
て
、
先
程
の
分
極
で
話
題
の
黄
色
と
青
色

が
混
ざ
り
合
い
落
ち
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
青
と
黄
と
の
混
合
色
が
緑
で
あ
り
ま
し

て
、
と
の
緑
に
お
き
ま
し
て
、
補
色
の
紅
を
求
め
つ
つ
も
、
例
の
分
極
な
す
黄
と
青
と
が
統
一
さ

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
・
一
・
　
　
　
ベ
ン
グ
ッ
ト

　
以
下
の
全
体
が
青
き
湖
へ
と
ｈ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｔ
（
懸
か
っ
て
い
る
）
と
第
一
句
末
で
語
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
注
意
す
べ
き
点
は
、
あ
く
ま
で
懸
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
未
だ
水
の
中
へ
は
入
っ

六
八
（
6
8
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
三
巻
　
（
一
九
九
四
年
）
　
人
文
科
学

て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
冒
頭
三
句
の
光
景
は
、
青
へ
の
深
沈
を
一
応
は
示
し
て
お
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
し
か
し
正
に
沈
み
ゆ
か
ん
と
す
る
緊
張
を
孕
ん
だ
宙
づ
り
の
状
態
で
あ
り
ま
す
。
既

に
述
べ
ま
し
た
黄
色
と
青
色
と
の
分
極
と
共
に
、
こ
う
し
た
形
象
の
上
か
ら
下
へ
と
落
下
す
る
重

力
が
、
垂
直
な
躍
動
性
の
骨
格
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
先
に
申
し
上
げ
ま
し
た
黄
色
が

「
常
に
光
を
伴
な
う
」
と
し
ま
す
と
、
他
方
「
青
は
常
に
或
る
暗
さ
を
伴
な
う
」
と
『
色
彩
論
』

第
七
七
八
節
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
例
の
『
色
彩
論
』
第
六
九
六
節
に
お
け
る
分
極
の
表
で
は
、
黄

の
作
用
（
詞
｛
詐
ロ
μ
萌
｝
に
対
し
青
の
脱
作
用
（
Ｂ
ｅ
ｒ
ａ
ｕ
ｂ
ｕ
ｎ
巴
、
つ
ま
り
吸
収
作
用
が
話
題
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
●
　
　
　
・
・

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
従
っ
て
、
色
彩
に
留
意
し
ま
す
と
、
こ
の
青
の
暗
さ
へ
と
吸
収
さ
れ
て
ゆ
く

動
き
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　
第
一
段
階
は
第
三
句
ま
で
で
、
未
だ
青
色
の
吸
収
作
用
は
不
十
分
で
す
。
次
の
第
二
段
階
（
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
・
　
つ
が
い

四
句
－
第
七
句
）
で
漸
く
こ
れ
が
完
了
さ
れ
ま
す
。
そ
の
第
四
句
は
湖
に
浮
か
ぶ
白
鳥
の
番
へ
の

呼
び
か
け
に
よ
り
、
今
ま
で
客
観
性
本
位
の
自
然
描
写
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
我
と
汝
の
主
惰
性

を
帯
び
た
恋
の
世
界
へ
と
転
調
し
ま
す
。
問
題
は
鳥
の
白
色
で
、
こ
れ
は
碧
空
に
漂
よ
う
白
雲
に

似
た
純
白
（
Ｓ
ｃ
ｈ
ｎ
ｅ
ｅ
w
ｅ
ｉ
Ｂ
）
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
『
色
彩
論
』
第
四
九
四
節
で
は
、

「
全
き
純
粋
な
曇
り
」
（
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｔ
ｅ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｔ
ｒ
ｉ
ｉ
ｂ
ｅ
）
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
も
は
や
冒
頭
三

　
　
め
り
は
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
●
・

句
の
減
張
あ
る
多
彩
な
色
調
は
消
え
、
相
思
の
白
鳥
二
羽
の
白
に
お
い
て
曇
り
、
こ
の
第
四
句
が

前
半
七
句
の
中
間
休
止
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
再
び
色
彩
は
移
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
或
る
白
い
も
の
が
暗
く
な
り
、
曇
る
と
黄
色
く
な
る
」

と
『
色
彩
論
』
第
五
〇
二
節
に
ご
ざ
い
ま
す
通
り
、
単
な
る
客
観
造
形
で
な
い
白
鳥
の
色
は
、
純

白
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
主
観
性
を
帯
び
て
自
然
と
曇
り
、
こ
う
し
て
曇
る
と
黄
色
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
拍
車
を
掛
け
る
の
が
恋
の
焔
で
、
恋
し
合
う
白
鳥
同
志
は
、
自
分
た
ち
の
内
な
る
心
情
の

奥
へ
と
閉
じ
て
ゆ
き
、
外
界
か
ら
遮
ら
れ
た
自
己
充
足
の
世
界
に
浸
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
満

ち
足
り
た
幸
福
に
安
住
せ
ず
、
更
に
生
成
し
消
滅
す
る
境
地
へ
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
恋
は
突
き
進

み
ま
す
。
実
際
プ
ラ
ト
ー
ン
が
『
饗
宴
』
二
〇
二
以
下
で
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
に
向
か
い
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー

マ
ー
に
語
ら
せ
て
い
る
恋
も
、
こ
の
よ
う
に
生
死
の
間
を
躍
動
す
る
不
思
議
な
力
で
す
し
、
当
の

プ
ラ
ト
ー
ン
風
工
ロ
ー
ス
こ
そ
が
『
生
の
な
か
ば
』
の
場
合
で
も
重
要
な
こ
と
は
中
す
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。

　
そ
う
し
ま
す
と
第
五
句
で

黄
色
く
な
っ
た
後
、
恋

に
至
り
ま
す
。
も
し
こ

る
番
の
白
鳥
の
色
は
、
白
か
ら
曇
っ
て

り
紅
潮
（
Ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
i
n
ｓ
　
Ｒ
ｏ
ｔ
ｅ
）

る
と
し
ま
す
と
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
『
省
察
』
で
一
七
九
九
年
に
批
判
し
ま
し
た
「
高
み
へ
と
落



　
六
九
（
6
9
）
　
（
い
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
ｉ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
　
　
　
　
Ｈ
ａ
ｌ
ｆ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
”
（
『
ｙ
ｘ
β
ｚ
と
き
』

　
は
じ
め
に

　
今
回
取
り
あ
げ
ま
す
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
作
品
は
、
わ
ず
か
十
四
行
の
短
か
い
詩
歌
『
生
の
な
か

ば
』
で
す
。
そ
の
成
立
時
期
は
一
八
〇
二
年
よ
り
翌
年
に
か
け
て
で
あ
り
ま
し
て
、
印
刷
さ
れ
ま

し
た
の
は
一
八
〇
五
年
で
す
。
こ
れ
は
詩
人
の
三
十
代
前
半
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
こ
で
表
題
の
生

（
に
孚
～
）
は
、
し
ば
し
ば
人
生
と
か
生
涯
の
意
味
に
取
ら
れ
易
く
、
と
か
く
詩
人
の
伝
記
が
作

品
解
釈
の
際
に
重
視
さ
れ
気
味
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
一
七
七
〇
年
生
ま
れ
の
作
者
が
、
そ
の
七

三
年
に
わ
た
る
生
涯
の
な
か
ば
に
創
作
し
た
点
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
そ
の
夏
景
色
が
前
半
七
句

に
、
冬
景
色
が
後
半
七
句
に
相
当
し
ま
す
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
半
ば
｛
｝
｛
匹
Ｆ
｝
が
同
時

に
中
間
こ
式
日
の
）
を
も
意
味
し
て
い
る
点
で
す
。
そ
し
て
伝
記
を
念
頭
に
置
き
ま
す
と
、
生
存

期
間
の
中
間
に
お
い
て
詩
人
が
、
そ
の
人
生
の
明
か
る
い
面
と
暗
い
面
と
を
半
ば
ず
つ
示
し
た
も

の
が
、
『
生
の
な
か
ば
』
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
す
で
に
詩
人
の
伝
記
に
関
し
ま
し
て
は
、
欧
語
の
み
な
ら
ず
邦
語
の
研
究
成
果
も
幾
多
出
て
お

り
ま
す
の
で
、
今
更
こ
こ
で
取
り
立
て
て
申
し
上
げ
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま

た
作
品
に
表
わ
さ
れ
た
様
々
な
姿
形
と
か
、
作
品
自
体
の
形
式
、
そ
れ
に
言
葉
の
響
き
な
ど
に
関

し
ま
し
て
は
、
F
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
-
Ｂ
ｉ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉ
に
も
一
九
六
五
年
に
収
め
ら
れ
ま
し
た
一
九
五
〇
年
の

Ｌ
ｕ
ｄ
w
ｉ
ｇ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｕ
ｓ
ｓ
氏
の
論
咬
が
群
を
抜
い
て
お
り
ま
す
。
但
し
、
氏
は
音
と
形
に
は
か
な
り

論
究
致
し
ま
し
た
が
、
未
だ
色
に
関
し
て
は
十
分
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
今
日
は
主
に
『
生
の
な
か
ば
』
に
お
け
る
色
彩
の
調
べ
に
注
目
し
、
こ
め
関
連

か
ら
先
程
の
半
ば
と
中
間
の
意
味
す
る
所
を
も
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
作
品
を
一
通
り
和
訳
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
前
半
の
夏
景
色
の
七
句
は
こ
う
な
り

ま
す
。
「
黄
梨
は
た
わ
わ
に
　
／
　
そ
し
て
野
茨
（
の
紅
の
実
）
も
溢
れ
　
／
　
（
緑
濃
き
草
木

の
）
大
地
が
湖
へ
と
懸
か
る
と
、
／
　
汝
ら
、
優
し
き
白
鳥
は
、
ノ
　
口
吻
に
酔
い
　
／
　
頭
を

浸
す
／
　
神
聖
か
つ
覚
醒
の
（
青
き
湖
）
水
の
中
へ
と
。
」
と
あ
り
、
黄
紅
緑
青
白
な
ど
多
彩
な

温
か
い
夏
景
色
と
な
っ
て
い
ま
す
。
他
方
そ
の
正
反
対
の
冬
景
色
は
後
半
七
句
（
第
八
句
ｉ
第
一

囲
壁
ハ
立
チ
尽
ク
シ
　
／
　
無
言
冷
酷
。
風
ニ
　
／
　
蝶
ミ
軋
ル
風
見
。
」
こ
の
結
句
の
風
見

（
『
印
ゴ
回
巴
は
布
の
旗
で
な
く
、
金
属
性
の
風
見
鶏
（
m
e
ｔ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｈ
ｎ
ｅ
）
で
す
し
、

第
二
句
の
「
野
茨
」
（
w
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
　
Ｒ
ｏ
ｓ
ｅ
巳
は
、
春
夏
に
咲
き
ま
す
薔
薇
の
花
で
な
く
、
晩
夏
に
成

る
茨
の
実
｛
｝
｛
印
鴎
孚
耳
芯
已
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

四
句
）
で
こ
ん
な
風
で
す
。
「
悲
シ
牛
哉
、
何
処
二
摘
モ
ウ
、
私
ハ
、
モ
シ
　
／
　
冬
来
タ
リ
ナ

バ
、
花
束
ヲ
、
シ
テ
何
処
ニ
　
／
　
日
和
ノ
　
／
　
陽
光
ヲ
、
／
　
シ
テ
大
地
の
蔭
ヲ
。
／

剛
　
黄
と
青
の
分
極
（
Ｐ
ｏ
ｌ
ａ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｎ
'
Ｇ
ｅ
ｌ
ｂ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｂ
ｌ
ａ
ｕ
）

　
そ
れ
で
は
本
題
の
色
彩
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
第
一
句
か
ら
第
三
句
に
見
ら
れ
る
基

本
的
な
色
は
、
第
一
句
の
「
梨
」
の
黄
色
、
第
二
句
の
「
野
茨
」
の
紅
色
、
そ
れ
に
第
三
句
の

「
湖
」
の
青
色
の
三
原
色
で
す
。
こ
れ
を
ゲ
ー
テ
は
『
色
彩
論
』
二
八
一
〇
年
）
の
第
六
〇
節
で

<
:
　
ｄ
ｒ
ｅ
ｉ
　
　
　
Ｈ
ａ
ｕ
ｐ
ｔ
ｆ
ａ
ｒ
ｂ
ｅ
ｎ
　
＞
と
呼
び
、
更
に
第
七
〇
五
節
で
画
家
の
使
う
三
原
色

（
（
Ｕ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｆ
ａ
ｒ
ｂ
ｅ
ｎ
）
と
説
明
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
絵
具
で
は
黄
紅
青
、
光
で
は
緑
紅
青
で
す

け
れ
ど
、
こ
の
場
合
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
よ
う
な
詩
人
に
は
、
芸
術
家
が
描
く
時
に
使
う
三
原
色

（
黄
紅
青
）
の
方
が
重
要
な
よ
う
で
す
。

　
さ
て
三
原
色
の
中
で
、
暖
色
の
黄
と
、
寒
色
の
青
と
が
分
極
（
Ｐ
ｏ
ｌ
ａ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
）
を
な
し
て
お
り

ま
す
。
こ
の
二
色
の
分
極
に
関
し
ま
し
て
は
『
色
彩
論
』
第
六
九
六
節
に
、
両
者
の
性
格
を
対
比

し
た
表
が
あ
り
、
「
作
用
と
脱
作
用
、
光
と
影
、
明
暗
、
強
弱
、
温
か
さ
と
冷
た
さ
、
近
さ
と
遠

さ
、
反
撥
と
索
引
、
酸
性
と
ア
ル
カ
リ
性
」
と
い
う
具
合
に
区
別
し
て
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
黄
色
と
青
色
と
の
分
極
は
、
皆
様
も
良
く
御
存
知
の
不
幸
な
恋
愛
小
説
『
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル

の
悩
み
』
（
一
七
七
四
年
）
の
主
人
公
の
服
装
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
作
者
ゲ
ー
テ
は
小
説
の
終

結
部
や
一
七
七
二
年
九
月
六
日
付
書
簡
で
、
「
黄
色
の
ヴ
ェ
ス
ト
と
ズ
ボ
ン
」
、
そ
し
て
「
青
色
の

燕
尾
服
」
に
触
れ
、
こ
の
分
極
に
よ
り
、
失
恋
に
悩
ま
し
き
主
人
公
の
心
の
裂
け
目
を
そ
れ
と
な

く
示
し
て
い
ま
す
。

　
話
題
の
一
方
の
黄
色
で
す
が
、
こ
れ
は
『
色
彩
論
』
第
七
七
八
節
や
第
七
六
五
節
で
説
明
さ
れ

て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
「
常
に
光
を
と
も
な
い
」
「
光
に
最
も
近
い
色
彩
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
例

え
ば
ゴ
ッ
ホ
の
名
画
『
ひ
ま
わ
り
』
の
燃
え
る
黄
色
が
、
炎
の
如
き
日
射
し
の
強
さ
を
物
語
っ
て

お
り
ま
す
点
、
ま
た
太
陽
の
色
と
致
し
ま
し
て
は
、
ト
ラ
Ｌ
ク
ル
の
詩
歌
『
太
陽
』
第
一
句
で
歌

わ
れ
て
お
り
ま
す
「
黄
色
」
が
、
西
欧
の
人
々
に
は
普
通
の
表
象
様
式
で
あ
る
点
な
ど
考
え
て
み

ま
す
と
、
光
と
黄
色
と
の
親
近
性
を
認
め
得
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
『
生
の
な
か
ば
』
冒
頭
の
「
梨
」
の
黄
色
が
浴
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
そ
の
黄
と
分
極

な
す
碧
空
の
青
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
清
澄
な
る
大
気
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
自
身
が
『
悲
歌
』

第
四
四
句
で
歌
っ
て
お
り
ま
す
「
天
上
『
の
（
神
々
し
き
）
青
」
（
ｄ
ａ
ｓ
　
h
i
m
m
l
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｂ
ｌ
呂
）
、

あ
る
い
は
『
メ
ノ
ー
ン
悲
歌
』
第
四
六
句
の
「
神
気
の
青
」
（
ａ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｓ
ｏ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｂ
ｌ
ａ
ｕ
）
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
ト
ラ
ー
ク
ル
の
『
聖
歌
』
第
三
句
に
は
、
「
神
の
青
き
息
吹
き
が
吹
き
渡
る
」
（
（
い
ｏ
は
謡

に
印
に
～
〇
ｄ
ｅ
ｍ
　
w
ｅ
ｈ
ｔ
）
と
も
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
碧
空
の
清
澄
な
る
青
に
浴
し
、
詩



付
録
ふ
Ｃ
Ｉ
Ｉ
Γ
ｍ
ｌ
ｍ
Ｚ
Ｔ
Ｕ
Ｍ

　
　
　
　
二
九
八
六
年
五
月
一
五
日
、
日
本
独
文
学
会
・
昭
和
六
一
年
度
・

　
　
　
春
季
研
究
発
表
会
、
中
央
大
学
に
お
け
る
口
頭
発
表
。
　
く
ｏ
３
　
ｒ
ａ
ｇ

　
　
　
ｂ
ｅ
ｉ
ｍ
　
Ｆ
ｒ
ｕ
ｈ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
ｋ
ｏ
ｎ
ｇ
ｒ
ｅ
Ｂ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
の
ｓ
ｅ
ｌ
ｌ
ｓ

ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ

　
　
　
ｆ
ｉ
ｉ
ｒ
（
j
e
ｒ
m
a
n
i
ｓ
ｔ
ｉ
ｋ
　
ａ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｃ
ｈ
ｕ
ｏ
-
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
ｔ
ａ
ｔ
　
ｉ
ｎ
　
Ｔ
ｏ
ｋ
ｙ
ｏ
　
ｄ
回

　
　
　
↑
５
.
　
Ｍ
ａ
ｉ
　
１
９
８
６
）

明
鏡
と
水
底
－
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
短
詩
『
生
の
な
か
ば
』
に
お
け
る
色

彩
の
調
ベ

エ
ｍ
一
Γ
一
（
一
一
Ｚ
Ｃ
（
い
エ
。
「
ｍ
Ｒ
Ｎ
　

　
Ｆ
ａ
ｒ
ｂ
ｅ
コ
ｔ
ｏ
ｎ
ｅ
　
　
　
i
n
　
エ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
ｓ
　
　
　
Ｋ
ｕ
ｒ
ｚ
-

ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　

，
工
ａ
ｌ
ｆ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
”

　
　
高
　
橋
　
克
　
巳

Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
｡
　
Ｋ
ａ
ｔ
ｓ
ｕ
m
ｉ

要
旨
（
約
八
〇
〇
字
）
［
第
四
三
巻
、
横
組
］

は
じ
め
に

巾
　
黄
と
青
の
分
極
（
Ｐ
ｏ
ｌ
ａ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｌ
ｂ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｂ
ｌ
ａ
ｕ
）

　
　
　
7
0
頁

　
　
　
6
9
頁

6
9
頁
－
6
8
頁

閣
　
紅
潮
（
Ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
i
n
ｓ
　
Ｒ
ｏ
ｔ
ｅ
）
と
、
青
へ
の
深
沈
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｅ
ｍ
ｎ
ｇ
　
ｉ
ｎ
ｓ
　
Ｂ
ｌ
ａ
ｕ
ｅ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
8
頁
－
6
7
頁

閣
　
明
暗
の
統
一
　
（
Ｅ
ｉ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
回
m
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｄ
ｕ
ｎ
ｋ
ｌ
ｅ
ｍ
）
　
　
　
　
　
　
6
7
頁
1
6
6
頁

七
〇
（
7
0
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
三
巻
　
二
九
九
四
年
）
　
人
文
科
学

要
旨
（
Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｕ
Ｍ
）
　
約
八
〇
〇
字

　
生
の
夏
景
色
と
冬
景
色
に
二
分
さ
れ
る
『
生
の
な
か
ば
』
の
中
間
に
、
作
品
を
読
み
解
く
鍵
と

な
る
言
葉
「
神
聖
か
つ
覚
醒
」
（
Ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
ｎ
ｉ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
神
聖
な
霊
気
に
陶
然
と

し
つ
つ
も
か
つ
覚
醒
し
て
い
る
意
で
あ
る
。
そ
し
て
前
半
の
多
彩
な
夏
景
色
に
神
聖
な
色
界
を
見

る
点
で
は
、
ど
の
研
究
も
変
わ
り
な
い
。
だ
が
後
半
の
冬
景
色
を
果
し
て
覚
醒
の
成
果
と
す
る
か
、

或
い
は
余
り
に
覚
醒
し
過
ぎ
た
状
態
と
す
る
か
で
、
解
釈
は
分
か
れ
る
。
後
者
の
場
合
は
冬
景
色

が
詩
趣
に
乏
し
い
と
か
、
詩
作
の
終
焉
を
暗
示
す
る
な
ど
と
評
し
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
そ
し

て
程
好
く
覚
醒
し
て
い
る
夏
景
色
が
、
こ
の
場
合
は
神
聖
か
つ
覚
醒
の
境
地
と
さ
れ
、
詩
想
は
前

半
で
丸
く
収
ま
り
、
全
一
の
調
和
を
形
造
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
こ
れ
を
本
発
表
は
片
手
落
ち
で

あ
る
と
批
判
し
、
敢
て
後
半
の
暗
い
冬
景
色
を
覚
醒
の
成
果
と
見
る
。
す
な
わ
ち
牧
歌
風
な
諧
調

の
前
半
を
補
い
、
さ
ら
に
悲
劇
を
想
わ
せ
る
凄
惨
な
色
調
の
後
半
が
加
わ
っ
て
、
初
め
て
『
生
の

な
か
ば
』
は
全
体
と
し
て
神
聖
か
つ
覚
醒
と
な
り
得
る
と
本
発
表
は
主
張
す
る
。

　
そ
こ
で
今
ま
で
作
品
解
釈
で
留
意
さ
れ
な
か
っ
た
色
彩
が
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
神
聖

か
つ
覚
醒
の
色
と
し
て
は
、
ゲ
ー
テ
が
『
色
彩
論
』
で
明
暗
の
統
一
を
見
た
青
が
考
え
ら
れ
る
。

実
際
こ
の
青
は
『
生
の
な
か
ば
』
の
場
合
、
そ
の
前
半
の
碧
空
や
湖
面
の
空
色
や
水
色
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
後
半
の
水
底
の
深
い
青
色
に
も
認
め
ら
れ
、
こ
の
作
品
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
そ
し
て

青
と
分
極
な
す
黄
の
梨
か
ら
前
半
は
始
ま
り
、
野
茨
の
紅
、
そ
れ
に
恋
に
燃
え
る
白
鳥
に
お
い
て

紅
潮
（
Ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｉ
ｎ
ｓ
　
Ｒ
ｏ
ｔ
ｅ
）
す
る
。
と
同
時
に
青
色
の
湖
面
へ
と
黄
梨
や
野
茨
が
大
地

　
　
　
　
　
・
一
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・

も
ろ
と
も
懸
か
り
、
更
に
は
恋
し
合
う
白
鳥
の
番
が
頭
を
浸
す
。
こ
の
青
へ
の
深
沈

（
く
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｉ
ｎ
ｓ
　
Ｂ
ｌ
麗
の
）
は
、
後
半
の
冬
景
色
で
囲
壁
の
灰
青
な
ど
へ
と
転
調
し
つ
つ
も
、

決
し
て
虚
無
の
真
暗
闇
と
な
る
こ
と
な
く
、
言
わ
ば
闇
な
き
夜
空
を
形
造
る
。
従
っ
て
、
『
生
の

な
か
ば
』
後
半
は
詩
興
に
欠
け
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
な
ら
で
は
の
悲
壮
美
を
堪

え
て
い
る
と
言
う
方
が
適
切
で
あ
り
、
こ
の
暗
い
後
半
と
の
対
比
で
こ
そ
、
明
か
る
い
前
半
も
映

え
る
の
で
あ
る
。
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