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　　Augustin, l'auteur de･ 1a ≪Cite de Die・ (413-426) a condamnfe les demons a l'enfer, soit les dieux paiens,

soit les anges dechus. parce qu'ils sont contraires ａ la monarchie absolue de Dieu. II est ennemi des idees

misericordieuses et tolerantes ｐｏリｒchasser OrigSne qui pretend que tous les ｄをmons deviendront enfin

bienheureux. Cette autocratie despotique du Dieu augustin est dechue de ses privileges par la renaissar!ce

des dieux de rOlympe que Schiller nomme "demons plus purs≫ dans ses ≪Artistes≫(1789), et pourtant ils

ne representent que de 《qualites avenantes)》dans ses ≪Dieux de la Grむむe≫(1788)トEn plus du manque de

dignite, ils habitent au ≪royaume des ombres" d'apres≪L'ideal et la vie≫ de Schiller ｅ'n 1795. A C6tトdes

･:<dieux de la GrSce>｡le ≪saint Barbare〉》eclipse tous ses rivaux. Ce Dieu augustin fequivaut au roi scythe

qui se donne pour ≪barbare≫ dans ≪Iphigをnie>〉de Goethe en 1787, bien que rherolne le consi�re comme

Ｓｏｎ《･second pere≫. Les extremes se touchent chez Goethe, tandis qu'ils se polarisent chez Schiller. Dans

(･Pain et
ｖin･) (1800-1801), Holderlin herite de cette polarisation entre rhellenisme et le christianisme, et

cependant sa passion pure, l'essence de la ･≪Grece bienheureuse≫, fait la synthfese des forces antagonistes qui

se sont envenimees dal!S Ies ≪Dieux de la Ｇｒをce≫.En outre, il felicite non seulement les ademons plus

purs･)de rOlympe serein, mais aussi C6ｒとS et Dionysos, c'est-a-dire la dをesse du Pain et le dieu du Vin.

11 en resulte que le ciel ethere se marie avec le royaume souterrain des ombres. C'est CEdipe ou Jesus-

Christ qui offre sa 皿己diation pathetique dans le grave dfechirement entre les cieux et les ombres. Ce

pathetisme tragique fait equilibre a la passion pure du lyrisme de Holderlin: ≪Bienheureux ceux qui sont

purs en leur coeur, car ils verront Dieu.≫ (≪Matthieu>》5.8)

（１）。WIEDERKEHR ZUM ＬＩＣＨＴＥ“

　Im Marz 1789 veroffentlicht Schiller seine 。Kunstler“（ＮＡ1.201-214), um die 。spate Wieder-

kehr zum Lichte“(V. 68) auf die Menschen in der Gestalt der Ktinstler zu beziehen. Sie wan-

deln 。auf schwerem Sinnenpfad“(V. 69) und zielen auf den 。Strahlensitz der hochsten Schone“

(V. 460), die nach dem griechischen Ideal der Kalokagathie eben dem hochsten Guten und der

offenbaren Wahrheit entspricht. Das Schone ist sowohl der Endzweck als auch der Ursprung

des menschlichen Geistes: ｡Nur durch das Morgenthor des Schonen / drangst du in der Erkennt-
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nili Land.“ト(V. 34f,) So fangt der Mensch mit dem Schonen･ａｎ.･　Zugleich beabsichtigt ｅｒ,:daB

｡seine Wissenschaft, der Schonheit zugereifet, / zun!Kunstwerk wird geadelt seyn.“（Ｖ.4り4f.)

　　　　　　　　　　　　　　●　●　　｡●●　　　　｜　　　　　●　　　r●　｜　　　｡　　　　　　　　　　　　　　.Also hat die Dichtkunst den Vorzug vor der Philosophie: 。Lang, eh die べA^eisen ihren Ausspruch

wagen,川晶t eine Ilias des Schicksals Rathselfragen / der jugendlichen Vorwelt auf.“(V. 232ff.)

　　Ferner schlagt Schiller seine 。asthetische Erziehung des Menschen“(1795) vor, die zwar den

｡へA'^egzu dem Kopf durch das Herz“（ＮＡ ‘20.332) bedeutet; aber gerade im　。Kopf“ geht es

zuletzt um jenen 。Strahlensitz der hochsten Schone“レ･ Die asthetische ，Schonheit ist das Alpha

und Omega. Schillers Schuler, Holderlin, Hegel und Schelling, fassen ihren Gedanken im 。alte-

sten Systemprogramm des deutschenしIdealis皿ｕｓ“(1796):=｡Ｄｅｒ。Philosoph muB eben so viel as-

thetische　Kraft besizen, als　der　Dichter. Die　Menschen　ohne　asthetischen　Sinn　sind　unsre

Buchstaben　Philosopher!, Die　Philosophie des Geistes　ist eine asthetische　Philosophie.“(StA

4.298) Nur der 。asthetische Sinn“　。auf schwerem Sinnenpfad“ kann im Zwiespalt vom wirk-

!ichen Diesseits und dem idealisierten Griechentum vermitteln. Angesichts dieser klassischen

Heimat der Schonheit gilt also Schillers 。Wiederkehr zum Lichte“ 狛ｒ seine 。selige Vollendung“

in seinen eigenen 。へｖｅｒｋｅｎ“（｡DieKunstler“ V. 2921).

　　Im selig･ vollendeten Kunstwerk der 。Kunstler"･kommen die Lichtgestalten der 。Himmlischen“

zuriick, die einst das irdische Leben verlassen haben, als 。der Erschaffende von seinem Ange-

sichteΛden Menschen. inﾚdie Sterblichkeit verwieli, / und ｅｉｎ･eS･pate Wiederkehr zum Lichte /

auf schwerem Sinnenpfad ihn findをｎ hiefi.“(V. 66-70) Unter den glanzenden 。Himmlisc‘ｈｅｎ“,die

christlich nichts anders als Engel sind, ragenニdie olympischen Gotter a1Sへ.reinere Damonen“（Ｖ.

56) 1n Schillers　。Kunstlern“　hervor. Die　。Damonen“　tiberhaupt, besonders　den　。Teufel　und

seine　Engel“(Matth. 25.41:　NT　71) verdammt　die･　orthodoxe　Autoritat　im.。Gottesstaat“

(413-426), lebt im festen Glauben an die 。ewige Strafe der Damonen“(21.23: PL 41.736) und

schreibt･ gegen　die　。Toleranten“(misericordes), unter　denen　der　noch　。tolerantere　Origenes“

(21.17: PL 41.731) behauptet, dali sogar die verdammten Damonen der Holle wieder die ewige

Seligkむit erlangen. Ihii anathematisiert die Okumene im fiinften Konzil von 553, um seinen ket-

zerhaften Kerngedanken der 。Wiederbringung der Damonen“ (restitutio daemonum) abzulehnen

　(ES 142). Denn ihre Rehabilitation widerspricht der despotischen Alleinherrschaft des Augu-

stinschenしGottes.　　｡･　　　　　　　　　　　　　し.

　　Die absolute Monarchie vom 。Gottesstaat‘’verfiel unter Mitwirkung der nationalen Selbstbe-

stimmung, des katholischen Autodafes uhd der ｎｅｕかitlichenヶRenaissance:。Auf Hesperiens Gefil-

den sproBten / verjiingte Bluth･en Joniens hervor.“（｡DiをI Kiinstler“ Ｖ. 368f.) Die Krone der 。ｖｅｒ。

jungten Bluthen Joniens“ machen Schillers olympische Gotter aus, die den verlassenen Himmel

wiedergewinnen. Diese 。Ionischen Getter“（｡ｖｅr!orenes Paradies“　1667. 1.508) aber bleiben

bei Milton noch in der HoUe und gehoren zu Satans Freunden (BM 30）.Ａｕch im ersten Teil

von Goethes 。Faust“(1808) sagt der 。０ｒthodoｘ“im 。べiValpurgisnachtstraum“: 。So wie die Gotter

Griechenlands, / so ist auch er ein Teufel.“(V. 42731:HA 3.133) Dementsprechend putzt der

schwarze Mephistopheles im zweiten Teil das heitere Griechentum herunter: 。Das Griechenvolk,

es taugte nie recht viel! / Doch blendet's euch mit freiem Sinnenspiel, / Verlockt des Menschen

Brust zu heitern Siinden,“(V. 6972ff.:HA 3.213f.) Gegen diese 。grause Nachtgeburt“(V. 8695)

polemisiert der griechische Choｒ: 。Wagest du Scheusel / Neben der Schonheit / Dich vor dem

Kennerblick / Phobus' zu zeigen? / Tritt du dennoch hervor nur immer; Denn das　Haiiliche
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schaut er liicht, / Wie sein heilig Auge noch / Nie erblickte den Schatten.‘し(V. 8736ff.:HA

3.2621)ト　　＝　　　ト･．Ｉ・ト･･　　／　。，　　　　　：　／ｉ／　　。レパパ　　　　　･.　I　　　｡・｡　　－

　｡Ewig klar und spiegelrein und ebenΛFlieBt das zephyrleichte Leben / Im Olymp den Seligen

dahin.“（｡Das Reich dむｒSchatten“－1795.　ｖレIff.:NA 1.247) So singt Schilie卜in der Urfassung

von　。Das　Ideal　und　das　Leben“(1804). Im　Verstandnis ･deｒ。.reineren　Damonen'‘　steht er

seinem｡Freund, dem Verfasser des 。Faust“nach. Denn das 。Reich der Schatten“ nennt er 。der

SchonheiレSchattenreich“(V. 40: NA 1.248) und･seine｡Seligen im -Olymp“ entsprechen gerade

den 。Schatten“,die der 。Kennerblick Phobus'“ nach Goethe 。ｎｉｅ･erblickte“. Schiller△kennt noch

kein　griechisches　。Mysterium　im　vollen　Licht“にdas Hofmannsthal in≒ seinem･｡Grieche�ａｎｄ“

(1922) furs Wesentliche∧der　antiken Schonheit halt:｡Ｄｉｅ･homerischen　Gotter und Gottinnen

treten fortwahrend ausづder hellen ･Luft ･hervor; nichtsグerscheint natiirlicher,sobald manヽdieses

Licht kennt.“(HP 4.157)

（２）。。ＤＩＥ,ＬＩＥＢＬＩＣＨＥＮ＼ＥＩＧＥＮＳＣＨＡＦＴＥＮDER GRIECHISCHEN ＭＹＴ．ＨＯＬＯＧＩＥ一一

　　Die。.reineren　Damonen“　werden　ｚｕｍ･ Thema　in= Schillers･ 。Gottern･ Griechenlandes‘｡‘（ＮＡ

！｡190-195), die im Marz　1788 erscheinen;　Scharf kontrastieren die -｡schonen li�ten Bilder“

der Olympier mit dem 。heiligen･Barbaren“ und seinen Engelnに.Schone lichte Bilder / scherztむｎ

auch um die Nothwendigkをit, / und ,das ernste Schicksal blickte milder / durch den Schleyer

sanfter Menschlichkeit.ΛNach der Geister schrecklichen Gesetzen / richtete kein heiliger Barbar,

dessen Augen Thranen nie benetzen, zarteへA'^esen,die ein･Weib gebahrﾌﾟ‘(V. 109ff.) Der 。heilige

Barbar“。ein Aufienstehender, mischt sich j［fremde Angelegenheiten: 。AUe jene Bluthen sind

gefallen ･/ Ｖｏｎ･des Nordes winterlichem Wehn｡ / Einen zu bereichern, unter alien, / mulite diese

Gotterwelt vergehnダ（Ｖ.･153ff.) Am allerersten gehOrレder eine Gottしdem protestantischen一一Nor-

den, dem Geburtsort von Schiller und Milton. Die gemeinsame Mentalitat ｖｏｎ･beiden zeugt von

der Uberlegenheit des nilchternen Verstandes vor der warmen Sinnlichkeit. Bei Milton spielt

Eva im Paradies die Rolle einer reizenden Gottin:’｡Siegieng mit einem Betragen fort, das einer

Gottinn anstandig ware, nicht ohne ihre Aufwarterinnen, denn ein Gefolge von liebreitzenden

Gratien warteteつih･ｒ，･alsih:rer.Konigin, aufｸﾞ(8.59ff.: BM 336) Ihr Reiz ist da･fur ursachlich,

Gottes Befehl zu vernachlassigen. Letzten Endes werden sie beide ･Ｖｏｍ･Paradies ausgeschlossen｡

　　べA'aredi･e gottergleiche Eva vom vernii･nftigen Adam abhangig,･ konnte das Ehepaar den Tod

vermeiden, der auf die Vertreibung folgt;　Nichtsdestoweniger ist der Tod ein notwendiges Ubel.

べNie Eva fur Adam, sind die griechischen Gotter filr Schiller anziehend.･ Aber diese Anziehung

gibt dem Partner kein beruhigendes Gefiihl der Sicherheit, da er sich den 。heiligen“Schopfer

zur geistigen Stiitze erwahlt hat. lnしseiner Brust wohnen zwei SeelenよＵｍトderen Vereinigung

bittet der Dichter seinen 。Schopfer des Verstandes¶‘zum BeschluB der 。Gotter･Griechenlandes“:

｡Dessen Stralen mich darnieder sehlagen. / Werk und Schopfer des ･Verstai!deSトdir / nach ･zu

ringen, gib mir Flugel, べiVaagen / dich zu wagen¬Oder nimm von mir / nimm die ernste strenge

Gottin wieder, / die den Spiegel blendend vor mir halt; / Ihre sanft're Schwester sende nieder, /

spare jene 乱ｒ andre Welt.“ (V. 193ff.) Schiller nennレdie二strengeダGottin'‘ der Iiitelligenzsein

eigen, wahrend　er sich　nach　der　。sanft'ren“　Gottin　derSinnlichkeit sehnt, dieにseinem Geist

fehlt.　Diesen　eigenen　Defekt projiziert　er dann　auf　seineバolympischen ｡･･Getter,die　in -｡der
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Schonheit Schattenreich“ jenseits von seinem wirklichen Leben, namlich 。nur in dem Feenland

der Lieder“(V. 147) schweben:。Muiiig kehrten zu dem Dichterlande / heim die Getterｸﾞ（Ｖ.

173f.) Schiller selbst bekennt ohnehin im Brief an Korner vom 25.12.1788: 。Die Gotter der

Griechen, die ich ins Licht stelle sind nur die lieblichen Eigenschaften der Griechischen Mytho-

logieヽin eine Vorstellungsart zusammen gefaBt.“（NA 25.167)｡

　　In demselben Brief an Korn町erwahnt der Dichter auch den 。heiligen Barbaren“: 。Der Gott

den ich in den Gottern Griechenlands in Schatten stelle ist nicht der Gott ･der Philosophen, oder

auch nur das wohlthatige Traumbild des groiien Haufens, sondern es ist eine aus vielen geb-

rechlichen schiefen Vorstellungsarten zusammen gefloBene MiJJgeburt.“ Nicht dieser 。Mifigeburt“，

sondern vielmehr jenen 。lieblichen Eigenschaften'‘ der Gotter entspricht das 。wohlthatige Traum-

bild　des ・grolien　Haufens“, das　den犬Dichter　kaum　interessiert. Eigentlich　beseelt　er　den

｡heiligen　Barbaren“, weil　diese　。MiBgeburt“　eben　。nach　einer　gewaltsamen　Operation, d. i.

nach　Absonderung　und neuer　Zusammenfiigung　wurde“, wahrend　die　Gotter　durch　bloBe

｡Zusammenfiigung“ mythologischer Kenntnisse ohne besondere 。Absonderung“ der 。gewaltsamen

Operation“ entstanden. In diesem Zusammenhang konnen wir Goethes 。Iphigenie“（ＨＡ 5.7-67)

von 1787 vor Schillers －｡GOttern Griechenlandes“ bevorzugenに Zur griechischen Seite gehoren

Iphigenie, ihr Bruder und sein Freund. Ihnen tritt der skythische Konig feindlich gegenilber,

der sich selber fur einen 。Barbaren“(V. 1937) ausgibt, obschon er jvon der Heldin ihr 。zweiter

Vater“（Ｖﾚ1641 / Ｖ. 2004) wiederholt genannt wird. So ist er wohl ein 。heiliger Barbar“, aber

kein geschworener Feind der Heroin. Auch er sieht in ihr keinen ErzfeindにTrotz･ der Feind-

seligkeit schafft: ihr　。heiliger“ Bund mit dem 。zweiten Vater“　einen Ausgleich. Ihre　。schone

Seele“(V. 1493)･Oder 。reine Seele“(V. 1583卜一verkorpert die･ griechische Lichtgestalt, die vor

ienem heilig barbarischen 。Schopfer des Verstandes“ nicht verblaBtニIm Gegenteil verblassen

Schillers 。schone lichte Bilder“ der 。Gotter Griechenlandes“， wenn die Gottin der Intelligenz, die

Erbtochter des 。heiligen Barbaren“， ihren 。Spiegel blendend“ vor ihnen halt.

（3）。SEELIGES ＧＲＩＥＣＨＥＮＬＡＮＤ“

　Schillers ，scharfen　Gegensatz　von　Hellas ’und　Hesperien　iibernimmt　Holderlins　。seeliges

Griechenland“(V. 55) in 。Brod und Wein“(StA 2.90-95) von 1800-1801, obwohl es durchs

｡reine Herz“ des lyrischen Dichters S0 。selig“purifiziert wird: 。Selig sind die reines hertzen

sind / Denn sie werden Gott schawen.“(Matth. 5.8: BG II. 247) Dieser Geist der Reinheit, der

ein Bruder der 。schonen ･Seele“ der Iphigenie ist, deckt den oben genannten Defekt Schillers,

der das heitere Griechentum zum 。Schattenreich“-macht. Dem 。Schattenreich“entspricht viel-

mehr das christliche Abendland im Norden, das Holderlin 。Hesperien“ (V. 150) nennt: 。Keines

wirket, denn　wir　sind herzlos, Schatten, bis unser / Vater　Aether erkannt jeden und　alien

gehert.“(V. 153fうDie Seligkeit eines 。reinen Herzens“ hangt von der asthetischen Erkenntnis

des 。Vaters Aethers“，die der Dichter sich als Ziel des 。seeligen Griechenlands“ setzt:。Wo, wo

leuchten sie denn. die fernhintreffenden Spriiche? / Delphi schlummert und wo tonet das groBe

Geschik?/ Wo ist das schnelle? wo brichts, allgegenwartigen Gltiks voll / Donnernd aus heite-

rer Luft liber die Augen herein? / Vater Aether! …“(V. 61ff.) Hier vermittelt die Tragik im

Streit zwischenトHellas und Hesperien. Die Frage, wie Holderlin die Tragodie verstand, lalit
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sich am besten mit seinen eigenen Worten erklaren: 。Die tragische Darstellung beruhet, wie in

den Anmerkungen zum Oedipus angedeutet ist, darauf, daB der unmittelbare Gott, ganz Eines

mit dem Menschen, dali die unendliche Begeisterung unendlich, das heilit in Gegensazzen, im

BewuBtseyn, welches das BewuBtseyn aufhebt, heilig sich scheidend, sich falit,und der Gott, in

der Gestalt des Todes, gegenwartig ist.“（｡Anmerkungen zur Antigona“ 1804. Kap. 3: StA 5.269)

　　Im 。seeligen Griechenland“ ist kein leidender Held wie Oedipus, sondern Christus die Krone

der Tragik. Denn im 。Gekreuzigten“(Matth. 28.5: NT 82) ist die Verbindung ｖｏｎ十Gottund

Menschen enger als in der griechischen Tragodie, weil sich der Gottmensch mit Leib und Seele

fest an seinen dreieinigen Gott ankniipft und seine Menschlichkeit und Gotteit unzertrennlich

sich vereinen. Dagegen bilden ｚ. B. Oedipus und ApoUon wohl ein organisches Garizes, aber

der delphische Gott tritt nicht an den Tag, um sich verborgen hinter dem untergehenden Helden

zu　zeigen. Ein　solcher　Heros　spielt die　Hauptrolle　im　hymnischen　Hohepunkt, woraus　das

｡groBe Geschik“(V. 62) ins Schattenreich hereinbricht. Dem Hohepunkt folgen die Verse uber

die 。seeligen Gotter“(V. 91) bis zum V. 106: 。ぺiVarumzeichnet, wie sonst, die Stirne des Man-

nes ein　Gott nicht, / Driikt den　Stempel, wie　sonst, nicht　dem Getroffenen ａｕf?“(V. 105f.)

Grammatisch geht 。ein Gott“（Ｖ.105）･dem kommenden Personalpronomen im V. 107　voraus.

Nichtsdestominder deutet es inhaltlich den christlichen Gott ａｎ:。Oder er kam auch selbst und

nahm des Menschen Gestalt an / ･Und vollendet' und ･schloB trostend das himmlische Fest.“（Ｖ.

107f.) Als Krone der Gotter und Heroen reift Christus das 。himmlische Fest“ zur Vollendung.

Er kommt 。auch“neben den griechischen Damonen und nimmt selbst des sterblichen 。Menschen

Gestalt“ an, um gekreuzigt zu werden, wahrend sich die Getter in dむｒTodesgestalt der Helden

verbergen. Im gekreuzigten Christus also bilden Gott und Mensch, mit anderen Worten Himmel

und Erde, eine Einheit.

　　Den Himmel der 。reineren Damonen“ symbolisiert der 。fernhintreffende“Phobus ApoUon, der

Oedipus mit dem 。groBen Geschik“ auf offener Buhne schlagt. Auf der anderen Seite verfolgt

deｒへA^eingott Dionysos im Zuschauerraum d･ie Tragodie mit Anteilnahme. Diesen nennt Holder-

lin den 。kommenden Gott“，der 。im Lande Kadmos“(V. 53) geboren, auseinandergerissen und

wiederbelebt wird: 。Dorther kommt und zurtik deutet der koramende Gott. / Seeliges Griechen-

　　　　　　　　　　　　　　　　　W　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　■land!…“（Ｖレ54f.) Im diametralen Gegensatz zum himmlischen ApoUon gehort er zu anderen

Gottheiten, unter denen auch Demeter, die Gottin des Brots, in Holderlins 。Brod und Wein“

heraufsteigt. Beide eucharistischen Elemente sind im christlichen Gottmenschen zu einer Einheit

verschmolzen, da sein Leib dem 。Ｂｒod“und sein Blut dem 。Wein“ entspricht (Matth. 26.26ff.:

NT 73) . In der Mythe haben zwar die Damonen des Brots ｕndべA'^eins mehr mit der frucht-

baren Erde zu tun. als mit dem heiteren Himmel. Aber Si･ｅstehen im Bund mit den Lichtge-

stalten　der Olympier, wie　Holderlin singt: 。Brod ist der Erde Frucht, doch　ists　vom　Lichte

geseegnet, / Und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins." (V. 137f.) Aufgrund

dieser Vertrautheit der 。reineren Damonen“ mit Dionysos, Demeter und anderen Gottheiten der

｡Mutter　Erde“（｡Der　Mutter　Erde“　1800: StA　2.123) beseelt　Hoderlin　Schillers　wesenloses

｡Reich der Schatten“｡

’ln 。Brod und べＶｅｉｎ“vermitteln sowohl Christus wie auch die 。seeligen Gotter“ im dualisti-

schen Zwiespalt vom griechischen 。Ideal“und dem irdischen 。Leben“:｡Zwischen Sinnengluck und

Seelenfrienden / Bleibt dem Menschen nur die hange べ/Vahl./ Auf der Stirn des hohen Uraniden
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/ Leuchtet ihr vermahlter Strahl.“（｡Das Reich der Schatten‘’V. 7ff.:NA 1.247) Bei Schiller

polarisierei!　。der　Schonheit　Schattenreich“　und　。des　Erdenlebens / Schweres　Traumbild“（Ｖ｡

175f.):。Ueber diesen grauenvollen SchlundブTragt kein Nachen, keiner Brucke Bogen, / Und

kein Anker findet Grund.“(V. 128ff.) Jene 。Wiederkehr zum Lichte / auf schwerem Sinne叩fad“

vollzieht sich　noch　niC･ht　bis　。zu　dem　Kopf durch　das　Herz“, wie es　Schillers　。asthetische

Erziehung des Menschen“ eigentlich fordert. Denn ihm fehlt solch ein 。reines Herz“，das sich

geradewegs f廿S　。seelige Griechenland“ entscheidet und nur dadurch zum　。heiligen Barbaren“

drangt, der　im　ReinigungsprozeB　der　Tragik　mit　dem －gekreuzigten　Christus　korrespondiert.

Erst ・Holderlin gelangt zur　Idee, den　christlichen Gotttnenschen　den　。seeligen　Gottern←zuzu-

zahlen. Dabei harmoniert sein S0 。reines Herz“，das nach Jesus ;,G0tt schawen“ wird, mit jenem

griechischen 。Mysterium im vollen Licht“. An :diese Harmonie hat sogar Schiller kaum gedacht.
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一

九

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

s
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
)
が
約
束
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
、
現
世
に
お
い
て
人
類
に

叶
え
ら
れ
る
至
福
へ
の
道
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
む
し
ろ
来
世
に
至
福
を
説
く
宗
教
に
は

一
見
し
た
と
こ
ろ
関
係
な
さ
そ
う
で
す
。
し
か
し
資
料
�
に
併
せ
記
し
ま
し
た
『
ル
カ
福
音
書
』

（
1
7
の
2
1
）
に
よ
れ
ば
「
神
の
国
は
汝
ら
の
只
中
に
あ
る
」
と
イ
エ
ス
が
述
べ
て
お
り
ま
す
か
ら
、

そ
の
神
の
国
へ
と
至
る
道
も
現
世
に
お
け
る
私
達
の
魂
の
中
に
探
す
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
観
点
を
重
ん
じ
ま
し
た
啓
蒙
時
代
の
人
に
、
皆
様
も
御
存
知
の
レ
ブ
ン
ン
グ
が
い
ま

す
。
次
の
資
料
�
に
は
、
そ
の
『
人
類
の
教
育
』
（
一
七
八
〇
年
）
よ
り
第
九
二
節
と
第
九
六
節

を
引
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
「
人
類
を
そ
の
完
成
へ
と
近
づ
け
る
悠
然
た
る
大
車
輪
」
と
か
、

「
わ
が
完
成
へ
の
歩
み
全
体
」
が
関
心
の
的
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
但
し
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
場
合
は
、

そ
こ
に
加
え
て
引
用
し
ま
し
た
第
六
五
節
の
言
葉
通
り
、
「
人
間
の
分
別
知
性
（
ご
～
応
乱
）
そ

の
も
の
が
持
ち
こ

は
言
わ
ば
一
種
の

ん
だ
光
明
」
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
線
で
『
人
類
の
教
育
』

知
性
改
善
論
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
と
は
趣
を
異
に
致
し
ま
し
て
、
シ
ラ
ー
の
『
芸
術
家
』
は
美
を
目
指
す
人
間
教
育

(
ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｅ
ｒ
ｚ
ｉ
ｅ
ｈ
ｕ
ｎ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
)
を
旨
と
し
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
ま
し
て
は
、
資

料
�
に
引
用
し
ま
し
た
『
芸
術
家
』
の
終
結
部
の
一
句
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
こ
で
究
極
目
標
に
据

え
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
は
、
通
例
の
至
高
善
（
ぎ
ヨ
日
に
～
ｇ
～
目
）
な
ら
ぬ
「
至
高
美
の
光
り
輝

く
座
」
（
第
四
六
〇
句
）
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
更
に
資
料
�
に
引
き
続
き
掲
げ
ま
し
た
『
芸
術
家
』

第
三
三
句
以
下
で
は
、
「
お
お
人
間
よ
、
汝
の
み
が
芸
術
を
持
つ
」
と
語
ら
れ
た
後
、
「
美
の
暁
の

門
を
通
り
て
の
み
、
汝
は
認
識
の
国
土
へ
と
踏
み
入
る
の
だ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
か
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ｄ
ノ
メ
　
　
　
■
Ｊ
　
ｊ
り
Ｉ

て
『
芸
術
家
』
の
場
合
は
美
が
、
人
間
の
「
至
福
な
る
完
成
」
に
と
り
ａ
に
し
て
の
な
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
「
至
福
な
る
完
成
」
へ
と
向
か
う
「
感
性
の
難
路
」
が
、
シ
’
ラ
ー
の
場
合
ま
ず
地
獄

の
道
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
光
の
世
紀
で
あ
る
啓
蒙
期
十
八
世
紀
に
あ
っ
て
詩

人
は
、
か
つ
て
宗
教
裁
判
な
ど
野
蛮
な
行
為
が
あ
っ
た
過
去
を
一
種
の
地
獄
と
看
倣
し
ま
す
。
そ

し
て
自
分
の
時
代
は
芸
術
家
に
と
り
、
言
わ
ば
地
獄
と
天
国
の
中
間
地
帯
、
つ
ま
り
煉
獄

　
プ
ー
ル
ガ
ー
ト
ー
リ
ウ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
ｓ
ｓ
χ
χ

(
Ｐ
ｕ
ｒ
ｇ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
i
目
）
と
映
じ
ま
す
。
し
か
も
煉
獄
は
「
感
性
の
難
路
」
と
し
て
現
世
の
只
中
に
あ
り

更
に
地
獄
は
歴
史
の
過
去
へ
と
葬
り
去
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
一
つ
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義

に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
万
物
が
天
国
へ
と
復
帰
す
る
か
ら
に
は
、
地
獄
も
一
種
の
煉
獄

に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　
問
題
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
煉
獄
そ
れ
自
体
が
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
の
産
物
で
あ
る
こ

と
が
一
つ
、
も
う
一
つ
は
煉
獄
を
専
ら
現
世
の
只
中
に
見
る
異
端
の
思
想
で
す
。
第
一
の
問
題
に

関
し
て
は
資
料
�
に
お
け
る
一
二
五
四
年
の
ロ
ー
マ
法
王
の
書
簡
を
御
覧
下
さ
い
。
そ
の
文
面
を

訳
す
と
、
こ
う
な
り
ま
す
。
「
す
な
わ
ち
（
東
方
教
会
の
）
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な

浄
罪
の
場
が
、
自
分
た
ち
の
博
士
た
ち
の
著
作
に
お
い
て
、
明
白
な
固
有
名
詞
で
述
べ
ら
れ
て
い

な
い
と
言
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
私
達
は
こ
れ
を
、
聖
な
る
教
父
た
ち
の
伝
統
と
権
威
に
基
ず
い

て
、
煉
獄
と
名
づ
け
、
将
来
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
の
下
で
も
、
こ
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
を
望
む
」

と
あ
り
、
こ
の
後
リ
ヨ
ン
に
お
け
る
第
十
四
回
公
会
議
二
二
七
四
年
）
で
法
王
の
意
向
が
正
当

化
さ
れ
た
と
、
西
方
ラ
テ
シ
教
会
は
考
え
ま
し
た
。
こ
の
結
果
ダ
ン
テ
が
「
煉
獄
」
を
堂
々
と
歌

い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
会
の
方
は
、
敢
て
煉
獄
を
認
め
る
西
方
教
会
の
意
向
を
、
正
に
オ

ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
と
し
て
排
斥
し
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
資
料
�
に
示
し
ま
し
た
一
二
三
一

年
の
記
録
を
御
参
照
下
さ
い
。
こ
こ
に
東
西
の
対
立
が
明
白
に
現
わ
れ
て
い
ま
す
。
。
か
く
し
て

西
方
ラ
テ
ン
教
会
は
煉
獄
に
生
存
権
を
与
え
、
挙
句
の
末
は
免
罪
符
販
売
に
ま
で
踏
み
出
し
、
煉

獄
な
ど
全
く
認
め
な
い
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
ま
す
。
他
方
シ
ラ
ー
の
よ
う
に

煉
獄
を
現
世
の
只
中
に
見
る
人
々
に
対
し
て
、
西
方
ラ
テ
ン
教
会
は
異
端
の
熔
印
を
押
し
ま
し
た
。

そ
れ
を
伝
え
る
資
料
が
、
御
手
元
の
資
料
�
に
挙
げ
ま
し
た
『
異
端
審
間
宮
提
要
』
で
す
。
こ
の

十
四
世
紀
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
「
真
正
の
悔
悛
、
お
よ
び
罪
過
ゆ
え
の
煉
獄
が
現
世
に
し
か
な
く
、

来
世
に
な
い
」
（
第
五
部
・
第
二
章
）
と
説
く
異
端
こ
そ
斥
け
ら
れ
る
の
で
す
。
。
。

（
平
成
四
年
九
月
　
Ｔ
日
受
理
）

（
平
成
四
年
十
二
月
二
十
八
日
発
行
）
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祖
タ
ン
タ
ロ
ス
も
至
福
へ
と
復
帰
す
る
救
済
劇
を
、
『
タ
ウ
リ
ス
の
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
は
要
請

し
て
い
る
と
読
め
ま
す
。
す
る
と
此
所
に
は
実
に
大
胆
な
復
帰
（
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
）
が
認
め

ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
先
祖
タ
ン
タ
ロ
ス
こ
そ
は
、
資
料
㈲
の
レ
ッ
シ
ン
グ
の
論
文
に
ご
ざ
い
ま

し
た
「
全
く
自
己
改
善
で
き
ぬ
罪
人
た
ち
」
の
代
表
と
看
倣
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
光
明

の
世
界
ギ
リ
シ
ア
の
精
神
を
体
現
す
れ
ば
、
こ
れ
程
ま
で
に
浄
め
る
力
を
獲
得
で
き
る
と
、
『
イ

フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
の
作
者
は
言
い
た
知
で
す
。

　
こ
の
様
な
ギ
リ
シ
ア
精
神
を
、
シ
ラ
ー
の
『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
も
前
提
と
し
て
、
古

典
美
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
を
人
類
史
の
源
と
し
ま
す
。
そ
し
て
『
芸
術
家
』
第
五
六
句
に
ご
ざ
い
ま

す
「
他
よ
り
純
粋
な
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
」
(
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｄ
ａ
ｍ
～
～
）
が
、
こ
こ
に
住
み
ま
す
。
こ
の

点
は
資
料
�
で
す
。
と
り
わ
け
第
五
九
句
の
「
空
恐
ろ
し
く
も
壮
麗
な
ウ
よ
フ
ニ
ア
ー
「
女
神
ア

プ
ロ
デ
ィ
ー
テ
古
」
が
生
彩
を
放
っ
て
い
ま
す
。
当
然
テ
ィ
ー
タ
ー
ン
神
族
な
ら
ぬ
オ
リ
ュ
ム

ポ
ス
神
族
を
念
頭
に
置
い
て
、
「
他
よ
り
純
粋
な
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
」
と
呼
ば
れ
、
こ
こ
に
資
料

山
で
異
端
と
さ
れ
ま
し
た
「
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
の
復
帰
（
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
）
」
が
実
現
し
て

い
る
と
見
ら
れ
ま
す
。

　
更
に
資
料
�
で
『
芸
術
家
』
第
六
六
句
以
下
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
「
創
造
主
が
自
ら
の

面
前
か
ら
、
人
間
を
死
す
べ
き
身
へ
と
追
放
し
、
将
来
に
お
け
る
光
明
へ
の

路
に
見
い
出
す
よ

け
た
」
と
あ
り
、

岨
間
に
命
じ
た
時
、
そ
の
時
に
天
上
の
者
た
ち
は
皆
そ

絣
、
感
性
の
難

人
間
か
ら
背

ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
達
ダ
イ
モ
ー
ン
の
群
が
、
こ
こ
で
は
「
天
上
の
者
た
ち
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
女
性
の
複
数
対
格
で
申
し
ま
す
と
「
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
ス
」
と
な
り
、

資
料
剛
で
御
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
オ
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
者
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
の
叙
事
詩
の
題
名
を
連

想
さ
せ
ま
す
。
と
に
か
く
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
け
る
「
天
上
の
者
た
ち
」

も
、
こ
の
場
合
と
同
様
神
々
を
指
し
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
神
々
の
代
表
が

Ｉ
　
め
が
み

美
の
女
神
で
す
。
こ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
が
み
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Ｓ

『
芸
術
家
』
に
お
い
て
は
、
美
の
女
神
ウ
～
フ
ニ
ア
ー
、
つ
ま
り
天
上
の

美
の
女
神
で
す
。
こ
れ
を
更
に
シ
ラ
ー
は
御
手
元
の
資
料
�
に
引
用
の
第
四
三
三
句
以
下
で
、

「
優
し
き
キ
ュ
プ
リ
ア
ー
」
つ
ま
り
南
国
の
島
キ
ュ
プ
ロ
ス
生
ま
れ
の
女
神
ア
プ
ロ
デ
ィ
ー
テ
ー

を
「
天
上
の
女
神
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
」
と
し
て
歌
い
ま
す
。
こ
れ
を
後
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
「
調
和

の
女
神
」
と
呼
び
、
「
汲
み
尽
く
し
得
ぬ
は
、
美
の
充
溢
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
Ｆ
ｕ
l
l
e
）
」
と
語
り
ま
す
。

こ
の
時
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
尊
敬
す
る
先
輩
ハ
イ
ン
ゼ
の
代
表
作
『
ア
ル
デ
ィ
ン
グ
ロ
』
（
一
七
八

七
年
）
か
ら
「
輝
く
処
女
神
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
」
が
述
べ
ら
れ
た
箇
所
を
表
題
の
下
に
引
用
し
て
い

ま
す
。
参
考
の
た
め
資
料
の
�
に
掲
げ
ま
し
た
。
恐
ら
く
シ
ラ
ー
も
『
芸
術
家
』
創
作
の
際
、
こ

の
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
と
同
じ
年
に
出
た
『
ア
ル
デ
ィ
ン
グ
ロ
』
に
お
け
る
「
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
」
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を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
も
は
や
美
の
女
神
は
、
世
俗
の
色
恋
沙
汰
に
ク
ピ
ー
ド
ー
と
共
に
加
担
を
す
る
ウ
ェ
ヌ
ス
よ
り
、

む
し
ろ
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
絵
画
で
キ
ュ
プ
ロ
ス
島
よ
り
貝
に
乗
り
到
来
し
た
天
使
さ
な
が
ら
の

ア
プ
ロ
デ
ィ
ー
テ
ー
を
想
わ
せ
、
こ
れ
が
『
芸
術
家
』
で
は
天
上
へ
と
復
帰
し
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
文
芸
復
興
の
精
神
が
宿
っ
て
い
ま
す
。
但
し
同
じ
く
文
芸
復
興
の
作
品
で
も
、
ダ
ン
テ
の
『
神

曲
』
の
場
合
は
、
そ
こ
の
資
料
�
に
掲
げ
ま
し
た
『
天
国
』
（
第
八
歌
の
第
二
句
）
に
見
ら
れ
ま

す
「
美
し
き
キ
ュ
プ
リ
ア
ー
」
を
、
天
文
学
上
宇
宙
論
に
お
い
て
第
三
の
天
国
に
据
え
て
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
ラ
テ
ン
中
世
の
ス
コ
ラ
神
学
風
の
抽
象
概
念
の
域
か
ら
出
て
い
る
よ
う
に

は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。

　
同
様
に
資
料
�
に
示
し
ま
し
た
ミ
ル
ト
ン
の
場
合
も
、
そ
の
『
失
楽
園
』
第
一
書
で
は
地
獄
の

悪
霊
た
ち
と
共
に
、
ギ
リ
シ
ア
の
「
イ
オ
ー
ニ
ア
ー
の
神
々
」
（
第
五
〇
八
句
）
が
永
却
の
罰
を

受
け
て
い
ま
す
か
ら
、
た
と
え
「
ウ
ー
フ
ニ
ア
ー
」
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
も
、
こ
れ
は
オ
リ
ュ
ム

ポ
ス
の
ム
ー
サ
達
女
神
と
何
の
関
係
も
な
い
は
ず
で
す
。
他
方
ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』
に
関
し

ま
し
て
は
、
そ
こ
の
資
料
�
に
併
せ
記
し
ま
し
た
第
四
書
の
第
四
九
四
句
以
下
に
お
け
る
人
類
の

母
エ
ヴ
ア
の
姿
に
、
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
女
神
像
が
宿
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
表
現
さ
れ
て
お
り

　
　
　
％
ｘ
ｘ
ｘ
ｓ
　
　
　
ｘ
ｘ
ゝ
ｘ
ゝ
ｌ
ｓ

ま
す
豊
満
な
乳
房
と
か
総
総
と
し
た
金
髪
が
そ
の
証
左
で
す
。
一
応
シ
ラ
ー
も
資
料
�
に
ご
ざ
い

ま
す
『
芸
術
家
』
第
四
三
三
句
で
「
優
し
き
キ
ュ
プ
リ
ア
ー
」
と
言
う
時
、
こ
の
様
な
女
神
像
を
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ｌ
ｌ
　
　
め
が
み

踏
ま
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
一
層
と
次
元
が
高
ま
る
と
、
こ
れ
は
優
美
の
み
な
ら
ぬ
尊
厳
な
女
神

ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
ヘ
と
成
熟
し
ま
す
。

〔
四
〕
「
感
性
の
難
路
」
。
Ｓ
ｅ
ヨ
一
t
ａ
　
ｄ
ｕ
ｒ
ａ
　
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｕ
ｕ
ヨ
。
。
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さ
て
『
芸
術
家
』
で
提
示
さ
れ
た
女
神
の
理
想
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
優
美
か
つ
尊
厳

(
ｚ
ａ
ｒ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｎ
ｓ
ｔ
)
な
対
如
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
に
見
い
出
し
ま
す
。
こ
の
同
じ
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の

『
精
神
現
象
学
』
に
も
見
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、
昨
年
一
九
九
一
年
七
月
二
八
日
（
今
日
と
同
じ
く

日
曜
日
）
こ
の
研
究
会
で
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
理
性
」
が
論
じ
ら
れ
ま
し
た
部

分
の
終
結
に
お
い
て
、
「
汚
れ
な
き
天
上
の
姿
」
と
語
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
天
上
の

姿
を
求
め
て
芸
術
家
が
生
き
る
道
、
そ
れ
を
資
料
�
に
引
用
の
『
芸
術
家
』
第
六
九
句
で
は
、

「
感
性
の
難
路
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
今
回
は
最
後
に
話
題
と
し
ま
す
。

　
例
え
ば
資
料
�
に
掲
げ
ま
し
た
『
芸
術
家
』
第
二
九
〇
句
以
下
で
は
、
尊
厳
な
精
神
に
対
し
優

美
の
帯
が
加
わ
る
こ
と
で
、
芸
術
家
の
諸
々
の
作
品
の
中
に
お
い
て
「
至
福
な
る
完
成
」
(
ｄ
i
ｅ



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

義
に
関
し
ま
し
て
は
、
何
と
中
し
ま
し
て
も
『
弁
神
論
』
（
一
七
一
〇
年
）
で
予
定
調
和
を
説
き

ま
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
楽
天
思
想
が
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
実
際
そ
の
本
論
の
第
一
部
・
第
1
7
節
（
資

料
㈲
）
に
お
き
ま
し
て
、
こ
の
関
連
の
論
述
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
お
き
ま
し
て
は
「
オ

ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
見
解
」
が
、
こ
う
説
明
さ
れ
ま
す
。
「
善
が
や
が
て
万
事
に
お
い
て
至
る
所
で

勝
利
を
占
め
、
理
性
的
被
造
物
は
悪
し
き
堕
天
使
に
至
る
ま
で
皆
が
究
極
は
、
神
聖
か
つ
至
福
と

な
る
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
、
更
に
論
述
は
当
時
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
者
の
著
作
に
関
連
し
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
用
心
深
く
著
者
の
名
前
を
伏
せ
て
い
ま
す
し
、
そ
の
書
名
も

当
り
障
り
な
い
『
永
遠
の
福
音
』
の
方
は
近
代
語
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
は

原
題
の
ま
ま
『
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
ー
パ
ン
ト
ー
ン
』
（
万
物
復
帰
）
と
し
て
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
話
題
の
著
作
は
資
料
㈲
に
併
せ
記
し
て
お
き
ま
し
た
通
り
、
一
つ
は
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ

匿
名
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
も
う
一
つ
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
表
題
の
下
に
ラ
テ
ン
語
で
論
述
さ
れ

た
三
巻
本
で
す
。
い
ず
れ
も
著
者
は
同
じ
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
と
考
え
ら
れ
、
ニ
八
九
九
年
の
著
作
名

は
『
全
被
造
物
の
遍
き
復
帰
の
永
遠
な
る
福
音
』
、
も
う
一
つ
の
三
巻
本
の
表
題
は
『
万
物
復
帰

の
ミ
ュ
ス
テ
ー
リ
オ
ン
（
奥
義
）
』
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
は
、
資
料
剛
に
示
し
ま

し
た
叙
事
詩
『
ウ
土
フ
ニ
ア
ー
ス
』
（
一
七
二
〇
年
）
で
再
び
「
万
物
復
帰
に
至
る
」
ま
で
の
「
神

の
大
い
な
る
業
」
を
言
祝
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
実
際
こ
の
創
作
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
荷

担
し
ま
す
。
こ
の
点
は
後
に
一
七
五
九
年
レ
ッ
シ
ン
グ
が
『
最
新
文
学
書
簡
』
そ
の
八
で
述
べ
て

い
ま
す
。
資
料
剛
の
追
加
部
分
を
御
参
照
下
さ
い
。
「
ラ
イ
プ
ニ
。
ツ
自
身
が
そ
の
作
品
に
構
想

を
提
示
し
た
」
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

　
但
し
『
弁
神
論
』
の
著
者
は
、
ぺ
１
タ
ー
ゼ
ン
程
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
者
で
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
こ
と
を
伝
え
ま
す
の
が
資
料
㈲
に
ご
ざ
い
ま
す
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
か
の
永
遠
の

諸
罰
に
つ
い
て
』
と
題
し
た
一
七
七
三
年
に
お
け
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
論
文
で
す
。
こ
こ
で
即
ち
初

め
て
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
序
文
」
が
原
文
ラ
テ
ン
語
の
ま
ま
載
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
一
七
二
五
年
に

始
め
て
印
刷
さ
れ
ま
し
た
ソ
ネ
ル
の
著
書
『
永
遠
の
諸
罰
の
不
当
に
関
す
る
神
学
上
等
の
証
明
』

に
本
来
つ
け
加
え
ら
れ
た
「
序
文
」
と
の
旨
が
知
ら
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
序
文
」
で
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
は
、
地
獄
に
お
け
る
永
却
の
罰
を
不
当
と
す
る
ソ
ネ
ル
の
見
解
を
支
持
せ
ず
、
む
し
ろ
「
か

の
永
遠
の
諸
罰
」
を
正
当
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
例
え
ば
引
用
の
箇
所
、
「
故
に
罪
が
永
遠

な
ら
、
当
然
に
罰
も
永
遠
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
所
に
、
そ
れ
は
表
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
更
に
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
序
文
」
を
紹
介
し
て
お
り
ま
す
レ
フ
ン
ン
グ
そ
の
人
も
、
同
じ
よ
う

に
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
引
き
続
く
引
用
文
に
お
い
て
表
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
論
文

の
終
結
部
の
所
で
、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
こ
こ
で
「
自
己
改
善
す
る
た
め
に
罰
と
苦
し
み
を
受
け
る
罪

人
だ
ち
と
、
全
く
自
己
改
善
で
き
ぬ
罪
人
た
ち
と
の
明
確
な
対
立
」
を
認
め
て
お
り
、
結
局
は
「
永

遠
の
諸
罰
」
が
肯
定
さ
れ
て
い
Ｉ
す
。
こ
う
し
て
正
統
派
が
説
く
地
獄
と
天
国
の
対
立
は
、
啓
蒙

時
代
に
寛
容
の
思
想
を
唱
導
し
た
と
さ
れ
る
レ
ッ
シ
ン
グ
に
お
い
て
さ
え
残
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
従
い
ま
し
て
資
料
㈲
に
掲
げ
ま
し
た
『
救
世
主
』
（
一
七
四
八
年
―
七
三
年
）
に
お
き
ま
し
て
、

そ
の
作
者
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
が
悪
魔
で
あ
る
堕
天
使
ア
バ
ド
ナ
の
楽
園
復
帰
（
ア
ポ
カ
タ
ス
タ

シ
ス
）
を
歌
っ
た
意
味
も
大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
成
立
年
代
に
注
目
し
て
み
ま
す
と
、
資

料
㈲
の
レ
ッ
シ
ン
グ
の
論
文
が
出
た
の
と
同
じ
年
一
七
七
三
年
に
『
救
世
主
』
全
2
0
歌
が
完
結
し

て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
正
に
こ
の
年
に
、
そ
こ
に
引
用
い
た
し
ま
し
た
第
1
9
歌
に
お
い
て
、
「
永

遠
に
死
ん
だ
者
ら
の
一
人
」
が
「
再
び
永
遠
な
る
至
福
へ
」
と
戻
り
、
先
に
資
料
剛
で
御
確
認
い

た
だ
き
ま
七
た
異
端
思
想
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
、
即
ち
「
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ

シ
ス
（
楽
園
復
帰
）
」
が
、
堕
天
使
ア
バ
ド
ナ
救
済
に
お
い
て
見
事
に
実
現
さ
れ
る
に
至
り
ま
す
。

　
こ
の
際
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
堕
天
使
が
至
福
へ
と
復
帰
す
る
の
を
支
え
て
お
り
ま
す
の
は
、

ド
イ
ツ
文
学
史
で
感
傷
（
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
乱
ｓ
ａ
ｍ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
)
と
言
わ
れ
ま
す
時
代
風
潮
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
は
一
七
六
〇
年
に
出
ま
し
た
ル
ソ
ー
の
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
に
見
ら
れ
ま
す
よ
う
な
美
し
き
魂

を
生
み
出
し
た
時
代
で
あ
り
、
『
救
世
主
』
に
お
い
て
深
く
悔
い
改
め
る
堕
天
使
ア
バ
ド
ナ
こ
そ
は
、

地
獄
に
住
む
悪
魔
た
ち
の
中
に
咲
い
た
一
輪
の
美
し
き
魂
の
花
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
堕
天

使
ア
バ
ド
ナ
が
救
わ
れ
ま
し
た
一
七
七
三
年
は
、
も
は
や
文
学
史
上
で
感
傷
の
時
代
が
終
わ
り
、

す
で
に
疾
風
怒
濤
(
Ｓ
ｔ
ｕ
ｒ
m
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｄ
ｒ
ａ
ｎ
ｇ
)
の
時
代
へ
と
足
を
踏
み
こ
ん
で
お
り
ま
す
。
や
が
て

疾
風
怒
濤
期
も
済
む
と
、
悪
魔
の
楽
園
復
帰
を
養
っ
た
感
傷
の
時
代
－

新
た
な
美
し
き
魂
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
が
本
格
化
し
て
求
め
ら
れ
ま
す
。

と
足
を
踏
み
こ
ん
で
お
り
ま
す
。
や
が
て

一
感
傷
の
時
代
は
一
層
と
遠
の
き
、
や
が
て

　
〔
三
〕
「
他
よ
り
純
粋
な
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
」
(
｡
.
Ｄ
ａ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｕ
ｒ
i
o
r
ｅ
ｓ
”
)

　
こ
う
し
て
本
来
話
題
の
『
芸
術
家
』
に
お
け
る
美
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
が
浮
上
し
ま
す
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
作
品
の
前
に
は
ゲ
ー
テ
の
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
（
一
七
八
七
年
）
が
あ
り
、
こ
の
美

の
古
里
を
考
え
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
し
て
お
り
ま
す
。
一
応
こ
の
悲
劇
の
表
舞
台
で
は
、
姉

イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
の
純
粋
な
魂
に
よ
り
狂
気
の
弟
オ
レ
ス
テ
ー
ス
が
癒
さ
れ
、
こ
の
姉
弟
が
親
友

ピ
ュ
ラ
デ
ー
ス
達
と
諸
共
に
祖
国
ギ
リ
シ
ア
ヘ
と
復
帰
す
る
に
至
る
筋
が
展
開
さ
れ
ま
す
。
但
し

同
時
に
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
復
帰
に
は
、
姉
弟
が
そ
の
一
族
諸
共
に
光
明
の
世
界
へ
復
帰
し
、
そ
こ

で
神
々
と
和
解
す
る
内
な
る
筋
が
編
み
こ
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
究
極
に
お
い
て
姉
弟
の
始



　
〔
こ
　
「
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
の
復
帰
」
(
｡
.
Ｒ
ｅ
ｓ
t
i
t
ｕ
t
i
o
　
ｄ
ａ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ｕ
ｍ
”
）

　
今
回
発
表
の
題
目
に
ご
ざ
い
ま
す
「
光
明
へ
の
復
帰
」
は
、
シ
ラ
ー
の
『
芸
術
家
』
か
ら
取
ら

れ
た
言
葉
で
す
が
、
直
接
こ
れ
を
話
題
と
致
し
ま
す
前
に
、
回
り
道
を
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
の
迂
回
の
筋
は
、
資
料
の
始
め
に
ロ
ー
マ
字
の
Ｉ
か
ら
Ⅳ
で
示
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
ず
「
Ｉ
、

ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
の
復
帰
」
は
、
正
統
派
の
原
典
資
料
集
か
ら
の
言
葉
で
、
こ
の
意
味
す
る
所
は

異
端
で
す
。
そ
し
て
次
の
「
Ｕ
、
啓
蒙
時
代
の
ド
イ
ツ
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
」
で
は
、
こ
の

異
端
思
想
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
を
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
弁
神
論
』
な
ど
と
関
連
さ
せ
て
扱
い

ま
す
。
こ
こ
で
鍵
と
な
る
言
葉
は
、
「
万
物
復
帰
」
（
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｂ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｕ
ｎ
ｇ
)
で
す
。
こ
れ
は
悪
魔
も

神
々
も
罪
人
と
も
ど
も
地
獄
か
ら
天
国
へ
復
帰
す
る
と
言
う
、
元
来
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
に
由
来
す

る
異
端
思
想
で
す
。
以
上
の
前
提
を
踏
ま
え
今
度
は
『
芸
術
家
』
の
作
品
そ
の
も
の
に
お
い
て
、

以
下
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
復
帰
の
思
想
が
、
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
ま
す
。
例
え

ば
、
「
Ⅲ
、
他
よ
り
純
粋
な
ダ
イ
モ
ー
ン
」
で
は
、
異
教
の
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
が
「
天
上
の
者
た
ち
」

の
仲
間
へ
と
復
帰
し
て
い
る
点
を
考
察
し
ま
す
。
最
後
の
「
Ⅳ
、
感
性
の
難
路
」
で
は
、
こ
の
「
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
χ
　
　
　
　
　
　
χ
ｓ
　
　
プ
ー
ル
ガ
ー
ト
ー
リ
ウ
ム

性
の
路
」
（
印
～
～
政
江
）
を
、
浄
め
の
場
で
あ
る
煉
獄
(
Ｐ
ｕ
ｒ
ｇ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
i
ｕ
m
）
と
考
え
、
こ
れ
を
中

心
に
し
て
現
世
を
謳
歌
す
る
所
に
、
異
端
思
想
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
を
確
か
め
ま
す
。
つ
ま
り

地
獄
を
有
名
無
実
と
す
る
楽
天
思
想
に
加
え
て
、
そ
も
そ
も
教
会
の
説
く
所
に
よ
れ
ば
来
世
に
あ

る
べ
き
浄
罪
界
を
、
敢
て
シ
ラ
ー
が
現
世
の
只
中
に
据
え
、
し
か
も
こ
の
「
感
性
の
難
路
」
を
こ

そ
、
詩
人
が
人
間
本
来
の
姿
と
考
え
る
芸
術
家
の
辿
る
べ
き
道
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
ま
ず
「
Ｉ
、
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
の
復
帰
」
に
つ
い
て
、
お
話
し
申
し
上
げ
ま
す
。

資
料
剛
を
御
覧
下
さ
い
。
そ
こ
に
示
し
ま
し
た
の
は
「
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
破
門
宣
言
」
第
九
条
で
、

初
め
五
四
三
年
の
勅
令
に
現
わ
れ
、
そ
の
後
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
で
五
五
三
年
に
開
催
さ
れ
ま
し

た
第
五
回
公
会
議
に
お
い
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
第
九
条
は
訳
す
と
、
こ
う
な
り
ま
す
。

「
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
や
不
敬
な
人
々
の
刑
罰
が
一
時
的
で
あ
る
と
か
、
こ
の
刑
罰
に
伽
単
か
終
わ

り
が
あ
る
だ
ろ
う
と
か
、
す
な
わ
ち
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
或
い
は
不
敬
な
人
々
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ

ス
（
復
帰
）
が
あ
る
だ
ろ
う
な
ど
と
、
言
っ
た
叫
考
え
た
り
す
る
者
は
呪
わ
れ
て
あ
れ
」
と
記
さ

れ
、
話
題
の
「
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
の
復
帰
（
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｂ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
ｕ
ｎ
ｇ
)

ｊ
が
異
端
と
看
倣
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
次
に
は
異
端
と
さ
れ
た
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
そ
の
人
の
発
言
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
の
代
表
作
は
何
と
申
し
ま
し
て
も
、
御
手
元
の
資
料
②
に
挙
げ
ま
し
た
『
諸
原
理
論
（
ぺ
『
リ
ー

ア
ル
コ
ー
ン
』
』
で
す
。
例
え
ば
、
そ
の
一
の
八
の
三
か
ら
引
用
し
ま
し
た
箇
所
を
御
覧
下
さ
い
。

「
即
ち
神
の
善
意
(
Ｂ
ｅ
ｎ
ｉ
ｇ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
乙
が
、
・
…
万
物
を
至
福
な
終
末
へ
と
招
き
、
い
ざ
な
う
）
と
あ

二
二

.
Ｗ
Ｉ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｒ
Ｋ
Ｅ
Ｈ
Ｒ
　
Ｚ
Ｕ
Ｍ
　
Ｌ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｔ
Ｅ
"

(
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
巴
）

り
ま
す
。
当
然
こ
の
万
物
に
は
、
罪
人
も
悪
魔
も
神
々
も
含
ま
れ
、
こ
れ
ら
が
結
局
は
皆
そ
の
至

福
な
終
末
で
あ
る
神
の
下
に
復
帰
す
る
と
い
う
の
が
、
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
説
く
万
物
復
帰
で
す
。

勿
論
こ
の
説
は
『
聖
書
』
に
典
拠
を
持
っ
て
お
り
、
次
の
資
料
㈹
に
引
用
し
ま
し
た
『
使
徒
行
伝
』

（
３
の
肘
に
「
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
ー
パ
ン
ト
ー
。
ン
」
（
万
物
復
帰
）
と
あ
り
、
こ
れ
が
基
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
一
応
ル
タ
ー
は
、
そ
の
資
料
問
に
掲
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
今
日
な
ら
万
物
復
帰
（
a
l
l
e
ｓ

w
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｂ
ｒ
ａ
ｃ
已
に
あ
た
る
言
葉
で
訳
し
ま
し
た
。
し
か
し
意
味
内
容
は
ル
タ
ー
の
場
合
、
そ

の
下
の
旧
教
と
新
教
の
共
同
訳
エ
ル
サ
レ
ム
聖
書
に
お
け
る
註
釈
が
示
し
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、

救
世
主
メ
シ
ア
の
王
者
キ
リ
ス
ト
が
復
帰
の
あ
と
で
、
世
界
全
体
を
殊
更
に
新
し
く
す
る
こ
と
を

指
し
、
原
典
ギ
リ
シ
７
　
語
の
「
ア
ポ
」
と
「
カ
タ
」
に
含
ま
れ
ま
す
元
に
戻
る
と
い
う
観
点
が
無

視
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
他
方
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
は
、
こ
の
元
に
戻
る
と
い
う
復
帰
を
旨
と

し
、
先
程
の
「
万
物
」
の
「
至
福
な
終
末
」
を
思
い
描
き
ま
す
。
例
え
ば
次
の
資
料
圃
で
は
、
オ

ー
リ
ゲ
ネ
ー
Ｅ
ス
直
筆
の
ギ
リ
シ
ア
語
原
典
で
残
り
ま
し
た
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
へ
の
註
解
』
〒
の
1
6
）

が
、
こ
の
こ
と
を
物
語
り
ま
す
。
訳
す
と
こ
う
な
り
ま
す
。
「
例
の
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
（
復
帰
）

に
お
け
る
、
そ
の
道
程
の
究
極
も
、
テ
オ
ー
レ
ー
テ
ィ
コ
ン
（
観
想
）
　
へ
と
入
り
終
結
す
る
と
私

は
思
う
。
一
一
一
　
正
に
唯
一
キ
リ
ス
ト
が
父
な
る
神
を
知
る
ご
と
く
、
そ
の
神
白
身
を
知
る
こ
と
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
ｓ
χ
χ
ｓ

全
て
そ
の
者
た
ち
は
完
璧
に
神
の
子
キ
リ
ス
ト
ヘ
と
変
容
せ
ら
れ
る
」
と
あ
り
、
至
福
な
終
末
に

あ
た
る
究
極
の
観
想
が
、
言
わ
ば
神
を
直
に
見
る
至
福
直
観
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
関
連
で
は
最
後
に
当
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
を
異
端
と
し
て
排
斥
し
た
正
統
派
の
教
父

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
を
資
料
㈲
で
話
題
と
し
ま
す
。
そ
の
『
神
の
国
』
（
2
1
の
Ｕ
に
は
、
「
オ

ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
を
教
会
が
排
斥
し
た
の
は
不
当
で
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
寛
容
派
の
代

表
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
の
悪
魔
救
済
の
思
想
が
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
更
に
併
せ
記
し
ま
し
た
『
神
の

国
』
（
2
1
の
2
3
）
に
至
り
ま
す
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
は
「
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
の
将
来
の
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ィ
デ
ー
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
χ
χ

が
永
遠
だ
と
信
じ
ら
れ
る
富
ａ
　
（
信
仰
）
」
を
敢
て
告
白
し
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
正
に
非
寛
容
な

正
統
派
の
信
仰
告
白
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

m

-

-

･-/

啓
蒙
時
代
の
ド
イ
ツ
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義

（
○
『
一
ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
ｓ
ヨ
ｕ
ｓ
　
ｇ
ｅ
r
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ａ
ｅ
ｃ
ｕ
l
i
　
Ｌ
ｕ
ヨ
一
コ
ｕ
ヨ
』

　
。
只
今
お
話
し
申
し
上
げ
ま
し
た
正
統
派
の
９
　
９
　
が
前
提
と
し
て
あ
り
、
こ
の
既
成
宗
教
の
権
威

を
吟
味
し
批
判
い
た
し
ま
す
の
が
啓
蒙
時
代
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
問
題
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主



二
三

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
二
九
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二
年
）
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文
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録
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Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｐ
Ｌ
Ｅ
Ｍ
ｍ
Ｚ
Ｈ
Ｃ
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’
ヽ
一

　
　
　
　
二
九
九
二
年
八
月
二
三
日
、
シ
ラ
ー
研
究
会
、
淀
川
区
民
会
館
に
て
。

　
　
　
　
（
い
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ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
i
　
ａ
ｎ
ｎ
ｏ
　
１
９
９
２
）

　
「
万
物
復
帰
」
と
シ
ラ
ー
の
『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）

。
Ｒ
ｍ
ω
。
「
コ
。
Ｃ
。
「
一
〇
　
Ｃ
Ｚ
一
く
ｍ
Ｒ
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
”
ｍ
。
「
　
ω
（
ｗ
エ
ー
ｒ
ｒ
ｍ
Ｒ
ｌ
　
　
　

。
Ａ
Ｒ
-
ｺ
「
‥
一
（
ｗ
ｍ
Ｓ
”

（
１
７
８
９
）

　
高
　
橋
　
克
　
己

Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
｡
　
Ｋ
ａ
ｔ
ｓ
ｕ
r

要
旨
（
約
八
〇
〇
字
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
第
4
1
巻
、
横
組
一

　
〔
一
〕
　
「
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
の
復
帰
」
(
｡
Ｒ
ｅ
ｓ
t
i
t
ｕ
ｔ
i
o
　
ｄ
ａ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ｕ
m
”
)

　
〔
二
〕
　
啓
蒙
時
代
の
ド
イ
ツ
の
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義

　
　
　
　
（
○
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
ｓ
ｍ
ｕ
ｓ
　
ｇ
ｅ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ａ
ｅ
ｃ
ｕ
l
i
　
Ｌ
ｕ
ｍ
ｉ
ｎ
ｕ
ｍ
）
　
　
　
　
二

一
一

一

（
2
3
）
頁

（
四
頁

（
召
頁
上
二
（
2
1
）
頁

三
〕
　
「
他
よ
り
純
粋
な
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
」
(
｡
Ｄ
ａ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｕ
ｒ
i
o
ｒ
ｅ
ｓ
"
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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頁
－
四
（
2
0
）
頁

面
】
　
「
感
性
の
難
路
」
(
｡
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約
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〇
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神
々
や
悪
魔
の
至
福
へ
の
復
帰
は
古
来
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
主
義
と
し
て
、
教
会
に
よ
り
異
端
視

さ
れ
て
き
た
。
実
際
五
五
三
年
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
に
お
け
る
第
五
回
公
会
議
で
教
権
が
オ
ー
リ

ゲ
ネ
ー
ス
を
破
門
し
た
文
面
は
、
「
ダ
イ
モ
ー
ン
た
ち
の
復
帰
」
を
排
斥
す
べ
し
と
明
記
し
て
い
る
。

同
旨
は
五
世
紀
の
大
著
『
神
の
国
』
で
も
主
張
さ
れ
、
非
寛
容
な
正
統
派
の
信
仰
が
告
白
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
既
成
宗
教
の
権
威
を
批
判
し
吟
味
す
る
啓
蒙
期
十
八
世
紀
に
は
様
々
な
ダ
イ
モ
ー
ン

遠
の
楽
園
復
帰
を
唱
導
す
る
著
作
が
現
わ
れ
、
例
え
ば
シ
ラ
ー
の
長
詩
『
芸
術
家
』
も
寛
容
を
説

く
こ
の
種
の
成
果
の
一
つ
と
看
倣
さ
れ
る
。

　
『
芸
術
家
』
で
は
ダ
イ
モ
ー
ン
達
と
し
て
、
何
よ
り
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
が
「
天
上
の
者
た
ち
」

の
仲
間
へ
と
復
帰
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
『
模
倣
論
』
以
来
ド
イ
ツ
で

育
く
ま
れ
た
古
典
ギ
リ
シ
ア
ヘ
の
憧
憬
が
あ
り
、
そ
の
清
澄
な
神
気
に
浴
し
ゲ
ー
テ
の
『
イ
フ
ィ

ゲ
ー
ニ
エ
』
同
様
『
芸
術
家
』
も
詩
魂
を
浄
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
浄
化
す
る
古
典
美
の
化
身
が

「
ウ
ー
ラ
ニ
ア
ー
女
神
ア
プ
ロ
デ
ィ
ー
テ
ー
」
で
あ
り
、
ハ
イ
ン
ゼ
の
『
ア
ル
デ
ィ
ン
グ
ロ
』
に

倣
い
『
芸
術
家
』
で
も
美
神
は
天
使
さ
な
が
ら
の
優
美
か
つ
尊
厳
な
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。

　
更
に
シ
ラ
ー
は
芸
術
家
と
し
て
人
間
が
「
至
福
な
る
完
成
」
を
目
指
し
「
感
性
の
難
路
」
に
お

い
て
精
進
す
る
点
に
「
光
明
へ
の
復
帰
」
を
見
る
。
こ
こ
で
詩
人
の
置
か
れ
た
光
の
世
紀
は
、
も

は
や
地
獄
を
想
わ
せ
る
宗
教
裁
判
や
焚
刑
の
時
代
で
な
く
、
む
し
ろ
一
種
の
浄
め
の
場
で
あ
る
煉

獄
と
映
る
。
し
か
も
『
芸
術
家
』
の
場
合
、
こ
の
煉
獄
は
来
世
に
な
く
　
現
世
の
只
中
に
あ
る
。

そ
も
そ
も
煉
獄
そ
れ
自
体
と
て
、
西
方
ラ
テ
ン
教
会
の
み
が
一
二
七
四
年
リ
ヨ
ン
に
お
け
る
公
会

議
で
承
認
し
た
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
煉
獄
誕
生
を
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
会
は
正
真
正
銘
の
異
端
オ
ー
リ

ゲ
ネ
ー
ス
主
義
に
他
な
ら
ぬ
と
見
る
。
や
が
て
煉
獄
公
認
に
礎
を
も
つ
免
罪
符
販
売
に
よ
り
、
こ

の
異
端
思
想
は
ル
タ
ー
に
よ
り
糾
弾
さ
れ
る
。
他
方
シ
ラ
ー
の
よ
う
に
「
煉
獄
が
現
世
に
し
か
な

く
、
来
世
に
な
い
」
と
説
く
宗
派
は
、
十
四
世
紀
の
『
異
端
審
間
宮
提
要
』
に
お
い
て
異
端
の
熔

印
を
押
さ
れ
て
い
る
。
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