
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
　
　
そ
の
三

　
　
内
容
梗
概

ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明

〔
一
〕
　
序
　
　
言

〔
二
〕
『
朝
の
思
い
』

　
　
剛
～
㈲

〔
三
〕
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』

(10) (9) (8) (7) (6) (5)〔4〕(3) (2) (1)要

旨

ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
（
一
七
二
九
年
）
－

ハ
ラ
ー
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
－

〔
第
3
6
巻
〕

（
一
七
二
五
年
）

〔
第
3
8
巻
そ
の
二
〕

（
一
七
二
九
年
）

〔
第
4
0
巻
〕

「
栄
光
の
記
念
碑
」

「
新
た
な
詩
作
」

「
内
な
る
人
間
」

「
自
然
の
宝
庫
」

「
黄
金
時
代
」

「
幸
福
な
乏
し
さ
」

「
楽
園
フ
ラ
ン
ス
」

「
苦
吟
す
る
詩
人
」

「
各
十
行
の
詩
節
」

「
内
的
完
全
性
の
発
展
」

　
　
和
文
註
解

　
　
欧
文
註
解
（
Ｑ
ｕ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｎ
ａ
ｃ
ｈ
w
ｅ
芭

　
　
Ｚ
ｕ
ｓ
a
m
m
e
m
a
ｓ
ｓ
ｕ
ｎ
ｇ
／
　
Ｓ
ｏ
ｍ
ｍ
ａ
ｉ
ｒ
ｅ
／
　
Ａ
ｂ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ

　
　
Ｆ
ｈ
ａ
ｌ
ｔ
／
　
Ｔ
ａ
ｂ
ｌ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
m
a
ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
／
　
Ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ

〔
四
〕
『
理
性
、
迷
信
、
不
信
仰
に
つ
い
て
の
考
え
』

〔
五
〕
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
　
（
一
七
三
四
年
）

-

二
（
4
4
）
頁
－
　
四
（
4
6
）
頁

五
（
2
1
5
）
頁
－
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五
（
弓
頁

　
　
　
　
一
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２
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心
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（
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）
頁
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二
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二
二
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８
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頁
上
一
四

二
四
（
1
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）
頁
－
二
五

二
五
（
～
頁
－
二
六

二
六
（
1
2
）
頁
－
二
七

二
七
（
1
3
）
頁
上
二
〇

　
　
（
1
7
）
頁
－

　
　
（
2
8
）
頁
－

　
　
（
回
頁
－

　
　
（
5
6
）
頁

（
一
七
二
九
年
）

心
　７

Ｗ

頁

八
　８

ｗ

頁

ハ

10

w

頁

八
11
w

頁

（

1 2
）

（

1 3
）

（

1 6
）

云
）

（

5 2
）

（
5
5
）

頁頁頁頁頁頁

高
　
　
橋
　
　
克
　
　
己

　
　
　
（
人
文
学
部
独
文
研
究
言

〔
六
〕
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
詩
』
（
一
七
三
六
年
）

〔
七
〕
　
結
　
　
語

※
既
刊
部
は
註
解
お
よ
び
要
旨
と
も
に
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
の
人
文
科
学
篇
に
て
、

そ
の
第
三
六
巻
（
〔
一
〕
）
四
三
頁
一
五
四
頁
、
お
よ
び
第
三
八
巻
そ
の
二
　
（
Ｔ
こ
）

二
Ｉ
五
頁
－
二
五
四
頁
に
お
い
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

一

巾



一

一

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

ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』

要
　
　
旨
　
（
約
八
〇
〇
字
）

（
一
七
二
九
年
）

　
通
常
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
は
自
然
詩
と
か
描
写
詩
、
あ
る
い
は
眺
望
詩
と
し
て
享
受
さ

れ
易
い
。
す
る
と
詩
想
の
内
実
に
お
い
て
教
訓
詩
か
ら
思
想
詩
へ
と
深
ま
り
ゆ
く
省
察
の

歌
声
が
見
過
さ
れ
勝
ち
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
で
レ
ッ
シ
ン

グ
は
、
当
詩
歌
に
お
け
る
「
内
な
る
完
全
性
の
発
展
」
を
、
せ
い
ぜ
い
観
察
と
分
析
の
記

述
ぐ
ら
い
に
し
か
考
え
ず
、
当
詩
歌
に
内
包
さ
れ
た
思
念
の
脈
動
に
十
分
留
意
し
な
か
っ

た
。
確
か
に
「
風
景
描
写
」
も
「
詩
的
絵
画
」
も
あ
る
。
但
し
ハ
ラ
ー
の
場
合
そ
れ
ら
自

体
が
「
物
そ
の
も
の
の
姿
」
を
映
し
て
自
己
完
結
す
る
こ
と
は
な
い
。
故
に
む
し
ろ
或
る

心
の
「
内
な
る
完
全
性
の
発
展
」
こ
そ
が
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
詩
想
に
求
め
ら
れ
、
こ

の
軌
跡
を
歩
む
西
欧
意
識
の
流
れ
が
辿
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
表
層
に

現
れ
た
具
体
的
な
詩
歌
象
徴
を
鑑
賞
し
味
読
す
る
だ
け
で
は
事
足
り
ず
、
敢
て
そ
の
深
層

に
て
魂
が
探
し
索
め
て
い
る
理
念
を
読
者
も
共
に
追
求
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
然
ら

ば
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
に
関
し
ゲ
ー
テ
が
述
べ
た
こ
と
は
正
に
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
に
も
あ

て
は
ま
り
、
「
こ
の
作
品
は
私
達
を
貧
相
な
直
観
の
領
域
か
ら
、
思
想
の
自
由
な
広
野
へ

と
魅
了
し
拉
致
去
る
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
詩
想
の
核
は
、
「
黄
金
時
代
」
に
宿
る
「
幸
福
な
乏
し
さ
(
Ｇ
ｌ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ｕ
ｓ
ｔ
)

Ｊ

を
、
霊
峰
の
山
岳
な
ら
で
は
の
「
自
然
の
宝
庫
」
に
見
い
出
す
点
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

は
蓋
し
金
銀
水
晶
な
ど
以
上
に
高
山
植
物
を
指
す
と
読
み
取
れ
、
慎
ま
し
く
「
岩
肌
に
さ

え
花
咲
き
」
と
歌
わ
れ
る
所
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
可
憐
な
草
木
に
も
紛
う
山
岳

の
牧
人
生
活
を
ハ
ラ
ー
は
理
想
化
し
、
正
に
「
貧
し
さ
を
幸
い
と
す
る
」
と
言
え
る
点
に

「
人
倫
の
価
値
」
を
置
く
。
な
ぜ
な
ら
此
所
に
は
「
悪
徳
の
源
泉
た
る
充
溢
が
拒
ま
れ
て

い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
実
は
ハ
ラ
ー
こ
そ
啓
蒙
期
の
諸
学
芸
に
秀
で
、
才
能
の

「
充
溢
」
に
満
ち
て
い
た
医
学
博
士
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
厳
し
い
自
己
否
定
か
ら
「
幸

福
な
乏
し
さ
」
を
目
指
し
た
詩
人
の
敬
虔
な
情
操
は
、
い
つ
し
か
「
乏
し
き
時
代
」
に

「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
を
待
望
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
世
界
へ
と
繋
が
り
ゆ
く
の
で
あ

「
栄
光
の
記
念
碑
」

お
お
汝
ハ
ラ
ー
よ
ノ
・
　
汝
の
永
遠
の
歌
声
か
ら

　
　
　
　
ア
ー
レ
河
の
岸
辺
は
我
に
芳
香
を
放
ち
ヽ
彷
彿
と
し
て
胎
斟
く
輝
き
ヽ

　
　
　
　
汝
は
天
の
柱
、
汝
の
謳
い
し
ア
ル
ペ
ン
山
脈
を

四
四
四
　
自
ら
の
栄
光
の
記
念
碑
と
し
た
の
だ
。
…
Ｔ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ク
ラ
イ
ス
ト
『
春
』
初
稿
　
一
七
四
九
年
）

ヱ
ハ

十
八
世
紀
中
葉
に
壮
麗
な
讃
歌
『
春
』
初
稿
（
全
四
六
〇
句
）
の
終
結
近
い
第
四
四
二

句
で
、
ま
ず
ク
ラ
イ
ス
ト
は
ハ
ラ
ー
の
雄
篇
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
（
一
七
三
四
年
）

冒
頭
で
歌
わ
れ
た
「
清
ら
な
ア
ー
レ
河
（
～
）
（
第
一
三
句
）
　
に
想
い
を
馳
せ
、
次
い

で
別
の
秀
作
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
（
回
・
と
ｔ
目
）
』
（
一
七
二
九
年
）
を
、
第
四
四
三
句

に
て
「
天
の
柱
（
Ｐ
ｆ
ｅ
ｉ
ｌ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｌ
ｓ
）
」
、
更
に
第
四
四
四
句
で
「
栄
光
の
記
念

碑
（
凶
回
～
恥
巳
～
）
」
と
称
え
て
い
る
。
既
に
当
時
ド
イ
ツ
芸
術
文
化
は
、
バ
ッ
ハ

の
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
（
一
七
二
九
年
）
や
『
フ
ー
ガ
の
技
法
』
（
一
七
四
九
年
）
を
筆

頭
に
、
諸
外
国
の
成
果
に
恥
じ
な
い
自
国
の
古
典
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
時
代
の
衆
目
が
一
致
し
て
十
九
世
紀
以
降
の
よ
う
に
バ
″
ハ
や
ハ
ラ
ー
の
作
品
群
を

「
栄
光
の
記
念
碑
」
と
高
く
評
価
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
例
え
ば
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
の
再
評
価
が
、
成
立
後
一
世
紀
も
経
た
一
八
二
九
年
の

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
よ
る
演
奏
を
契
機
に
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
こ
の
こ
と
の
象
徴

的
な
証
左
と
な
る
。
他
方
ハ
ラ
ー
の
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
方
は
、
右
記
ク
ラ
イ
ス
ト

の
賛
美
に
確
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
十
八
世
紀
当
時
か
ら
し
て
既
に
相
当
な
名
声
を
獲

得
し
て
い
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
（
ｓ
）
、
別
の
筋
で
は
文
壇
の
大
御
所
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー

ト
の
側
か
ら
手
厳
し
い
批
判
を
被
っ
て
い
た
。

だ
が
時
代
の
悪
し
き
流
れ
は
如
何
に
し
て
変
ろ
う
ぞ
／

唆
か
さ
れ
た
歌
人
の
新
人
類
が
生
い
育
ち
、

ア
ル
ペ
ン
山
脈
の
万
年
雪
に
そ
の
胸
は
冷
え
、
・
：

語
義
も
発
想
も
分
別
悟
性
の
幽
霊
ど
も
で
、

２



　
　
そ
れ
ら
は
さ
迷
う
、
決
し
て
晴
や
か
な
ら
ざ
る
地
の
中
を
。

　
　
そ
こ
で
は
臭
ま
が
い
の
眼
し
か
見
え
ず
、

　
　
公
然
た
る
白
昼
か
ら
逃
避
し
、
闇
の
晦
渋
へ
と
影
れ
る
（
４
）
。

　
　
　
　
　
　
　
『
ゴ
″
ト
シ
ェ
ー
ト
フ
ィ
キ
ル
ヒ
詩
集
へ
の
序
文
』
　
一
七
四
四
年
）

恐
ら
く
「
明
晰
か
つ
判
明
(
ｃ
ｌ
ａ
ｉ
ｒ
　
ｅ
ｔ
　
ｄ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｎ
ｃ
ｔ
）
～
」
を
第
一
に
掲
げ
た
反
ス
イ
ス

派
か
つ
観
仏
派
の
啓
蒙
批
評
が
、
ま
ず
ハ
ラ
ー
の
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
に
「
詩
歌
の
書

き
方
の
中
で
、
あ
ち
こ
ち
に
蔓
延
し
て
い
る
如
何
わ
し
く
態
と
ら
し
い
本
質
（
６
）
」
の

先
駆
け
を
見
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
私
達
は
と
か
く
レ
ブ
ン
ン
グ
の
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
（
一
七
六
六
年
）
第
一

七
章
と
か
、
シ
ラ
ー
の
『
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
五
年
―
九
六

年
）
に
お
け
る
厳
し
い
ハ
ラ
ー
批
判
を
窓
と
し
て
、
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
な
ど
の
作
品

に
触
れ
易
い
。
そ
れ
故
む
し
ろ
『
春
』
で
ク
ラ
イ
ス
ト
が
高
唱
し
た
「
栄
光
の
記
念
碑
」

（
註
（
～
）
と
し
て
の
側
面
が
見
失
な
わ
れ
気
味
な
の
が
現
状
で
あ
る
。
確
か
に
レ
″

ジ
ン
ク
が
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第
三
九
節
（
初
版
の
第
三
八
節
）
以
下
に
関
し
、
「
画

家
や
詩
人
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
形
象
の
鮮
や
か
さ
や
迫
真
性
の
程
度
」

を
要
請
し
、
結
論
と
し
て
「
私
は
そ
の
一
語
一
語
に
、
苦
吟
す
る
詩
人
の
声
を
聞
く
が
、

物
そ
の
も
の
の
姿
が
見
え
る
と
は
と
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
（
７
）
」
と
難
を
突
く

に
も
一
理
あ
り
、
右
の
ゴ
″
ト
シ
ェ
ー
ト
の
啓
蒙
批
評
（
註
（
４
）
）
も
こ
の
点
を
指

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
ヅ
イ
ヅ
ア
ル
デ
ィ
の
『
四
季
』
か
ら
受
け
る
よ
う

な
「
形
象
の
鮮
や
か
さ
や
迫
真
性
」
を
内
面
性
豊
か
な
バ
″
ハ
の
受
難
曲
に
期
待
し
た

と
て
、
ま
た
思
念
溢
れ
る
ハ
ラ
ー
の
詩
想
に
「
物
そ
の
も
の
の
姿
」
を
い
く
ら
要
求
し

た
と
て
、
所
詮
ド
イ
ツ
芸
術
の
本
質
が
解
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

　
む
し
ろ
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
に
は
、
シ
ラ
ー
も
認
め
た
「
理
念
へ
の
飛
翔
（
ｙ
乱
‐
．

ｓ
ｃ
ｈ
w
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｚ
ｕ
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ
）
「
悪
」
の
筋
を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
成
程
シ
ラ
ー
の
批

判
に
あ
る
如
く
、
「
ハ
ラ
ー
に
お
い
て
は
分
別
悟
性
が
感
受
性
に
君
臨
し
て
い
る
（
～
）

の
を
否
め
な
い
。
だ
が
こ
れ
を
ゴ
″
ト
シ
ェ
ー
ト
の
よ
う
に
「
分
別
悟
性
の
幽
霊
ど
も

(
Ｇ
ｅ
ｓ
ｐ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
)
」
（
註
（
４
）
）
と
一
重
に
否
定
方
向
に
の
み
片
付

-

一

一

ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
－
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
－
　
（
高
橋
）

け
る
な
ら
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
幾
重
に
も
う
ね
る
晦
渋
な
ハ
ラ
ー

の
想
念
は
、
正
に
「
苦
吟
す
る
詩
人
」
（
註
（
７
）
）
の
「
分
別
悟
性
」
の
弛
ま
ぬ
努
力

の
結
晶
で
も
あ
る
か
ら
で
、
但
し
更
に
一
層
円
熟
し
「
思
想
そ
の
も
の
が
詩
歌
象
徴

(
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｄ
ｓ
ｔ
　
ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
　
）
～
」
と
な
る
に
は
末
だ
「
感
受
性
(
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
ｎ
-

ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
）
」
が
乏
し
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
シ
ラ
ー
と
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

に
比
べ
れ
ば
、
「
分
別
悟
性
が
感
受
性
に
君
臨
し
て
い
る
」
と
の
観
を
免
れ
難
い
。
然

れ
ど
も
「
理
念
へ
の
飛
翔
」
を
目
指
す
ハ
ラ
ー
や
シ
ラ
ー
の
歌
声
が
、
後
世
に
は
「
天

の
柱
」
あ
る
い
は
「
栄
光
の
記
念
碑
」
（
註
（
～
）
と
し
て
聳
え
、
厳
し
い
批
判
と
吟

味
に
耐
え
つ
つ
新
た
な
思
想
詩
が
誕
生
す
る
母
胎
と
成
り
得
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ

②
「
新
た
な
詩
作
」

　
翻
り
次
に
は
ハ
ラ
ー
が
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
を
創
作
し
た
当
時
の
詩
歌
の
現
状
を
振

り
返
っ
て
み
よ
う
。
例
え
ば
一
七
七
二
年
三
月
ゲ
ミ
ン
グ
ン
宛
書
簡
に
お
い
て
ハ

ラ
ー
は
、
自
ら
の
誕
生
し
た
頃
十
八
世
紀
啓
蒙
期
の
初
頭
を
回
顧
し
て
、
「
詩
歌

（
回
・
ぼ
回
回
こ
が
ド
イ
ツ
か
ら
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
時
代
）
と
規
定
し
、
「
ブ
ロ
ッ

ケ
ス
と
ピ
ー
チ
ュ
は
幾
篇
か
、
前
者
は
時
折
壮
大
な
佳
作
を
物
し
た
」
と
の
旨
を
認
め

つ
つ
も
、
「
だ
が
余
り
に
も
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
は
途
方
も
無
い
流
暢
さ
　
（
～
・
乱
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ

Ｆ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）
に
感
け
て
、
筆
先
か
ら
韻
文
（
Ｗ
Ｉ
・
）
を
捻
り
出
し
た
届
）
」
と
批

判
を
下
し
て
い
る
。

　
も
し
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
の
詩
集
『
神
に
お
け
る
地
上
の
楽
し
み
』
（
一
七
二
一
年
－
四
八

年
）
の
諸
作
品
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第
二
八
節
を
締
め
括
る

第
二
八
〇
句
が
意
味
深
長
と
な
る
。

　
　
｛
｝
ｉ
ｅ
　
Ｒ
ｉ
ｉ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｇ
ｅ
ｚ
ａ
ｈ
ｌ
ｔ
ｅ
　
Ｔ
ｏ
ｎ
ｅ
.

　
　
感
動
が
詩
句
を
作
り
、
数
え
ら
れ
た
語
調
で
は
な
い
～
）
。

　
「
感
動
（
ま
呂
ほ
品
）
」
と
は
、
教
訓
詩
や
思
想
詩
の
場
合
、
作
品
を
貫
く
「
情
操

一
七

(3)



四

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

(
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
）
」
と
し
て
表
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第
二
節

の
第
一
三
句
に
て
「
物
の
価
値
は
、
そ
れ
よ
り
我
々
が
受
け
る
情
操
次
第
で
あ
る

（
｛
｝
ｅ
ｒ
　
Ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｔ
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ａ
ｓ
｡
　
w
ａ
ｓ
　
w
ｉ
ｒ
　
ｄ
ａ
ｖ
ｏ
ｎ
　
ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
乱
ｅ
ｎ
)
（
1
2
）
」
と
言
わ
れ

る
例
か
ら
も
解
か
る
通
り
、
此
所
に
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
の
よ
う
な
単
な
る
「
韻
文
」
な
ら
ぬ
、

ハ
ラ
ー
の
「
詩
歌
芸
術
」
を
成
り
立
た
し
め
る
母
胎
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
点
は
他
で
も
、
例
え
ば
後
年
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
の
端
書
き
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

詩
人
は
世
の
指
南
役
で
は
な
く
、
描
写
し
て
感
動
さ
せ
（
昌
司
こ
、
そ
し
て
証
拠
立
て
な

　
　
い
（
1
3
）
ｏ

既
に
引
い
た
一
七
七
二
年
三
月
ゲ
ミ
ン
グ
ン
宛
書
簡
（
註
（
1
0
）
）
　
に
語
ら
れ
て
い
る

「
途
方
も
無
い
流
暢
さ
」
が
、
ハ
ラ
ー
の
「
情
操
」
に
宿
る
「
感
動
」
の
対
極
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
「
流
暢
」
な
ら
ざ
る
所
に
、
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
詩
語
の

特
性
が
確
か
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ハ
ラ
ー
が
唯
一
の
自
作
詩
集
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
（
一
七
三
二
年
－
七
七
年
）

第
四
版
（
一
七
四
八
年
）
に
附
し
た
序
文
に
は
、
こ
の
特
性
が
「
新
た
な
詩
作
（
９
の

回
諾
ｙ
３
　
～
回
ｏ
ぼ
～
）
」
と
自
覚
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
尚
一
層
短
い
行
に
、

一
層
多
く
の
思
想
を
つ
め
こ
み
た
い
」
と
の
表
明
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
新
た
な
詩

作
」
へ
の
機
縁
は
、
一
七
二
七
年
夏
七
月
下
旬
よ
り
八
月
末
に
か
け
て
の
滞
英
期
間
に

得
ら
れ
た
模
様
で
あ
る
。

と
か
く
す
る
う
ち
に
私
は
英
国
詩
人
に
親
し
む
よ
う
に
な
り
、
こ
の
詩
人
た
ち
か
ら
思
索

欲
（
に
ｅ
ｂ
ｅ
　
ｚ
ｕ
ｉ
ｈ
　
　
Ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
)
と
重
厚
な
詩
作
の
優
先
（
Ｖ
ｏ
ｒ
ｚ
ｕ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ

Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
)
と
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
そ
の
偉
容
に
私
か
驚
嘆
し
た
哲
学
詩
人
た
ち
は
、

軽
い
泡
の
如
き
暗
喩
の
上
を
泳
ぐ
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
ａ
ｕ
ｆ
　
　
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｏ
ｒ
ｅ
ｎ

　
w
ｉ
ｅ

　
ａ
ｕ
ｆ
　
　
ｌ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｎ

Ｂ
ｌ
ａ
ｓ
ｅ
ｎ
　
　
ｓ
ｃ
ｈ
w
i
m
m
こ
　
口
Ｉ
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
膨
ら
み
浮
腫
ん
だ
本
質
（
ｄ
ａ
ｓ

ｇ
ｅ
ｂ
ｌ
ａ
ｈ
ｔ
ｅ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ａ
ｕ
ｆ
ｅ
ｅ
ｄ
ｕ
ｎ
ｓ
ｅ
ｎ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
ｓ
　
Ｌ
ｏ
ｈ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
）
を
私
か
ら
押
し
の

け
、
か
く
し
て
私
に
は
新
た
な
詩
作
が
誕
生
し
た
。
但
し
こ
れ
は
不
幸
に
も
幾
多
の
人
々
か

一
八

　
　
ら
不
興
を
被
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
は
さ
程
悔
い
る
こ
と
な
く
、
尚
一
層
短
か
い
行

　
　
に
一
層
多
く
の
思
想
（
ｎ
ｏ
ｃ
ｈ
　
ｖ
ｉ
ｅ
ｌ
　
ｍ
ｅ
ｈ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
ｉ
ｎ
　
ｖ
ｉ
ｅ
ｌ
　
ｍ
ｉ
ｎ
ｄ
ｒ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｌ
ｅ
ｎ
)

　
　
を
つ
め
こ
み
た
い
の
で
あ
る
（
1
4
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
四
版
の
序
文
）

親
仏
派
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
が
此
所
に
（
如
何
わ
し
く
態
と
ら
し
い
本
質
三
品
ｔ
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ

ｕ
乱
ｇ
ｅ
ｚ
w
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
）
」
（
註
（
６
）
）
を
見
た
点
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
、

こ
の
場
合
に
は
「
思
索
欲
」
が
「
分
別
悟
性
の
幽
霊
ど
も
」
　
へ
と
、
「
重
厚
な
詩
作
」

が
「
闇
の
晦
渋
へ
　
(
ｉ
ｎ
ｓ
　
Ｄ
ｕ
ｎ
ｋ
ｌ
ｅ
）
」
（
註
（
４
）
）
と
低
下
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

　
他
方
シ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
ヘ
と
伸
び
る
教
訓
詩
と
思
想
詩
の
展
開
に
お
い
て
は
、

む
し
ろ
「
思
索
欲
」
と
「
重
厚
な
詩
作
の
優
先
」
こ
そ
が
重
要
と
な
る
。
す
る
と
こ
の
際

ゲ
ー
テ
は
微
妙
な
位
置
を
占
め
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
『
詩
と
真
実
』
第
七
言
で
ゲ
ー
テ

は
、
「
希
薄
で
冗
慢
で
空
虚
な
時
代
か
ら
脱
出
す
る
第
一
歩
が
、
的
確
、
精
緻
、
簡
潔
（
’
（
斥
‐

監
に
よ
っ
て
の
み
踏
み
出
さ
れ
得
る
Ｒ
）
」
と
述
べ
て
お
い
て
、
ハ
ラ
ー
や
ク
ロ
プ
シ
ュ

ト
ッ
ク
に
お
け
る
「
文
体
」
の
「
凝
縮
(
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ｒ
ａ
ｎ
ｇ
ｔ
ｅ
／
　
ｇ
ｅ
ｄ
ｒ
ａ
.
ｎ
ｇ
ｔ
）
（
1
6
）
」
を

一
応
は
肯
定
し
つ
つ
も
、
結
局
は
こ
の
筋
が
「
緊
密
へ
　
(
m
ｓ
　
Ｅ
ｎ
ｇ
ｅ
）
」
と
至
る
や

「
不
可
解
で
享
受
で
き
な
い
（
1
7
）
」
と
告
白
し
て
い
る
。
恐
ら
く
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃

歌
『
パ
ト
モ
ス
』
（
一
八
〇
二
年
）
に
お
け
る
「
緊
密
」
か
つ
「
凝
縮
」
し
た
重
厚
な

詩
作
こ
そ
、
「
尚
一
層
短
い
行
に
一
層
多
く
の
思
想
を
つ
め
こ
み
た
い
」
と
す
る
「
新

た
な
詩
作
」
（
註
（
1
4
）
）
の
円
熟
し
た
成
果
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
ヅ
ア
イ
マ
ル
の
古

典
主
義
の
努
力
目
標
は
詰
ま
る
所
こ
こ
か
ら
外
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
蓋
し
「
凝

縮
」
で
「
緊
密
」
な
「
文
体
」
を
、
も
し
「
簡
潔
（
入
ロ
ロ
・
）
」
を
旨
と
し
て
纒
め
て

し
ま
う
な
ら
ば
、
必
ず
や
雄
渾
な
讃
歌
や
思
想
詩
は
萎
縮
し
て
し
ま
い
、
十
九
世
紀
ド

イ
ツ
音
楽
の
交
響
曲
に
通
ず
る
詩
歌
の
脈
動
は
興
隆
せ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
簡
に
し
て

要
を
得
た
寓
話
（
『
呂
・
』
）
と
か
歌
曲
（
に
亀
）
が
花
咲
く
の
み
で
あ
っ
た
ろ
う
。

４



朗
「
内
な
る
人
間
」

　
十
八
世
紀
中
葉
は
実
に
様
々
な
試
み
が
並
立
し
て
お
り
、
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
収

め
ら
れ
た
ハ
ラ
ー
の
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
（
一
七
三
二
年
－
七
七
年
）
も
そ
の
一

つ
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
「
試
み
」
を
高
く
評
価
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ゴ
″
ト
シ
ェ
ー

ト
の
『
批
判
的
詩
論
の
試
み
（
1
8
）
』
（
一
七
三
〇
年
－
五
一
年
）
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

結
局
ブ
ラ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
『
批
判
的
詩
論
（
1
9
）
』
（
一
七
四
〇
年
）
な
ど
ス
イ
ス
派

の
筋
が
賞
揚
し
た
ハ
ラ
ー
の
詩
歌
を
、
そ
の
宿
敵
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
派
の
総
帥
で
あ
る
ゴ
ッ

ト
シ
ェ
ー
ト
が
既
め
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
度
重
な
る
両
派
の
対
立
は

和
解
へ
と
向
か
い
そ
う
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
新
た
な
市
民
社
会

に
適
う
文
芸
を
樹
立
し
よ
う
と
い
う
努
力
に
お
い
て
は
両
者
と
も
に
類
似
の
方
向
を
示

し
て
い
た
。

　
例
え
ば
前
に
述
べ
た
「
軽
い
泡
の
汝
き
暗
喩
の
上
を
泳
ぐ
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

膨
ら
み
浄
膨
ん
だ
本
質
」
（
註
（
1
4
）
）
は
ヽ
執
れ
に
し
て
も
何
ら
か
の
手
段
で
乗
り
越

え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
（
2
0
）
。
こ
れ
を
克
服
す
る
の
に
ハ
ラ
ー
が
試
み
た
「
重

厚
な
詩
作
」
は
、
生
憎
ゴ
″
ト
シ
ェ
ー
ト
を
始
め
と
し
て
「
不
幸
に
も
幾
多
の
人
々
か

ら
不
興
を
被
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
註
（
1
4
）
）
。
他
方
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
派
が
洗
練
さ
れ
た

趣
味
に
基
ず
く
規
範
を
示
す
こ
と
に
よ
り
活
路
を
見
い
出
さ
ん
と
し
て
い
た
こ
と
は
、

ゲ
ー
テ
の
『
詩
と
真
実
』
第
七
書
も
認
め
て
い
る
所
で
あ
る
。

　
　
私
達
に
は
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
の
『
批
判
的
詩
論
』
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
十
分
に
重

　
　
宝
で
啓
蒙
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
こ
の
本
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
詩
お
よ
び
韻
律
と
そ
の

　
　
様
々
な
律
動
に
関
し
、
古
来
の
文
献
に
現
わ
れ
た
知
識
を
伝
え
て
い
た
（
2
1
）
。

と
こ
ろ
が
他
面
こ
の
「
啓
蒙
的
（
ｇ
）
・
冨
の
乱
）
」
な
「
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
の
水
域
」
に

呑
ま
れ
、
「
ド
イ
ツ
詩
歌
の
山
岳
の
麓
な
す
美
し
く
多
彩
な
草
原
が
容
赦
な
く
伐
採
さ

れ
」
（
註
（
３
）
）
た
点
を
も
、
ゲ
ー
テ
は
見
逃
し
て
い
な
い
。

　
　
か
く
し
て
私
達
も
実
際
、
ス
イ
ス
派
の
方
が
本
当
は
卓
越
し
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
、
ブ
ラ

　
　
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
『
批
判
的
詩
論
』
を
読
み
始
め
た
。
此
所
で
私
達
は
今
や
一
層
と
開
け
た

五

ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
Ｉ
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
―
　
（
高
橋
）

広
野
へ
と
推
参
し
た
ね
け
な
の
だ
が
、
し
か
し
実
際
に
は
一
層
と
大
き
な
迷
宮
に
入
っ
た
に

過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
　
…
（
Ｕ

こ
ん
な
調
子
で
一
進
一
退
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
ゲ
ー
テ
の
筆
は
「
或
る
絶
望
に
満
ち
た

状
態
(
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｚ
w
ｅ
ｉ
ｆ
ｌ
目
ｇ
ｓ
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
　
Ｚ
ｕ
ｓ
ｔ
ａ
乱
）
「
ヨ
」
を
意
識
す
る
手
前
で
、
当
時

「
イ
ソ
″
プ
寓
話
」
が
「
第
一
級
か
つ
至
上
の
種
類
の
詩
」
と
看
倣
さ
れ
た
「
実
に
奇

妙
(
Ｓ
ｏ
　
w
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
）
（
2
3
）
」
な
経
緯
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
こ
れ
ら
全
て
の
諸
要
求
に
従
い
、
今
や
様
々
な
種
類
の
詩
が
吟
味
さ
れ
ん
と
し
た
。
そ
し
て

　
　
自
然
を
模
倣
し
、
更
に
不
可
思
議
（
w
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
）
か
つ
同
時
に
ま
た
人
倫
の
目
標
と
公

　
　
益
た
る
べ
き
も
の
が
、
第
一
級
か
つ
至
上
の
種
類
の
詩
と
看
倣
さ
る
べ
し
と
な
り
、
幾
多
の

　
　
熟
慮
の
末
つ
い
に
大
い
な
る
当
の
優
先
権
は
、
最
高
度
の
確
信
を
以
て
イ
ソ
乙
フ
寓
話
に
帰

　
　
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
2
3
）
。

「
実
に
奇
妙
」
な
こ
の
結
末
か
ら
「
絶
望
に
満
ち
た
状
態
」
へ
と
至
る
過
程
に
お
い
て
、

果
し
て
ゲ
Ｌ
テ
は
何
に
活
路
を
見
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
『
詩
と
真
実
』
第
七
書
で
は
、
こ
の
間
に
先
程
引
い
た
ス
イ
ス
派
ブ
ラ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー

が
、
「
有
能
で
博
識
か
つ
洞
察
力
溢
れ
る
人
物
　
(
ｅ
ｉ
ｎ
　
　
　
ｔ
ｉ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
｡
　
　
　
ｇ
ｅ
ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｔ
ｅ
ｒ
｡

ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ａ
ｎ
ｎ
)
（
2
4
）
」
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
ス
イ
ス
派
を
全
面
的
に
弁
護
す
る
に
は
但
し
、
こ
う
言
え
ば
良
か
ろ
う
。
即
ち
ブ
ラ
イ

テ
ィ
ン
ガ
ー
は
誤
れ
る
観
点
か
ら
立
論
し
、
ほ
ぽ
既
に
関
心
圈
を
走
破
し
た
後
、
漸
く
に
し

て
主
題
に
突
き
当
た
り
、
か
く
し
て
人
倫
習
俗
や
諸
性
格
や
様
々
な
情
念
の
表
現
、
つ
ま
り

詩
歌
芸
術
が
や
は
り
確
か
に
格
別
依
存
し
て
い
る
内
な
る
人
間
の
表
現
　
（
巳
の
｛
｝
ａ
ｒ
-

ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｕ
ｎ
ｇ

　
･
･
･　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
)
を
、
著
者
の
終
結
部
で
言
わ
ば
付
け
足

し
と
し
て
勧
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
（
2
5
）
。

竟
に
「
内
な
る
人
間
の
表
現
」
が
「
主
題
」
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ゲ
ー

テ
の
特
殊
な
関
心
は
次
に
「
ギ
ュ
ン
タ
ー
」
の
「
機
会
詩
（
Ｇ
ｅ
ｌ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
ｓ
ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九

(５)



ﾕ_

／Ｘ

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

（
2
5
）
」
に
向
か
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
以
上
の
叙
述
を
踏
ま
え
、
む
し
ろ
本
論
と
し
て
は
教
訓
詩
が
思
想
詩

(
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
ｒ
邑
へ
と
深
ま
り
ゆ
く
十
八
世
紀
ド
イ
ッ
抒
情
詩
史
に
お
い
て
こ
そ

「
内
な
る
人
間
の
表
現
」
が
円
熟
す
る
と
主
張
し
た
い
。
そ
し
て
「
自
然
を
模
倣
し
、

更
に
不
可
思
議
か
つ
同
時
に
ま
た
人
倫
の
目
標
と
公
益
た
る
べ
き
も
の
が
、
第
一
級
か

つ
至
上
の
種
類
の
詩
と
看
倣
さ
る
べ
し
」
（
註
（
2
3
）
）
な
ら
ば
、
就
く
ハ
ラ
ー
の
『
ア

ル
ペ
ッ
山
脈
』
こ
そ
正
に
当
の
要
請
に
応
え
る
べ
く
踏
み
出
さ
れ
た
第
一
歩
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

匪
「
自
然
の
宝
庫
」

　
讃
歌
『
春
』
で
ク
ラ
イ
ス
ト
が
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
を
「
天
の
柱
」
と
か
「
栄
光
の

記
念
碑
」
（
柱
（
～
）
と
高
唱
し
た
時
、
ま
ず
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
未
踏
の
霊
峰
に
蔵

せ
ら
れ
て
い
る
「
不
可
思
議
」
な
「
自
然
」
（
註
（
2
3
）
）
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
そ

の
第
三
二
節
か
ら
第
四
四
節
（
初
版
の
第
三
一
節
か
ら
第
四
三
節
）
に
か
け
て
、
ま
ず

ハ
ラ
ー
は
山
岳
の
景
観
を
海
抜
二
Ｉ
○
八
メ
ー
ト
ル
な
す
「
ゴ
ッ
ト
ハ
ル
ト
峠
の
頂

（
u
ｏ
ｔ
ｔ
ｈ
ａ
ｒ
ｄ
ｓ
　
Ｈ
ａ
ｕ
ｐ
ｔ
）
（
2
6
）
（
第
一
三
一
句
）
よ
り
始
め
、
「
大
地
が
他
所
で
は
稀
に

し
か
産
ん
だ
こ
と
な
き
も
の
を
、
小
国
ス
イ
ス
で
は
自
然
造
化
の
妙
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｌ
ｅ
乱
ｅ

Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
）
が
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
た
（
2
6
）
」
（
第
三
一
三
句
－
第
三
一
四
句
）
こ
と
を
物

語
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
脈
絡
で
出
会
う
「
不
可
思
議
（
Ｗ
ｕ
乱
ｅ
ｒ
）
云
）
」
　
（
第

三
六
四
句
）
の
例
と
し
て
、
高
山
植
物
や
金
銀
水
晶
な
ど
「
自
然
の
宝
庫
(
Ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
-

ｔ
ｕ
r
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
）
（
2
8
）
」
（
第
四
〇
九
句
）
が
挙
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。

　
但
し
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
は
珍
し
い
博
物
誌
の
標
本
室
で
は
な
い
。
つ
ま
り
「
不
可

思
議
」
な
「
自
然
」
の
描
写
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
く
て
、
よ
り
高
邁
な
理
念
追

求
の
道
筋
を
飾
る
詩
歌
象
徴
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
ら
は
「
物
そ
の
も
の
の
姿
(
ｄ
ａ
ｓ

回
ｎ
ｇ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
）
」
　
（
註
（
７
）
）
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
作
品
の
基
底

を
洞
々
と
流
れ
る
「
情
操
」
（
註
（
1
2
）
）
を
母
胎
と
し
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
微
光
を
放
つ
水
晶
が
岩
盤
の
裂
け
目
よ
り
萌
え
、

　
　
　
　
薄
暗
い
山
気
を
貫
い
て
煌
め
き
、
四
方
に
輝
き
渡
た
る
。

　
　
　
　
お
お
自
然
の
宝
庫
／
　
穴
あ
ら
ば
這
い
込
め
汝
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
人
ど
も
。

四
一
〇
　
西
欧
の
金
剛
石
は
此
所
に
繁
茂
し
、
生
育
し
て
山
岳
と
な
る
の
だ
／
（
2
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ア
ル
ペ
ッ
山
脈
』
第
四
一
節
）

詩
人
は
宝
庫
類
を
開
陳
し
て
そ
の
色
や
形
を
誇
示
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
奥
深
く

よ
り
慎
ま
し
く
輝
く
力
強
い
生
育
を
物
語
り
、
こ
れ
を
霊
峰
ア
ル
ペ
ン
山
脈
の
象
徴
と

し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
内
な
る
人
間
」
（
註
（
2
5
）
）
な
ら
ぬ
「
眩
惑
さ
れ

し
人
間
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｅ
乱
ｔ
ｅ
　
Ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
）
」
（
第
四
四
一
句
）
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
眩
惑
さ
れ
し
人
間
だ
ち
よ
／
　
汝
ら
は
間
近
き
墓
に
至
る
ま
で
、

　
　
　
　
貪
欲
、
名
誉
（
図
～
）
そ
し
て
快
楽
を
常
に
空
虚
な
釣
り
竿
へ
と
結
わ
え
付
け

四
四
五
　
汝
６
　
は
中
産
階
級
の
物
静
か
な
幸
福
（
ｄ
ａ
ｓ
　
ｓ
ｔ
ｉ
ｉ
ｌ
ｅ
　
Ｇ
ｌ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
　
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｉ
ｔ
ｔ
e
l
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
ｓ
）

　
　
　
　
　
　
を
蔑
み
、

　
　
　
　
自
然
が
汝
ら
よ
り
望
む
以
上
を
運
命
に
求
め
、

　
　
　
　
汝
ら
は
愚
鈍
の
み
が
請
う
も
の
を
必
須
と
な
す
。

　
　
　
　
お
お
信
じ
ぜ
よ
、
如
何
な
る
勲
章
（
叩
芯
ｇ
）
と
て
歓
び
と
な
ら
ず
、
如
何
な
る
真
珠

　
　
　
　
　
　
装
飾
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ｍ
ｕ
ｃ
巴
と
て
富
と
な
ら
ぬ
こ
と
を
／
（
2
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ア
ル
ペ
ッ
山
脈
』
第
四
五
節
）

密
や
か
に
遠
大
な
力
を
展
開
さ
せ
る
大
自
然
の
脈
動
に
協
和
し
て
、
新
た
に
芽
生
え
る

市
民
意
識
は
既
成
の
価
値
観
を
「
眩
惑
」
と
看
倣
し
、
「
名
誉
」
と
か
「
勲
章
」
や

「
装
飾
」
を
「
人
倫
の
目
標
と
公
益
」
　
（
註
（
2
3
）
）
か
ら
度
外
視
す
る
。
既
に
見
た

「
軽
い
泡
の
如
き
暗
喩
の
上
を
泳
ぐ
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
膨
ら
み
浮
腫
ん
だ
本
質
」

が
、
「
思
索
欲
」
に
溢
れ
る
「
重
厚
な
詩
作
」
（
註
（

1
5
）
）
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の

も
、
同
時
に
こ
の
脈
絡
か
ら
理
解
さ
れ
得
よ
う
。

　
「
自
然
の
宝
庫
」
は
「
思
索
（
Ｆ
回
目
）
」
に
似
た
「
物
静
か
な
幸
福
」
を
宿
し
て

６



お
り
、
堅
実
な
ハ
ラ
ー
の
如
き
市
民
階
級
の
「
情
操
」
に
適
う
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
基
調
を
礎
と
し
て
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
は
内
省
す
る
魂
に
響
き
渡
り
、
十

八
世
紀
ド
イ
ツ
抒
情
詩
に
新
た
な
一
頁
を
画
す
る
。
但
し
こ
れ
は
目
先
の
時
事
問
題
に

新
聞
の
よ
う
な
解
答
を
与
え
よ
う
と
す
る
傾
向
文
学
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
本
質
は
表
層
の
階
級
対
立
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
勃
興
す
る
市
民
意
識

の
底
を
流
れ
る
「
情
操
」
に
あ
る
か
ら
で
、
こ
れ
を
ハ
ラ
ー
独
自
の
「
思
索
欲
」
と

「
重
厚
な
詩
作
」
が
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
諸
外
国
に
先
駆
け
て
市
民
社
会
形
式
を
目
指
し
た
英
国
に
滞
在
し
、
そ
れ
以
降
そ
の

国
の
文
化
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
ハ
ラ
ー
に
と
り
、
「
英
国
詩
人
」
は
単
に
書
斎
の

「
哲
学
詩
人
た
ち
」
（
註
（
1
5
）
）
　
に
留
ま
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の

「
思
索
欲
」
も
「
重
要
な
詩
作
」
も
、
決
し
て
修
道
院
風
の
遁
世
し
た
密
室
で
研
鐙
を

積
み
重
ね
る
自
己
完
結
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
の
現
実
に
直
面
し
て
人
倫

の
深
層
へ
と
眼
差
を
向
け
、
歴
史
の
歯
車
を
意
識
の
奥
底
で
回
す
必
然
を
見
据
え
ん
と

し
て
為
さ
れ
て
お
り
、
「
自
然
の
宝
庫
」
と
て
当
面
の
史
実
と
の
睨
み
合
わ
せ
で
謳
わ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
占
一
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
は
そ
れ
以
前
の
ハ
ラ
ー
の
詩
歌
、
例
え
ば
初
期
の
佳
作

『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
に
比
べ
て
格
段
の
現
実
味
を
帯
び
る
に
至
っ
て
い
る
。

即
ち
人
間
が
、
後
者
で
は
「
三
重
に
偉
大
な
る
神
（
3
0
）
」
の
前
に
（
虫
蝶
足
回
目
）
乱
）
」

と
し
て
登
場
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
前
者
に
至
る
や
市
民
と
し
て
自
ら
の
「
物

静
か
な
幸
福
」
を
自
覚
し
、
現
存
の
課
題
を
担
う
責
任
主
体
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

㈲
「
黄
金
時
代
」

　
既
成
意
識
を
破
り
理
念
追
求
を
目
指
す
詩
魂
が
、
竟
に
は
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア

（
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｓ
（
ぎ
の
・
ｒ
§
に
乱
）
「
苔
」
へ
と
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
心
を
開
く
ま
で
、
十
八

世
紀
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
歩
み
は
魂
の
不
滅
な
す
「
至
福
」
を
求
め
苦
闘
を
繰
り
返
す
。

ハ
ラ
ー
が
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
で
理
想
化
す
る
牧
人
生
活
も
「
至
福
」
へ
の
途
上
に
あ

七
　
　
ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
－
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
－
　
（
高
橋
）

り
、
決
し
て
現
実
の
農
民
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
こ
と
が
究
極
目
的
で
は
な
い
。
故
に

粗
野
な
側
面
は
此
所
に
皆
目
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（
3
3
）
。

四
八
一
　
お
お
至
福
な
る
哉
（
Ｏ
ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
)
　
　
＾
-
　
汝
ら
の
如
く
手
ず
か
ら
養
い
育
て
た
牛
た
ち
と

　
　
　
　
　
　
共
に

四
八
二
　
父
祖
伝
来
の
自
ら
所
有
す
る
農
地
を
耕
す
者
は
。

四
八
九
　
そ
の
者
は
自
分
の
境
遇
（
Ｎ
回
了
乱
）
を
大
切
に
し
、
決
し
て
改
善
（
び
・
回
の
ｇ
）
を

　
　
　
　
　
　
望
ま
な
い
／
（
3
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ア
ル
ペ
ッ
山
脈
』
第
四
九
節
）

こ
の
様
に
山
岳
の
田
園
生
活
を
賛
美
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
四
九
〇
句
よ
り
成
る
長
詩

『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
終
結
部
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
決
し
て
境
遇
改
善
を
望
ま
な
い
」
（
第
四
八
九
句
）
と
は
、
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第

一
句
に
対
応
す
る
言
葉
で
、
そ
こ
で
は
高
度
に
文
明
化
さ
れ
た
「
人
間
た
ち
」
に
向
か

い
こ
う
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
試
み
る
が
よ
い
、
汝
ら
人
間
た
ち
よ
、
汝
ら
の
境
遇
を
改
善
（
Ｎ
ｕ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
　
ｂ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
)

　
　
　
　
　
　
す
る
が
よ
い
。

　
　
　
　
用
い
よ
、
学
芸
が
発
見
し
、
自
然
が
汝
ら
に
賦
与
し
た
も
の
を
。

　
　
　
　
花
壇
を
噴
水
で
も
っ
て
活
気
づ
け
る
が
よ
い
。

　
　
　
　
採
掘
七
た
岩
を
コ
リ
ン
ト
様
式
の
円
柱
に
刻
め
。

　
　
五
　
大
理
石
の
壁
を
ペ
ル
シ
ア
布
で
装
飾
し
被
う
が
よ
い
（
3
5
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ア
ル
ベ
ッ
山
脈
』
第
一
節
）

実
は
博
識
な
自
然
科
学
者
ハ
ラ
ー
自
身
、
生
理
学
や
解
剖
学
な
ど
で
夥
し
い
研
究
成
果

を
あ
げ
、
学
術
の
進
歩
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
医
学
博
士
で
あ
っ
た
。
そ
の
碩
学
が
敢

て
自
己
を
否
定
し
た
地
平
に
「
至
福
」
を
求
め
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
を
歌
い
上
げ
る
。

　
そ
こ
で
は
例
え
ば
ヘ
ー
シ
オ
ド
ス
の
教
訓
詩
『
仕
事
と
日
々
』
で
「
黄
金
の
族
」

（
第
一
〇
九
句
）
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
こ
と
、
即
ち
「
豊
饒
な
地
は
　
稔
り
を
も
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
Ｉ

７



八

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

す
の
だ
っ
た
、
ひ
と
り
で
に
　
豊
か
に
し
か
も
惜
し
げ
も
な
く
「
葱
」
（
第
一
一
七
句
－

第
一
一
八
句
）
と
言
う
、
昔
日
の
タ
ヒ
チ
島
ま
が
い
の
架
空
物
語
は
払
い
除
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
む
し
ろ
そ
の
教
訓
詩
の
主
題
の
筋
、
「
仕
事
は
け
っ
し
て
恥
で
は
な
い
、

無
為
こ
そ
恥
で
あ
る
（
Ｅ
）
（
第
ご
二
一
句
）
と
言
わ
れ
る
点
が
、
正
に
ハ
ラ
ー
の

「
黄
金
時
代
」
の
中
核
を
な
す
こ
と
に
な
る
。

　
二
Ｉ
　
幸
運
に
恵
ま
れ
し
黄
金
時
代
（
荏
ぼ
諾
Ｎ
ｌ
）
、
・
：

二
五

二
六

二
九

三
〇

そ
れ
は
自
ず
か
ら
穀
物
が
灰
黄
の
野
を
被
い
、

蜜
が
乳
と
共
に
駅
れ
た
河
川
と
な
り
流
れ
た
か
ら
で
は
な
い
。

否
、
そ
れ
は
人
間
が
充
溢
（
弓
Ｆ
５
ｇ
）
を
幸
福
へ
と
数
え
入
れ
ず
、

困
苦
（
Ｎ
ｏ
ｔ
ｄ
ｕ
ｒ
忌
が
そ
の
富
で
あ
り
、
憂
慮
を
も
た
ら
す
黄
金
も
無
か
っ
た
か
ら
な

　
　
の
だ
／
（
3
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ア
ル
ペ
ッ
山
脈
』
第
三
節
）

厳
し
い
自
己
批
判
が
此
所
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
実
に
ハ
ラ
ー
ほ
ど
豊
か
な
学
識
の

「
充
溢
（
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｆ
ｌ
ｕ
Ｂ
）
!
（
第
二
九
句
）
に
恵
ま
れ
た
才
人
も
稀
ら
し
い
か
ら
で
、
瞳
目

す
べ
き
は
当
人
が
更
に
自
ら
の
殻
を
破
り
、
「
至
福
」
へ
と
突
き
抜
け
る
方
向
で
「
黄

金
時
代
」
を
探
求
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
「
黄
金
時
代
」
の
歌
わ
れ
た
詩
節
か
ら
、
こ
の
倦
む
こ
と
な
き
探
求
の
姿
勢
を
度
外

視
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
上
か
ら
教
訓
を
乗
れ
る
道
徳
家
へ
と
詩
人
は
転
身
し
て
し
ま

わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
故
に
説
教
を
下
す
よ
り
む
し
ろ
「
思
索
欲
」
を
求
め
る

ハ
ラ
ー
は
、
自
己
の
見
解
を
下
垂
ら
せ
る
「
充
溢
」
よ
り
は
、
む
し
ろ
止
み
難
い
「
困

苦
」
の
方
に
こ
そ
「
美
徳
」
（
第
三
四
句
）
を
認
め
、
敢
て
謙
虚
に
学
識
な
き
山
岳
住

民
の
方
を
仰
ぎ
見
ん
と
す
る
。

　
三
一
　
汝
ら
自
然
の
高
弟
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｉ
ｌ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
)
よ
、
汝
ら
は
な
お
黄
金
時
代
を
知
っ

　
　
　
　
　
て
い
る
の
だ
／

二
二

　
三
三
　
誰
が
考
量
す
る
か
、
外
観
の
空
虚
な
輝
き
な
ど
、

　
三
四
　
も
し
美
徳
（
ｌ
ｕ
ｇ
ｅ
乱
）
が
労
苦
を
快
と
な
し
、
貧
し
さ
を
幸
い
と
す
る
な
ら
ば
。

　
三
六
　
汝
ら
の
飲
む
群
雲
は
、
霜
と
稲
妻
で
重
く
垂
れ
こ
め
、

　
三
七
　
長
期
の
冬
は
、
遅
れ
ば
せ
の
春
の
期
間
を
縮
め
、

　
三
八
　
し
て
万
年
雪
が
冷
え
た
渓
谷
を
囲
ん
で
い
る
。

　
三
九
　
だ
が
汝
ら
の
人
倫
の
価
値
(
Ｓ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｗ
ｅ
邑
は
、
万
事
こ
れ
ら
を
改
書
(
ｖ
ｅ
ｒ
ｂ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
芭

　
　
　
　
　
　
し
た
の
だ
（
3
9
）
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ア
ル
ペ
ッ
山
脈
』
第
四
節
）

　
「
自
然
の
高
弟
」
は
初
稿
で
「
生
粋
の
真
正
な
賢
者
（
ｇ
Ｅ
～
）
「
恕
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
そ
し
て
必
然
不
可
避
の
「
困
苦
」
ゆ
え
の
「
改
善
」
の
み
が
「
賢
者
」
に
相
応

し
く
、
こ
れ
こ
そ
が
「
人
倫
の
価
値
」
を
基
礎
づ
け
る
と
ハ
ラ
ー
は
主
張
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

㈲
「
幸
福
な
乏
し
さ
」

　
「
困
苦
」
ゆ
え
の
「
改
善
」
に
は
「
充
溢
」
（
註
（
3
8
）
）
が
欠
け
、
常
に
或
る
「
貧

し
さ
（
Ａ
ｒ
m
ｕ
ｔ
）
」
が
「
美
徳
」
（
註
（
3
9
）
）
と
し
て
宿
る
。
故
に
充
ち
足
り
た
者
に

時
折
ふ
と
兆
す
不
満
も
此
所
で
は
疎
遠
と
な
る
。

　
四
一
　
汝
は
幸
い
だ
、
不
満
な
き
民
(
ｖ
ｅ
ｒ
ｇ
ｎ
ｉ
ｉ
ｇ
ｔ
ｅ
ｓ
　
Ｖ
ｏ
ｌ
と
よ
／
　
お
お
運
命
に
感
謝
せ

　
四
二
幸
運
に
も
汝
に
は
、
悪
徳
の
源
泉
(
｡
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｌ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｑ
ｕ
ｅ
巳
た
る
充
溢
（
９
・
ら
巨
）

　
　
　
　
　
が
拒
ま
れ
て
い
る
（
4
1
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ア
ル
ペ
ッ
山
脈
』
第
五
節
）

通
常
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
彼
岸
に
で
は
な
く
、
正
に
こ
の
現
実
の
只
中
に
「
黄
金
時
代
」

の
足
跡
が
刻
ま
れ
る
。
但
し
そ
れ
は
格
別
な
神
殿
や
寺
院
の
中
で
は
な
く
、
身
近
に
ふ

と
出
会
う
自
然
の
慎
ま
し
き
精
華
に
お
い
て
、
霊
峰
ア
ル
ペ
ン
山
脈
で
は
そ
れ
に
出
会

う
こ
と
が
出
来
る
。

(8)



五
九

六
〇

自
由
の
君
臨
す
る
所
、
全
て
苦
労
は
軽
減
さ
れ
、

岩
肌
に
さ
え
花
咲
き
、
北
風
も
和
ら
ぐ
（
4
2
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
ア
ル
ペ
ッ
山
脈
」
第
六
節
）

　
「
岩
肌
に
さ
え
花
咲
き
（
回
ｅ
　
Ｆ
ｅ
ｌ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
　
ｂ
ｅ
ｂ
ｌ
ｉ
ｉ
ｍ
ｔ
）
」
（
第
六
〇
句
）
と
歌
わ

れ
る
目
立
た
ぬ
高
山
植
物
こ
そ
、
恐
ら
く
金
銀
水
晶
（
註
（
2
8
）
）
　
に
増
し
て
「
自
然

の
宝
庫
」
で
あ
ろ
う
。
実
際
ハ
ラ
ー
の
筆
も
草
花
を
謳
う
第
三
九
節
以
下
で
生
彩
を
放

ち
、
後
生
レ
ッ
シ
ン
グ
を
し
て
「
こ
の
種
の
も
の
で
は
傑
作
(
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｍ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ

ｉ
ｎ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｒ
ｔ
）
（
4
3
）
」
と
ま
で
言
わ
し
め
た
程
で
あ
る
。

　
「
幸
福
な
乏
し
さ
（
Ｇ
ｌ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ｕ
ｓ
ｔ
）
…
／
（
4
4
）
」
と
、
ハ
ラ
ー
は
「
黄

金
時
代
」
の
本
質
を
第
七
節
冒
頭
（
第
六
一
句
）
で
言
い
中
て
る
。
後
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
が
「
幸
福
」
を
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
（
註
（
3
2
）
）
　
へ
と
、
「
乏
し
さ
」
を
「
乏

し
き
時
代
（
ｄ
ｉ
ｉ
ｒ
ｆ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
（
4
5
）
」
た
る
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
へ
と
展
開
さ
せ
る
酵
母

が
既
に
此
所
に
見
ら
れ
る
。
両
者
と
も
に
「
乏
し
さ
」
が
「
幸
福
」
や
「
至
福
」
と
見

事
な
明
暗
を
織
り
成
し
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
に
特
有
な
意
識
の
淵
を
彩
っ
て
い
る
。

至
福
な
る
哉
、
心
に
乏
し
さ
を
育
く
む
者
ら
は
（
4
6
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
マ
タ
イ
福
音
書
』
第
五
章
、
第
三
節
）

か
く
し
て
「
黄
金
時
代
」
は
、
魂
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
と
共
に
、
『
聖
書
』
の
神
観
の
下

に
純
化
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
滞
英
以
来
ハ
ラ
ー
が
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た
「
哲
学
詩
人
た
ち
」
（
註

（
1
4
）
）
も
、
一
種
の
「
黄
金
時
代
」
を
ハ
ラ
ー
同
様
に
眼
下
に
収
め
て
い
た
。
し
か
し

な
が
ら
此
所
に
は
「
乏
し
さ
」
が
欠
け
て
お
り
、
専
ら
「
充
溢
」
（
註
（
4
1
）
）
が
高
唱

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
ホ
ー
プ
の
初
期
詩
歌
の
成
功
作
『
ウ
ィ
ン
ザ
ー
の
森
』
　
（
一
七

一
三
年
）
を
見
て
み
よ
う
。

　
三
九
　
此
所
で
は
農
耕
の
女
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
の
贈
物
が
、
波
う
っ
眺
望
　
（
w
ａ
ｖ
ｉ
ｎ
ｇ

　
　
　
　
　
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｔ
)
の
下
に
豊
饒
を
予
期
さ
せ
、

九
　
　
ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
Ｉ
ハ
ラ
ー
「
ア
ル
ペ
ン
山
脈
」
－
　
（
高
橋
）

四
〇

四
一

四
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ざ
な

し
て
穂
を
垂
れ
、
歓
呼
す
る
刈
り
手
を
誘
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
！
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
１

富
裕
な
る
勤
勉
(
Ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
　
Ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｓ
ｔ
ｒ
ｙ
)
が
平
原
に
微
笑
み
て
坐
し
、

し
て
平
和
と
充
溢
（
Ｓ
§
ぐ
）
が
、
王
朝
の
治
世
を
物
語
る
（
4
7
）
。

当
時
ブ
リ
テ
ン
王
国
の
「
平
和
と
充
溢
」
は
、
産
業
革
命
と
議
会
制
度
に
支
え
ら
れ
、

一
七
〇
七
年
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
併
合
、
後
に
は
一
八
〇
一
年
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
併
合
と
着

実
に
帝
国
拡
張
を
実
現
し
て
ゆ
く
。
そ
の
王
国
躍
進
の
初
期
に
「
乏
し
さ
」
や
「
貧
し

さ
」
（
註
（
3
9
）
）
が
歌
わ
れ
な
く
と
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
同
様
の
例
は
ト
ム
ソ
ン
の
詩
歌
に
も
見
い
出
せ
る
。
例
え
ば
そ
の
著
名
な
『
四
季
』

こ
七
二
六
年
－
三
〇
年
）
か
ら
『
夏
』
（
一
七
二
七
年
）
の
第
一
四
三
八
句
以
下
に
注

目
す
る
と
、
「
素
晴
ら
し
い
眺
望
（
4
8
）
」
を
へ
た
後
で
、
王
国
が
こ
う
讃
美
さ
れ
る
。

　
　
　
　
幸
福
な
ブ
リ
タ
ニ
ア
９
［
ａ
ｐ
ｐ
ｙ
　
Ｂ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｎ
ｎ
ｉ
ａ
]
／
　
汝
の
下
で
は
諸
学
芸
の
女
王
、

　
　
　
　
霊
気
息
吹
く
活
力
、
自
由
（
に
ｇ
ユ
Ｍ
）
が
外
へ
と

　
　
　
　
解
き
放
た
れ
、
汝
の
国
境
の
僻
地
の
田
舎
小
屋
に
ま
で
赴
き
、

一
四
四
五
　
し
て
充
溢
（
低
～
々
）
を
蒔
き
散
ら
す
、
手
ず
か
ら
惜
し
み
な
く
（
4
9
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
夏
』
第
一
四
四
二
句
以
下
）

更
に
自
由
の
讃
歌
『
自
由
』
（
一
七
三
五
年
－
三
六
年
）
に
至
る
や
、
ト
ム
ソ
ン
は
そ

の
大
団
円
な
す
終
結
部
冒
頭
に
お
い
て
、
も
は
や
「
幸
福
」
な
ら
ぬ
「
至
福
」
を
「
ブ

リ
タ
ニ
ア
」
の
属
性
と
す
る
。

一

一

-

一

一
四

お
お
至
福
な
る
ブ
リ
タ
ニ
ア
(
ｂ
ｌ
ｅ
ｓ
ｔ
　
Ｂ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｎ
ｎ
ｉ
ａ
)
／
　
至
福
の
現
在
(
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ

　
　
ｂ
ｌ
ｅ
ｓ
ｔ
)
に
お
い
て
、

汝
は
人
類
の
保
護
者
な
の
だ
／
　
汝
か
ら
の
み

全
て
人
類
の
威
厳
と
幸
福
、
そ
し
て
名
誉
(
ｆ
ａ
ｍ
ｅ
）
は
送
り
出
る
（
5
0
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
自
由
」
第
五
部
冒
頭
）

　
「
乏
し
さ
」
な
き
「
至
福
」
に
礎
を
置
く
国
威
高
揚
が
此
所
で
、
単
に
産
業
革
命
と
か

帝
国
拡
張
に
支
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
『
哲
学
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三

(9)



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

簡
』
（
初
版
一
七
三
四
年
）
で
礼
讃
し
た
「
自
由
」
と
「
啓
蒙
」
の
祖
国
ブ
リ
タ
ニ
ア

を
ま
ず
は
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
啓
蒙
」
の
匯
ら
か
さ
に
對
け
て
、

そ
の
時
代
の
明
暗
の
全
体
を
見
な
い
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
就
く
「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

に
一
種
の
尊
敬
を
ま
じ
え
た
恐
れ
を
感
ぜ
し
め
た
（
5
1
）
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
敬
虔
な
ハ

ラ
ー
の
詩
語
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
尚
更
な
の
で
あ
る
。

ｍ
「
楽
園
フ
ラ
ン
ス
」

　
十
八
世
紀
ブ
リ
テ
ン
王
国
の
躍
進
に
は
目
覚
し
い
も
の
が
あ
る
。
だ
が
当
時
の
趣
味

ロ
コ
コ
と
か
、
革
命
後
に
偉
人
廟
入
り
し
た
ル
ソ
ー
や
ヅ
オ
ル
テ
ー
ル
に
象
徴
さ
れ
る

「
啓
蒙
（
光
明
）
の
世
紀
(
Ｓ
ｉ
ｅ
ｃ
ｌ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｕ
ｍ
ｉ
ｅ
ｒ
邑
）
は
、
別
の
王
国
フ
ラ
ン
ス
に

ま
ず
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
啓
蒙
の
成
果
が
一
七
八
九
年
以
降
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い

う
現
実
の
力
を
有
し
、
「
王
た
る
者
は
全
て
反
逆
者
で
あ
り
簒
奪
者
で
あ
る
（
Ｔ
ｏ
ｕ
ｔ

ｒ
ｏ
ｉ
　
ｅ
ｓ
ｔ
　
ｕ
ｎ
　
ｒ
ｅ
ｂ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
ｕ
ｎ
　
ｕ
ｓ
ｕ
ｒ
ｐ
ａ
ｔ
ｅ
ｕ
ｒ
.
）
（
5
2
）
」
と
公
言
さ
れ
、
共
和
国
樹
立

二
七
九
二
年
）
の
翌
年
に
国
王
斬
首
を
敢
行
し
た
の
も
第
一
共
和
制
フ
ラ
ン
ス
で
あ
っ

た
。
但
し
一
七
七
七
年
没
の
ハ
ラ
ー
に
は
、
こ
の
十
八
世
紀
全
体
へ
の
見
通
し
が
欠
け

て
お
り
、
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
は
共
和
国
フ
ラ
ン
ス
な
ら
ぬ
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
の
下
に
眺

め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
如
く
ハ
ラ
ー
は
、
「
大
地
が
他
所
で
は
稀
に
し
か
産
ん
だ
こ
と
な
き
も
の
を
、

小
国
ス
イ
ス
で
は
自
然
造
化
の
妙
が
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
た
」
（
註
（
2
6
）
）
と
し
て
、

「
お
お
自
然
の
宝
庫
／
　
穴
あ
ら
ば
這
い
込
め
汝
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
人
ど
も

（
w
ｅ
ｌ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｚ
w
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
)
Ｊ
（
註
（
2
8
）
）
と
豪
語
し
て
い
る
。
隣
国
の
王
朝
文
化
へ
の
対

抗
意
識
が
こ
の
様
に
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
で
は
明
白
に
表
出
さ
れ
て
お
り
、
当
作
品
を

ナ
ー
ト
ラ
ー
に
倣
い
「
古
の
同
盟
ス
イ
ス
共
和
国
民
（
Ｄ
ｉ
ｅ
　
ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｅ
ｉ
ｄ
ｇ
ｅ
ｎ
ｏ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
)

（
5
3
）
」
と
呼
ぶ
の
も
一
理
あ
る
。
政
治
上
で
は
旧
体
制
（
Ａ
ｎ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｒ
ｅ
ｇ
ｉ
ｍ
ｅ
)
　
に
対
す

る
共
和
国
の
自
負
が
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
「
和
合
と
誠
実
そ
し
て
勇
気
」
で
以
て
、

ハ
ラ
ー
は
「
楽
園
フ
ラ
ン
ス
」
を
さ
え
凌
ご
う
と
す
る
。

二
四

二
九
五
　
如
何
に
し
て
テ
ル
が
果
敢
な
勇
気
も
て
、
堅
固
な
（
旧
体
制
の
）
範
を
粉
砕
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
か
。

　
　
　
　
そ
の
軌
は
今
日
も
な
お
西
欧
の
半
分
が
担
っ
て
い
る
も
の
だ
。

　
　
　
　
連
邦
ス
イ
ス
を
囲
む
全
て
の
国
は
こ
の
鎖
の
下
、
い
か
に
窮
乏
と
飢
餓
に
苦
し
み
、

　
　
　
　
ま
た
楽
園
フ
ラ
ン
ス
（
Ｗ
ｅ
ｌ
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｓ
　
Ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
)
が
い
か
に
腰
曲
が
れ
る
乞
食

　
　
　
　
　
　
を
養
う
こ
と
か
（
5
4
）
。

　
　
　
　
い
か
に
和
合
と
誠
実
そ
し
て
勇
気
が
、
相
互
に
分
か
ち
得
ぬ
諸
力
な
し
て
、

三
〇
〇
　
小
国
ス
イ
ス
に
幸
福
の
翼
を
結
え
付
け
て
い
る
こ
と
か
（
5
5
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ア
ル
ベ
ッ
山
脈
』
第
三
〇
節
）

連
邦
ス
イ
ス
の
富
を
、
何
よ
り
「
幸
福
な
乏
し
さ
」
を
宿
す
「
人
倫
の
価
値
」
（
註

（
3
9
）
）
に
詩
人
が
見
て
い
る
点
は
、
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
悪
徳
の
源
泉
た
る
充
溢
」
（
註
（
4
1
）
）
を
文
明
国
フ
ラ
ン
ス
に
確
か
め
、

こ
れ
と
の
対
比
の
下
に
「
古
の
同
盟
ス
イ
ス
共
和
国
民
」
の
「
和
合
と
誠
実
と
勇
気
」

を
賞
揚
す
る
の
に
は
先
例
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
国
人
ム
ラ
ル
ト
著
『
英
国
人
と
フ
ラ

ン
ス
人
に
関
す
る
書
簡
』
（
一
七
二
五
年
）
に
添
え
ら
れ
た
『
旅
行
に
関
す
る
書
簡
』

の
文
面
で
あ
る
。

こ
の
世
に
君
臨
す
る
摂
理
(
ｌ
ａ
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｖ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
)
が
望
ん
だ
の
は
こ
ん
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

諸
国
の
中
に
或
る
正
し
く
純
朴
（
ｕ
ｎ
ｅ
　
ｄ
ｒ
ｏ
ｉ
ｔ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
ｓ
ｉ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
)
な
国
が
あ
り
、
こ
の
国
に

は
豪
奢
(
ｇ
ｒ
ａ
乱
ｅ
ｓ
　
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｓ
)
の
み
な
ら
ず
、
大
規
模
な
娯
楽
の
機
会
も
な
く
、
贅
沢

に
引
き
擦
ら
れ
投
げ
や
り
な
生
活
を
送
る
欲
望
も
湧
か
な
い
。
世
に
埋
も
れ
た
幸
福
（
Ｕ
ｎ
ｅ

ｈ
ｅ
ｕ
ｒ
ｅ
ｕ
ｓ
ｅ
　
ｏ
ｂ
ｓ
ｃ
ｕ
ｒ
ｉ
ｔ
ｅ
）
、
あ
ら
ゆ
る
見
せ
び
ら
か
し
同
様
あ
ら
ゆ
る
無
気
力
か
ら
遠
い
生

活
様
式
が
、
私
達
を
私
達
の
山
岳
に
結
び
つ
け
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
こ
の
生
活
様
式
と
切

り
離
せ
な
い
心
の
充
足
が
、
私
達
に
こ
の
こ
と
を
確
信
さ
せ
た
に
違
い
な
い
（
5
6
）
。

ム
ラ
ル
ト
の
言
う
「
世
に
埋
も
れ
た
幸
福
（
幸
福
な
闇
）
」
が
先
例
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
確
か
だ
け
れ
ど
も
、
ハ
ラ
ー
は
単
な
る
先
人
の
拡
声
機
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
自

ら
の
「
充
溢
」
を
も
破
る
自
己
批
判
の
増
蝸
を
へ
て
、
こ
れ
が
竟
に
は
「
幸
福
な
乏
し

さ
」
　
へ
と
深
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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か
く
し
て
「
古
の
同
盟
ス
イ
ス
国
民
」
も
理
想
の
対
象
と
な
る
。
と
言
う
こ
と
は
後

に
ハ
ラ
ー
自
身
が
別
の
詩
歌
『
当
世
風
の
人
物
』
（
一
七
三
三
年
）
　
の
終
結
部
（
第
一

五
七
句
―
第
一
六
〇
句
）
で
語
る
よ
う
に
、
現
実
に
お
い
て
は
、
「
国
家
に
魂
を
吹
き

込
む
市
民
の
心
の
絆
、
祖
国
の
脊
髄
は
無
気
力
　
（
日
呼
言
　
と
な
り
空
洞
化

（
麗
祠
多
芸
圧
し
て
い
る
「
Ｕ
」
と
い
う
方
向
を
認
め
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
こ

の
点
を
例
え
ば
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
は
『
諸
革
命
に
関
す
る
試
論
』
（
一
七
九
七
年
）

第
一
部
の
第
四
八
章
で
、
こ
ん
な
風
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
そ
う
い
う
わ
け
で
哲
学
は
、
（
黒
海
沿
岸
の
）
ス
キ
ュ
テ
イ
ア
人
た
ち
の
堕
落
の
第
一
段
階

　
　
で
あ
っ
た
。
ス
イ
ス
人
た
ち
は
有
徳
で
あ
っ
た
時
、
諸
学
芸
に
無
知
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
々

　
　
が
自
ら
の
人
倫
習
俗
（
～
８
自
巴
を
失
い
始
め
た
時
、
ハ
ラ
ー
家
や
テ
イ
ソ
ー
家
や
ゲ
ス

　
　
ナ
ー
家
や
ラ
ー
ヴ
ァ
ー
タ
ー
家
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
5
8
）
。

「
諸
学
芸
（
ｌ
ｅ
ｓ
　
ｌ
ｅ
ｔ
ｔ
ｒ
ｅ
ｓ
　
ｅ
ｔ
　
ｌ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｒ
ｔ
ｓ
）
」
の
巨
匠
ハ
ラ
ー
の
出
現
は
、
裏
返
せ
ば

「
人
倫
習
俗
」
の
「
堕
落
の
第
一
段
階
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
看
倣
せ
る
。
恐
ら
く
ハ

ラ
ー
自
身
こ
の
点
に
無
知
で
な
か
っ
た
故
に
こ
そ
、
自
ら
の
「
充
溢
」
（
註
（
4
1
）
）
を

突
き
破
ら
ん
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

㈲
「
苦
吟
す
る
詩
人
」

　
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
基
底
に
は
「
幸
福
な
乏
し
さ
」
を
仰
ぐ
敬
虔
な
「
情
操
」
が

脈
々
と
流
れ
て
お
り
、
後
世
シ
ラ
ー
以
降
こ
れ
は
「
極
め
て
高
貴
で
威
力
あ
る
表
現
様

式
に
お
け
る
情
操
の
全
体
(
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｇ
ａ
ｎ
ｚ
ｅ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｓ
）
（
5
9
）
」
へ
と
円
熟
し

て
ゆ
く
。
但
し
「
感
動
が
詩
句
を
作
る
」
（
註
（
1
1
）
）
と
は
言
う
も
の
の
、
「
情
操
」

に
お
け
る
「
感
動
」
だ
け
で
は
詩
歌
と
な
ら
な
い
。
従
っ
て
「
苦
吟
す
る
詩
人
(
ｄ
ｅ
ｒ

ａ
ｒ
ｂ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
乱
ｅ
　
Ｉ
）
寸
ぼ
孔
」
　
（
註
（
７
）
）
の
創
意
工
夫
を
も
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
就
く
ハ
ラ
ー
の
場
合
は
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
様
な
純
朴
な
抒
情
詩
人
に
比
べ
、

逡
か
に
「
分
別
悟
性
（
6
0
）
」
（
註
（
４
）
）
の
働
き
が
顕
著
な
の
で
、
一
層
と
こ
の
面
で

の
考
察
を
省
け
な
い
の
で
あ
る
。

-

ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
－
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
―
　
（
高
橋
）

　
ま
ず
作
品
の
構
成
に
関
し
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
全
体
の
鳥
瞰
を
企
て
て
み
よ
う
。
全

四
九
節
は
大
別
し
三
部
に
分
か
れ
、
導
入
部
は
冒
頭
一
〇
節
、
中
央
部
三
四
節
、
終
結

部
五
節
と
な
る
。
詩
節
の
数
だ
け
見
る
と
、
導
入
部
は
終
結
部
の
二
倍
と
な
っ
て
い
る
。

但
し
こ
れ
は
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
再
版
（
一
七
三
四
年
）
以
降
の
こ
と
で
、
そ
の

初
版
で
始
め
て
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
が
公
刊
さ
れ
た
折
に
は
、
後
の
第
一
節
が
欠
け
た

計
九
節
で
あ
っ
た
。
だ
が
改
稿
の
成
果
は
節
の
数
を
整
え
る
こ
と
に
留
ま
ら
な
い
。
既

に
本
論
で
も
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
結
果
と
し
て
終
結
部
が
冒
頭
に
結
び
つ

く
こ
と
に
な
る
。
即
ち
第
四
四
一
句
で
「
眩
惑
さ
れ
し
人
間
た
ち
よ
／
」
　
（
註
茄
）
）

と
呼
び
か
け
ら
れ
、
第
四
八
九
句
で
「
境
遇
」
の
「
改
善
を
望
ま
な
い
／
」
（
註
（
3
4
）
）

こ
と
が
結
論
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
新
た
な
第
一
節
冒
頭
で
は
「
入
間
た
ち
よ
、
汝
ら

の
境
遇
を
改
善
す
る
が
よ
い
（
6
1
）
」
（
註
（
3
5
）
）
と
転
じ
、
共
通
の
主
題
で
以
て
繋
が

れ
作
品
全
体
は
円
環
構
造
を
成
す
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
詩
人
は
作
品
の
導
入
部
と
終
結
部
で
同
旨
の
所
信
を
表
明
し
て
お
り
、
詩
歌
象
徴
も

格
別
そ
の
双
方
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど

う
酒
』
　
（
一
八
〇
〇
年
－
○
一
年
）
（
6
2
）
に
お
い
て
、
第
二
部
「
夜
」
か
ら
第
三
部

　
ヘ
ス
ペ
リ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
χ
χ
ｌ
χ

「
西
欧
の
夜
」
に
か
け
て
見
事
に
音
調
が
転
移
し
て
い
る
の
を
知
る
読
者
に
は
、
物

足
り
な
さ
を
拭
い
去
れ
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
だ
が
ハ
ラ
ー
に
都
合
よ
く
解
釈
す
れ
ば
、

中
央
部
に
お
い
て
ア
ル
ペ
ン
山
脈
で
の
生
活
や
自
然
に
触
れ
た
後
に
辿
り
着
く
終
結
部

は
、
文
字
面
こ
そ
導
入
部
と
大
差
な
い
も
の
の
、
や
は
り
作
品
の
深
層
を
流
れ
る
「
情

操
」
（
註
（
1
2
）
）
に
お
い
て
転
調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
む
し
ろ
表
現
の
妙
は
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
場
合
、
各
々
の
部
分
の
繋
ぎ
目
に
見
い

出
せ
、
こ
れ
が
強
い
結
節
点
と
な
り
作
品
の
骨
格
を
逞
し
く
し
て
い
る
。
当
の
節
目
は

概
し
て
四
ケ
所
考
え
ら
れ
、
中
央
部
三
四
節
に
お
い
て
主
題
の
転
換
点
に
ニ
ケ
所
（
第
一

七
節
と
第
三
二
節
）
、
あ
と
は
そ
の
前
後
の
導
入
部
と
終
結
部
と
の
間
に
位
置
す
る
。
ま
ず

導
入
部
を
締
め
括
る
第
一
〇
節
結
句
「
倦
む
こ
と
な
き
民
に
（
｛
｝
e
m
　
　
ｕ
ｎ
ｖ
ｅ
ｒ
ｄ
ｒ
ｏ
Ｂ
ｎ
ｅ
ｎ

Ｖ
ｏ
邑
…
（
6
3
）
」
（
第
一
〇
〇
句
）
で
、
詩
人
は
「
労
苦
を
快
と
な
し
、
貧
し
さ
を
幸

い
と
す
る
」
と
言
う
「
黄
金
時
代
」
（
註
（
3
9
）
）
の
所
信
表
明
を
終
え
、
以
下
ア
ル
ペ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五

巾）



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

ン
山
脈
で
の
生
活
と
自
然
の
具
体
化
し
た
姿
に
目
を
移
し
て
ゆ
く
。
そ
の
生
活
の
現
実

は
、
遊
戯
（
第
一
一
節
－
第
一
二
節
）
（
6
4
）
と
恋
愛
婚
姻
（
第
一
三
節
－
第
一
六
節
）

（
6
5
）
の
計
六
節
に
始
ま
り
、
竟
仁
は
冬
ご
も
り
期
に
お
け
る
談
話
【
第
二
六
節
－
第
三

】
節
）
（
6
6
）
の
計
六
節
で
終
結
し
、
こ
の
冒
頭
と
締
め
括
り
の
各
六
節
が
相
互
に
明
暗

を
織
り
成
す
。

　
冬
期
の
談
話
な
す
箇
所
は
引
き
続
く
第
三
二
節
を
以
下
と
の
飲
と
し
つ
つ
も
、
中
央

部
の
中
央
に
位
置
を
占
め
、
人
間
か
ら
自
然
へ
と
詩
想
が
移
り
ゆ
く
な
だ
ら
か
な

中
間
休
止
を
形
造
る
内
面
空
間
（
Ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
ｒ
ａ
ｕ
m
）
で
あ
り
、
こ
の
後
ア
ル
ペ
ン
山
岳
の

景
観
（
第
三
三
節
－
第
三
六
節
）
（
6
7
）
の
計
四
節
、
高
山
植
物
（
第
三
七
節
－
第
四
〇

節
）
（
6
8
）
の
計
四
節
、
鉱
脈
等
（
第
四
一
節
－
第
四
四
節
）
（
6
9
）
の
計
四
節
が
続
く
。
こ

の
各
四
節
に
見
ら
れ
る
様
に
ハ
ラ
ー
の
詩
節
の
数
は
比
例
す
る
。
例
え
ば
冬
期
の
談
話

に
先
行
す
る
四
季
の
詩
節
も
、
春
三
節
（
第
一
八
節
－
第
二
〇
節
）
、
夏
一
節
（
第
二

一
節
）
、
秋
三
節
（
第
二
二
節
－
第
二
四
節
）
、
冬
一
節
（
第
二
五
節
）
と
殴
る
（
7
0
）
。

そ
し
て
そ
の
前
に
繋
ぎ
の
第
一
七
節
が
「
魂
の
平
安
（
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
ｎ
-
Ｒ
ｕ
ｈ
）
（
7
1
）
」
（
第
ニ
八

二
句
）
を
物
語
る
。

　
ハ
ラ
ー
が
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
で
示
す
繋
ぎ
の
妙
は
、
そ
の
中
央
部
か
ら
終
結
部
へ

の
転
調
に
見
い
出
せ
る
。
此
所
で
は
導
入
部
の
「
黄
金
時
代
」
（
註
（
3
8
）
）
と
同
様
に

「
境
遇
改
善
を
望
ま
な
い
」
（
註
（
3
4
）
）
「
不
満
な
き
民
」
（
註
（
4
1
）
）
を
讃
え
る
に
先

立
ち
、
そ
の
山
岳
ア
ル
ペ
ン
住
民
の
無
欲
な
姿
が
、
「
眩
惑
さ
れ
し
人
間
た
ち
」
（
註

（
2
9
）
）
に
鋭
く
対
比
さ
れ
る
。

四
三
七
　
ア
ー
レ
河
の
流
れ
は
砂
金
で
重
く
、
純
金
の
粒
を
撒
く
。

四
三
九

四
四
〇

牧
人
は
こ
の
宝
を
眺
め
、
宝
は
転
が
る
そ
の
足
下
で

お
お
世
の
範
例
／
　
牧
人
は
眺
め
、
宝
を
流
れ
る
に
任
せ
る
。

四
四
一
　
眩
惑
さ
れ
し
人
間
た
ち
よ
／
・
　
汝
ら
は
間
近
き
墓
に
至
る
ま
で
、

四
四
二
　
貧
欲
、
名
誉
そ
し
て
快
楽
を
常
に
空
虚
な
釣
り
竿
へ
と
結
え
付
け

　
　
　
　
　
　
　
・
：
（
7
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第
四
四
節
－
第
四
五
節
）

㈲
「
各
十
行
の
詩
節
」

二
六

　
ハ
ラ
ー
が
全
四
九
〇
句
（
初
版
は
全
四
八
〇
句
）
に
亙
る
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
で
試

み
た
新
た
な
企
て
は
、
前
述
の
如
く
第
一
に
は
教
訓
詩
か
ら
思
想
詩
へ
と
展
開
す
る
十

八
世
紀
ド
イ
ツ
抒
情
詩
の
巨
歩
を
踏
み
出
し
た
点
で
あ
る
。
そ
し
て
歌
わ
れ
る
素
材
と

し
て
、
こ
の
思
念
の
脈
動
に
相
応
し
い
自
然
と
し
て
、
霊
峰
の
山
岳
が
選
び
抜
か
れ
た

と
言
え
る
。
今
日
で
は
気
楽
に
旅
行
で
き
る
高
山
ア
ル
ペ
ン
地
域
が
、
そ
れ
迄
は
未
踏

の
恐
れ
山
で
人
も
滅
多
に
近
付
か
ず
、
当
時
の
自
然
と
言
え
ば
庭
と
か
小
川
な
ど
言
わ

ば
箱
庭
風
性
格
が
濃
厚
で
あ
っ
た
点
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
ハ
ラ
ー
の
提
示
し
た
大
自
然

が
破
格
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
7
3
）
。
’

　
と
は
言
え
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
歌
い
方
は
、
酒
々
と
詩
想
が
う
ね
り
つ
つ
展
開
す

る
後
の
詩
作
品
と
は
様
相
を
異
に
し
、
規
則
正
し
く
区
切
れ
る
「
各
十
行
の
詩
節
」
に

基
ず
い
て
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
詩
人
自
身
が
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
十
一

版
の
際
に
附
し
た
当
詩
歌
の
端
書
き
に
こ
う
あ
る
。

　
　
だ
が
私
か
選
ん
だ
の
は
或
る
骨
の
折
れ
る
種
類
の
詩
作
で
、
こ
れ
が
私
の
仕
事
を
不
必
要
に

　
　
も
拡
大
し
た
。
各
十
行
の
詩
節
（
｛
｝
ｉ
ｅ
　
ｚ
ｅ
ｈ
ｅ
ｎ
ｚ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ｏ
ｐ
ｈ
ｅ
ｎ
)
を
私
は
用
い
た

　
　
の
で
、
そ
れ
に
強
い
ら
れ
た
私
は
幾
多
の
個
別
描
写
を
そ
れ
が
実
際
に
あ
っ
た
以
上
に
為
し
、

　
　
常
に
対
象
全
体
を
十
行
(
ｚ
ｅ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｌ
ｉ
ｎ
ｉ
ｅ
ｎ
）
に
閉
じ
込
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
最

　
　
近
の
慣
例
に
よ
り
、
思
想
の
強
度
を
詩
節
の
末
尾
で
常
に
高
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
仕
上

　
　
げ
は
一
層
と
重
荷
と
な
っ
た
（
7
4
）
。

し
か
も
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
韻
律
は
、
ラ
シ
ー
ヌ
の
『
フ
ェ
ー
ド
ル
』
（
ニ
八
七
七

年
）
な
ど
前
世
紀
フ
ラ
ン
ス
古
典
劇
に
活
用
さ
れ
た
隣
国
伝
来
の
詩
型
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ラ
ン
で
あ
る
。
ど
う
も
詩
歌
形
式
の
決
定
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
語
で
歌
う
詩
人
の
内

的
必
然
性
が
余
り
併
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

12



　
し
か
し
「
各
十
行
の
詩
節
」
を
用
い
、
「
思
想
の
強
度
を
詩
節
の
末
尾
で
常
に
高
め
」

る
こ
と
は
、
成
程
カ
ン
ト
哲
学
と
響
き
合
う
様
な
思
念
の
う
ね
り
に
は
不
相
応
で
あ
ろ

う
が
、
他
面
ホ
ー
プ
の
『
人
間
論
』
（
一
七
三
三
年
上
二
四
年
）
に
見
ら
れ
る
啓
蒙
期

特
有
の
「
簡
に
し
て
要
を
得
た
倫
理
体
系
（
Ｑ
５
　
ｏ
匯
ｌ
ｆ
～
ｔ
　
ｉ
ｍ
ｐ
ｅ
ｒ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
｡
　
　
ｓ
ｙ
ｓ
-

ｔ
ｅ
r
n
　
ｏ
ｆ
　
ｅ
ｔ
ｈ
ｉ
ｃ
ｓ
）
」
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
む
し
ろ
好
都
合
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ

も
し
私
の
論
文
に
な
に
が
し
か
の
長
所
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
見
対
立
す
る
極
端
な

学
説
の
中
間
に
棹
さ
し
、
意
味
の
捕
捉
に
苦
し
む
言
葉
を
避
け
、
穏
健
に
し
て
矛
盾
の
な
い
、

簡
に
し
て
要
を
得
た
倫
理
体
系
を
つ
く
り
あ
げ
る
点
に
あ
る
と
思
う
（
7
5
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ホ
ー
プ
『
人
間
論
』
冒
頭
、
「
構
想
」
）

　
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
や
『
人
間
論
』
が
人
口
に
檜
灸
さ
れ
易
い
理
由
が
、
此
所
に
説
明

し
て
あ
る
。
例
え
ば
後
者
な
ら
、
「
希
望
は
人
間
の
胸
中
の
尽
き
ぬ
泉
だ
（
7
6
）
」
（
第
一

書
簡
、
第
九
五
句
）
と
か
、
「
理
性
は
羅
針
盤
で
、
欲
望
は
嵐
だ
（
7
7
）
」
（
第
二
書
簡
、

第
一
〇
八
句
）
と
か
、
「
神
は
人
間
の
胸
の
中
に
己
が
姿
を
映
す
（
7
8
）
」
（
第
四
書
簡
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
ｊ
Ｎ
χ
χ
ｌ
ｓ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ス
プ
リ

第
三
七
二
句
）
な
ど
、
畿
言
風
に
縁
取
り
さ
れ
時
流
の
啓
蒙
精
神
に
適
う
詩
句
が
読
者

の
記
憶
に
容
易
に
刻
ま
れ
て
ゆ
く
。

　
同
様
ホ
ー
プ
の
教
訓
詩
に
似
て
ハ
ラ
ー
も
、
例
え
ば
第
一
五
節
末
尾
で
、
「
そ
し
て

情
愛
が
牧
草
に
芳
香
を
賦
与
し
（
Ｌ
ｉ
ｅ
ｂ
ｅ
　
ｂ
ａ
ｌ
ｓ
a
m
ｔ
　
Ｇ
ｒ
ａ
ｓ
）
、
嘔
吐
は
絹
（
蒲
団
）
に

君
臨
す
る
（
7
9
）
」
（
第
一
五
〇
句
）
と
、
牧
人
生
活
と
宮
廷
生
活
と
の
対
比
を
只
一
句

で
示
し
た
り
、
ま
た
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
主
題
を
第
四
五
節
の
結
句
に
て
、
「
中
庸

な
す
自
然
の
み
が
幸
福
に
な
し
得
る
（
Ｄ
ｉ
ｅ
　
m
a
6
i
ｓ
;
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
　
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｋ
ａ
ｎ
ｎ
　
ｅ
ｌ
　
ｌ
ｉ
ｃ
ｋ
-

ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
.
）
（
8
0
）
」
（
第
四
五
〇
句
）
と
要
約
し
た
り
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
他
方

「
尚
一
層
短
か
い
行
に
、
一
層
多
く
の
思
想
を
つ
め
こ
み
た
い
」
（
註
（
1
4
）
）
と
の
姿

勢
は
、
９
　
４
　
し
か
畿
言
風
の
了
解
領
域
を
破
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
ヴ
、
啓
蒙
批
評
に
よ

り
「
公
然
た
る
白
昼
か
ら
逃
避
し
、
闇
の
晦
渋
へ
と
遁
れ
る
」
（
註
（
４
）
）
と
指
摘
さ

れ
る
迄
に
至
る
。
確
か
に
訳
者
が
語
釈
に
苦
し
む
こ
と
自
体
が
こ
の
事
の
証
左
と
な
る
。

一
三
　
ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
－
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
―
　
（
高
橋
）

つ
ま
り
読
者
が
思
索
ぬ
き
に
修
辞
の
綾
に
囲
ま
れ
た
い
と
望
ん
で
も
期
待
薄
で
あ
る
。

む
し
ろ
雄
弁
の
充
溢
は
見
下
さ
れ
る
。

四
七
七
　
汝
ら
（
不
満
な
き
民
）
に
は
、
沸
き
立
つ
快
楽
の
大
河
も
充
ち
溢
れ
ず
、

四
七
八
　
こ
れ
に
対
し
て
理
性
が
空
虚
な
教
訓
を
垂
れ
自
慢
す
る
こ
と
も
な
い
（
8
1
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ア
ル
ペ
ッ
山
脈
』
第
四
八
節
）

啓
蒙
理
性
の
「
空
虚
な
教
訓
(
ｅ
ｉ
ｔ
ｌ
ｅ
　
Ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｅ
ｎ
）
」
に
代
わ
り
ハ
ラ
ー
の
場
合
に
は
、

「
探
求
し
つ
つ
深
く
物
思
い
に
沈
潜
し
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｎ
ｋ
ｔ
　
　
i
m
　
　
ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｅ
ｎ
　
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｕ
m
　
　
ｎ
ａ
ｃ
ｈ
-

ｆ
ｏ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
乱
ｅ
ｒ
｛
｝
乱
目
ｒ
Ｆ
）
、
崇
高
な
精
神
が
人
間
の
限
界
を
破
り
雄
飛
す
る

(
Ｓ
ｃ
ｈ
　
w
ｉ
ｎ
ｇ
ｔ
　
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｂ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ａ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
.
)

「
弓
」
こ
と
に
な
る
。
だ
が
こ
の
た
め
に
は
「
各
十
行
の
詩
節
」
は
窮
屈
で
あ
り
、
し

か
も
各
節
ご
と
が
『
人
間
論
』
の
よ
う
な
教
訓
の
落
ち
で
区
切
ら
れ
て
し
ま
う
と
な
る

と
ヽ
思
念
の
十
全
な
展
開
と
ｙ
か
い
は
一
層
と
望
め
な
い
。
故
に
教
訓
詩
よ
り
思
想
詩

へ
と
深
ま
り
ゆ
く
思
索
の
道
筋
は
、
詩
想
が
途
切
れ
ず
脈
動
す
る
の
を
望
む
の
で
あ
る

が
、
但
し
そ
れ
は
同
時
に
自
ら
の
「
充
溢
」
の
彼
方
に
「
幸
福
な
乏
し
さ
」
を
求
め
る

慎
ま
し
さ
を
忘
れ
ず
、
倦
む
こ
と
な
く
探
求
す
る
歌
声
と
な
る
の
で
あ
る
。

�
「
内
的
完
全
性
の
発
展
」

　
　
人
間
理
性
は
自
然
本
性
上
、
建
築
術
的
で
あ
る
（
8
3
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
　
一
七
八
一
年
）

ス
イ
ス
派
ブ
ラ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
が
一
七
四
〇
年
に
『
批
判
的
詩
論
』
（
註
（
2
1
）
）
第
二

部
で
ハ
ラ
ー
の
詩
歌
作
品
を
賞
揚
し
た
折
に
、
（
画
家
の
迫
真
の
写
生
も
、
こ
の
詩
的

描
写
谷
ｅ
ｓ
ｅ
　
ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｅ
ｙ
)
に
く
ら
べ
れ
ば
、
全
く
気
の
ぬ
け
た
暗
い

も
の
で
あ
る
（
8
4
）
」
と
の
旨
を
表
明
し
、
正
に
「
詩
は
絵
画
の
如
く
（
ｕ
ｔ
　
ｐ
ｉ
ｃ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ

ｐ
ｏ
ｅ
ｓ
ｉ
ｓ
）
　
　
'
＾
）
」
と
い
う
観
点
が
浮
上
し
た
。
同
じ
「
詩
的
絵
画
(
ｄ
ａ
ｓ
　
ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
　
ｅ

９
ｍ
ａ
ｌ
ｄ
ｅ
）
（
8
6
）
」
の
線
で
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
第
一
七
章
に
て
レ
フ
ン
ン
グ
は
、
『
ア
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七

心）



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

ペ
ッ
山
脈
』
第
三
九
節
以
下
を
「
こ
の
種
の
も
の
で
は
傑
作
」
（
註
（
4
3
）
）
と
し
て
吟

味
対
象
に
取
り
上
げ
、
「
そ
の
一
語
一
語
に
苦
吟
す
る
詩
人
の
声
を
聞
く
が
、
物
そ
の

も
の
の
姿
が
見
え
る
と
は
と
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
註
（
７
）
）
と
評
し
て
、

ブ
ラ
イ
テ
イ
ン
ガ
ー
の
ハ
ラ
ー
礼
讃
を
批
判
す
る
。
こ
ん
な
調
子
で
い
つ
の
間
に
か

『
ア
ル
ペ
ッ
山
脈
』
も
「
詩
的
絵
画
」
の
代
表
と
し
て
整
理
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
が
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
の
ハ
ラ
ー
批
判
の
裏
に
は
、
別
の
詩
歌
の
可
能
性
を
も

読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
レ
ッ
シ
ン
グ
は
マ
ル
モ
ン
テ
ル
の
　
１
フ
ラ
ン
ス
詩

論
』
よ
り
、
次
の
興
味
深
い
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。

私
か
こ
れ
ら
の
考
察
を
書
い
た
の
は
、
こ
の
種
の
文
学
（
牧
歌
）
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
試

み
が
、
わ
が
フ
ラ
ン
ス
に
知
ら
れ
る
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
私
の
考
え
た
こ
と

を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
彼
ら
が
、
自
然
描
写
の
細
部
よ
り
も
精
神
的
な
面
を

重
視
す
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
こ
の
方
面
で
す
ぐ
れ
た
仕
事
を
残
す
で
あ
ろ
う
。
優
雅
な

牧
歌
よ
り
も
、
よ
り
ゆ
た
か
な
、
広
い
、
み
の
り
の
多
い
、
そ
し
て
無
限
に
自
然
で
精
神
的

な
も
の
を
舒
）

私
は
此
所
に
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
教
訓
詩
が
思
想
詩
へ
と
展
開
す
る
筋
を
見
る
の
で
あ
る

が
、
他
方
レ
ッ
シ
ン
グ
の
場
合
ハ
ラ
ー
を
範
に
『
宗
教
』
第
一
歌
（
一
七
五
一
年
）
な

ど
創
作
断
片
を
物
し
た
後
に
こ
の
種
の
詩
歌
で
は
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

話
題
の
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
で
結
局
ハ
ラ
ー
批
判
に
転
じ
た
の
も
止
む
を
得
な
い
と
言
え

　
表
向
き
「
詩
的
絵
㈲
」
を
盾
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
批
評
は
、
ブ
ラ
イ
テ
イ
ン
ガ
ー
の
ハ

ラ
ー
礼
讃
の
弱
点
を
見
事
に
扶
り
出
し
て
い
る
。
だ
が
此
所
で
は
そ
の
裏
面
を
見
て
み

こ
の
よ
う
な
詩
に
あ
の
誇
大
な
賛
辞
を
呈
す
る
批
評
家
は
、
全
く
ま
ち
が
っ
た
視
点
か
ら
そ

れ
を
眺
め
た
の
に
相
違
な
い
。
彼
は
、
詩
人
が
そ
の
な
か
に
織
り
こ
ん
だ
し
ら
じ
ら
し
い
装

飾
や
、
植
物
の
生
活
の
高
尚
め
か
し
た
表
現
や
、
外
面
の
美
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
ａ
ｕ
Ｂ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
巳

二
八

を
た
だ
の
入
れ
物
に
し
て
い
る
内
的
完
全
性
の
発
展
　
(
.
ｄ
ｉ
ｅ

　
Ｊ
ｉ
ｎ
ｔ
w
ｉ
ｃ
ｋ
ｅ
ｌ
ｕ
ｎ
ｇ
　
　
ｄ
ｅ
ｒ

ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｎ
　
Ｖ
ｏ
Ｕ
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
)
な
ど
を
ひ
た
す
ら
重
視
し
て
、
美
そ
の
も
の
と
か
、

画
家
や
詩
人
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
形
象
の
鮮
か
さ
や
迫
真
性
の
程
度

（
（
ｊ
ｒ
ａ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｉ
ｅ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ａ
ｈ
ｎ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｓ
）
な
ど
は
、
あ
ま
り

顧
み
な
か
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
（
8
8
）
。

　
「
美
そ
の
も
の
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
）
」
と
は
「
物
そ
の
も
の
の
姿
（
回
品
邑
Ｆ
｛
｝
」

に
通
じ
、
そ
の
「
形
象
の
鮮
か
さ
や
迫
真
性
」
が
、
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第
三
九
節
以

下
の
「
詩
的
描
写
」
に
欠
け
る
。
と
言
う
の
が
レ
ッ
シ
ン
グ
の
主
張
で
あ
り
、
こ
れ
に

は
恐
ら
く
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
先
の
マ
ル
モ
ン
テ
ル
の
一
節
に
言
う
「
よ
り
ゆ
た
か
な
、
広
い
、
み
の
り

の
多
い
、
そ
し
て
無
限
に
自
然
で
精
神
的
な
も
の
」
（
註
（
8
7
）
）
を
念
頭
に
置
く
な
ら

ば
、
む
し
ろ
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
第
一
七
章
の
批
評
文
の
中
か
ら
は
、
「
内
的
完
全
性
の

発
展
」
が
注
目
さ
れ
る
。
但
し
一
面
こ
れ
は
人
間
の
内
観
の
外
に
単
に
客
体
化
し
て
措

定
さ
れ
る
「
外
面
の
美
」
そ
の
も
の
の
構
造
形
態
と
も
取
れ
る
。
そ
し
て
既
に
見
た
ゲ
ー

テ
の
ブ
ラ
イ
テ
イ
ン
ガ
ー
評
に
あ
る
「
内
な
る
人
間
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
言
　
の
表

現
）
（
註
（
2
5
）
）
の
欠
如
を
考
え
併
せ
る
な
ら
ば
、
「
内
的
完
全
性
の
発
展
」
と
は
言

わ
ば
、
ハ
ラ
ー
の
様
な
植
物
学
者
が
「
物
そ
の
も
の
の
姿
」
の
内
部
に
分
析
し
観
察
す

る
学
術
上
の
記
述
に
過
ぎ
な
い
と
も
取
れ
る
。

　
実
際
ハ
ラ
ー
が
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
第
一
七
章
に
お
け
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
批
判
に
応
え

て
、
『
ゲ
ご
７
　
イ
ン
グ
ン
学
報
』
（
一
七
六
六
年
）
に
掲
載
し
た
弁
明
文
に
よ
る
と
、
ハ

ラ
ー
自
身
は
「
内
的
完
全
性
の
発
展
」
を
、
「
植
物
「
回
呂
こ
」
の
「
若
干
の
瞳
目
す

べ
き
特
徴
(
ｅ
ｍ
ｉ
ｅ
ｅ
　
m
e
ｒ
ｋ
w
i
i
ｒ
ｄ
ｉ
ｓ
r
ｅ
　
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｅ
ｎ
）
（
4
2
）
」
と
言
う
程
度
に
し
か

解
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
詩
人
は
植
物
の
内
部
に
あ
る
諸
特
徴
を
表
現
で
き
、
こ
れ
ら
は
他
の
諸
器
官
を
通
し
認

識
さ
れ
、
実
験
に
よ
り
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
い
う
諸
特
徴
を
表
現
す
る
こ
と
は

画
家
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
8
9
）
。

(14)



興
味
深
い
こ
と
に
詩
人
自
身
を
始
め
と
し
て
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
「
内
的
完
全

性
の
発
展
」
が
「
内
な
る
人
間
の
表
現
」
へ
と
更
に
展
開
す
る
な
ど
と
思
え
な
か
っ
た

様
で
あ
る
。

　
だ
が
詩
人
自
身
が
十
分
に
意
識
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
後
世
の
研
究
家
は
見
い
出
す
。

例
え
ば
レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
一
九
六
五
年
）
「
結
語
」
で
の
エ
ル
シ
ェ

ン
ブ
ロ
イ
ヒ
評
に
は
こ
う
あ
る
。

　
　
レ
ッ
シ
ン
グ
は
次
の
点
を
顧
慮
し
な
か
っ
た
限
り
ハ
ラ
ー
に
不
当
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
『
ア

　
　
ル
ペ
ン
山
脈
』
に
お
い
て
は
、
風
景
描
写
（
Ｌ
ａ
乱
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｓ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)
と
理
念
の
詩

　
　
作
(
Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
ｎ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
）
と
が
不
可
分
の
一
体
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
9
0
）
。

抽
象
度
の
高
い
こ
の
指
摘
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
以
下
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第
三
九

節
を
取
り
出
し
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
レ
ッ
シ
ン
グ
も
こ
う
言
っ
て
当
時

節
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。

　
　
ひ
と
つ
実
例
に
あ
た
っ
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
種
の
も
の
で
は
傑
作
と
い
っ
て
い
い

　
　
も
の
で
あ
る
。

三
八
一
　
む
こ
う
に
は
気
高
い
り
ん
ど
う
か
そ
の
う
な
じ
を
、

三
八
二
　
歌
い
さ
わ
ぐ
雑
草
の
卑
し
い
群
れ
（
ｏ
～
ご
の
上
高
く
も
た
げ
て
い
る
。

三
八
三
　
花
族
は
み
な
彼
の
旗
の
も
と
に
仕
え
、

三
八
四
　
そ
の
青
い
弟
さ
え
も
身
を
か
が
め
て
彼
を
あ
が
め
る
。

三
八
五
　
光
の
う
ず
巻
く
せ
ん
ぶ
り
の
花
の

三
八
六
　
茎
に
そ
び
え
る
明
る
い
黄
金
は
、
灰
色
の
衣
の
冠
の
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
…
（
9
1
）

此
所
に
何
ら
か
の
「
理
念
の
詩
作
」
に
繋
が
る
も
の
を
探
す
こ
と
が
目
下
の
課
題
で
あ

る
。
果
し
て
単
な
る
「
詩
的
絵
画
」
よ
り
も
、
「
よ
り
ゆ
た
か
な
、
広
い
、
み
の
り
の

多
い
、
そ
し
て
無
限
に
自
然
で
精
神
的
な
も
の
」
が
見
つ
か
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
恐
ら
く
視
覚
本
位
の
考
察
は
彗
眼
レ
ッ
シ
ン
グ
の
思
う
壷
に
は
ま
る
の
み
で
あ
ろ
う

か
ら
、
「
物
そ
の
も
の
の
姿
」
と
か
「
植
物
の
内
部
に
あ
る
諸
特
徴
」
な
ど
は
問
題
外

一
五
　
ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
Ｉ
　
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
－
　
　
（
高
橋
）

に
す
る
と
し
て
、
話
題
の
詩
節
に
て
或
る
「
内
的
完
全
性
の
発
展
」
へ
と
形
造
ら
れ
る

契
機
を
探
求
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
「
歌
い
さ
わ
ぐ
群
れ
「
９
ｏ
ご
」
（
第
三
八
二
句
）

と
し
て
把
え
ら
れ
た
草
木
の
在
り
方
が
留
意
さ
れ
る
。
そ
し
て
言
わ
ば
「
不
可
思
議
霊

妙
な
合
唱
（
ｗ
目
ｄ
ｅ
ｒ
ｃ
ｈ
ｏ
ｒ
)

Ｊ
と
し
て
こ
の
筋
を
本
筋
と
す
る
な
ら
ば
、
静
物
画
と

し
て
眺
め
ら
れ
た
客
体
で
は
な
く
、
こ
の
「
合
唱
」
に
協
和
し
て
躍
動
す
る
高
山
植
物

の
諸
相
が
、
「
よ
り
ゆ
た
か
な
、
広
い
、
み
の
り
の
多
い
、
そ
し
て
無
限
に
自
然
で
精

神
的
な
も
の
」
を
志
向
す
る
こ
と
に
傾
聴
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
レ
ッ
シ
ン
グ
の
見
過
し
た
も
の
は
、
こ
ん
な
状
況
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
描
写
に
専
念
す
る
詩

　
　
節
が
、
或
る
共
通
の
文
脈
（
Ｍ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｘ
ｔ
)
に
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
文
脈
が
当
詩
節
に

　
　
或
る
内
な
る
躍
動
(
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｂ
ｅ
w
ｅ
ｇ
ｕ
ｎ
ｇ
）
を
伝
え
、
こ
れ
を
当
詩
節
は
受
け
取

　
　
る
の
み
で
所
有
し
な
い
の
で
あ
る
。
　
・
：
　
か
く
し
て
正
に
当
詩
節
の
主
意
は
、
「
虹
の
刺

　
　
繍
で
編
ま
れ
た
緑
の
絨
毬
」
（
第
三
八
〇
句
）
と
言
っ
た
静
物
画
に
會
ｎ
　
Ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
)

　
　
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
高
山
植
物
の
不
可
思
議
霊
妙
な
合
唱
（
Ｗ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｃ
ｈ
ｏ
ｒ
)
に

　
　
存
し
、
こ
の
合
唱
が
美
し
き
躍
動
を
受
け
、
生
気
を
帯
び
、
決
し
て
究
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

　
　
位
階
(
ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
)
な
し
て
序
列
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
9
2
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ギ
ュ
ン
タ
ー
『
ア
ル
ベ
ッ
山
脈
』
論
）

既
に
本
論
が
「
情
操
」
（
註
（
1
2
）
）
に
宿
る
「
感
動
」
（
註
（
1
1
）
）
と
し
て
考
え
た
筋

が
、
此
所
に
「
内
な
る
躍
動
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
内
な
る
人
間
の
表
現
」

に
固
有
の
「
内
的
完
全
性
の
発
展
」
に
繋
が
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
「
位
階
な
し
て
序
列
づ
け
ら
れ
て
」
と
指
摘
さ
れ
た
点
か
ら
は
、
「
共
通
の
文

脈
」
に
宿
る
「
内
的
完
全
性
の
発
展
」
が
、
所
謂
ゴ
テ
ィ
″
ク
聖
堂
様
式
を
思
わ
せ
る

「
ド
イ
ツ
の
建
築
」
へ
と
繋
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
く
と
も
ゲ
ー
テ
が
『
ド
イ

ツ
の
建
築
』
（
一
七
七
二
年
）
に
お
い
て
述
べ
た
次
の
点
は
、
ハ
ラ
ー
の
『
ア
ル
ペ
ッ

山
脈
』
に
も
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
芸
術
は
美
(
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
)
で
あ
る
よ
り
も
は
る
か
先
に
、
ま
ず
造
形
（
ぼ
）
ぽ
乱
）
　
の
営
み

　
　
だ
。
…
　
な
ぜ
な
ら
、
人
間
に
は
造
形
的
天
性
呈
ｎ
ｅ
　
ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
)
が
あ
っ
て
、

二
九
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-

工
／ゝ

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

こ
れ
は
生
存
が
確
立
す
る
と
す
ぐ
さ
ま
活
動
に
よ
っ
て
自
己
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
か
ら

だ
。
…
　
な
ぜ
な
ら
、
一
つ
の
感
情
(
ｅ
r
n
e
　
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
乱
ｕ
ｎ
ｇ
)
　
が
そ
れ
を
個
性
的
な
全

体
に
作
り
あ
げ
て
い
る
か
ら
だ
（
9
3
）
。

未
だ
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
に
は
後
の
シ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

「
造
形
的
天
性
」
が
十
全
に
展
関
し
て
い
な
い
。
だ
が
「
幸
福
な
乏
し
さ
」
を
自
ら
の

「
充
溢
」
の
彼
方
に
遠
望
す
る
か
フ
ー
の
詩
作
に
は
、
「
内
的
完
全
性
の
発
展
」
を
求
め

る
止
み
難
い
「
一
つ
の
感
情
」
が
生
動
し
て
お
り
、
こ
れ
が
作
品
を
「
個
性
的
な
全
体
」

に
作
り
あ
げ
て
い
る
と
は
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
前
述
の
如
く
「
内
な
る
人
間
の
表
現
」
に
固
有
の
「
内
的
完
全
性
の
発
展
」
を
十
八

世
紀
中
葉
ハ
ラ
ー
た
ち
が
十
分
に
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
点
は
、
『
詩
と
真
実
』
第
七

書
で
ゲ
ー
テ
に
指
摘
（
註
（
2
5
）
）
さ
れ
た
所
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
確
に
詩
人
自
身

は
意
識
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
に
そ
の
「
発
展
」
　
へ
の
契
機
が
無

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ハ
ラ
ー
自
身
の
意
識
の
深
層
に
は
霊
峰
ア
ル
ペ
ン
の

風
土
に
触
れ
何
時
と
は
な
し
に
、
「
ド
イ
ツ
の
建
築
」
の
巨
匠
エ
ル
ヴ
イ
ン
を
前
に
し

た
ゲ
ー
デ
の
「
祈
り
「
９
ｒ
こ
」
に
似
た
「
感
情
」
が
芽
生
え
て
い
た
に
違
い
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

汝
は
生
け
る
Ｉ
な
る
者
、
生
み
出
さ
れ
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
掻
き
合
め
ら

た
の
で
は
な
い
。
汝
を
前
に
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
猛
き
ラ
イ
ン
河
の
飛
沫
と
ば

さ
れ

下
る

　
　
爆
布
を
前
に
す
る
が
如
く
、
あ
た
か
も
白
雪
い
だ
く
霊
峰
の
輝
く
絶
頂
を
前
に
す
る
が
如
く
、

　
　
あ
た
か
も
明
鏡
の
如
く
広
が
る
湖
を
眼
前
に
す
る
が
如
く
、
峰
自
き
ゴ
ッ
ト
ハ
ル
ト
よ
／

　
　
汝
の
群
雲
か
か
る
岩
壁
や
荒
涼
た
る
渓
谷
を
眼
前
に
す
る
が
如
く
、
あ
た
か
も
創
造
と
い
う

　
　
偉
大
な
る
思
想
(
ｅ
ｒ
ｏ
Ｂ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆ
ｕ
ｎ
ｐ
r
)
の
各
々
を
前
に
す
る
が
如
く
、

　
　
魂
の
中
で
動
き
出
す
の
だ
、
魂
に
宿
る
創
造
力
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆ
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ｋ
ｒ
ａ
ｆ
ｔ
)
と
で
も
言
え
る

　
　
も
の
が
（
9
4
）
。

　
　
　
（
一
七
七
五
年
七
月
十
三
日
『
エ
ル
ヅ
イ
ン
の
墓
へ
の
第
三
次
巡
礼
』
手
稿
「
祈
り
」
）

ク
ラ
イ
ス
ト
が
壮
麗
な
讃
歌
の
終
結
部
に
て
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
を
「
天
の
柱
」
、
「
栄

光
の
記
念
碑
」
（
註
（
Ｉ
）
）
と
称
え
た
時
、
「
創
造
と
い
う
偉
大
な
る
思
想
」
が
脳
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

を
過
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
丁
度
ゲ
ー
テ
が
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』

に
驚
嘆
し
た
折
の
よ
う
に
、
「
こ
の
作
品
が
私
達
を
貧
相
な
直
観
の
領
域
か
ら
(
ａ
ｕ
ｓ

ａ
ｅ
ｒ
　
Ｋ
ｅ
ｇ
ｉ
　
ｏ
ｎ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
k
i
i
m
m
e
ｒ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ａ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｅ
ｎ
ｓ
)
思
想
の
自
由
な
広
野
へ
　
（
ｉ
ｎ

ｄ
ｉ
ｅ
　
ｆ
ｒ
ｅ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｆ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｓ
）
と
魅
了
し
拉
致
去
っ
た
（
9
5
）
」
と
、
『
春
』

の
詩
人
な
ら
素
直
に
認
め
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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註
　
解

　
「
栄
光
の
記
念
碑
」

〒
）
　
ク
ラ
イ
ス
ト
『
全
集
』
（
レ
ク
ラ
ム
文
庫
）
　
一
九
七
一
年
、
五
四
頁
（
『
春
』
初
稿
、
第

　
　
四
四
一
句
‐
第
四
四
二
句
）
／
五
六
頁
（
第
四
四
三
句
－
第
四
四
四
句
）
。

（
２
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
（
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
編
一
八
八
二
年
版
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
に
依
る
）
』
　
（
レ
ク

　
　
ラ
ム
文
庫
）
　
エ
ル
シ
ェ
ン
ブ
ロ
イ
ヒ
編
、
一
九
六
五
年
、
五
四
頁
。

（
３
）
　
フ
ラ
イ
『
ハ
ラ
ー
、
そ
の
独
文
字
へ
の
意
味
』
　
（
一
八
七
九
年
）
　
一
二
一
頁
の
主
張
、

　
　
つ
ま
り
「
ハ
ラ
ー
が
一
七
三
五
年
よ
り
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
登
場
（
一
七
四
八
年
『
救
世

　
　
主
』
冒
頭
三
歌
章
刊
行
以
降
）
に
至
る
ま
で
、
最
も
名
望
あ
る
ド
イ
ツ
語
間
の
詩
人
で
あ
っ

　
　
た
」
と
の
旨
を
、
メ
ッ
ツ
ラ
ー
研
究
叢
書
の
第
五
七
巻
ジ
ー
ク
リ
ス
ト
著
『
ハ
ラ
ー
』

　
　
二
九
六
九
年
）
五
七
頁
も
承
認
し
て
お
り
、
更
に
同
五
七
頁
に
は
当
フ
ラ
イ
著
一
一
一

　
　
頁
以
下
の
論
述
よ
り
、
「
幾
多
の
同
時
代
の
報
告
が
示
す
」
こ
と
と
し
て
、
「
ハ
ラ
ー
の
詩

　
　
歌
が
暗
唱
さ
れ
旅
の
友
と
さ
れ
た
」
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
成
程
ハ
ラ
ー
に
焦
点
を
あ
て
れ
ば
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
他
方
ゲ
ー
テ
の
『
詩
と
真

　
　
実
』
（
一
八
一
一
年
－
一
四
年
）
で
回
顧
さ
れ
た
一
七
六
五
年
（
第
六
書
－
第
七
書
）
　
の

　
　
記
述
に
あ
る
様
に
、
当
時
十
八
世
紀
中
葉
の
「
名
望
あ
る
老
大
家
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｈ
ｎ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ

　
　
Ａ
ｌ
ｔ
ｖ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
)
　
I
（
ハ
ム
ブ
ル
ク
版
作
品
集
、
一
九
八
二
年
、
第
九
巻
、
二
六
八
頁
）
た
る

　
　
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
の
側
（
註
（
４
）
）
か
ら
眺
め
れ
ば
別
面
も
垣
間
に
見
ら
れ
る
。
実
際

　
　
ゲ
ー
テ
の
述
べ
る
通
り
、
「
ゴ
″
ト
シ
ェ
ー
ト
の
水
域
　
（
｛
｝
ａ
ｓ

　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

　
　
（
ｊ
ｅ
w
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
)
は
ま
る
で
ノ
ア
の
洪
水
さ
な
が
ら
ド
イ
ツ
語
間
に
氾
濫
し
、
山
岳
の
峰
々

　
　
を
さ
え
呑
み
こ
ま
ん
と
し
て
い
た
」
（
二
五
四
頁
）
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
そ
う
し
て
や
が
て
、
私
か
あ
ん
な
に
も
楽
し
く
散
策
し
た
ド
イ
ツ
詩
歌
の
山
岳
の
麓

　
　
　
　
な
す
美
し
く
多
彩
な
草
原
は
容
赦
な
く
伐
採
さ
れ
、
か
つ
私
ま
で
も
が
干
涸
び
た
乾

　
　
　
　
燥
草
を
Ｉ
緒
に
ひ
っ
く
り
反
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
（
二
五
五
頁
）

　
　
此
所
で
当
時
の
文
壇
の
現
状
を
余
り
に
ハ
ラ
ー
や
ゲ
ー
テ
を
尺
度
に
し
て
見
て
は
危
険
で

　
　
あ
ろ
う
。

（
４
）
　
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
『
ノ
イ
キ
ル
ヒ
詩
集
へ
の
序
文
』
（
一
七
四
四
年
）
よ
り
、
註
（
２
）

　
　
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
編
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
中
の
評
伝
二
二
三
頁
に
引
用
さ
れ
た
例
文
を
、
再
び

一
七
　
ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
－
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
－
　
（
高
橋
）

　
　
　
註
（
３
）
メ
″
ツ
ラ
ー
叢
書
『
ハ
ラ
ー
』
五
六
頁
に
引
用
。
こ
の
引
用
の
前
半
の
一
部
は

　
　
　
註
（
３
）
『
ハ
ラ
ー
、
そ
の
独
文
学
へ
の
意
味
』
　
一
一
九
頁
よ
り
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
『
形
式

　
　
　
と
意
味
』
（
一
九
六
八
年
）
八
九
頁
－
一
一
〇
頁
所
収
『
ハ
ラ
ー
の
「
ア
ル
ペ
ン
山
脈
」

　
　
　
の
構
造
と
言
葉
』
　
一
〇
四
頁
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
も
っ
と
も
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
が
匿
名
詩
集
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
初
版
（
一
七
三

　
　
　
二
年
）
で
公
刊
さ
れ
た
折
に
は
、
当
初
版
に
関
し
既
に
同
年
『
ラ
イ
プ
ツ
イ
ヒ
学
報
』
で

　
　
　
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
は
称
賛
の
言
葉
を
惜
し
ん
で
い
な
い
（
註
（
２
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
中

　
　
　
の
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
る
評
伝
一
二
〇
頁
に
引
用
）
。

　
　
　
　
　
こ
の
試
み
は
実
に
良
い
出
来
栄
え
な
の
で
、
こ
の
詩
集
の
読
者
は
誰
で
も
こ
の
種
の

　
　
　
　
　
も
の
が
も
っ
と
当
ス
イ
ス
国
よ
り
出
版
さ
れ
る
の
を
望
む
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
思

　
　
　
　
　
想
内
容
は
凡
そ
斬
新
で
気
高
く
入
念
で
あ
り
、
言
葉
使
い
も
良
く
選
び
抜
か
れ
て
力

　
　
　
　
　
が
こ
も
っ
て
お
り
、
し
か
も
脚
韻
も
純
正
で
滑
り
が
良
い
。
匿
名
の
作
者
は
聞
く
所

　
　
　
＼
　
に
よ
る
と
著
名
な
ム
ラ
ル
ト
氏
だ
そ
う
だ
。
氏
は
数
年
前
に
夥
し
い
賛
辞
で
迎
え
ら

　
　
　
　
　
れ
た
『
英
国
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
に
関
す
る
書
簡
』
（
一
七
二
五
年
）
を
物
し
た
人
で

　
　
　
　
　
あ
る
。
　
…

　
　
　
後
に
反
ス
イ
ス
派
の
党
派
心
も
加
わ
り
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
は
賛
美
よ
り
批
判
へ
転
ず
る
。

　
　
　
因
み
に
ム
ラ
ル
ト
に
関
し
て
は
本
論
の
註
（
5
6
）
で
当
書
｀
簡
を
引
用
す
る
。

　
（
５
）
　
デ
カ
ル
ト
『
方
法
序
説
』
（
一
六
三
七
年
）
第
四
部
。
仏
独
対
訳
哲
学
叢
書
、
一
九
六

　
　
　
〇
年
、
六
二
頁
、
「
観
念
や
概
念
は
　
・
：
　
明
晰
か
つ
判
明
　
・
：
」
。

　
（
６
）
　
『
ハ
ラ
ー
、
そ
の
独
文
学
へ
の
意
味
』
（
註
（
３
）
）
　
一
一
九
頁
よ
り
、
『
ハ
ラ
ー
の
「
ア

　
　
　
ル
ペ
ン
山
脈
」
の
構
造
と
言
葉
』
　
一
〇
四
頁
に
引
用
。

　
（
７
）
　
レ
ッ
シ
ン
グ
作
品
集
、
一
九
二
五
年
刊
二
五
部
作
品
集
に
依
る
写
真
複
刻
版
、
一
九
七

　
　
　
〇
年
、
第
四
巻
（
第
四
部
）
三
六
八
頁
。
岩
波
文
庫
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
斎
藤
栄
治
訳
、
一

　
　
　
九
七
〇
年
、
二
Ｉ
五
頁
。

　
（
８
）
　
ヴ
ァ
イ
マ
ル
版
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
〇
巻
、
一
九
六
二
年
、
四
五
四
頁
。

　
（
９
）
　
全
集
（
註
（
８
）
）
第
二
〇
巻
、
四
五
三
頁
。

㈲
「
新
た
な
詩
作
」

　
（
1
0
）
　
ハ
ラ
ー
『
諸
著
作
家
と
自
己
白
身
に
っ
い
て
の
観
察
日
記
』
全
二
部
（
一
七
八
七
年
）

　
　
　
複
刻
写
真
版
二
巻
本
（
一
九
七
一
年
）
第
二
部
、
一
一
九
頁
。
別
に
歴
史
批
判
版
ド
イ
ツ

　
　
　
国
民
文
学
（
Ｄ
Ｎ
Ｌ
）
第
四
一
巻
の
第
二
分
冊
（
一
八
八
五
年
頃
）
フ
ラ
イ
編
『
ハ
ラ
ー

兌

心
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一
八
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
巻
　
こ
九
九
一
年
）
　
人
文
科
学

　
　
選
集
』
（
三
修
社
写
真
複
刻
一
丸
七
四
年
）
　
一
五
六
頁
に
も
引
用
箇
所
は
見
ら
れ
る
が
、

　
　
諸
所
今
日
の
正
書
法
に
綴
り
を
改
め
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
論
で
は
典
拠
と
し
な

　
　
い
。

（
1
1
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
一
四
頁
。

　
　
　
引
用
の
第
二
八
〇
句
（
第
二
八
節
）
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
初
版
の
第
二
七
節
の
第
二

　
　
七
〇
句
（
註
（
1
0
）
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
二
五
頁
）
で
こ
う
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
若
き
羊
飼
い
は
牧
人
と
し
て
考
え
、
自
ら
考
え
た
ま
ま
書
く
。

（
1
2
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
四
頁
。
註
（
5
9
）
も
参
照
。
話
題
の
第
一
三
句
（
第
二

　
　
節
）
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
初
版
の
第
一
節
の
第
三
句
（
註
（
1
0
）
　
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
　
一

　
　
七
頁
）
で
左
記
の
如
く
。

　
　
　
　
適
度
な
心
情
（
（
）
の
～
口
日
）
が
、
胆
汁
を
甘
く
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
麹
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
五
三
頁
。

　
　
　
目
下
取
り
上
げ
て
い
る
「
感
動
」
に
関
し
て
は
、
既
に
若
き
シ
ラ
ー
が
一
七
七
五
年
頃

　
　
ハ
ラ
ー
初
期
の
詩
歌
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
第
三
五
句
以
下
に
殊
の
ほ
か
驚
嘆

　
　
し
た
筋
が
考
え
併
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
一
丸
六
八
年
刊
シ
ュ
ト
ラ
イ

　
　
ヒ
ヤ
ー
著
『
シ
ラ
ー
の
シ
ュ
ト
ゥ
″
ト
ガ
ル
ト
逃
亡
と
マ
ン
ハ
イ
ム
滞
在
』
　
（
一
八
三
〇

　
　
年
頃
）
で
は
、
一
七
七
五
年
頃
の
こ
と
と
し
て
若
き
詩
人
の
姿
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い

　
　
る
二
九
頁
）
。

　
　
　
　
す
る
と
安
ら
ぎ
を
与
え
る
或
る
内
な
る
声
が
、
シ
ラ
ー
に
大
声
で
呼
び
か
け
た
。
か

　
　
　
　
の
偉
大
な
る
医
者
に
し
て
偉
大
な
る
自
然
探
究
者
ハ
ラ
ー
は
、
同
時
に
ま
た
偉
大
な

　
　
　
　
る
詩
人
で
は
な
い
か
？
　
創
造
の
不
可
思
議
を
ハ
ラ
ー
よ
り
も
美
し
く
壮
麗
に
誰
が

　
　
　
　
歌
っ
た
で
あ
ろ
う
か
？
　
…
　
こ
の
表
現
（
『
朝
の
思
い
』
第
三
五
句
以
下
）
を
シ

　
　
　
　
ラ
ー
は
、
ハ
ラ
ー
の
別
の
詩
句
と
と
も
に
、
当
時
の
み
な
ら
ず
、
青
春
時
代
初
期
が

　
　
　
　
疾
う
に
過
ぎ
去
っ
て
後
も
、
な
お
驚
嘆
の
念
を
以
て
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
や
が
て
「
情
操
」
に
お
け
る
「
感
動
」
は
、
十
八
世
紀
後
半
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
葉
通
り

　
　
「
魂
の
歌
声
(
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
ｎ
ｇ
ｅ
ｓ
ａ
ｎ
ｇ
)Ｊ
（
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
版
全
集
、
一
九
四
六
年
－
七

　
　
七
年
、
第
二
巻
、
二
〇
二
頁
）
　
へ
と
展
開
し
、
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
五
三
四
句

　
　
以
下
で
こ
の
こ
と
が
こ
う
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
も
し
君
ら
に
感
情
が
無
い
な
ら
、
そ
れ
は
会
得
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
も
し
魂
か
ら
(
ａ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
邑
こ
み
上
げ
、

　
　
　
　
根
源
の
力
に
溢
れ
る
快
音
で

二
〇
）

　
　
　
　
ど
の
聞
き
手
の
心
情
に
も
迫
ら
な
く
て
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
（
３
）
作
品
集
、
第
三
巻
、
二
五
頁
）

（
1
4
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
四
版
の
序
文
よ
り
註
（
２
）
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
編
『
ハ
ラ
ー
詩

　
　
集
』
二
四
八
頁
－
二
四
九
頁
に
引
用
。
別
に
註
（
３
）
メ
ッ
ツ
ラ
ー
叢
書
『
ハ
ラ
ー
』
二

　
　
〇
頁
に
も
一
部
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
当
時
の
英
詩
の
「
詩
興
や
哲
学
的
省
察
さ
ら
に
道
徳
的
情
操
」
に
つ
い
て
は
、
註
（
9
0
）

　
　
参
照
。

（
1
5
）
　
作
品
集
（
註
（
３
）
）
第
九
巻
、
二
六
九
頁
。

（
1
6
）
　
作
品
集
（
註
（
３
）
）
第
九
巻
、
二
六
九
頁
。

（
1
7
）
　
作
品
集
（
註
（
３
）
）
第
九
巻
、
二
七
〇
頁
。

　
　
　
『
ハ
ラ
ー
の
「
ア
ル
ペ
ン
山
脈
」
の
構
造
と
言
葉
』
（
註
（
４
）
）
　
一
〇
八
頁
に
は
、
話

　
　
題
の
「
簡
潔
」
や
「
凝
縮
」
や
「
緊
密
」
の
問
題
が
、
「
言
葉
の
濃
密
化
（
く
ｅ
ｒ
ａ
ｉ
ｃ
ｍ
ｕ
ｎ
ｇ

　
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
）
」
を
軸
と
し
て
纒
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
第
一
段
階
ハ
ラ
ー
に
続
き
、

　
　
第
二
段
階
ゲ
ー
テ
、
そ
し
て
究
極
の
第
三
段
階
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
ヘ
と
論
展
開
し
て
い
る
。

　
　
確
か
に
抒
情
性
の
表
出
と
い
う
点
に
お
い
て
は
こ
れ
で
十
分
か
も
知
れ
な
い
が
、
但
し
本

　
　
論
の
関
心
の
的
た
る
抒
情
思
想
詩
（
（
ｊ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
ｒ
ｉ
ｋ
)
を
念
頭
に
置
く
限
り
、
同
時

　
　
に
第
一
段
階
ハ
ラ
ー
、
第
二
段
階
シ
ラ
ー
、
円
熟
の
第
三
段
階
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
言
う
、

　
　
「
思
索
欲
」
と
「
重
厚
な
詩
作
」
の
発
展
史
の
方
も
無
視
で
き
得
な
い
。
し
か
も
実
は
こ

　
　
ち
ら
の
方
こ
そ
当
面
の
「
新
た
な
詩
作
」
に
は
縁
が
深
く
、
そ
の
本
質
を
な
す
と
考
え
ら

　
　
れ
る
。

③
「
内
な
る
人
間
」

　
（
1
8
）
　
メ
ッ
ツ
ラ
ー
叢
書
『
ハ
ラ
ー
』
（
註
（
３
）
）
五
四
頁
に
は
、
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
が
『
批

　
　
　
判
的
詩
論
の
試
み
』
第
三
版
　
（
一
七
四
二
年
）
　
で
、
（
ハ
ラ
ー
の
詩
歌
の
晦
渋
さ

　
　
　
日
ｕ
ｎ
ｋ
ｅ
ｌ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
に
対
し
、
若
干
の
隠
微
な
当
て
擦
す
り
(
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｇ
ｅ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｃ
ｋ
ｔ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
-

　
　
　
ｔ
ｅ
ｎ
ｈ
ｉ
ｅ
ｂ
ｅ
)
を
成
し
、
こ
の
結
果
ボ
ー
ド
マ
ー
の
論
文
『
ミ
ル
ト
ン
の
「
失
楽
園
」
に
お

　
　
　
け
る
文
体
に
つ
い
て
』
（
一
七
四
二
年
）
で
、
「
瓊
末
な
粗
探
し
(
ｋ
ｌ
ｅ
ｉ
ｎ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｂ
ｅ
ｃ
ｋ
-

　
　
　
m
e
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉ
ｊ
ｊ
と
批
判
さ
れ
た
経
緯
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
（
1
9
）
　
メ
ッ
ツ
ラ
ー
叢
書
『
ハ
ラ
ー
』
（
註
（
３
）
）
五
三
頁
。

　
　
　
　
　
ブ
ラ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
『
批
判
的
詩
論
』
　
（
一
七
四
〇
年
）
　
で
ハ
ラ
ー
の
詩
歌
は
、

　
　
　
　
　
格
別
に
範
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
こ
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
文
芸
批
評
家
は
、

(18)



　
　
　
　
詩
的
絵
画
、
命
令
法
の
使
用
、
分
詞
構
文
、
形
容
詞
の
度
重
な
る
使
用
を
称
え
、
所
々

　
　
　
　
に
見
ら
れ
る
心
揺
り
動
か
す
文
体
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｈ
ｅ
ｒ
ｚ
ｒ
ｉ
ｉ
ｈ
ｒ
ｅ
乱
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ｅ
ｉ
ｂ
ａ
ｒ
ｔ
)
に
驚

　
　
　
　
嘆
し
て
い
る
。

　
　
　
「
心
揺
り
動
か
す
文
体
」
に
関
し
て
は
、
「
情
操
」
（
註
（
1
2
）
）
　
に
お
け
る
「
感
動
」

　
　
（
註
（
1
1
）
）
を
参
照
。

（
2
0
）
　
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第
三
八
節
の
第
三
七
五
句
（
註
（
２
）
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
　
一
八
頁
）

　
　
つ
ま
り
初
版
の
第
三
七
節
の
第
三
六
五
句
（
註
（
1
0
）
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
二
八
頁
に
出
て

　
　
来
る
「
竜
挺
香
の
薫
り
(
Ａ
ｍ
ｂ
ｒ
ａ
-
Ｄ
ａ
ｍ
ｐ
ｆ
ｅ
ｎ
）
」
な
ど
に
、
ハ
ラ
ー
自
身
も
後
年
『
ス

　
　
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
十
一
版
（
一
七
七
七
年
）
所
収
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
端
書
き
に

　
　
お
い
て
「
な
お
幾
多
の
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
風
趣
味
の
痕
跡
（
ｎ
ｏ
ｃ
ｈ
　
ｖ
ｉ
ｅ
ｌ
ｅ
　
Ｓ
ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
ｎ

　
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｏ
ｈ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｍ
ａ
ｃ
ｋ
ｓ
)
　
I
（
註
（
２
）
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
三
頁
）
を

　
　
正
直
に
認
め
て
い
る
程
で
あ
り
、
そ
の
初
期
詩
歌
『
朝
の
思
い
』
（
註
（
1
3
）
）
の
第
二
節

　
　
か
ら
第
四
節
に
か
け
て
は
こ
の
「
痕
跡
」
の
宝
庫
で
あ
る
。

　
五
　
天
は
自
ら
彩
る
、
紫
衣
と
碧
玉
で
以
て

一

一

一

五

一

」－
ノヘ

黄
灰
毛
馬
の
群
雲
は
煌
め
く
紅
玉
の
輝
き
な
し
、

百
合
の
竜
莞
香
の
薫
り
は
、
私
達
の
喜
び
に
生
気
を
与
え
る
、

繊
細
な
玉
葉
の
総
子
灰
色
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
（
1
0
）
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
三
頁
）

更
に
南
大
路
振
一
著
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
字
論
集
』
（
三
修
社
、
一
九
八
三
年
）
所
収

『
一
七
二
〇
年
代
の
ゴ
″
ト
シ
ェ
ー
ト
と
ス
イ
ス
派
』
（
一
九
七
四
年
）
を
参
照
す
る
と
、

『
理
性
に
従
い
叱
責
す
る
女
性
た
ち
』
第
一
部
の
第
三
十
四
篇
（
一
七
二
五
年
八
月
二
十

二
日
付
）
で
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
は
、
ス
イ
ス
派
の
『
画
家
談
論
』
　
（
一
七
二
一
年
－
二
三

年
）
第
二
部
の
第
一
篇
所
収
「
喜
び
の
国
」
（
こ
れ
は
ボ
ー
ド
マ
ー
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た
）

の
描
写
表
現
を
と
ら
え
、
「
（
芳
香
の
）
賦
香
剤
や
乳
香
や
没
薬
の
薫
り
」
（
一
五
頁
）
な

ど
に
、
実
は
こ
れ
を
書
い
た
宿
敵
ボ
ー
ド
マ
ー
自
身
が
「
詩
人
ノ
イ
キ
ル
ヒ
を
笑
い
草
に

す
る
大
仰
な
表
現
(
ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｇ
ｅ
ｔ
ｒ
ｉ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｄ
ｅ
ｎ
ｓ
-
Ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｎ
）
」
（
ニ
八
頁
）
を
指
摘
し
て

い
る
。

　
因
み
に
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
が
『
ノ
イ
キ
ル
ヒ
詩
集
へ
の
序
文
』
（
註
（
４
）
）
を
物
し
た

「
ノ
イ
キ
ル
ヒ
（
一
六
六
五
年
－
一
七
二
九
年
）
は
、
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
ヴ
ァ
ル
ダ
ウ
ニ

一
九
　
ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
－
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
－
　
（
高
橋
）

　
　
六
一
七
年
－
七
九
年
）
や
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
二
六
三
五
年
一
八
三
年
）
の
文
体
を

　
　
一
旦
は
模
倣
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
　
・
：
　
し
か
し
明
晰
か
つ
冷
静
へ
の
転
身
を
体
験

　
　
し
、
啓
蒙
（
ｙ
９
　
ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)
の
時
代
と
文
体
と
を
既
に
裏
書
き
す
る
新
た
な
音
調
で
、

　
　
昔
日
に
は
喝
采
に
唆
か
さ
れ
て
い
た
と
告
白
し
た
」
と
、
ク
ラ
イ
ン
著
『
ド
イ
ツ
抒
情
詩

　
　
の
歴
史
』
（
初
版
一
九
五
七
年
）
増
補
再
版
（
一
九
六
〇
年
）
　
一
八
九
頁
に
て
紹
介
さ
れ

　
　
て
い
る
後
期
バ
ロ
ッ
ク
詩
人
で
あ
る
。

（
2
1
）
　
作
品
集
（
註
（
３
）
）
第
九
巻
、
二
六
二
頁
。

（
2
2
）
　
作
品
集
（
註
（
３
）
）
第
九
巻
、
二
六
四
頁
。

（
2
3
）
　
作
品
集
（
註
（
３
）
）
第
九
巻
、
二
六
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（
苔
　
作
品
集
（
註
（
３
）
）
第
九
巻
、
二
六
三
頁
以
下
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
。

（
2
5
）
　
作
品
集
（
註
（
３
）
）
第
九
巻
、
二
六
四
頁
。

㈲
「
自
然
の
宝
庫
」

　
（
2
6
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
五
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
二
六
頁
（
初
版
、

　
　
第
三
〇
一
句
／
第
三
〇
三
句
－
第
三
〇
四
句
）
。

　
　
　
　
ま
ず
ハ
ラ
ー
が
着
眼
し
た
峠
の
頂
は
、
後
述
す
る
ゲ
ー
テ
の
手
稿
で
「
峰
白
き
ゴ
ッ
ト

　
　
　
パ
ル
ト
よ
／
　
あ
た
か
も
創
造
と
い
う
偉
大
な
る
思
想
の
各
々
を
前
に
す
る
が
如
く
」

　
　
　
（
註
（
9
4
）
）
と
語
ら
れ
る
様
に
、
山
岳
ア
ル
ペ
ン
の
峯
を
代
表
す
る
所
で
あ
る
。
此
所
は

　
　
　
「
君
知
る
や
・
：
」
（
ゲ
ー
テ
『
ミ
ニ
ョ
ン
の
歌
』
冒
頭
。
註
（
３
）
作
品
集
、
第
七
巻
、

　
　
　
一
四
五
頁
）
と
唱
導
さ
れ
る
程
ド
イ
ツ
人
に
憧
憬
の
感
情
を
目
覚
め
さ
せ
な
い
け
れ
ど
も
、

　
　
　
他
方
イ
ギ
リ
ス
人
に
は
こ
の
様
な
「
霊
峰
ア
ル
ペ
ン
(
ａ
ｎ
　
Ａ
ｌ
ｐ
）
」
が
正
に
「
イ
タ
リ
ア

　
　
　
の
蒼
宵
(
ｓ
ｋ
ｉ
ｅ
ｓ
　
Ｉ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ａ
ｎ
）
」
と
並
び
称
さ
れ
る
ほ
ど
に
強
い
憧
れ
の
対
象
た
り
得
た
の

　
　
　
で
あ
る
。

　
　
　
五
　
だ
が
私
は
時
折
り
、
憧
憬
を
感
ず
る
の
だ
、

　
　
　
　
　
　
イ
タ
リ
ア
の
蒼
官
へ
、
そ
し
て
内
な
る
熱
望
を
抱
く
の
だ
、

　
　
　
　
　
　
玉
座
の
如
き
霊
峰
ア
ル
ペ
ン
に
坐
ら
ん
と
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
キ
ー
ツ
『
幸
い
な
る
か
な
英
国
／
：
こ
　
一
八
一
七
年
、
第
五
句
Ｉ
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
句
。
英
独
対
訳
レ
ク
ラ
ム
文
庫
『
英
国
ロ
マ
ン
派
詩
集
』
　
一
九
八
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
、
三
三
二
頁
）

　
介
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
七
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
二
八
頁
（
初
版
、

　
　
　
第
三
五
四
句
）
「
不
可
思
議
の
作
品
（
Ｗ
ｕ
乱
ｅ
ｒ
w
ｅ
ｒ
ｋ
）
」
。

こ
Ｉ
）
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二
〇
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
巻
　
（
一
九
九
一
年
）
　
人
文
科
学

（
2
8
）
　
『
バ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
九
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
三
〇
頁

　
　
第
三
九
七
句
－
第
四
〇
〇
句
）
「
宝
石
の
岩
盤
は
、
幾
千
も
の
色
彩
戯
れ
る
所
で
、

　
　
（
第
三
九
八
句
以
下
は
変
更
な
し
）

（
初
版
、

　
・
：
）

（
2
9
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
一
二
頁
。
対
応
す
る
初
稿
の
第
四
四
節
（
註
（
1
0
）
『
ハ

　
　
ラ
ー
選
集
』
三
一
頁
）
に
は
未
だ
明
確
な
階
級
意
識
が
現
わ
れ
て
い
な
い
。

（
3
0
）
　
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
四
頁
（
第
四
一
句
）
。

（
3
1
）
　
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
四
頁
（
第
四
八
句
）
「
一
匹
の
虫
嫂
の
誉
め
言
葉
」
。

㈲
「
黄
金
時
代
」

　
（
3
2
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
（
註
（
1
3
）
）
第
二
巻
、
九
一
頁
。
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
四
節
、

　
　
　
第
五
五
句
。

　
（
3
3
）
　
『
観
察
日
記
』
（
註
（
1
0
）
）
第
一
部
の
三
六
八
頁
に
は
、
一
七
七
二
年
ズ
ル
ツ
ァ
ー
著

　
　
　
『
美
術
の
理
論
』
を
ハ
ラ
ー
が
論
じ
た
折
テ
オ
ク
リ
ト
ス
（
前
三
一
〇
年
－
前
二
四
五
年

　
　
　
頃
）
の
牧
歌
に
触
れ
、
「
但
し
（
良
き
）
趣
味
が
こ
の
牧
歌
詩
人
に
は
欠
け
て
い
た
。
粗

　
　
　
野
な
牧
人
は
歌
わ
れ
る
に
値
し
な
い
(
ｅ
ｒ
ｏ
ｂ
ｅ
　
Ｈ
ｉ
ｒ
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｄ
ｉ
ｅ
ｎ
ｅ
ｎ
　
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｂ
ｅ
ｓ
ｕ
ｎ
Ｉ

　
　
　
ｇ
ｅ
ｎ
　
ｚ
ｕ
　
w
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
Ｊ
Ｊ
と
評
し
た
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
3
4
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
二
二
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
三
二
頁
（
初
版

　
　
　
の
第
四
八
節
）
。

　
（
3
5
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
三
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
　
一
七
頁
に
あ
る
初

　
　
　
版
冒
頭
第
一
節
は
、
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
再
版
以
降
で
第
二
節
と
さ
れ
る
が
、
そ
の

　
　
　
第
十
一
版
に
至
り
第
二
節
冒
頭
四
句
は
変
更
さ
れ
る
。
因
み
に
新
た
な
加
筆
な
が
ら
も
再

　
　
　
版
の
第
一
節
で
は
、
そ
の
後
の
版
と
冒
頭
四
句
が
異
っ
て
お
り
、
当
四
句
は
ヒ
ル
ツ
ェ
ル

　
　
　
編
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
（
註
（
２
）
）
三
〇
〇
頁
で
「
異
本
照
合
」
に
際
し
て
引
用
さ
れ
て
い

　
（
3
6
）
　
ヘ
ー
シ
オ
ド
ス
『
歌
章
』
（
ト
イ
ブ
ナ
ー
古
典
叢
書
一
九
一
三
年
）
複
刊
一
九
五
八
年
、

　
　
　
六
〇
頁
－
六
一
頁
。
和
訳
は
廣
川
洋
一
著
『
ヘ
シ
オ
ド
ス
研
究
序
説
』
（
未
来
社
、
一
九

　
　
　
七
五
年
）
四
〇
四
頁
よ
り
。

　
　
　
　
類
似
の
「
黄
金
時
代
」
は
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
変
身
物
語
』
第
一
書
の
第
八
九
句
－

　
　
　
第
一
二
一
句
（
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
古
典
叢
書
、
一
九
五
二
年
、
一
〇
頁
／
一
二
頁
）
に
も
見

　
　
　
ら
れ
、
そ
の
第
［
○
九
句
か
ら
第
一
コ
ー
句
に
か
け
て
、
「
や
が
て
、
大
地
は
、
耕
さ
れ

　
　
　
も
し
な
い
の
に
、
穀
物
を
さ
え
も
た
ら
す
の
で
あ
っ
た
。
田
畑
は
、
掘
り
返
さ
れ
な
い
で

二
二
）

も
、
豊
か
な
穂
先
で
白
く
光
っ
て
い
た
。
乳
の
河
が
流
れ
る
か
と
お
も
え
ば
、
甘
露
の
流

れ
が
走
り
、
青
々
し
た
ひ
い
ら
ぎ
か
ら
は
、
黄
金
色
の
蜜
が
し
た
た
っ
て
い
た
」
　
（
岩
波

　
　
文
庫
『
変
身
物
語
』
二
巻
本
、
中
村
善
也
訳
、
一
丸
八
一
年
／
八
四
年
、
上
巻
、
一
六
頁
）

　
　
と
語
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
ハ
ラ
ー
が
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第
二
六
句
（
註
（
3
8
）
）
で

　
　
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
『
変
身
物
語
』
の
箇
所
で
あ
ろ
う
。

（
3
7
）
　
ヘ
ー
シ
オ
ド
ス
『
歌
章
』
（
註
（
3
6
）
）
七
二
頁
。
前
掲
和
訳
、
四
一
一
頁
。

（
3
8
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
四
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
　
一
七
頁
（
初
版
の

　
　
第
二
節
）
は
語
句
の
変
更
は
あ
る
が
大
意
に
相
異
な
し
。

　
　
　
な
お
「
蜜
」
と
「
乳
」
に
関
し
て
は
、
『
変
身
物
語
』
第
一
書
の
第
一
一
一
句
以
下

　
　
（
註
（
3
6
）
）
、
お
よ
び
「
乳
と
蜜
の
流
れ
る
地
（
カ
ナ
ン
）
」
と
あ
る
『
ヨ
シ
ュ
ア
記
』
第

　
　
五
章
の
第
六
節
を
参
照
（
日
本
聖
書
協
会
『
旧
約
聖
書
』
　
一
九
五
五
年
、
三
〇
六
頁
）
。

（
3
9
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
四
頁
（
第
三
一
句
丿
第
三
四
句
）
／
五
頁
（
第
三
五
句
―

　
　
第
四
〇
句
）
。

（
4
0
）
　
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
　
一
七
頁
（
初
版
の
第
三
節
）
「
汝
ら
自
然
の
高
弟
よ
、
生

　
　
粋
の
真
正
な
賢
者
よ
、
・
：
」
（
第
二
Ｉ
句
以
下
）
。

㈲
「
幸
福
な
乏
し
さ
」

　
（
4
1
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
五
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
　
一
八
頁
（
初
版
の

　
　
　
第
四
節
）
も
ほ
ぼ
同
じ
語
句
。

　
（
4
2
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
五
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
　
一
八
頁
（
初
版
の

　
　
　
第
五
節
）
。

　
（
4
3
）
　
作
品
集
（
註
（
７
）
）
第
四
巻
（
第
四
部
）
三
六
七
頁
。
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
第
一
七
章
、

　
　
　
註
（
７
）
和
哲
二
二
頁
。

　
（
4
4
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
五
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
　
一
八
頁
（
初
版
の

　
　
　
第
六
節
冒
頭
）
。

　
　
　
　
（
幸
福
な
乏
し
さ
ｉ
Ｇ
ｌ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ｕ
ｓ
ｔ
)
　
」
（
決
定
版
、
第
七
節
、
第
六
一
句
）

　
　
　
と
言
う
用
例
は
、
内
実
こ
そ
異
な
れ
ハ
ラ
ー
の
先
輩
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
に
既
に
見
ら
れ
る
。
即

　
　
　
ち
そ
の
詩
集
『
神
に
お
け
る
地
上
の
楽
し
み
』
第
一
部
（
一
七
二
一
年
）
の
巻
頭
を
飾
る

　
　
　
『
天
空
（
｛
｝
ａ
ｓ
　
Ｆ
ｉ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
ｅ
ｎ
ｔ
）
』
第
一
九
句
に
お
い
て
、
こ
れ
は
言
わ
ば
「
幸
運
な
喪
失

　
　
　
(
ｇ
ｌ
　
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ｕ
ｓ
ｔ
)
Ｊ
と
し
て
「
よ
く
効
く
無
(
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｓ
a
m
ｓ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
邑
）
を
指

　
　
　
す
（
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
『
選
集
』
　
一
七
三
八
年
、
複
刻
写
真
版
一
九
六
五
年
、
四
七
七
頁
）
。
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わ
が
全
存
在
は
塵
と
な
り
、
点
と
な
り
、
一
つ
の
無
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
そ
し
て
私
は
自
分
自
身
を
喪
失
し
、
こ
の
こ
と
が
私
を
突
然
打
ち
の
め
し
た

　
　
　
　
絶
望
が
、
完
全
に
動
揺
し
た
わ
が
胸
を
脅
し
た
。

　
　
　
　
然
れ
ど
も
、
お
お
良
く
効
く
無
よ
／
　
幸
運
な
喪
失
よ
／

　
二
〇
　
遍
在
す
る
神
よ
、
汝
に
お
い
て
私
は
自
己
を
再
び
見
い
出
し
た
の
だ
。

　
　
此
所
で
は
但
し
専
ら
自
己
の
圏
内
し
か
話
題
と
な
ら
ず
、
詩
想
が
空
無
を
孕
み
至
福
を
目

　
　
指
し
て
い
な
い
。

（
4
5
）
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
七
節
、
第
一
二
二
句
。
全
集
（
註
（
1
3
）
）
第
二
巻
、
九
四
頁
。

（
4
6
）
　
希
羅
対
訳
『
新
約
聖
書
』
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ペ
ル
ク
聖
書
協
会
、
一
九
三
〇
年
、
八
頁
。

（
4
7
）
　
『
ホ
ー
プ
詩
選
』
万
人
文
庫
七
六
〇
、
一
九
二
四
年
／
一
九
七
五
年
、
二
三
頁
。

　
　
　
英
詩
に
お
い
て
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
よ
う
な
「
幸
福
な
乏
し
さ
」
（
註
（
4
4
）
）
が
明

　
　
示
さ
れ
る
に
は
、
恐
ら
く
『
抒
情
歌
謡
集
（
Ｌ
ｙ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
Ｂ
ａ
ｌ
ｌ
ａ
ｄ
ｓ
）
』
（
初
版
一
七
九
八
年

　
　
／
再
版
一
八
〇
一
年
／
第
三
版
一
八
〇
二
年
）
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
就
く
当

　
　
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
自
然
讃
歌
、
例
え
ば
「
ワ
イ
川
河
畔
再
訪
の
　
…

　
　
詩
行
」
第
九
一
句
（
初
版
、
第
九
二
句
）
に
言
う
「
人
間
本
性
の
静
か
で
悲
し
い
音
色

　
　
（
Ｔ
ｈ
ｅ
　
ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｌ
｡
　
ｓ
ａ
ｄ
　
m
ｕ
ｓ
ｉ
ｃ
　
ｏ
ｆ
　
ｈ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｔ
ｙ
）
」
（
註
（
2
6
）
レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
『
英
国

　
　
ロ
マ
ン
派
詩
集
』
七
六
頁
）
と
響
き
合
う
「
取
る
に
足
ら
ぬ
田
舎
の
生
活
｛
｝
｛
μ
日
び
ｒ

　
　
ｐ
ロ
μ
～
器
旨
｝
訃
）
」
（
『
抒
情
歌
謡
集
』
序
文
。
レ
ク
ラ
ム
文
庫
『
十
九
世
紀
英
文
学
』

　
　
そ
の
Ｉ
、
一
九
八
三
年
、
三
〇
四
頁
）
こ
そ
注
目
に
値
し
、
後
に
『
幼
年
期
の
回
顧
よ
り

　
　
不
死
を
知
る
頌
歌
』
第
三
節
－
第
四
節
（
一
八
〇
三
年
頃
）
に
て
、
「
汝
、
幸
福
な
牧
童

　
　
よ
（
ｔ
ｈ
ｏ
ｕ
　
ｈ
ａ
ｐ
ｐ
ｙ
　
Ｓ
ｈ
ｅ
ｐ
ｈ
ｅ
ｒ
ｄ
-
ｂ
ｏ
ｙ
)
／
　
汝
ら
至
福
な
る
人
々
よ
　
（
Ｙ
ｅ
　
ｂ
ｌ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｄ

　
　
９
ｅ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
ｓ
)
Ｊ
（
右
『
英
国
ロ
マ
ン
派
詩
集
』
　
一
四
二
頁
）
と
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
が
歌
う
素

　
　
地
が
此
所
に
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
4
8
）
　
『
ト
ム
ソ
ン
詩
歌
作
品
集
』
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
、
初
版
一
九
〇
八
年
、
第

　
　
六
版
一
九
七
一
年
、
一
〇
五
頁
（
『
夏
』
第
一
四
三
八
句
）
。

（
4
9
）
　
『
ト
ム
ソ
ン
詩
歌
作
品
集
』
（
註
（
4
8
）
）
　
一
〇
六
頁
。

（
5
0
）
　
『
ト
ム
ソ
ン
詩
歌
作
品
集
』
（
註
（
4
8
）
）
三
九
二
頁
。

　
　
　
類
似
の
国
威
高
揚
は
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
詩
人
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
叙
事
詩
『
ア
エ
ネ
ー

　
　
イ
ス
』
第
六
書
の
第
七
九
二
句
以
下
（
『
詩
集
』
ヴ
ァ
イ
ト
マ
ン
社
刊
、
第
二
巻
、
一
九

　
　
コ
ー
年
（
第
一
三
版
）
複
刻
一
九
七
三
年
（
第
一
四
版
）
三
〇
一
頁
）
に
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
（
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
）
は
、
　
…
　
黄
金
時
代
(
ａ
ｕ
ｒ
ｅ
ａ

二
Ｉ
　
ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
－
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
－
　
（
高
橋
）

　
　
　
　
　
　
　
Ｑ
ｐ
Φ
Ｑ
９
　
巴
を
、

　
　
　
　
　
昔
日
（
ク
ロ
ノ
ス
）
サ
ー
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
が
君
臨
せ
し
地
ラ
テ
ィ
ウ
ム
に
再
建
し
、

　
　
　
　
　
（
北
ア
フ
リ
カ
）
　
の
ガ
ラ
マ
ン
テ
ー
ス
の
国
や
イ
ン
ド
を
も
越
え
、

　
七
九
五
　
帝
国
(
ｉ
ｍ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｕ
m
）
拡
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
…

　
　
こ
の
し
ば
ら
く
後
の
第
八
五
一
句
に
、
「
汝
ロ
ー
マ
人
よ
、
帝
国
の
人
民
支
配
を
心
に
銘

　
　
記
せ
よ
（
ｔ
ｕ
　
ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
ｒ
ｅ
　
ｉ
ｍ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｏ
　
ｐ
ｏ
ｐ
ｕ
ｌ
　
〇
ｓ
｡
　
　
Ｒ
ｏ
ｍ
ａ
ｎ
ｅ
｡
　
　
ｍ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
〇
）
」
　
（
右
『
詩

　
　
集
』
第
二
巻
、
三
〇
六
頁
）
が
来
る
。
大
英
帝
国
の
原
型
が
此
所
に
あ
り
、
「
イ
ギ
リ
ス

　
　
国
会
の
議
員
た
ち
は
、
で
き
る
だ
け
古
代
ロ
ー
マ
人
に
自
分
た
ち
を
擬
え
て
み
る
こ
と

　
　
が
お
好
き
で
あ
る
」
と
、
『
哲
学
書
簡
』
（
初
版
一
七
三
四
年
）
そ
の
八
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

　
　
の
述
べ
た
こ
と
も
虚
で
な
か
ろ
う
（
『
雑
録
集
』
プ
レ
ヤ
ー
ド
版
、
一
九
六
一
年
、
二
〇

　
　
頁
。
岩
波
文
庫
『
哲
学
書
簡
』
林
達
夫
訳
、
一
九
五
一
年
、
四
六
頁
）
。
こ
の
点
は
更
に

　
　
産
業
に
関
し
て
も
、
『
哲
学
書
簡
』
そ
の
Ｉ
〇
（
右
『
雑
録
集
』
二
八
頁
。
右
和
訳
、
六

　
　
二
頁
以
下
）
で
巧
み
に
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
す
べ
て
、
イ
ギ
リ
ス
商
人
に
無
理
も
な
い
自
尊
の
風
を
生
ぜ
し

　
　
　
　
め
、
そ
の
結
果
こ
れ
も
必
ず
し
も
見
当
は
ず
れ
で
は
な
い
が
自
ら
を
ロ
ー
マ
市
民
に

　
　
　
　
擬
す
る
に
至
ら
し
め
た
の
だ
。
…
　
（
六
二
頁
／
六
三
頁
）
　
・
：
　
商
人
は
そ
の
国

　
　
　
　
を
富
み
栄
え
し
め
、
そ
の
事
務
室
か
ら
ス
ラ
ー
ト
や
カ
イ
ロ
に
指
図
を
与
え
て
世
界

　
　
　
　
の
福
祉
に
貢
献
し
て
い
る
連
中
な
の
で
あ
る
。

（
5
1
）
　
レ
オ
ナ
ー
ル
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
歴
史
』
（
ク
セ
ジ
ュ
文
庫
四
二
七
）
　
一
九
五
〇
年
、

　
　
九
〇
頁
。
白
水
社
版
・
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
ー
一
四
、
渡
辺
信
夫
訳
、
一
九
六
八
年
、
一
一
一

　
　
頁
。

　
　
　
当
時
十
八
世
紀
の
証
言
で
謹
厳
な
ハ
ラ
ー
を
物
語
る
も
の
に
、
オ
ラ
ス
ー
ベ
ネ
デ
ィ
ク

　
　
ト
ー
ソ
シ
ュ
ー
ル
著
『
ア
ル
ペ
ン
旅
行
（
Ｖ
ｏ
ｙ
ａ
ｇ
ｅ
　
ｄ
ａ
ｎ
ｓ
　
ｌ
ｅ
ｓ
　
Ａ
ｌ
ｐ
ｅ
ｓ
)
Ｊ
の
次
の
件

　
　
が
あ
り
、
近
藤
等
『
ハ
ラ
ー
と
ル
ソ
ー
に
よ
る
文
学
へ
の
山
岳
美
の
導
入
』
（
早
稲
田
商

　
　
学
、
第
一
五
五
号
、
一
九
六
一
年
、
一
九
頁
－
四
三
頁
所
収
）
三
〇
頁
上
三
頁
に
こ
う

　
　
引
用
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
一
七
六
四
年
に
、
私
は
ハ
ラ
ー
の
も
と
を
訪
れ
た
。
そ
の
時
ハ
ラ
ー
は
、
ロ
シ
ュ
の

　
　
　
　
岩
塩
鉱
の
監
督
を
し
て
い
た
。
し
か
し
私
は
、
そ
の
二
、
三
年
前
か
ら
、
す
で
に
ハ

　
　
　
　
ラ
ー
と
は
交
渉
を
持
っ
て
い
た
。
幾
度
か
彼
の
も
と
を
訪
れ
て
も
い
た
。
そ
の
た
び

　
　
　
　
に
、
彼
は
私
を
親
切
に
迎
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
今
度
の
訪
問
は
、
こ
と

　
　
　
　
さ
ら
に
彼
を
喜
ば
せ
た
ら
し
か
っ
た
。
彼
自
身
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
は
誰

（
一
三
）
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二
二
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
巻
　
（
一
九
九
一
年
）
　
人
文
科
学

か
に
会
っ
て
、
彼
の
研
究
し
て
い
た
問
題
に
つ
い
て
語
り
合
い
た
い
と
、
し
き
り
に

思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

　
ハ
ラ
ー
は
私
の
顔
を
見
る
と
、
自
分
の
仕
事
を
こ
と
ご
と
く
中
絶
し
た
。
お
か
げ

で
私
は
、
滞
在
し
て
い
た
一
週
間
と
い
う
も
の
、
引
き
っ
づ
き
彼
と
色
々
話
し
合
う

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
時
私
は
二
十
四
才
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
ハ
ラ
ー
の
よ
う
な
す

ば
ら
し
い
男
に
、
そ
の
時
ま
で
出
合
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
に
も
、
ほ
と

ん
ど
出
会
っ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
偉
大
な
人
間
が
私
に
呼
び
お
こ
し
た
の
は
、
賛

嘆
と
か
敬
意
と
か
い
う
程
度
の
も
の
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
崇
拝
に
近
い
感
情
だ
っ
た
。

彼
の
思
想
に
は
、
何
と
い
う
多
様
さ
と
、
豊
か
さ
と
、
深
さ
と
、
か
が
や
き
と
が
あ

る
の
だ
ろ
う
／
。

　
彼
の
会
話
は
、
火
の
よ
う
に
熱
し
て
、
相
手
を
眩
惑
し
疲
れ
さ
せ
る
が
、
同
時
に

ま
た
、
他
の
場
合
に
は
、
愛
情
に
満
ち
た
深
い
情
熱
が
相
手
の
心
を
暖
め
、
相
手
の

心
を
彼
の
高
さ
に
ま
で
も
高
め
も
す
る
。
彼
が
自
分
の
優
越
を
感
じ
た
と
し
て
も
、

（
ど
う
し
て
、
彼
が
そ
れ
を
意
識
し
な
い
で
い
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
）
彼
は
す
こ
し

も
相
手
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
た
り
は
し
な
い
。
彼
は
相
手
の
反
論
を
忍
耐
強
く
聞
き
、

そ
の
疑
問
を
一
つ
一
つ
解
き
ほ
ぐ
し
て
ゆ
く
。
彼
が
断
乎
た
る
強
い
口
調
に
な
る
の

は
、
話
が
良
俗
や
宗
教
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
問
題
に
触
れ
た
場
合
だ
け
な
の
だ
。

　
こ
の
一
週
間
の
滞
在
は
、
私
の
魂
に
、
生
涯
、
消
し
が
た
い
思
い
出
を
残
し
た
。

ハ
ラ
ー
と
の
会
話
は
、
私
の
心
に
、
学
問
と
、
善
な
る
も
の
と
、
誠
実
な
る
も
の
へ

の
、
無
限
の
情
熱
を
吹
き
こ
ん
で
く
れ
た
。

　
夜
に
な
る
と
、
昼
の
間
に
彼
が
云
っ
た
こ
と
を
一
人
瞑
想
し
て
、
ノ
ー
ト
を
と
っ

た
。

ｍ
「
楽
園
フ
ラ
ン
ス
」

　
（
5
2
）
　
サ
ン
ー
ジ
ュ
ス
ト
ご
七
九
〇
年
十
一
月
十
三
日
ル
イ
処
刑
に
関
す
る
国
会
演
説
』
。

　
　
　
『
選
集
』
　
一
九
六
八
年
、
八
〇
頁
。

一一

54 53

一一

　
ナ
ー
ト
ラ
ー
『
ド
イ
ツ
文
学
史
』
再
版
（
一
九
六
一
年
）
　
一
八
二
頁
。

　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
四
頁
。
引
用
四
句
に
相
当
す
る
初
版
の
第
二
九
節
中

間
部
（
註
（
1
0
）
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
二
五
頁
以
下
）
に
は
「
テ
ル
」
も
「
楽
園
フ
ラ
ン
ス
」

も
物
語
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
ハ
ラ
ー
は
詩
歌
中
の
「
楽
園
フ
ラ
ン
ス
が
乞
食
を
養
う
」

と
言
う
情
報
が
、
英
国
人
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
旅
行
記
（
一
六
八
五
年
－
八
六
年
）
に
既
に
見

（
十
四
）

ら
れ
る
旨
を
自
ら
註
記
し
て
い
る
（
註
（
２
）
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
　
一
四
頁
）
が
、
但
し
人

名
の
み
で
、
書
名
は
挙
げ
て
い
な
い
。

　
同
様
フ
ラ
ン
ス
王
朝
文
化
と
の
対
比
で
自
国
ス
イ
ス
を
賞
揚
し
た
当
時
十
八
世
紀
の
文

学
作
品
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
、
ル
ソ
ー
の
書
簡
体
長
篇
小
説
『
新
エ

ロ
イ
ー
ズ
』
（
一
七
六
〇
年
）
で
あ
り
、
殊
に
そ
の
第
一
部
の
書
簡
二
三
『
プ
レ
ヤ
ー
ド

版
ル
ソ
Ｌ

脈
』
と
の
関
連
で
興
味
深
い
記
述
を
、
高
ヅ
ア
レ
地
方
（
ｌ
ｅ
　
ｈ
ａ
ｕ
ｔ
-
Ｖ
ａ
ｌ
ａ
ｉ
ｓ
)
　
に
つ
い

て
残
し
て
い
る
（
白
水
社
ル
ソ
ー
全
集
、
第
九
巻
、
松
本
勤
訳
、
一
九
七
九
年
、
七
五
頁
－

七
八
頁
）
。
こ
れ
に
関
し
て
右
プ
レ
ヤ
ー
ド
版
ル
ソ
ー
全
集
の
ギ
ュ
イ
ヨ
ン
　
（
（
）
ｊ
ｏ
已

註
解
（
第
二
巻
、
一
三
八
七
頁
／
二
三
九
〇
頁
）
に
は
、
次
の
説
明
が
附
さ
れ
て
い
る
。

　
　
一
九
三
〇
年
シ
ャ
ン
ベ
リ
ー
刊
『
十
八
世
紀
お
よ
び
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ

　
　
リ
ス
に
お
け
る
ア
ル
ペ
ン
文
学
（
ニ
八
八
五
年
－
一
八
六
八
年
）
』
と
題
さ
れ
た
研

　
　
究
書
に
て
、
ク
レ
ー
ル
ー
エ
リ
ア
ン
ヌ
ー
ア
ン
ジ
ェ
ル
（
圃
ロ
９
｛
｝
は
、
重
要
な
章

　
　
を
ル
ソ
ー
に
あ
て
て
い
る
。
…
　
（
一
三
八
七
頁
／
二
三
九
〇
頁
）
　
・
：
　
ア
ル
ペ

　
　
ン
文
学
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
ー
ル
ー
エ
リ
ア
ン
ヌ
ー
ア
ン
ジ
ェ
ル
の
前
掲
書
を
参
照
。

　
　
ア
ン
ジ
ェ
ル
は
ハ
ラ
ー
の
（
ル
ソ
ー
ヘ
の
）
影
響
を
明
る
み
に
出
し
た
。
ハ
ラ
ー
の

　
　
詩
歌
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
は
一
七
五
〇
年
に
（
仏
語
へ
と
）
訳
さ
れ
、
直
ち
に
大
成

　
　
巧
を
収
め
た
。
　
・
：

更
に
当
註
解
で
は
、
ル
ソ
ー
に
と
り
高
山
と
は
峨
々
た
る
山
岳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
ア

ル
ペ
ン
山
脈
前
山
地
帯
（
１
ぼ
ぎ
Ｉ
）
」
（
一
三
九
〇
頁
）
　
が
主
眼
で
あ
っ
た
と
の
指
摘

を
紹
介
し
て
い
る
が
、
と
に
か
く
ル
ソ
ー
は
話
題
の
書
簡
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
　
と
き
に
は
巨
大
な
岩
が
頭
上
に
廃
墟
の
よ
う
に
垂
れ
下
が
っ
て
い
ま
し
た
。
と
き
に

　
　
は
高
い
ご
う
ご
う
た
る
滝
が
厚
い
水
し
ぶ
き
で
私
を
浸
し
ま
し
た
。
と
き
に
は
太
古

　
　
不
滅
の
奔
流
が
私
の
両
脇
に
深
淵
を
開
い
て
い
て
、
と
う
て
い
奥
底
ま
で
眼
を
や
る

　
　
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
た
。
密
林
の
暗
闇
に
迷
い
こ
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
　
窪
地
か
ら
抜
け
出
る
と
不
意
に
気
持
の
い
い
牧
場
が
眼
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
、
そ

　
　
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
…
　
（
原
典
七
七
頁
／
七
八
頁
、
和
訳
七
五
頁
／
七
六

　
　
頁
）
　
…
　
こ
こ
で
し
た
。
私
が
清
澄
な
大
気
に
つ
つ
ま
れ
な
が
ら
、
自
分
の
気
分

　
　
が
変
化
し
、
あ
ん
な
に
長
い
こ
と
失
っ
て
い
た
内
心
の
平
和
が
回
復
し
た
真
の
原
因

　
　
を
明
白
に
見
て
と
っ
た
の
は
。
じ
っ
さ
い
、
空
気
が
清
澄
で
微
細
な
高
山
に
い
ま
す

　
　
と
、
呼
吸
が
よ
り
楽
に
な
り
、
体
が
よ
り
軽
く
、
精
神
が
よ
り
晴
朗
に
感
じ
ら
れ
ま
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す
。
こ
れ
は
す
べ
て
の
人
が
注
目
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
み
ん
な
Ｉ

　
　
　
　
様
に
感
じ
と
る
印
象
な
の
で
す
。
そ
こ
で
は
快
楽
は
熱
を
減
じ
、
情
熱
は
穏
や
か
に

　
　
　
　
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
省
察
は
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
を
打
つ
ま
わ
り
の
事
物
と
釣
合
っ

　
　
　
　
た
、
な
に
か
し
ら
偉
大
で
崇
高
な
性
格
を
帯
び
、
刺
戟
的
で
官
能
的
な
と
こ
ろ
の
い

　
　
　
　
さ
さ
か
も
な
い
、
な
に
か
し
ら
静
か
な
悦
楽
を
帯
び
る
の
で
す
。
人
間
た
ち
の
住
み

　
　
　
　
か
か
ら
高
く
登
っ
て
ゆ
く
と
き
、
低
劣
な
、
地
上
的
な
感
情
は
す
べ
て
そ
こ
に
打
ち

　
　
　
　
棄
て
て
ゆ
く
思
い
が
し
、
ま
た
天
空
の
域
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
そ
の
変
わ
る
こ
と

　
　
　
　
の
な
い
清
浄
な
何
も
の
か
に
魂
が
染
ま
る
思
い
が
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
人
は
憂
愁
な

　
　
　
　
く
し
て
重
々
し
く
、
平
穏
に
し
て
無
感
動
で
は
な
く
、
存
在
す
る
こ
と
、
思
考
す
る

　
　
　
　
こ
と
に
満
足
し
て
い
ま
す
。
激
し
す
ぎ
る
欲
望
は
す
べ
て
鈍
く
な
る
の
で
す
。
欲
望

　
　
　
　
は
、
欲
望
を
苦
痛
た
ら
し
め
る
鋭
い
切
っ
先
を
失
い
、
心
の
奥
に
軽
い
甘
美
な
感
動

　
　
　
　
だ
け
を
と
ど
め
て
お
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
幸
福
な
風
土
（
ｕ
ｎ
　
　
ｈ
ｅ
ｕ
ｒ
ｅ
ｕ
ｘ

　
　
　
　
ｃ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｔ
）
は
、
よ
そ
で
は
苦
悩
を
も
た
ら
す
情
熱
を
人
間
の
至
福
(
ｌ
ａ
　
ｆ
ｅ
ｌ
ｉ
ｃ
ｉ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ

　
　
　
　
１
　
ｈ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
）
に
役
立
た
せ
る
の
で
す
。
・
：
　
（
原
典
七
八
頁
／
丿
八
〇
頁
、
和
訳
七

　
　
　
　
六
頁
ぶ
八
七
八
頁
）
　
・
：
　
彼
ら
の
無
欲
ぶ
り
は
そ
れ
は
徹
底
し
て
い
て
、
私
は
旅
の

　
　
　
　
あ
い
だ
じ
ゅ
う
Ｉ
パ
タ
ゴ
ン
も
投
ず
る
機
会
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
じ
っ
さ
い
、
主

　
　
　
　
人
は
そ
の
入
費
の
代
金
を
受
け
取
ら
な
い
、
召
使
も
奉
仕
の
代
金
を
受
け
取
ら
な
い
、

　
　
　
　
そ
し
て
乞
食
が
一
人
も
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
な
国
で
、
お
金
に
ど
ん
な
使
い
み
ち
が

　
　
　
　
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
は
い
え
高
ヴ
ァ
レ
地
方
で
は
お
金
は
た
い
そ
う
珍
し
い
も
の
な

　
　
　
　
の
で
す
。
が
、
そ
の
た
め
に
住
人
た
ち
は
気
楽
な
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に

　
　
　
　
は
産
物
が
豊
富
に
あ
っ
て
、
そ
れ
で
い
て
外
へ
の
出
口
を
も
た
な
い
内
で
は
贅
沢
な

　
　
　
　
消
費
が
な
い
、
山
村
の
農
民
た
ち
は
労
働
を
喜
び
と
し
て
い
る
の
で
、
豊
か
で
あ
っ

　
　
　
　
て
も
労
を
惜
し
む
よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
も
し
彼
ら
が
も
っ
と
多
く
の
お
金

　
　
　
　
を
も
つ
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
必
ず
や
も
っ
と
貧
乏
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
彼
ら
に

　
　
　
　
は
そ
の
こ
と
を
感
知
す
る
知
恵
が
あ
っ
て
、
国
内
に
金
鉱
（
～
ぎ
呂
Ｒ
ｏ
し
が
あ

　
　
　
　
る
の
で
す
が
採
掘
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
5
5
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
五
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
’
（
註
（
1
0
）
）
に
六
頁
（
初
版

　
　
の
第
二
九
節
末
尾
）
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
老
人
は
誇
る
、
和
合
の
力
を
、
そ
し
て
一
致
し
た
諸
力
は

　
　
　
　
ま
た
弱
国
ス
イ
ス
に
も
幸
福
の
翼
を
結
え
付
け
る
と
。

　
　
後
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
歌
『
シ
ュ
ヴ
ィ
ー
ツ
州
』
（
一
七
九
一
年
）
　
で
は
、
共
和
国
ス

二
三
　
ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
－
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
１

（
高
橋
）

　
イ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
一
七
八
九
年
以
降
）
の
現
実
と
睨
み
合
わ
さ
れ
、
旧
封
建
体
制

　
打
倒
と
新
た
な
市
民
社
会
建
説
の
範
例
と
な
る
（
註
（
1
3
）
全
集
、
第
一
巻
、
一
四
五
頁
。

　
和
訳
全
集
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
六
年
―
六
九
年
、
第
一
巻
、
一
七
〇
頁
、
高
橋
英

　
夫
訳
）

七
一
　
か
つ
て
蒼
ざ
め
た
暴
君
が
僕
た
ち
に
空
し
く
も
温
順
な
へ
つ
ら
い
の
勇
気
を
命
じ

　
　
　
　
　
よ
う
と
し
た

　
　
　
か
が
や
く
山
な
み
よ
ノ
・
―
力
づ
よ
く
圧
制
に
さ
か
ら
っ
て

七
三
　
正
義
の
、
仮
借
な
き
復
讐
は
、
起
ち
あ
が
っ
た
の
だ
Ｉ

　
七
八
　
自
由
の
う
っ
く
し
い
戦
い
に
登
場
し
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
や
テ
ル
の
仲
間
た
ち
よ
／

　
七
九
　
神
々
し
い
自
由
の
邦
（
Ｌ
ａ
ｎ
ｄ
｡
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｇ
-
ｏ
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｉ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
よ
／
　
・
：

（
5
6
）
　
『
ハ
ラ
ー
の
［
ア
ル
ペ
ン
山
脈
］
の
構
造
と
言
葉
』
（
註
（
４
）
）
九
〇
頁
に
引
用
。
こ

　
　
の
他
ム
ラ
ル
ト
よ
り
の
引
用
は
、
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
編
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
（
註
（
２
）
）
評
伝
九

　
　
五
頁
以
下
に
も
見
ら
れ
る
。

（
Ｕ
　
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
八
〇
頁
。

（
5
8
）
　
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
『
諸
革
命
に
関
す
る
試
論
・
キ
リ
ス
ト
教
精
髄
』
　
（
プ
レ
ヤ
ー
ド

　
　
版
）
　
一
九
七
八
年
、
一
九
〇
頁
。

　
　
　
同
［
九
〇
頁
で
著
者
は
更
に
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第
一
五
節
（
初
版
の
第
一
四
節
）
　
で

　
　
述
べ
ら
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
「
彼
が
彼
女
を
愛
し
、
彼
女
が
彼
を
、
こ
れ
が
婚
約
締
結
を

　
　
成
し
、
結
婚
は
し
ば
し
ば
両
者
の
誠
実
だ
け
で
固
め
ら
れ
る
」
（
註
（
２
）
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』

　
　
九
頁
、
第
一
四
二
句
以
下
／
註
（
1
0
）
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
二
Ｉ
頁
、
第
一
三
二
句
以
下
）

　
　
と
の
筋
に
関
し
、
山
岳
ア
ル
ペ
ン
の
ス
イ
ス
人
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
そ
の
ス
イ
ス
人

　
　
の
少
年
時
代
に
は
若
者
と
処
女
と
の
婚
前
交
渉
が
普
通
で
あ
っ
た
と
の
旨
を
伝
え
て
い
る
。

㈲
「
苦
吟
す
る
詩
人
」

　
（
5
9
）
　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
『
シ
ラ
ー
記
念
講
演
』
（
一
八
五
九
年
）
。
『
講
義
・
講
演
集
（
一
八
四

　
　
　
四
年
一
八
七
年
）
』
再
版
（
一
九
一
八
年
）
三
〇
真
上
二
四
頁
よ
り
、
『
シ
ラ
ー
ー
あ

　
　
　
ら
ゆ
る
時
期
の
同
時
代
人
』
第
一
部
（
一
七
八
二
年
一
一
八
五
九
年
）
　
一
九
七
〇
年
、
四

　
　
　
一
五
頁
一
四
一
八
頁
に
引
用
。
四
一
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
…
　
現
世
に
お
け
る
詩
歌
の
使
命
、
即
ち
『
芸
術
家
』
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
こ
れ

　
　
　
　
　
迄
に
編
ま
れ
た
最
高
の
綱
領
な
の
で
す
。
こ
の
詩
歌
は
、
シ
ラ
ー
の
哲
学
著
作
や

二
五
）
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二
四
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
巻
　
二
九
九
一
年
）
　
人
文
科
学

　
　
　
　
『
ド
ン
ー
カ
ル
ロ
ス
』
書
簡
と
並
び
ま
し
て
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
誠
心
誠
意
の
至
っ

　
　
　
　
て
強
力
な
証
左
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
の
で
す
。

　
　
　
　
　
今
後
と
も
シ
ラ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
抒
情
詩
人
の
中
で
唯
一
無
比
の
存
在
た
る
で
あ

　
　
　
　
り
ま
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
シ
ラ
ー
は
強
力
な
浄
化
さ
れ
た
意
志
を
以
て
、
個
々
の
瞬

　
　
　
　
間
と
か
個
々
の
状
況
を
永
遠
化
す
る
こ
と
を
根
本
か
ら
諦
観
し
、
プ
ロ
ペ
ル
テ
ィ
ウ

　
　
　
　
ス
や
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
や
バ
イ
ロ
ン
や
ヴ
ィ
ク
ト
ル
ー
ユ
ゴ
ー
や
ゲ
ー
テ
た
ち
が
就

　
　
　
　
く
偉
大
で
あ
る
彼
の
文
芸
の
種
類
に
属
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
シ
ラ
ー
が
永
遠
化

　
　
　
　
し
ま
す
の
は
、
極
め
て
高
貴
で
威
力
あ
る
表
現
様
式
に
お
け
る
情
操
の
全
体
で
あ
り

　
　
　
　
ま
す
。

　
　
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
真
骨
頂
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
抒
情
表
現
に
末
だ
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
通
じ
て

　
　
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
十
九
世
紀
は
シ
ラ
ー
の
表
現
様
式
を
越
え
更
に
円
熟
し
た
成
果
が
生

　
　
み
出
さ
れ
た
こ
と
に
十
分
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
6
0
）
　
ヴ
ァ
イ
ス
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
ア
ル
ペ
ン
体
験
』
（
一
九
三
三
年
）
二

　
　
六
頁
よ
り
、
註
（
３
）
メ
ッ
ツ
ラ
ー
叢
書
『
ハ
ラ
ー
』
二
七
頁
に
引
用
。

　
　
　
　
分
別
悟
性
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
)
の
分
析
作
業
に
よ
り
、
風
景
は
描
写
さ
れ
つ
つ
諸
々
の

　
　
　
　
個
物
へ
と
解
体
さ
れ
得
る
も
の
の
、
だ
が
体
験
さ
れ
た
風
景
の
躍
動
と
現
実
味
を
写

　
　
　
　
す
印
象
（
Ｅ
ｍ
ｄ
ｒ
ｕ
ｃ
巴
は
再
現
さ
れ
得
な
い
。
蓋
し
こ
の
こ
と
は
、
外
界
の
自
然

　
　
　
　
が
何
か
内
面
的
に
親
し
み
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
後
の
時
代
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

　
　
　
　
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
。

　
　
更
に
右
『
ハ
ラ
ー
』
同
頁
に
は
、
ヴ
ァ
イ
ス
の
著
書
二
五
頁
以
下
よ
り
次
の
言
葉
も
引
用

　
　
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
詩
節
は
、
壮
大
さ
を
く
っ
き
り
と
描
き
言
葉
に
お
い
て
崇
高

　
　
　
　
な
再
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
或
る
静
止
せ
る
対
象
の
、
ま
た
シ
ュ
タ
ウ
プ
バ
ッ
ハ
の

　
　
　
　
滝
（
第
三
六
節
）
の
場
合
な
ど
は
或
る
機
械
的
に
動
く
対
象
の
、
理
性
的
感
性
に
与

　
　
　
　
え
ら
れ
た
印
象
(
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
ｉ
ｆ
ｆ
-
ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｄ
ｒ
ｕ
ｃ
ｋ
)
で
あ
る
。
自
然
を
千

　
　
　
　
変
万
化
す
る
諸
形
式
の
中
に
眺
め
る
感
動
１
　
た
人
間
の
個
人
的
一
回
限
り
の
観
想
や

　
　
　
　
体
験
は
、
再
現
さ
れ
ず
に
、
む
し
ろ
　
・
：

（
6
1
）
　
「
汝
ら
の
境
遇
を
改
善
す
る
が
よ
い
。
…
」
（
改
稿
後
の
第
一
節
冒
頭
四
句
）
は
、
註

　
　
（
3
5
）
に
附
記
し
た
通
り
、
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
三
版
（
一
七
四
三
年
）
以
降
の
も

　
　
の
で
、
そ
の
四
句
は
再
版
（
一
七
三
四
年
）
で
、
「
ゆ
け
、
空
虚
な
人
間
た
ち
よ
、
…
」

　
　
と
あ
り
、
こ
の
再
販
四
句
（
第
一
句
－
第
四
句
）
は
註
（
２
）
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
編
『
ハ
ラ
ー

．一一-’゛”/

子
方

詩
集
』
三
〇
〇
頁
の
「
異
本
照
合
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
更
に
当
三
〇
〇
頁
に
は
、
註

（
1
0
）
　
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
　
一
七
頁
に
あ
る
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
初
版
の
冒
頭
四
句
「
魂
は

自
ら
幸
福
を
な
す
。
…
」
が
、
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
一
〇
版
（
一
七
六
八
年
）
ま

で
変
更
さ
れ
ず
、
再
版
以
降
の
第
二
節
冒
頭
四
句
と
な
り
、
そ
の
決
定
版
た
る
第
十
一
版

二
七
七
七
年
）
で
改
稿
さ
れ
た
旨
も
示
し
て
あ
る
。

（
6
2
）
　
全
集
（
註
（
1
3
）
）
第
二
巻
、
九
〇
頁
－
九
五
頁
。

（
6
3
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
七
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
　
一
九
頁
（
初
版
の

　
　
第
九
節
）
第
九
〇
句
「
倦
む
こ
と
な
き
勤
勉
（
！
の
富
）
に
・
：
」
。

（
6
4
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
七
頁
－
八
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
　
一
九
頁
－

　
　
ニ
○
頁
（
初
版
の
第
一
〇
節
－
第
一
一
節
）
。

（
6
5
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
八
頁
－
九
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
二
〇
頁
－

　
　
二
Ｉ
頁
（
初
版
の
第
二
一
節
－
第
一
五
節
）
。

（
6
6
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
三
頁
－
一
五
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
　
二
四

　
　
頁
－
二
六
頁
（
初
版
の
第
二
五
節
－
第
三
〇
節
）
。

（
6
7
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
五
頁
－
ニ
八
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
一
一
六

　
　
頁
－
二
八
頁
（
初
版
の
第
三
二
節
－
第
三
五
節
）
。

（
6
8
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
七
頁
－
一
九
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
二
八

　
　
頁
－
二
九
頁
（
初
版
の
第
三
六
節
－
第
三
九
節
）
。

（
6
9
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
丸
頁
一
二
Ｉ
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
二
九

　
　
頁
－
三
一
頁
（
初
版
の
第
四
〇
節
－
第
四
三
節
）
。

（
7
0
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
〇
頁
－
一
三
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
二
Ｉ

　
　
頁
－
二
四
頁
（
初
版
の
第
一
七
節
１
第
二
四
節
）
。

（
7
1
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
九
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
二
Ｉ
頁
（
初
版
の

　
　
第
一
六
節
）
。

（
7
2
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
二
Ｉ
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
三
一
頁
（
初
版

　
　
の
第
四
三
節
以
下
）
。

㈲
「
各
＋
行
の
詩
節
」

　
（
7
3
）
　
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第
三
六
節
（
註
（
２
）
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
三
六
頁
）
の
山
岳
描
写
が

　
　
　
名
高
い
。
初
版
は
第
三
五
節
（
註
（
1
0
）
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
二
七
頁
以
下
）
。

　
　
　
　
　
此
所
で
は
峻
厳
な
山
岳
が
岩
壁
な
す
峰
々
を
示
し
、
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森
林
の
大
河
は
迅
速
に
貫
き
流
れ
、
滝
ま
た
滝
を
怒
濤
な
し
て
下
る
。

溢
れ
浪
る
河
川
は
岩
盤
の
裂
け
目
を
縫
っ
て
突
き
進
み

し
て
急
に
激
し
き
威
力
な
し
て
そ
の
岸
を
越
え
遥
か
彼
方
へ
と
飛
沫
を
と
ば
す
。

　
批
評
家
ア
デ
ィ
ソ
ン
が
『
観
察
者
（
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｔ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
)
］
（
一
七
一
一
年
－
一
二
年
／
一

　
四
年
）
第
四
コ
ー
号
（
レ
ク
ラ
ム
文
庫
『
英
文
学
、
第
五
巻
』
　
一
九
八
二
年
、
三
六
二
頁

　
以
下
英
独
対
訳
）
で
「
雄
大
（
の
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
)
!
（
三
六
二
頁
）
に
つ
い
て
論
じ
、
「
そ
の

　
よ
う
な
眺
望
と
し
て
は
、
開
け
た
平
原
や
広
大
な
未
開
の
砂
漠
、
巨
大
な
山
塊
と
か
、
峨
々

　
た
る
岩
肌
や
絶
壁
、
彼
方
ま
で
膨
ん
だ
海
原
が
あ
り
、
此
所
で
私
達
は
視
界
の
珍
し
さ
や

　
美
し
さ
に
心
撃
た
れ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
幾
多
の
自
然
の
途
方
も
な
き
作
品
類
に
現
わ
れ

　
る
粗
削
り
な
威
容
に
心
撃
た
れ
る
の
で
あ
る
」
（
三
六
四
頁
）
と
語
っ
た
こ
と
が
、
右
に

　
引
用
し
た
よ
う
な
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
の
詩
節
に
あ
て
は
ま
る
。

　
　
こ
れ
に
対
し
次
に
引
く
ホ
ー
プ
作
『
名
声
の
殿
堂
』
（
一
七
一
一
年
）
第
十
一
句
以
下

　
（
註
（
4
7
）
『
ホ
ー
プ
詩
選
』
三
六
頁
）
な
ど
は
、
筋
書
き
こ
そ
『
観
察
者
』
第
四
コ
ー
号

　
に
呼
応
す
る
も
の
の
、
表
現
の
内
実
か
ら
迫
り
来
る
も
の
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
私
に
は
大
地
と
海
原
と
天
空
と
の
間
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
　
　
全
被
造
界
が
わ
が
眼
前
に
開
か
れ
、

　
　
　
空
中
で
自
ら
平
衡
を
保
ち
、
足
下
に
は
地
球
が
懸
か
り
、

　
　
　
そ
こ
で
は
山
岳
が
隆
起
し
、
回
る
海
原
が
流
れ
、

ヱ
ハ
　
此
所
に
は
裸
の
岩
肌
と
空
虚
な
荒
野
が
見
え
た
。

　
結
局
こ
の
筋
の
問
題
は
当
時
の
話
題
の
書
ロ
ン
ギ
ノ
ス
著
『
崇
高
論
』
に
ゅ
き
着
く
こ
と

　
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
本
論
と
の
関
連
で
は
『
崇
高
論
』
第
九
章
の
第
五
節
で
著
者
が
、

　
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
何
と
雄
大
に
そ
の
神
的
な
こ
と
ど
も
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
」

　
（
希
独
対
訳
レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
『
崇
高
論
』
　
一
九
八
八
年
、
二
二
頁
）
と
称
賛
し
引
用
し

　
て
い
る
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
第
五
歌
の
第
七
七
〇
句
以
下
（
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
古
典
叢
書
『
イ
ー

　
リ
ア
ス
』
　
一
九
六
一
年
、
一
八
四
頁
）
が
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
そ
し
て
、
物
見
台
に
坐
っ
た
人
が
、
葡
萄
色
を
し
た
海
原
を
眺
め
や
っ
て
、
は
る
か

　
　
　
に
か
す
ん
で
そ
の
両
眼
に
見
え
る
か
ぎ
り
の
、
そ
の
く
ら
い
の
距
離
を
、
一
跳
び
に

　
　
　
し
て
、
神
々
の
高
く
い
な
な
く
馬
ど
も
は
、
駆
っ
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
（
筑
摩
書
房
「
世
界
古
典
文
学
全
集
」
第
一
巻
、
一
九
六
四
年
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
」

　
　
　
　
　
所
収
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
呉
茂
一
訳
、
七
〇
頁
）

二
五
　
ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
－
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
―

（
高
橋
）

　
　
こ
の
背
景
に
は
地
中
海
に
お
け
る
「
彼
方
ま
で
膨
ん
だ
海
原
」
が
控
え
て
い
る
。

　
　
　
更
に
ホ
ー
プ
と
並
ぶ
当
時
の
英
国
詩
人
ト
ム
ソ
ン
の
『
四
季
』
（
註
（
4
8
）
）
に
目
を
向

　
　
け
る
と
、
そ
の
『
夏
』
（
一
七
二
七
年
）
に
は
右
ハ
ラ
ー
の
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
第
三
六

　
　
節
ほ
ど
「
雄
大
」
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
印
象
深
い
［
滝
(
ｆ
ａ
ｌ
ｌ
　
ｏ
ｆ
　
w
ａ
ｔ
ｅ
ご
）

　
　
（
第
五
八
七
句
）
の
描
写
（
註
（
4
8
）
『
詩
歌
作
品
集
』
七
五
頁
）
が
見
ら
れ
る
。

　
五
九
〇
　
な
だ
ら
か
に
緩
い
勾
配
の
崖
の
縁
ま
で
溢
れ
る
川
水
は

　
　
　
　
　
清
ら
か
に
静
か
に
流
れ
る
。
だ
が
崖
縁
で
皆
諸
共
に

　
　
　
　
　
激
し
い
一
筋
の
奔
流
と
な
り
（
了
〇
ｎ
ｅ
　
ｉ
ｍ
ｐ
ｅ
ｔ
ｕ
ｏ
ｕ
ｓ
　
ｔ
ｏ
ｒ
ｒ
ｅ
ｎ
ｔ
)
'
絶
壁
を
下

　
　
　
　
　
　
　
に

　
　
　
　
　
轟
音
を
立
て
て
潜
布
な
し
、
土
地
一
帯
を
震
わ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
夏
』
第
五
九
〇
句
Ｉ
第
五
九
三
句
）

　
　
連
邦
ス
イ
ス
共
和
国
の
霊
峰
ア
ル
ペ
ン
山
岳
が
ハ
ラ
ー
の
詩
句
に
保
証
す
る
程
の
も
の
を
、

　
　
平
坦
な
ブ
リ
テ
ン
王
国
の
自
然
が
ト
ム
ソ
ン
の
詩
句
に
約
束
し
な
い
の
は
、
い
た
し
方
な

　
　
い
こ
と
で
あ
る
。

（
7
4
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
三
頁
。

（
7
5
）
　
マ
ク
ミ
ラ
ン
英
文
古
典
叢
書
『
人
間
論
』
（
初
版
、
一
八
九
五
年
）
　
一
九
一
九
年
、
二

　
　
頁
。
平
凡
社
版
『
世
界
名
詩
集
大
成
』
第
九
巻
、
一
九
五
九
年
、
『
人
間
論
』
玉
田
勤
訳
）

　
　
一
五
三
頁
。

（
7
6
）
　
『
人
間
論
』
（
註
（
7
5
）
）
六
頁
。
和
訳
、
一
五
五
頁
。

介
）
　
右
『
人
間
論
』
　
一
七
頁
。
和
訳
、
ヱ
ハ
○
頁
。

（
7
8
）
　
右
『
人
間
論
』
四
五
頁
。
和
訳
、
一
七
四
頁
。

（
7
9
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
九
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
二
Ｉ
頁
（
初
版
の

　
　
第
一
四
節
末
尾
）
。

（
8
0
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
二
Ｉ
頁
。
対
応
す
る
初
版
の
第
四
四
節
の
結
句
（
註

　
　
（
1
0
）
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
三
一
頁
）
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
し
て
学
べ
汝
等
、
自
然
の
み
が
幸
福
に
な
し
得
る
こ
と
を
。

（
8
1
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
二
二
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
1
0
）
）
三
二
頁
（
初
版

　
　
の
第
四
七
節
）
。

　
　
　
こ
の
箇
所
が
、
ス
イ
ス
文
学
研
究
会
編
『
ス
イ
ス
詩
集
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一

　
　
九
八
〇
年
）
　
コ
ー
六
頁
―
一
五
五
頁
所
収
『
ア
ル
プ
ス
の
山
々
』
（
宮
下
啓
三
訳
）
　
の
一

　
　
五
四
頁
－
一
五
五
頁
で
は
、

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

　
　
　
　
波
立
つ
欲
望
の
洪
水
で
君
ら
が
溺
れ
ず
に
す
む
の
は
、

　
　
　
　
理
性
が
純
真
な
教
訓
の
力
で
堰
止
め
て
い
る
か
ら
だ
。

　
　
と
和
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
理
性
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
)
!
の
「
充
溢
」
（
註
（
3
8
）
）

　
　
を
「
悪
徳
の
源
泉
」
（
註
（
4
1
）
）
と
看
倣
す
ハ
ラ
ー
の
姿
勢
を
見
損
っ
た
た
め
の
誤
訳
で

　
　
あ
ろ
う
。

（
8
2
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
四
九
頁
。
『
人
徳
の
虚
偽
』
第
二
五
五
句
―
第
二
五
六
句
。

　
　
　
話
題
の
「
探
求
し
つ
つ
深
く
物
思
い
に
沈
潜
し
」
と
言
う
内
省
す
る
人
間
の
自
然
本
性

　
　
と
、
外
界
か
ら
迫
り
来
る
大
自
然
の
本
性
と
が
眼
の
当
に
遷
遁
す
る
に
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ

　
　
ッ
の
詩
歌
『
帰
郷
』
（
一
八
〇
一
年
）
冒
頭
「
こ
こ
ア
ル
ペ
ン
の
さ
な
か
は
（
｛
｝
ｒ
m
n
　
ｉ
ｎ

　
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ａ
ｌ
ｐ
ｅ
ｎ
)
　
　
･
：
」
（
註
（
1
3
）
全
集
、
第
二
巻
、
九
六
頁
）
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い

　
　
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
こ
こ
ア
ル
ペ
ン
の
さ
な
か
は
、
夜
も
雪
白
く
　
雲
か
か
る
。

　
　
　
　
そ
は
　
喜
び
を
生
み
つ
つ
　
暗
き
谷
の
顎
を
覆
与
。

　
　
　
　
そ
の
深
み
を
め
ざ
し
て
山
気
は
戯
れ
つ
つ
躍
り
く
だ
り
、

そ
こ
で
は
　
年
と
聖
な
る
時
間
と
日
と
は
　
よ
り
大
い
な
る
無
限
の
う
ち
に
育
ち
、

他
の
場
所
に
お
け
る
よ
り
い
っ
そ
う
大
胆
な
列
序
と
交
替
を
も
っ
て
い
る
。

い
ま
や
谷
底
深
く
村
も
ま
た
目
覚
め
　
怖
れ
げ
な
く

高
き
も
の
に
心
開
い
て
　
嶺
々
を
仰
ぎ
見
る
。

始
源
の
水
が
稲
妻

大
地
ば
ゆ
ら
ぎ

　
　
　
（
『
帰
郷
』
第
一
節
、
手
塚
富
雄
訳
、
註
（
西
和
訳
全
集
、
第
二
巻
、
一
一
八
頁
）

更
に
一
八
〇
一
年
三
月
下
旬
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
弟
宛
書
簡
二
三
一
に
は
、
「
こ
こ
生
命
の

こ
の
無
垢
の
中
、
こ
こ
白
銀
の
霊
峰
ア
ル
ペ
ン
山
岳
の
麓
に
て
、
・
：
　
殊
の
ほ
か
宗
教

と
僕
は
取
り
組
ん
で
い
る
」
　
（
註
（
1
3
）
全
集
、
第
六
巻
、
四
二
〇
頁
）
と
記
さ
れ
て
い

�
「
内
的
完
全
性
の
発
展
」

　
（
8
3
）
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
初
版
（
一
七
八
一
年
）
四
七
四
頁
／
再
版
（
一
七
八
七
年
）
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
八
）

　
　
二
頁
。
プ
ロ
イ
セ
ン
学
士
院
版
カ
ン
ト
全
集
（
一
九
〇
二
年
以
降
）
に
拠
る
作
品
集
（
写

　
　
真
複
刻
版
）
　
一
九
六
八
年
、
第
三
巻
、
三
二
九
頁
。

（
8
4
）
　
ブ
ラ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
『
批
判
的
詩
論
』
（
写
真
複
刻
版
一
九
六
六
年
）
第
二
巻
、
四
〇

　
　
七
頁
よ
り
、
レ
フ
ソ
ン
グ
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
第
一
七
章
（
註
（
７
）
作
品
集
、
第
四
部
、

　
　
三
六
八
頁
）
に
引
用
。
和
訳
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
（
註
（
７
）
）
二
Ｉ
四
頁
。

（
8
5
）
　
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
『
詩
論
』
第
三
六
一
句
。
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
古
典
叢
書
羅
独
対
訳
『
全

　
　
集
』
　
一
九
五
七
年
、
第
二
部
、
二
五
〇
頁
。

（
8
6
）
　
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
第
一
七
章
（
註
（
8
4
）
原
典
三
六
六
頁
）
和
訳
、
二
Ｉ
一
頁
。

　
　
　
　
詩
人
の
表
象
は
、
単
に
平
明
・
平
易
で
こ
と
足
る
も
の
で
は
な
い
。
散
文
家
な
ら
ば

　
　
　
　
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
詩
人
の
念
願
は
こ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ

　
　
　
　
れ
わ
れ
の
む
ね
に
呼
び
お
こ
す
観
念
を
生
彩
あ
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
観
念
の
あ
ま

　
　
　
　
り
の
速
さ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
、
対
象
の
真
の
感
覚
的
印
象
を
感
じ
て
い
る
よ
う

　
　
　
　
な
気
持
に
な
り
、
こ
の
幻
惑
の
瞬
間
に
は
、
詩
人
の
用
い
る
手
段
す
な
わ
ち
言
葉
を

　
　
　
　
も
は
や
意
識
し
な
く
な
る
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
さ

　
　
　
　
き
に
述
べ
た
い
わ
ゆ
る
詩
的
絵
画
の
説
明
も
、
要
す
る
に
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の

　
　
　
　
で
あ
る
。

（
8
7
）
　
マ
ル
モ
ン
テ
ル
『
フ
ラ
ン
ス
詩
論
』
第
二
巻
、
五
〇
一
頁
よ
り
、
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
第

　
　
一
七
章
（
註
（
8
4
）
原
典
三
七
〇
頁
）
和
訳
、
二
二
〇
頁
に
引
用
。

（
8
8
）
　
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
第
一
七
章
（
註
（
8
4
）
原
典
三
六
八
頁
）
和
訳
、
二
Ｉ
四
頁
－
二
Ｉ

　
　
五
頁
。

（
8
9
）
　
『
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ン
学
報
』
　
一
七
六
六
年
、
第
二
巻
、
九
〇
三
頁
よ
り
、
『
ハ
ラ
ー
の

　
　
「
ア
ル
ペ
ン
山
脈
」
の
構
造
と
言
葉
』
（
註
（
４
）
）
　
一
〇
一
頁
に
引
用
。

（
9
0
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
〇
三
頁
以
下
。

　
　
　
「
風
景
描
写
」
と
「
理
念
の
詩
作
」
の
一
体
化
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
ホ
ー
プ
が
『
批

　
　
判
論
』
（
一
七
一
一
年
）
で
言
う
様
な
「
諸
法
則
（
～
↑
謡
）
」
（
第
八
八
句
）
に
よ
り
「
秩

　
　
序
づ
け
ら
れ
た
自
然
（
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
　
m
e
ｔ
ｈ
乱
に
乱
）
」
（
第
八
九
句
）
と
い
う
意
味
（
註

　
　
（
4
7
）
『
詩
選
』
六
〇
頁
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ト
ム
ソ
ン
が
『
冬
』
再
版
（
一
七
二
六
年
）

　
　
の
序
文
で
述
べ
て
い
る
内
観
と
外
界
と
の
親
密
性
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
私
は
、
自
然
造
化
（
w
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
)
に
も
増
し
て
、
心
を
高
め
楽
し
ま
せ
、

　
　
　
　
詩
興
（
ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
ｅ
ｎ
ｔ
ｈ
ｕ
ｓ
ｉ
ａ
ｓ
m
）
や
哲
学
的
省
察
(
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ
　
ｒ
ｅ
ｆ
ｌ
ｅ
ｃ
-

　
　
　
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
)
さ
ら
に
道
徳
的
情
操
（
m
o
ｒ
ａ
ｌ
　
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
)
を
覚
醒
す
る
に
や
ぶ
さ
か
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で
な
い
主
題
を
知
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
（
4
8
）
『
詩
歌
作
品
集
』
二
四
〇
頁
以
下
）

　
　
但
し
「
省
察
」
と
か
「
情
操
」
の
実
質
に
関
し
独
英
の
恒
瑶
は
見
逃
せ
ず
、
随
想
風
な
ヒ
ュ
ー

　
　
ム
の
著
作
が
「
哲
学
」
に
な
る
の
と
は
異
な
り
、
正
に
堅
固
な
学
術
体
系
な
し
て
「
人
間

　
　
理
性
」
が
「
建
築
術
的
(
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｔ
ｅ
ｋ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
)

Ｊ
（
註
（
8
3
）
）
な
展
開
を
な
す
筋
へ
と
、

　
　
ハ
ラ
ー
の
詩
作
は
志
向
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
9
1
）
　
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
第
一
七
章
（
註
（
8
4
）
原
典
三
六
七
頁
）
和
訳
、
二
Ｉ
二
頁
一
二
Ｉ

　
　
三
頁
。
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
（
註
（
２
）
）
　
一
八
頁
（
第
三
九
節
）
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
一
（
註
（
1
0
）
）

　
　
二
九
頁
（
初
版
の
第
三
八
節
）
。

　
　
　
初
版
に
は
複
数
名
詞
の
属
格
語
尾
に
ｎ
が
付
く
ス
イ
ス
方
言
ド
イ
ツ
語
の
例
が
、
第

　
　
三
七
二
句
「
雑
草
の
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｐ
ｏ
ｂ
ｅ
ｌ
-
Ｋ
ｒ
ａ
ｕ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
)
　
Ｊ
と
第
三
七
七
句
「
葉
の
　
(
ｄ
ｅ
ｒ

　
　
Ｂ
ｌ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
）
」
に
見
ら
れ
る
。
因
み
に
同
じ
方
言
の
複
数
名
詞
属
格
形
は
、
初
版
『
ス
イ

　
　
ス
詩
歌
の
試
み
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｉ
ｚ
ｅ
ｒ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｎ
)
　
1
（
註
（
３
）
メ
ッ
ツ

　
　
ラ
ー
叢
書
『
ハ
ラ
ー
』
三
三
頁
）
の
「
詩
歌
の
（
（
）
乱
寸
ぼ
～
）
」
に
も
確
認
で
き
、
更

　
　
に
そ
の
第
三
版
序
文
（
註
（
２
）
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
編
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
二
四
六
頁
）
　
に
は
、

　
　
当
の
属
格
形
に
関
し
ハ
ラ
ー
自
身
の
説
明
が
あ
る
。

（
9
2
）
　
『
ハ
ラ
ー
の
「
ア
ル
ペ
ン
山
脈
」
の
構
造
と
言
葉
』
（
註
（
４
）
）
九
三
頁
。
な
お
引
用

　
　
の
第
三
八
〇
句
（
初
版
の
第
三
七
〇
句
）
は
、
註
（
２
）
『
ハ
ラ
ー
詩
選
』
　
一
八
頁
と
註

　
　
（
1
0
）
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
二
八
頁
を
参
照
。

（
9
3
）
　
作
品
集
（
註
（
３
）
）
第
一
二
巻
、
一
三
頁
。
中
央
公
論
社
「
世
界
の
名
著
」
第
三
八

　
　
巻
（
一
九
七
九
年
）
共
同
訳
「
ヘ
ル
ダ
ー
・
ゲ
ー
テ
」
所
収
『
ド
イ
ツ
の
建
築
』
（
一
七

　
　
七
二
年
）
三
〇
九
頁
。

　
　
　
「
内
的
必
然
（
～
牙
の
乱
貧
）
と
真
実
に
よ
っ
て
君
は
構
想
し
、
造
形
（
ぼ
に
の
乱
）

　
　
の
さ
な
か
か
ら
生
け
る
美
が
あ
ふ
れ
出
た
こ
と
だ
ろ
う
」
と
、
此
所
で
ゲ
ー
テ
が
語
る
時

　
　
の
前
提
条
件
が
、
「
も
し
、
君
が
、
測
る
（
m
e
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
)
よ
り
も
実
感
（
昌
に
ｍ
）
を
重

　
　
ん
じ
、
君
も
驚
嘆
し
て
い
る
質
量
の
精
神
（
（
ｊ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
)
に
す
な
お
に
打
た

　
　
れ
て
い
た
ら
」
（
右
記
原
典
八
頁
、
和
訳
三
〇
四
頁
）
と
い
う
点
が
興
味
深
い
。

　
　
　
　
身
近
な
兄
弟
の
作
品
で
も
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
崇
高
な
と
き
は
、
目
で
確
か
め
る
こ

　
　
　
　
と
な
ど
、
人
間
精
神
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
頭
を
た
れ
て
あ
が
め
る
し
か

　
　
　
　
な
い
の
だ
。
探
究
的
観
照
(
ｆ
ｏ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
乱
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｅ
ｎ
）
に
つ
か
れ
た
私
の
目
が
、

　
　
　
　
た
そ
が
れ
に
よ
っ
て
や
さ
し
く
い
た
わ
ら
れ
た
こ
と
が
何
度
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

二
七
　
ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
－
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
－

（
高
橋
）

　
　
　
　
そ
ん
な
と
き
、
無
数
の
部
分
が
全
体
の
質
量
に
と
け
こ
ん
で
、
そ
れ
が
単
純
巨
大
な

　
　
　
　
姿
と
な
っ
て
私
の
魂
の
前
に
立
ち
、
私
の
力
は
享
受
と
認
識
の
た
め
に
歓
喜
に
満
ち

　
　
　
　
て
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
（
右
原
典
十
一
頁
、
和
訳
三
〇
七
頁
）

（
9
4
）
　
ア
ル
テ
ミ
ス
記
念
版
『
作
品
、
書
簡
お
よ
び
対
話
集
』
第
十
三
巻
、
一
九
五
四
年
、
五

　
　
四
頁
－
五
五
頁
。

　
　
　
当
手
稿
『
一
七
七
五
年
エ
ル
ヴ
ィ
ン
の
墓
へ
の
第
三
次
巡
礼
』
の
「
祈
り
」
は
、
本
論

　
　
冒
頭
の
「
要
旨
」
草
稿
を
予
め
手
に
さ
れ
た
喜
多
村
得
也
教
授
（
昭
和
大
学
）
の
御
教
示

　
　
に
よ
る
。

（
9
5
）
　
作
品
集
（
註
（
３
）
）
第
九
巻
、
三
ニ
八
頁
。
『
詩
と
真
実
』
第
八
書
。

（
平
成
三
年
九
月
三
十
日
受
理
）

（
平
成
三
年
十
二
月
二
十
七
日
発
行
）

二
九
）
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　HALLERS　,,ALPEN”(1729) IN　UMRISSEN

　Begluck七e guldne Zeit, Geschenk ｄｅ･ｒersten GUte,

　　　●●●　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　・　　　　..　・　　　　・

　Nich七, wei:L freiwillig Korn die falben Felder deckte ＼

　Und Honig mit der Milch in dicken StrSmen lief;　　　　　　∧

　Nein, weil der Mensch zum GlUck den Ｕりerflufl nicht zahlte,

　工hm Ｎｏ七ｄｕｉヽftReichtum war und Gold zum Sorgen fehlte!

　工hr Schuler der Ｎａ七ur, ihr kenれ七noch gUldne Zeiten!

　Die Wolken, die ihr trink七, sind schwer von Reif und Strヽahl;

　Der lange Ｗｉｎ七:er kUrzt des Friihlings spSte Wochen,　　　／

　Und ein verewigt Eis umringt das kuhle Tal;

Doch eurer Sitten Werヽt hat alles das verbessert,　　　　　　∧

　Wie Tell ｍｉ七kuhnem Mut das harte Joch zertreten,ト

　Das Joch, das heute noch Europens Halfte tragt;十六

　Wie um uns alles darbt und hungert in den Ketten

　Und Welschlands Paradies gebogne Bettler hegt;

　Wie Eintrach七, Treu und Mut, rait unzertrennten Kraften,

　An eine kleine Macht des Gluckes Flugel heften.犬

　Dann hier, wo Ｇｏ七七hards Haupt〉die Wolken Ubersteiget

　Und der erhabnern Welt die Sonne〉naher scheint,　　　＼

　Ｈａ七,was die Erde sonst an Seltenheit gezeuge!;，

　Die spielende Natur in wenig Lands vereint ；

　Ｄｏｒ七ragt das hohe Haupt am edlen Enziane

　Ｗｅ１七ubern niedern Chor der Pobe･l-Krauter hin;

　Ein ganzes Blumen-Volk dient unter seiner Fahne,　　　　　　　十

　Sein blauer Bruder selbst buckt sich und ehret ihn.

　Der Blumen helles Gold, in Strahlen umgebogen,　　･．･

　Tiirm七sich am Stengel auf und krbnt sein grau Gewand:

　Der schimmernde Kristall sproBt aus der Felsen KlUften,

　Ｂｌｉ七ｚ七durch die dUstre Luft und strahlet Uberall.　　　十

　0 Reichtum der Na七ｕｒ!　verkriecht euch, welsche Zwerge：

　Europens Diaman七bluht hier und wachst zum Berge!

　Der Ｓ七rom flieflt schwer von Gold und wirft gediegne Kbrner,

　Wie sons七nur grauer Sand gemeines Ufer schwarzt.　　上

　Der Hirt sieht diesen Schatz, er rollt zu seinen FuBen,

　0 Beispiel fur die Welt!　er siehts und lSBt ihn flieflen.

　Die ihr das stiHe Gluck des Mittelstands verschmahet

　Und mehr vom Schicksal heischt als die Natur von euch,　　　＼

　Die ihr zur Notdurft macht, worum nur Torhelt flehet：

　-RUB. S.4

Ｓ．４
-
Ｓ．５

汪
　
Ｊ

-

S.15

S.15
-
S.18

S.18一
一
S.19

S.19
-
S.21

Ｏ glaubts, kein stern macht froh, kein Schmuck von Perlen reich!
● ９ ●

Ｏ selig!　wer wie ihr mit selbst gezognen Ｓｔ：１ｅＸヽｅｎノ

Den angestorbnen Grund von　eignen Ackern pflugt;

　　●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

Der seinen Zustand liebt und niemals wUnscht zu besserり!

(28)

S.21
-
S.22

21

５
６
　
　
9
０

2
2
　
　
２
３

31

6
７
8
9
　
　
5
6
７
8

3
3
3
3
　
　
9
9
9
9

　
　
　
　
　
　
2
2
２
２

･299

3０0

311

312

３13

31４

3８1

3８2

３８３

3８４

３８5

3８6

4０７

４０８

４０9

４1０

7
8
9
０

3
3
3
４

４
４
４
４

4４5

４４6

４４７

４４８

4８1

４８2

4８9

二
八

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
巻

（
一
九
九
一
年
）
　
人
文
科
学



二
九
　
ド
イ
ツ
思
想
の

薦

そ
の
三

ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』

（
高
橋
）

　　　　　　　　　　▽　　　　　　　　　犬　　　し3(10)93-95

konnte. Sie sagen, daB es also ｍｉ七 den Freuden des Himmels ｓｅｉ√und wie

oft bin ich zurUckgekehrt, di es e himmlisch-irdische Freude zu genieBen,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜■　　　　　ａ･丿－＝＝　＝　　　・　　　　　　　W　　　　－
den Riesengeist unsrer altern Brlider in ihren Werken zu umfassen. Wie

oft bin ich zurUckgekehrt, von alien Seiten, aus alien Entfernuneen, in

jedera Lichte： des Tags zu schauen seine WUrde und Herrlichkelt!　Schwer

ist's dem Ｍとnschengeis･七, wenn seines Bruders Werk ｓと）ｈＱｃｈerhaben ist,

daB er nur beugen und anbeten muB. Wie oft hat die ＡＩ〕enddammerung mein犬

durch forschendes Schauen erma七七etes ＡＵｇ゛mit freundlicher Ruhe geletzt,

wenn durch sie die unzahligen Teile zu ganzen Massen schraolzen, und nun

diese, einfach und grofl, vor meiner Seele ｓ七anden und ｍｅｉ:neKraft sich

wonnevoll entfa!tete, zugleich zu genieBen und zu erkennen!　Da offenbar-

te sich mir, in leisen Ahndungen, der Genius ｄｅＳ∧groBenWerkmeisters. ..

(S.11/S.13) ...　Die Kunst ist lange blldend, eh' sie schon ist, und

doch so wahre, groBe Kunst, ja oft wahrer und groBer als die schone

selbst. Denn in dem Menschen ist eine bildende Natur, die gleich sich

tatig beweist, wann seine Existenz gesichert ist. Sobald er nichts zu

sorgen und zu furchten hat, greift der Halbgott, wirksam in seiner Ruhe,

umher nach Stoff, ihm selnen Geist einzuhauchen. Und so modelt der Wil-

de mit abenteuerlichen ZUeen, eraSlichen Gestalten,∧hohen Farben seine

Kokos, seine Federn und seinen Kbrper.　Und laBt diese Bildnerei aus den

willkurlichsten Formen bestehn, sie wird ohne Gestal七sverhaltnis zusam-

menstimmen;　denn ｅｉne　Empfindung schuf sie zum charakteristischen Ｇａｎ一犬

ｚｅｎ・　... (S.13/S.14) ... Und von der Ｓ七ufe, auf welche　Erwin　gestie-

gen ist, wird ihn keiner herabstoBen. Hier s七ｅｈ七sein Werk, trete七hin

und erkenn七das tiefs七ｅ GefUhl von Wahrheit und Schonheit der Verhalt-

nisse･ﾀ　wirkend aus starker, rauher, deutscher Seele,:auf dem einge-

schrankten dustern Pfaffenschauplatz des medii aevi. ●●●

94)Goethe 。Dritte Wallfahrt nach Erwins Grabe im Juli 1775”(Handschr‘iftｖ，
13.7.1775) .Gebet'：　Gedenkausgabe der Werke,　Briefe und Gesprache.　Zurich/
Stuttgart (Artemis) Bd.l3. 1954. 2.Aufl. 1965. S.54-55・　　　　　　　ユ

　　Du bist Eins uiid lebendig, gezeugt und ｅｎ七faltet, nicht zusammengetragen

　　und geflickt. Vor dir,ダwie vor dem schaumsturzenden S七urze des gewalti-

　　gen Rheins, wie vor der glanzenden Krone der ewigen Schneegeblirge, wie

　　vor dem Anblick des heiter ausgebrei七ｅ七en Sees√und deinerヽＺ　Wolkenfelsen

　　und wUsten Taler, grauer Gotthard!　wie vor jedem groBen Gedanken der

　　Schopfung, wird in der Seele reg was auch Schopfungskraft in ihr ist.

　　工ｎDichtung stammelt sie Uber, in kriitzlenden Strichen wUhlt sle auf dem

　　Papier Anbetung dem Schaffenden,プev/iges Leben, umfassendes unausloschli-

　　ches Gefuhl des ， das da ist und da war und da sein wird.

95)Goethe 。Dichtung und Wahrheit”･］;工。Teil ．　Buch ８：　Werke(3(l)3). Bd.9. S.

316.･　　上　　　　十
　　Man muB JUngling sein, urn sich zu vergegenwar七igen.　welche Wirkung Les-

　　sings 。Ｌａｏｋｏｏｎ”auf uns ausubte, indem dieses ＼≫leｒｋuns ａｕ弓der Region

　　eines kummerlichen Anschauens in die freien Gefilde des Gedankens hin-

　　riB. Das so lange mifiverstandene ut pictura poesis war auf einmal besei-

　　ｔｉ怠七,der Unterschied der bildenden und Redekunste klar, die Gipfel bei-

　　der erschienen nun getrennt,十wie nah ihre Basen auch zusammenstoBen

mochten Wie vor einem Blitz ｅ･rleuchteten sich uns alle Folgen
　dieses herrllchen Gedankens, alle bisherige anleitende und urtellende

　ward, wie ein abgetragener Rock, weggeworfen, wir hielten uns von allem

　Ubel ｅｒ]Lost,　　・・．　　Ammelsten entzUckte uns die Schonheit jenes Gedan-

　kens, dafi die Alten den Tod als den Bruder des Schlafs anerkann七，丿‥。

Vgl.　Lessing 。Laokoon" Kap.ll: Ｗｅｌ‘ke(3(l)7).Teil 4.　S.346.

　Die alten KUnstler haben auch wirklich den Tod und den Schlaf mit der

　Ahnlichkeit unter sich vorgestellet, die wir an Zwillingen so natUrlich

　erwarten.　　　。･‥　　　　　　　ご
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3(10)91-93

Weit ubern niedern Chor der Pobel-Krau七er hin;　/･Pbbel-Krautern(Urfas.:)

Ein ganzes Blumen-Volk dient unte･r seiner Fahne,　　　　＼　　上　　　レ

Sein blauer Bruder selbst biickt sich und ehret ihn.

Der Blumen helles Gold, in Strahlen umgebogen,

Turmt sich am Stengel auf und kront sein grau Gewand;

３８５

/ fas.)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・，　　　　　　　ｊ　二Ｓ４ｋＪ●Der Blatter glattes WeiB, mi七七iefemトGrun

durchzogen, / Der Blattern(Ur-

7S ｡.l･　¶¶●　9　・　●　　●･　ミーミー

Bestrahlt ｄｅｉヽbunteBlitz von feuchtemしDiamant;　/ Strahlt von dem lichten

Gerech七ｅ自七esGesetz！　dafi Kraft sich Zier vermahle;几/ sich〉hier　(Urfas.)

工n einem schonen Leib wohnt eine schonre Seele.
Vgl. Metz!er-Haller(3(1)3). S.33-34.

３９０

　　Versuch Schweizerischer Gedlchten.トBern, Bey Niclaus Ｅｍ!anuelHaller.

　　1732. ... Hallers Versuch Von Schweizerischen Gedichten. Zwey七e, ver-

　　mehrte und verander七ｅ Auflage. Ｂｅｌヽn.Bev Niclaus Emanuel Haller. 1734.

　　･‥。(Ｓ。33/S.34)上‥。Hallers
Versuch Schweizerischer Gedichte. Dri七te,

　　vermehrte und veranderte Auflage. Bern, Niclaus耳manuel Haller, 1743. ...

　Vgl. Haller 。Versuch Schweizeri！Cher Gedichte” ３.Aufl 。1743. Vorrede：　Hir-
zel-Haller(3(l)2). S.246.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　==　　　十

　　Wirhaben mit den Ober-Teutschen Kreisen｡gemein, dai3 wir viele Wbrter犬'
　　mit einera andern Geschlechte gebrauchen, als In Sachsen gewohnlich十ist.

　　Der
zwei七ｅFall in der mehrern Anzahl ist selbst in unsern Bibeln und

　　symbolischen Buchern anderst als in dem Ubrigen ﾀﾞTeutsch工ande bescりaffen･,･
　　Viele Worter sindﾌﾟbey ｕｎ･sgebrauch工ich,ﾌﾟdie beｙニandern ｖｅｔヽaltetsind,

　　undtausend andre sind in Sachsen im ｂｅＳ七andigstenＧｅｂ･rauche,die ein

　　Schweizernicht ohne ein Worter-Buch verstehet.
92)Gunther。Form und Ｓｉｈ叩(3(1)6)S.93.　　ダ

● ●

　ＷａｓトLessing aber ubersieht, ist der Umstand, dafl diese nur beschreiben-

　ｊｅｎ∧Strophen ･１ｎ．einen Ｍｉ七七ext eingebettet sind, der ihnen eine innere

　Beweguねｇ･iibermi七七elt, die･ sie, allein besehen, nlcht besitzen. Das durch

　≪fliehnde Nebel≫brechende Ｌｉ(ホｔder Sonne, das ａauf den Ｂｌａ七七ernschweb七コ

　ｕｎｄ∧die Natur erfrlschり, enthiillt einen edlen Ｗ６七七streit bunter Ｂ１リmen,

　die urn ihren ｌ≪Rang≫kampfen. Wenn sich der Dichter auch bemuht ， das ≪Blu-

　menvolk≫ in einzelnen Spezies auｆｓ genauste in Worten十zu malen,･ wenig-

　ｓ七ens in einzelnen Ｅｉ･genschaften, so liegt doch der Hauptsinn dleser

　Strophen nich七im Statischen des Kgriinen Tapets,十ｇｅｓ七ickt mi七Regenbり－

　gen?, sondern im schon bewegten, lebendigen, nie zu ergrlindenden und

　hlerarchi･ｓ(ホsich abstufenc!en Wunc!erchor dieser Alpenkrauter･ ．･　　‥・

Vgl. Haller 。Die Alpen" Str.38. V.379-380: Reclam-Haller(3(1)2). S.18：

。Die Alpen"(Urヽfassung) Str.37. V.369-370; DNL-Haller(3(2)ll).･S.28.

　Ein ganz Geburge scheint, gefirniUt von dem Regen,　　　　　　　　　　　　犬

Ein griinender Tapet, gestlckt mit Regenbogen.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｗ　・　Ｗ　　　。93)Goethe 。Von deutscher Baukunst”(1772)：Werke(3(l)3). Bd.｡12. S.7-8/S.10-
11/S.13-14.　　十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　Wenigeri ward es gegeben, einen Babelgedanken in der Seele ｚリzeugen,

　ganz, groB, und bis in den kleinsten Teil notwendig schbn, wie Baume

　Gottes;　... (S.7/S.8) ...･Hattes七du mehr gefuh｡１ｔals gemessen, ware

　der Geist der Massen liber dich gekommen, die du anstauntest, du hattest

nicht so nur nachgeahmt, weil sie'sトtaten und es schon ist; ｎ６七wenc!ig

und wahr hattes七du deineｿPlane geschaffen, und lebendige Schbnheit wa-
ｒｅりildend aus ihnen gequollen･　... (S.8/S.10) ... vermannigfaltige
die ungeheure Mauer, die du gen Himmel fuhren ｓφlist, daB ｓｉｅトaufs七eige

gleich einem hocherhabnen, weltverbreiteten Baume Gottes, der mitﾚtail-

send Asten, Millionen Zweigen und Blattern wie der Sand am Meer ringsum

der Gegend verkundet die Herrlichkeit des Herrn, seines Meisters.　‥．

(S.lO/S.ll) ... Mi七welcher unerwarteten Empfindung Uberraschte mich

der Anblick, als ｉ･ch davor 七ｒａｔ!　Einganzer, groBer Eindruck fullte mei-
ne Seele, den, weil er aus tausend harmonierenden Einzelheiten bestand,

ich wohl schmecken und genieBen, keineswegs aber erkennen und erklaren

(30)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3(10)87-91

ｊ゛avais　ｃｏｎｇｕ;　ｅ七ｓタilsparviennen七a donner　plus au moral ｅもmoins au
　　deta工１ des peintures physiques, 11s ｅχｃｅ]。leront dans ce genre, plus ri-

　　che, plus ｖａｓ七e, plus fecond, et infinimen七plus ｎａ七urel et plus moral

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八　　que celui de la galanterie champetre.

88)Lessing
。Ｌａｏｋｏｏｎ”

Kap.17： Werke(3(l)7). Teil ４． S.368.

　　工st dieses hier der Fall？ Und ist er es nicht, v/ie hat man sagen konnen。,daB

die ahnlichs七ｅ Zeichnung eines Malers gegen diese poetische Schil-

　　derung ganz matt und duster sein wurde"?(Breitinger Critische Dicht-

　　kuns七”1740. Bd.2. S.407： 3(10)84) Sie bleibet unendlich unter dem, was

　　Linien und Farben auf der Flache ausdrucken konnen, und der Kunstrichter,

　　der ihr dieses ubertriebene Lob erteilet, muB sie aus einem ganz falschen

　　Gesichtspunkte betrachtet haben;　er muB mehr auf (!ie fremden Zieraten,

　　die der Dich七er darein verwebe七hat, auf die Erhohung ijber das vegetative

　　Leben, auf die Entwickelung der innern Vollkommenhei七en, welchen die au-

　　Bere Schonheit nur zur Schale dienet, als auf diese Schonhei七selbst, und

　　auf den Grad der Lebhaftigkei七und Ahnlichkeit des Bildes, welches uns

　　der Maler, und welches uns der Dich七er davon gewahren kann, gesehen ha-

　　ben.　‥。　工ch hbre in ｊ edem Ｗｏｒ七ｅ den arbeitenden Dichter, aber das

　　Ding selbst bin ich weit entfernet zu sehen.

89)Haller
。Ｇ６七七ingische

Anzeigen von　gelehrten Sachen"(1766) Bd.2. S.903：

Gunther 。Form und Sinn”(3(1)6) S.lOl.

● ● ● einige merkwurdige Elgenschaften　. .. (des) ...　Krautes

　　(derDichter)　。‥　denn er kann die Eigenschaften ausdrucken, die inwen-
　　digliegen, die durch die Ubrige Sinne erkannt, oder durch Versuche ent-
　　decktwerden, und dieses ist dem Maler verboten.
90)Elschenbroich, Adalbert：　Nachwort zur Reclam-Haller-Ausgabe(3(1)2)。Ｓ。
103-104.
　　Lessinghat Haller insofern unrecht ge七an, als er unberlicksichtigt liefl,
　　daBin den　Alpen (S.103/S.104) Landschaftsschilderung und 工deendich一
　　七ungeine Einheit bilden. Weithin ｉｓ七die Natur hier sogar das auslbsen-
　　deＭｏｍｅｎ七furdie philosophische Reflexion. Das wird beispielgebend blei-
　　benbis zu Schillers Elegie　Der　Spaziergang , und auch Holderlin hat
　　immerwieder in Oden, Elegien und Hymnen aus dem Erlebnis der Landschaft
　　heraus philosophiert.

　Vgl. Pope 。An Essay on
S.60.

Criticism'･(1711) V.88-89： Collected ･Poems(3(6)47).

　　Those rules of old discover'd, not devised,

　　Are Nature still, but Nature methodised：

　Vgl. Die englische Literatur ５ der Reclam-Universal-Bibliothek(3(9)73).

S.29.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ den
　　Jene Regeln, die schon in alter Zeit entdeckt - nicht erfunden - wur-

　　Sind immer noch Ｎａ七ur ― allerdings Natur, die in ein System gebracht

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　wordenｉｓ七．

　Vgl. Thomson 。The Seasons”Winter' 2.Aufl. 1726. Preface：　Poetical Works

(3(6)48). S.240-241.

　　工know no subject more eleva七ing, more amusing;　more ready to awake the

　　poetical enthusiasm, the philosophical ｒｅ･flection, and (S.240/S.241) the

　　moral sentiment, than the works of Ｎａ七ure. Where can we meet with such

　　variety, such beauty, such magnificence？ Ａ１１ｔｈａ七enlarges and transports

　　the soul！　What more inspiring than ａ calm, wide survey of them?

91)Lessing 。Ｌａｏｋｏｏｎ”Kap.17：　Werke(3(l)7). Teil 4. S.367.

M

● ● ●

Man versuche es an einem Beispiele, welches ein MeisterstUck in seiner

Ａｒ七heiBen kann. Dort ragt das hohe Haupt vom edeln Enziane　　‥．

Vgl. Haller 。Die Alpen” Str.39. Ｖ･３８:Ｌ－３９０；Reclam-Haller(3(1)2). S.18：

Die Alpen"(Urfassung) Str.38. V.371-380; DNL-Haller(3(2)ll). S.29.

　Dort ragt das hohe Haupt am edlen Enziane ／ vom edeln Enziane(Urfassung)

(31)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3(9)82-(l0)87

Hier in dieser Unschuld des Lebens, hler unter den silbernen Alpen, soil

mir es auch endlich leichter von der Brust gehen. Die Religion beschaff-

ｔｉｇ七mich vorzuglich. ● ● ●

(10)。DIE ENTWICKELUNG DER INNERN VOLLKOMMENHEITEN"

83)Kant。Kritik der reinen Vernunft”l.Aufl. 1781. S.474; 2.Aufl. 1787. S.
５０２：　Werke.Akademie-Textaussabe. Unveranderter ｐｈｏ七〇mechanischer Abdruck

des Textes der von der PreuBischen Akademie der Wissenschaften 1902 begon-

nenen Ausgabe von Kants gesammel七en Schriften. Berlin (Gruyter) 1968. Bd.

３．　S.329(Elementarlehre.工工･Theil. Transsc. Logik. 2.Abth. 2.Buch。２．

Hauptst.　3.Abschnltt. Von dem 工nteresse der Vernunft　‥，）：　OEuvres philo-

sophiques.　Bibliotheque de la Pleiade. Tome工. Des premiers ecri七s a la

Critique de la raison pure.　Paris (Gallimard) 1980. S.1125.

Die menschliche Vernunft ist ihrer Natur nach architektonisch

La raison humaine est, de par sa nature, archltectonique.

●●●

84)Breitinger, Johann Jakob 。Critische Dlch七kunst”(1740) Faksimile-Nach-

druck. ２･Bande ．Ｓｔｕ七七gart(Metzler) 1966. Bd.2. S.406-407 (Bd.2. Abschn.

9. Von dem mahlerischen Ausdruck der Poesie)。’

　So wenn Hr. Haller in dem Gedichte die Alpen (S.406/S.407) beti七ｅ１七，

　Gentianam majorem luteam, als eins der trefflichsten Alpen-Krauter, und

　die blaue ｐｒａ七ensemflore lanuginoso, poetisch beschreiben will, so sagt
ｅｒ：　　Dortｒａｇ七das hohe Haupt vom edlen Enziane

39. V,381: 3(10)91)
(。Die Alpen" Str.

In einem schonen Lelb'　wohnt eine　‥．　Seele.

Man vergleiche damit die genaueste historlsche Beschreibung elnes Bota-

nici, Oder auch die ahnlichste Zelchnung eines Mahlers, so wird man ge-

stehen miJssen, daB sie gegen dieser ｐｏｅ七ischenSchilderey gantz犬ｍａ七七
und dlister seyn ● ● ●

　Vgl.　Lessing
uLaokoon"

Kap.l7：　Werke{3(l)7). Teil 4. S.368.

　　]：st dieses hier der Fall？ Und ist er es nicht, wie hat man sagen kbnnen。,daB

die ahnlichste Zeichnung elnes Malers gegen diese poetlsche Schil-

　　derung ganz ｍａ七七und duster sein wurde”？　　‥。　(３(１０)８８)

85)Horatius 。De arte poetica” V.361： Ｓａｍ七Hche Werke. Lateinisch/Deutsch.

２ Telle. Munchen (Heimeran) 1957. Teil ２． S.250/S.251(Deu七sch nach Farber,

Hans)。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　ut pictura poesis：　　‥．

　　Das Dichtwerk glelch七 dem Gemalde:　　‥.

　Vgl. Go七七sched 。Versuch einer Critischen Dichtkunst” Unverand. reprogr･

Nachdr. ｄ． ４。･verm. Aufl. (Leipzig. Bernhard Christoph Breltkopf. 1751)

Darmstadt (Wissenschaf七liche Buchgesellschaf七) 1982. S.53.

　　Ein Vers ｉＳ七Bildern gleich,
・・・

　　　(Horaz 。Von der Dichtkunst”V.361)

　Vgl. Wielands Ubersetzung von Horati １。De arte ｐｏｅ七ｉＣａ”(Uber die Dicht-

kuns七) V.361： Werke. ５ Bande. Miinchen (Hanser) 1965-68. Bd.5. S.623.

　　Gedich七ｅ sind darin den Malereien gleich,

86)Lessing 。Laokoon" Kap.l7： Werke(3(l)7). Teil ４． S.366.

　　Der Poet will nicht bloB verstandlich werden, seine Vorstellungen sollen

　　nicht bloB klar und deutlich sein: hiermit begniigt sich der Prosaist.

　　Sondern er will die 工deen, die er in uns erwecket, so lebhaf七machen,

　　dafl wir in der Geschwindigkei七die wahren sinnlichen Eindriicke ihrer Ge-

　　genstande zu empflnden glauben, und in diesem Augenblicke der Tauschung

　　uns der Mittel, die er dazu anwendet, seiner Worte, bewuBt zu sein auf-

　hbren. Hierauf lief oben die Erklarung des poetischen Gemaldes hinaus.

87)Marmontel　。Ｐｏ石七ique francaise” Ｔ．工工. S.501：　Lessing
。Laokoon" Kap.l7;

Werke(3(l)7). Teil 4. S.370.

　　Ｊ゛ecrivais ces reflexions avant que les essais des Allemands dans ce

　　genre (1'eglogue) fussent connus parmi nous.　工１ｓ ｏｎ七execute ce que

(32)
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82)Haller 。Die

Haller(3(l)2)。

Falschheit　menschlicher Tugenden"(1730) V.255-292：

S.49(V.255-281)/S.50(V.282-292).　　　　　　　　／

Versenkt im tiefen Traum nachforschender Gedanken,

Schwingt ein erhabner Geist sich aus der Menschheit Schranken.

Seht den verwirか七en Blick, der stets abwesend ist

Und vielleicht itzt den Raum von andern Welten ｍｉＢ七；

Sein stets gespannter Sinn verzehrt der Jahre BlUte,

Schlaf, Ruh und Wollust fliehn sein himmlisches Gemiite.

Wie durch unendlicher verborgner Zahlen Reih

Ein krumm geflochtner Zug gerecht zu messen sei;

Warum die Sterne sich an eigne Gleise halten;

Wie ｂｕｎ七ｅFarben sich aus lichten Ｓ七rahlen spal七ｅｎ；

Was fur ein innrer Trieb der Welten Wirbel dreht;

Was fur ein Zug das Meer zu gleichen Ｓ七unden blaht;

Das alles weiB er schon：　er fullt die Welt mit Klarheit,

Er ist ein ｓ七eter Quell von unerkannter Wahrhe･it.

Doch, ach, es lischt in ihm des Lebens kurzer Tacht,

Den Muh und scharfer Witz zu heftig anａｅｆａＣｈｔ！

Er stirbt,　von Wissen ｓａｔ七,und einst wird in den Sternen

Ein Kenner der Natur des Weisen Namen lernen.

Erscheine, groBer Geist, wann in dem 七iefen Nichts

Der Ｗｅ１七Begrlff dir bleibt und die Begier des Lichts,

Und lafl von deinem Ｗｉ七z,den hundert Vo!ker ehren,

Mein lehr-begierig Ohr die letzten Proben horen！　　　　　　十

Wie ｕｎ七erscheidest du die Wahrheit und den Traum?

Wie trennt im Wesen sich ･das Feste von dem Raum?

Der Kbrper rauhen Stoff, wer schrank七ihn in Gestalten,

Die stets verandert sind und doch sich ｓ七ets erhalten？

Den Zug, der alles senkt, den Trieb, der alles dehnt,

Den Reiz in dem Magnet, wonach sich Eisen sehnt,

Des Lichtes schnelle Fahrt, die Erbschaft der Bewegung,

Der Teilchen ewig Band, die Quelle neuer Regung,

Dies lehre, groBer Geist, die schwache Sterblichkeit,

Worin dir niemand glelcht und alles dich bereu七！

Doch suche nur im RiB von klinstlichen Figuren,

Beim Lich七der Ziffer-Kunst, der Wahrhei七dunkle Spuren;　　八

工ｎｓ工nnre der Natur dringt kein erschaffner Geis七'。

Zu ｇ]｡ucklich, wann sie noch die auBre Schale weis七！

Du hast nach reifer Muh und nach durchwachten Jahren

Erst selbst, wie viel uns fehlt, wie nichts du weiBt, erfahren!

3(9)82

Reclam-

２５５

２６０

２６５

２７０

2７５

2８０

S.49
-
S.50

２８５

２９０

　Vgl.　Holderlin ,,Heimkunf t”(1801) Str.l. V.I一回/V.9-10/V.13-17：　Stuttgarter

Ausgabe(3(2)l3). Bcl.2. S.96.

　　Drinn in den Alpen ists noch helle Nacht und die Wolke,

　　　　Freudiges dichtend, sie dekt drinnen das gahnende Thai.

Dahin, dorthin toset und sturzt die scherzende Bergluft,

Denn es wachst unendlicher dort das Jahr urid die heilgen
　　Stunden,die Tage, sie sind kiihner geordnet, gemisch七．

Ｊｅｚ七auchwachet und schaut in der Tiefe drinnen das Dbrflein
　Furchtlos, Hohem vertraut, unter den Gipfeln hinauf.
Wachs七um ahnend, denn schon, wie Blize, fallen die alten
　　Wasserquellen, der Grund unter den Sturzenden dampf七，
Echo tone七umher, ●●●

　Vgl. Holderlins Brief ２３１an den Bruder von Ende Marz 1801：　Stuttgarter

Ausgabe(3(2)13). Bd.6. S.420.

(33)

３

1０

１５



3(9)73-81

　　At first, an azure sheet, it rushes broad;

　　Then, whitening by degrees as prone it falls,　　　　　　　　　　　　　　　　５９５

　　And from the loud-resounding rocks below

　　Dashed in ａ cloud of foam, it sends aloft

　　Ａhoary mist and forms ａ ceaseless shower.

74)HaHer 。Die Alpen” Vorbemerkun色：　Reclam-Haller(3(1)2). S.3.

　　Dieses Gedich七ist dasjenige, das mir am schwersten gewo･rden ist. Es war

　　die Fruch七der groBen Alpen-Reise, die ich An.　1728 mit ｄとｍjetzigen

　　Herrn Canonico und Professor Geflner in Zurich getan hatte. Die starken

　　VorwUrfe lagen mir lebhaft im Gedach七nis. Aber ich wahlte elne beschwer-

　　liche Ａｒ七von Gedichten, die mir die Arbeit unnbtig vergroBerte. Die ＼

　　zehenze工lichten Strophen, die ich brauchte, zwangen mich, so viele be-

　　sondere Gemalde zu machen, als ihrer selber waren, und allemal einen

　　ganzen Vorwurf mit zehen Linlen zu schliei3en. Die Gewohnheit neuerer

　　Zeiten, dafl die Starke二der Gedanken in der strophe allemal gegen das En-

　　desteigen muB, machte mir die Ausfuhrung noch schwerer.工ch wandte die

　　Nebenstunden vleler Monate zu diesen wenigen Reimen an, und da alles

　　fertig war, geflel mir sehr vieles nicht. Man sieht auch ohne mein War-

　　nen noch viele Spuren ｄむｓLohensteinischen Geschmacks darin.

75)Pope 。An Essay on Ｍａｎ”(1733-34) London (Macmillan's English Classics)

1895{l.Aufl.)。1919. S.2(。The Design" 1735)。

　　工ｆ工could flatter myself that this Essay has any merit, it is in stee-

　　ring betwixt the ｅｘ七remes of doctrines seemingly opposite, in passing

　　over terms ｕ七七eriyunintelligible, and in forming a temperate yet not

　　inconsisten七, and ａ short yet not imperfect, system of ethics.

76)Pope 。An Essay on Man"(3(9)75) Epistle工. V.95. S.6.

　　Hope springs eternal in the human breast：

77)Pope 。An Essay on Ｍａｎ”(3(9)75)Epistle工工. V.108. S.17.

　　Reason the card, but passion is the gale;

　Vgl. Die englische Literatur ５ der Reclam-Universal-Bibliothek(3(9)73)。
S.49 (2.Epistel. V.107-110). / dahin;
　　Auf dem weiten Meer des Lebens segeln wir in verschiedenen Richtungen

　　Der Verstand ist der KompaB, aber die Leidenschaft ist der Sturmwind.

　　Wir finden Gott auch nlch七nur in der schweigenden Windstille;

　　Erreitet auf dem Sturm und wandelt auf dem Wind.

78)Pope･。An Essay on Man"(3{9)75卜Epistle工Ｖ。V.372. S.45.　　　■　　　　　　■

　　Andheav'n beholds Its image in his breast.

１１０

７９)･Haller 。Die Alpen･Ｉ Str.l5. V,145-150; Reclam-Haller(3(l)2). S.9： 。Die

Alpen”(Urfassung) Str.l4. V.135-140; DNL-Haller(3(2)ll). S.21.
　Die holde Nachtigall grUBt sie von nahen Zweigen,

　Die Wollust deckt ihr Bett auf sanft geschwollnes Moos,

　Zum Vorhang dient ein Baum, die Einsamkeit zum Zeugen,　　　　　　　’

　Die Liebe fuhrt die Braut In Ihres Hirten Schofl.

　０dreimal sellgs Paar!　Euch muB ein Furst beneiden,

　Dann Liebe balsamt Gras und Ekel herrschb auf Seiden.

Vgl.　Chateaubriand 。Essai ｓ゛r les revolutions”（３（７）５８）工・４８．　S.190･

１４５

15０1

　　‥．　il etait commun qu'une jeune fille et un jeune homme destines l'un
　　ａ1'autre　。‥

80)Haller 。Die Alpen” Str.45. V.450：　Reclam-Haller(3(l)2). S.21.

　Die maBige Natur allein kann glucklich machen.　　　　　　　　　　　　　　　４５０

　ｖｇ１・　。DieAlpen”(Urfassung” Str.44. V.439-440： DNL-Haller(3{2)ll). S.31.

　Seht ein verachtet Volk bey Muh und Ａｒｍｕｈ七lachen,

　Und lernt, dafl die Natur allein kan gluklich machen.　　　　　　　　　　　440

81)Haller 。Die Alpen” Str.48. V.477-478; Rec:Lam-Haller{3(l)2), S.22： 。Die

Alpen"{Urfassung) Str.47. V.467-468： DNL-Haller(3(2)ll). S.32.

　　Euch uberschwemmt kein Strom von wallenden Gelusten,

　　Dawider die Vernunf七mit ｅｉ七elnLehren prahlt.

(34)
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　　　　　－　レ　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　　3(9)73

　　包ｙ上Greatness ,大工do no七〇nly mean the bulk of any singleエ(S.362/S.364)

　　object, but the largeness ／=ｏｆａ whole view, consic!ered ａＳ：one entire pie-

　　ce ．　Such are the ｐ･rospec七ｓ of an open champian country, a vast uncul七iva-

　　ted desert,犬of huge heaps of mountainsにhigh rocks and precipices, or a

　　wide尚expanse ０ｆ ｗａ七ers,しwhere we are not struck with the novelty ｏｒ．。beau-

　　ty of the sigh七,しbut with that rude kind∧of magnificence which△appears一

　　in many of these stupendous works of ｎａ七ure. Our ima･gination １０Ｖ･es to be

　　filled with an objec七，０ｒ七〇 grasp at any thing that is ｔ０６ big for １七き

　　capacity. We are∧flung into ａ pleasing：astonishment a七such unbounded

　　views, and feel ａ delightful stillness and amazement in the soul：ａ七七he

　　apprehension of them。　……。４．　　ダ　　　　　　　十　＝　十　　　　　　　　　ニ

　　Mit GroBe meine ich nicht nur den Umfang eines beliebigen einzel- (S.363/

　　S.365) nen Gegenstandes, sondern die Weite einer∧ganzen：Aussicht,　wenn し

　　man sie als eins betrachte七. Von dieser Ａｒ七sind der Blick auf ein offe-

　　nes, ebenes･ Land, hohe Felsen und Abgrunde Oder eine weite Wasserflache,

　　wo wir nicht durch ｄ↓ｅ Neuheit oder Schonhei七 des Anblicks erヽ■griffen wer-

　　den, sondern durch jene wilde Art von GroBartigkeit,∇die sich in vielen

　　dieser erstaunlichen Werke der Ｎａ七ur zeigt. Unsere Einbildungskraft liebt

　　ｅｓ，ダvon einem Gegenstand ganz ausgefU工It zu werden Oder nach ｅ七was zu　　上

　　greifer!, das fur ihr Fassungsvermogen zu groB ist. Solche unbegrenz七ｅｎ………

　　Ａリssich七en sturzen uns in ein angenehmes Erstaunen, und indemくwir sie　＼ ，

　　wahrnehmen, empfinden wir eine entzuckende Stille und Bewunderung in der

　　Seele･。　　　。‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　。●　　　　一一

　ｖｇ･１．　Pope 。The Temple of Fame"(1711) V.11-16：　Collected Poems(3(6)47). S.

36.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　∧

　土工stood, methought, betwiχt earth, seas。and skies ：　　　　　　　　　　　　　〉　ニ

　　The whole creation open to my eyes：　十　　　　　　し　　‥　　　　　　　　∧　　　＼

　　工ｎair self-balanced hung the globe below,　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　ノ

　　Where mountains rise,上and circling oceans flow;二　　　　十　　フ　　∧　‥‥‥

　　Here naked rocks and empty wastes were seen,　／　　　　　　　　　　　　　　　　１５

　　There towery cities, and the forests green：　　　　　　　ト　　□　十六

　Vgl.　Longinos 。De sublime”(Reclam-UB) Stu七七gart.　1988. S.22(工Ｘ．５：　182V)レ

　　0 6e TTtocμｅΥＥｅＣ。ｅ･１xa 6aiuo。１ａ;　　‥。　　　　　十六　し　　　　　ニ・

　Vgl. HomeかOS 。工lias" Griechisch/Deutsch nach Rupe,∧Hans. Hiinche･ｎ萍Heime-

ran) 1961.　6.Aufl.　1977. ･S.184/S.185：　。工lias” V. 770-172.二十　　　・。。･･。　　。･

　　0000り　6･辰poeiSec avnpバ６ｅ。‥。し　▽　。　ニレ　　　　　　　ニ

　　Weit wie ein Mann die neblige Feme ４リrchspaht mit den Augen,　＼　＞　　７７０

　Welcher von hoher Ｗａ･rte hinab aufs finstere Meer blickt：

　　So weit heben im Sprung sich der Gottinnen wieherndeトRosse.　　　　　，

　Vgl.二1工lias・Odyssee”工ｎ der Ubertragung von VoB, Johann Heinrich (。工lias”

Hamburg 1793 ／ 。Odyssee" Hamburg 1781) .･ ＭＵりChenバdtv) 1979･. S.95: 。Ilias"

Gesang 5. V.770-772.

　Weit wie die dunkelnde Fern ein Mann ｄμΓchspah七mi七言den Augen,　　　　　７７０

　　Sitzend auf hoher Wart, in ｄａＳヶfinstere Meer hinschauend：　　　　　　　‥

　　So weit hebeh im Sprung sich der Ｇ６七tinnen schallende Rosse.　　‥

　Vgl. Thomson 。The Seasons”, Summer'(1727)　V.585-598:ﾌﾞPoetical Works(3{6)

48). S.75.　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　ﾆ　　　　ﾆ　∧　。十　　十

　　Thus up the ｍｏｕｎ七, in airy vision rapt,　　　　＼　　　コ　　　　　　　　犬　ニ　５８５

　　工Ｓ七ray, regardless whither;　ｔｉｎ七he sound　‥　　　し‥

　　Of ａ near fall ０ｆ water every sense　　　ト　　　　　　　　犬　　　　‥　　　　　犬

　　Wakes from the charm of 七れough七：　swift-shrinking back,
■■　■　･･　　。・＼　　。･　１

　　工check my Ｓ七eps and view the broke･ｎ scene.　　　　　∧　　　。し　‥　　　＼

　　Ｓｍｏｏ七ｈｔｏ七he shelving brink ａ copious flood　　　　　　　‥　　，　ｙ　　　　590

　Rolls ｆａふｒ and placid;　where, collected ａ１１　　　　　　　　　犬，　　　∧づ　犬

　　工n one impetuous torrent, down the 芦七eep　　　　　　　　　　　上　　　　‥‥‥

　　工七 thundering shoots, and ｓ卜akes the coun七i^y round.

(35)



　　　　　　　　　　　　　ヶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3(8)67-0)73

　67)Haller 。Die Alpen” Ｓ七r.33-36. V.321-360：　Reclaiii-Haller(3(l)2). S.15

　(Str.33. V･：321-328) / S.16バStr.33√V.329-330∇／Ｓ七r.34. V.331-340 / Str.

　３５･犬V.341-350 / Str.36. V. 351-360). １　　　･･■■･■　■■　■　　　　■　　■　　　　㎜

　ｖｇ１・。Die AlDen"(UrfassunB) Str.32-35. V.311り50:〉DNL-Haller(3(2)工１)．ﾄＳ．

26 (S七r.32･．･V.311-316･) / s.:27 (S七r.32. V.3:L7－320 /・Str‘.33. V.32エー3･301/

Str.34. V.331-340ソStr.35. V.341-346) / S.28 {しS七r.35. V.347-350):．

68)Halﾕごer 。Die AlpenリStr.37-40. V.361-400トReclam二Haller{3(l)2). S.17

(Str.37.･V.361-370 ／ Str.38. V.371-374) ／ Ｓ４８ べStr.38･√Ｖ･. 375-380 / S七か．

Ｊ９． V.381-3りＯ ／ Str.4O.十V.391-394)･ΛＳ。19 (Str.4O･. V.ｹ395-400).　　　ト

　Ｖμ・　。Die Alpen"(Urfassung) Str.36-39. V.351-390：くDNL-HaHer(3(2)ll), S.

２８(･Str.36. V.351-360 ／ Ｓか.37. V.361・３７り) / S.29･(Str.38.･V.371-380 /

Str.39, V.381-390).　　　　∧　　　　　　　　　　　　十▽　　　　　．･　．・･．　　　　．･

69) Haｴ:１ｅｒ。Die Alpen" Str.41-44.　V.401二４４０：　Reclam・Ｆ!aller(3(l)2).　S.19

{Str.4工．･Ｖ．･401-410) / S.20 (Str.42. V.411-420： ／･･Ｓｔ･r.43. V.421-430 / Str.

44. V.43エー435) / S.21 {Str.44. S.436-440).　　･･･．･･．･･．　・　　　　　．･･．．･　　　　　･．･･

　ｖｇ１・　。Ｄｉｅ八lpen”(Urfassung)　Ｓ七r.40-43.　V.391-430：　DNL-Haller‘(3(2)11). S・

　29 (Str.4O. V.391-394)･/ S.30･(Str.･40. V.395-400･ソStr.41. V.401-410 ／

　Ｓ七r.42･． V.411-420 / Str.一43. V.42!-422) / S.31 (Str.43√V.423-430).・

　70)Halleiヽ･。Die Alpen” Str.18-25. V.171-250： Reclam-Haller(3(工)2). S.IO

　(Str.l8.･V.171-180 / Str.ユ９． V.181-190 / Str.2O｡V.191-193)･たS.ll (Str.

　２０．　V.194-200 / Str,21.ﾚV.201-210 / ･Str.22. V･.211-220 ／ Ｓ七ｒ･.23. V｡221-222)

・／ S.12 (S七r.23. V.223-230 / Str.24. V.231-240 ／･Ｓ七r.25.･V.241-247)たS.・き･

　(Str.25. V.248-250).　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　犬＜

　ｖｇ１・ 。Die Alpen"(Urfassune) Str.17-24. V.161-240：DNL-HaHer( 3(2)1リ．Ｓ・

2.1 (S七r.l7√V.161-166) / S.22 {Str.l7. V.167-ｴﾂ〇士/ Strヽ.18. V.171-180 ／

Ｓ七r.l9. V.181-190 / Str.2O. V.191-ｴ94) / S.23 (Str.2O. V.195-200 ．／しStr.21.

Ｖ．２０１－２１０／レＳ七r.22. V.211-220 / S七r.23.･V.221-224) /ﾄS.24べＳ七･r,23. V.225-

230 / Str.24. V.231-240)｡　　　　　　ｊ　　＼　　　　．･　　＝

71)Haller。Die Alpen” Str.l7. V.161-162：　Reclam-Haller(3(l)2). S.9.

　　Entfernt vom eiteln Tand der muhsamen Geschafte

　　Wohnt hier die Seelen-Ruh und fliehtﾀﾞder Stadte Rauch;

　ｖｇ１・　。Die Alpen”(Urfassung) Str.l6. V.15X-152：　DNL-Haller(3(2)ll). S.21.･

　　Entfernt vom eiteln Tand der muhsamen Geschafften,　　　　：ト

　Ｗｏｈｎ七hier die Seel･en-Ruh und flieht der Statten∧Rauch.

　72)Hallerニ。Die Alpen” Str.44. V.437-440：　Reclam-Halleか(3(1)2). S.21.

　　Der Strom flieBt schwer von Gold und wirft gediegne Kbrner,

　　Wie sons七nur grauer Sand gemeines Ufer schwarzt.

　　Der Ｈｉｒ七sieht dlesen Scha七z, er ｒｏ１!t zu seinen FiJBen,

　　0 Beispiel fur die Ｗｅ１七トｅｒ十siehts und laBt ihn flieBen.　　　し　　　　　４４０

　ｖｇ１・　。Die Alpen”(Urfassung) Str.43. V.427-430:　DNL-Haller(3(2)ll). S.31.

　Vgl.。Die Alpen” Str.45.･V.441-442;　Reclam･-HallerO･(･1)2). S.21：　．･Die Ａエー

ｐｅｎ”(Urfassung) Str.44. V.431-432;　DNL-Haller(3{2)ll). S.31.

　　Verblend七ｅ Sterbliche！　die, bis zum nahen Grabe,

　　Gelz, Ehr und Wollust ste七s an eitlen Hamen halt, ∧

　(９)。Ｄ工EZEHENZE工Ｌ工CHTEN ＳＴＲＯＰＨＥＮ”　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　73)Haller 。Die AlDen" Str.36. V.351-354: Reclam-Haller(3(l)2). S.16： 。Die

　Alpen"(Urfassung) Str.35. V.341-344;ニDNL-Haller(3(2)ll). S.27,

　　Hier zelgt ein steiler Berg die Mauer-g工eichen Spitzen,

　　Ein Ｗａ･Id-Strom eilt hindurch ‘ und sturze七Fall auf Fall.　　　　　　　　　３５２

　　Der dick beschaumte FluB dringt durch ｄｅｒしFelsen Ritzen

　　Und schieBt mit gaher Kraft welt Uber ihren Wall.

　Vgl. Addison, Joseph 。The Spectator”(1711-12/17:14) Nr.412 iiber die Ver-

gnUgen der Einbildungskraft：　Die englische Litera七ur 5. Enelisch/Deutsch.

Ｓｔｕ七七gart (Reclam-Universal-Bibliothek) 1982. S.362/S.364//S.363/S.365.

(36)
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　　　　　　　　　　　　　　　　●，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●一一　　　　　　　　3(8)59-66

　　Fortar! steht er einzig unter alien lyrischen Dichtern, weil er mit

starkem, gelautertem Wi!Lien der Verewigung des einzelnen Momentes, der

ｅｉｒ!ｚｅ１･nenSitua七ion wesentlich entsag七, nicht zu jener Gattung gehort,

in der vor alien grofl sind Properz , Ovid, Byron･, Victor Hugo, Goethe.

Schiller verewigt das Ganze einer Empfindung in dep edelsten und gewal-

tigsten Stilform. Fortan sammelt er alle Strahlen十des Gefuhls vollstan-

dig, so dafl er trotz der Allgemein-Gil七igkeit seiner Gedichte doch so

ergreift, wie nur das Momentane irgend kann. Tausende haben schbne Lie-

beslleder gedich七et, nur er　die >Wurde der Frauenく, nur　er　das Allge-

meine der Sehnsucht ≫Ach, aus dieses Tales Griinden≪, nur　６ｒ犬das Ａ工lge-

meine der edel-heitern gesellschaftlichen Stimmung ≫Und so flnden wir

uns wiederくりnur er die Erscheinung･ der Poesie １４ｍLeben in dem >Madchen

aus der Fremde<, und ｉｈｉ･e Herrschaft in der >Macht des Gesanges<.　End-

lich konnte nur　er　sich zu jenen kurzen, ergreifenden Programmen sam-

meln･：　>Hoffnung〈, >Worte des Glaubens< ,　〉Worte des Wahns･く･．　　　　　＼

60)Weiss, Richard ,Das：Alpenerlebnis in der deutschen Literatur des １８～｀″ﾉ"･｀゛゛｀゛｀゛l　a●-waas-やII‘｀'｀'．'‘‾ｒ‾‘｀゛｀‾‾‾'^‾｀゛．‾"-．-‾　‾-------．------．-

Jahrhunderts”(1933) S.25-26：Metzler-Haller(3(l)3)。S.27･．

　ＩDie Alpenstrophen sind eine groBartig scharfe und sprachlich erhabeneし ．

　　Wiedergabe ｄｅｓ：vernunftigsinnlichen Elndruckes eines ｌruhenden und - im

　　Falle des Staubbaches ― eines mechanisch bewegten Objektes.　Nicht das

　　personllch einmalige Gesich七und Erlebnis des ｂｅ･wegten Menschen, der die

　　Natur in tausen･ｄ ｗｅＣれselnden Formen sieht, wird wiedergegeben, sondern

　　nur das auf der alien gemeinsamen Sinnllchkeit beかuhende Bild･, wie ｅＳ＼

　　die Naturwissenschaft fordert　Durch die analytische Arbeit des

　　Verstandes kann eine Landschaft beschreibend in Einzelheiten aufgelost,

　　nich七aber der Eindruck von der Bewegtheit und Wirklich･keit einer erieb-

　　ten Landschaft wiedergegeben werden, wie es einer spateren Zeit, der

　　auch die auBere Natur etwas innerlich Verwandtes war, zum Bedlirfnis wur-

　　de　　　●●●　・　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　・　　．　・　　　　・

61) Vgl. (3(5)35).

62)Hblderlin 。Brod und Wein" ９ Strophen. 160 Verse：　Ｓｔｕ七七ｇａかterAusgabe

(3(2)13). Bd.2. S.90-95・　　　　　　　　　．･　　　　　　　　．犬　　　　　レ

63)Haller 。Die Alpen" Str.lO. V.99f.： Reclam-Haller(3(l)2). S.7.

　　Nur hat die Frohlichkeit bisweilen wenig Stundenコ

　　Dem unverdroBnen Volk nicht ohne Muh entwunden.　　　　　　　　　　　　　　　１００

　ｖｇ１・　,,DieAlpen'?(Urfassung) Str.9. V.89f.：：DNL-Haller(3(2)ll). S.19.

　ＮＵｉヽｈａ七die Frolichkeit biBweilen wenig Stunden,ト　＝　　　才

　　･Dem unverdroBnen Fleifi ｍｉ七Muhe ausge･wunden.　　　し　　　　　　　　　　　　　９０

64)Haller。Die Alpen'･' Str.H-12.　V.101-120：　Reclam-Haller(3{工)2).･S.7(S七ｒ．

11. V.101-110) / S.8(Str.l2. V.111-120).　△　　　　．･　こ　　　．･　　　し

　Vgl 。Die Alpen”(Urfassung) Str.10-11. V.91-110：DNL-Haller(3(2)ll) S.19

イStr.lO. V.91-98) / S.20(Str.l0. V.99-100 ／つStr.ll. V.IOト110).

65)Haller ,,Die Alpen" Str.13-16. V.121-160：　Reclam-Hallerf3(1)2). S.8(Str.

13. V.121-130 ／ Str.l4. V.131-138) / S.9(Str.l4. V.139-140 ／ Ｓ七r.l5. V.

141-150 ／ Str.l6. V.151-160)こ　　　　　　　　十一　　　　　／

ｖｇ１・　。DieAlpen"(Urfassung) Strヽ.12-15.　Ｖ．１:11-150:　DNL-Haller{3(2)ll) S.

20(Str.l2いV,111-120ΛＳ七r.l3. V.121-130) / S.2l(Str.l4. V.131-140 / Str。

:1.5. V.14!-150).

66)Haller 。Die Alpen” Str.26-31. V.251-310･：∧Reclam-Haller{3(1)2)･. S.13十

(Str.26･．　V.25！－２６０ ／ Str.27. V.261-270) / S.14(Str.28･．Ｖ･.271-280 / Str.29.

V.281-290 ／ Str.3O. V.291-298) / S.15(Str.3O. V.299-300十/ Str.31. V.犬３０:ｔ－：

310).　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　い

　ｖｇ１・　。DieAlpen”(Urfassung) Str.25-30.　Ｖ．２４１－３００：くＤＮＬ－Ｈａ]ユｅバ3(2)11)S.

24(Str.25. V.241-250 ／ Str,26. V.251-254) / S.･25(Str。26. V.255-260 ／ Ｓｔｒヽ．･･

27. V.261¬２７０ ／ Str.28. V.271-280 ／ Str.29.　Ｖぶ81-284)･/ S.26(Str.29. V.

285-290 ／ Str.3O｡ V.291-300).　　　　　　　　．･　　　　　　　　　　　　十　　し

(37)



　●●●●●●●　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●　　　　　　　　　　　3(7)57-(8)59

57)Haller。Der Mann nach der Welt"(1733) V.149-160：・DNL-Haller(3(2)ll) S.

８０．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　ト　　　レ　　　　　ト･●　　　　　ヶ　　ト●

　　Gluckselig waren wir, eh' als durchし6f七ern Sleg……　　　　　：　　Ｉ　▽　　ト　，

　　Bern uber Habsburgs Schu七七die Nachbarn uberstieg;十六　　／　　　　　　　　　１５０

　　ＤｅｔヽMauren engen Raum bewohn七en groBe Seelen,　　　･． ．･･．･．．　　　　　　　・・

　　Sie waren ohne Land, doch fahig zum Befehlen;　　　　　　上　　レ　　　ト　ト　　コ

　Es warﾄein Vaterland, ein ＧＯ七t, einしfreies Herz ；　：　　　　　　＜ ニ

　　Ｂｅｓ七echen ｗａｉヽkein Kauf, Verraterei kein Scherz√　　　し　　　　・　　　　　＼

　　工七zt sinken ｗ･１ｒdahin, von langer Ruh' eかweiche七，ノ　　　　　犬　・・.　・..･　･..　･1ち５

　　Wo Rom und jeder Staat, wenn er sein Ziel erreichet.　ｌ　　　・．・・･･　・・

　　Das Herz・der Burgerschaft, das einen Staat しｂｅ･seel七，ト‥　／

　　Das Mark des ｖａｔとrlands ist miirb und ausgehbhlt;　　　　　　∧　　犬　　　＼　ト

　　Und einmal wird die Welt in ｄｅｎ･Geschichtenし1･esen,　　　　犬　　白　　‥　　＼

　　Ｗｉｅ･nah d･ｅ.ｍ･Sittenfal工・deかFall de白土Staats gewesen.･．　　　‥‥‥　‥‥‥‥‥　160

58)Cha七eaubriand, Frangols Rene ,,Essai historique, politique et miral sur

les revolutions anciennes et modernes, considerees dans leurs rapports avec

la Revolution francaise”(1797) Premiere Partie. Cﾊapitre ４６：ニ,ぶssaiニsur les

revolution･Ｓ ／ Genie du christianisme!’：　Ｂ･ibliotheq面上deﾚ1aﾚPlei如乱Paris

(Gallimard) 1978. S.190｡　　　　　　　　　　　　ﾉ･･．･．･．　　　　．･　・．･．･･　．．･・．･．　　･．･=．･･　・　．･

　Ainsi, laしphilosophie fut ｌｅトpremier degre ｄｅ:la corruption des Scythes.

　　　　　●　　　　　　　　：　　　タ　●　　　　　　　　●　●　　　　　　　　　　　　　　　●　●　　　●　．　　ｊ．　　・　ＩLorsque les Suissesと七aien七ｖｅｒ七ueux,トils ignoかaient les le七七res et les

　ａ１｀七４．〉Lorsqu'ils commencerent a perdre leurs moeurs, les Haller, les Tis-

　　Ｓｏ七,les. Gessnerヽ, les Lava七er parurent. ... J‰工大connu ｄｅｕχ Suissesト

　　tres oroginauχトL'un ne faisalt que de ｓｏｒ七ir de S4ｓ犬㎡ｏｎ七agnes,ニet me ｒ弓-

　　contait que dans son犬enfance il etaitしcominun qu'une j eune fille et un

　jeune homme destinesし１゛un a 1'autre couchassent ensemble avan七しle mari-

　　age dans １ｅ meme １１ち　sans que la chastete des moeurs en recut la moin-
　　_･__　　●Ｉ　●　ｌ　　．　・●･　　　　　皿　　　ミ　　ミ　･･-　・・　　　　　　　･･． ･．"・／,．　・　／

dre atteinte:　mais que, dans les derniers temps, on avait

ｌ pour plusieurs raisons, reformer cet usage・

(８)。DER ARBE工TENDE Ｄ工CHTER"　　　　ダ　　△　　ニ･･

● ● ●

ete oblige,

59)Burckhardt, Jacob 。Gedachtnisrede auf Schiller”(1859)：ＶＯｒ七rage 1844-

1887. Hrsg.　Ｖ．　DUrr. Emil. 2.Aufl.　Basel 1918. S.30-34;ﾀﾞSchiller ― Zei七－

genosse aller Epochen. Dokumente Ｚｕｒ∇Wirkungsgeschichte Schillers in

Deutschland･. Teil ．工.1782-1859. Hrsg. Ｖ.:Oellers,　Norbert.犬Frankfurt am

Main (A七henaum) 1970. S.415-418√S.416-417.ト　　　　し　　　　・..･･･　　　　.・　　.･

● ● ● Das erste Drama des idealenいStils ist >DonトCarlos<. Mlt voller mach-

tiger Absicht schafft er den Posa：：≫Seine Neigung war dieしWelt.mit alien

kommenden Geschlechtern≪. Alles an dieser Erscheinung ist unhis七〇risch

und ａ priori unmbglich, und dennoch ist dieser Posa in der Entwicklung

der ｄｅｕ七schen Poesie und GefUhﾕLswelt unentbehrlich, man darf wohl sagen ，

dieser Kosmopolit 1st die nationalste：Figur der deutschen Literatur.工ｎ

der Lyrik ist fur diese Epoche bezelcねnend das 〉Lied an ｄ工ｅFreudeく．　Es

halt ｄｉｅ・logische Prlifung nicht aus, es ist ein Rausch: ･aber keine Lite-

ratur der Welt besitzt wohl etwas Ahnl：Iches. Und ｅｉｎトzweites charakteri-

stisches Werk dieserトJahre sind die ）Ｇ６七七erGriechenlandsく，□die man ja

nicht ａ１･lzu dogma七isch nehmen darf, auch nich七das　　　　　　　　　　　‥

　　　ｊEinen zu bereichern ｕｎ七er alien。

　　　　Mufltediese Ｇ６七terwelt vergehn！　　　　　＼　　　‥・　　　　　　　　　　　　　上／

denn von vor- wie von nachher gibt es die deutlichsten Aussagen liberヽ

Schillers Ｍｏｎｏ七heismus.　Als ｄｒｉ七七己sist in dieser Reihe zu nennen sein

Programm uber (S.416/S.417) die ＢとＳ七Immung der Poesle auf Ｅかｄｅｎ：>Die

Kunstlerく．　Es ist wohl das hochste Programm, das je aufgestellt worden

ist. Man尚darf das Gedicht neben seinen philosophischen Schriften und

ｄｅｎ〉Briefen uber Don Karlos< nennen als den ｓ七arksten Beweis fur seine

Gewissenhaf七igkei七im Fache。　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　＼

(38)
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　　ト　　　　　　ノ　　　犬　　　　犬　　　　　　　　　　　　犬　3(7)56

　56)Muralt, Bea七･Ludwig Lettres ･sur les Angloisよet les・Frangois e七多ｕｒ les

　Voiages”(1725):　Gunther 。Form ｕりｄ Sinn"(3{l)6) S.9り；　Hirzels Haller-Ausga-

　be(3(l)2)。Ｓ●χＣＶ，χＣＶよ．・　　　　　．･．･・．･・　・　．･･･　　　　　　　．　．　･･　．．・　･･．　　・･･．･　．　・

　　　工1 semt?１ｅ que la Providence qui gouverne 工ｅ monde,トa1ｷﾚvoulu que parmi

　　　les na七ions 11 ｙ en eut une droite et simple, qui manquant de grandes

　　　richesses,しaussi bien que d'occasions ａ de grands plaisirs, ne fu七pas

　　　ｄａれｓla tentation de １･e laisser aller au luxe√Une heureuse obscuΓite,

　　　un genre de vie elolgne de toute ostentation, autant que c!ｅ七oute mol-

　　　lesse, devai七しnous attacher
ａ

ｎｏ台 montagnes ， ｅ七十le contentement insepa-

　　　rable de ce genre de vie, devai乍向ｕｓ犬ｙ affermir･ニ ... (S.90μ5.XCV)　‥・

　　　Nos peres ne voiageoient point;　il n'etoit point etabli parmi eux de se

　十former sur des modelles etrangers pour se faire valoir.〉La Droiture, １ａ

　　Franchise, la Fermete les ornoient sufisament et ils ne savoint pas qu'a-

　　゛ｅＣ ses qualitez on ｅｕ･t besoin de manieres, ni ｇｕｅ←pour se faire estimer

　　dans son Pais, １１ faloit les ｑｕｉ七七er et aller chercher au loin 卵 quoi

　　contenter le public. Avec les moeurs et le caractere pris dans leur･ do-

　　mestique non seulement ils ont vecu avec dignlte chezプeux, mais ｉ･Is ont

　　porte leurs moeur･Ｓ dans les pais etrangers,　lorsqu'ils etoient engagez ･ａ

　　ｙ aller;　et apres en avoir fait gloire plutot que:がen avoir eu honte,

　　ils les ｏｎ･ｔrappor七e chez ｅｕχ。Sans meler rien ｄ'ぶtｒａねger dans]ﾑeur ca-

　　ractereダils ont vecu avec honneurヽet ilsつen ont laisse a notre nation

　　une　reputation si affermie, que ce n'est qu'a une longue suite ｄ゛annees,

　　que nous sommes venus a bout　de　la　detruire. Mais aussi, dit-on, ces・

　bonnes gens pour ne ｖｏｕ･101ｒ pas descendre de leurs montagnesしet se forme『
　　　　　　　　　〆　　・●･　　　　　　．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　･●●●
　　゛訂ｌ peu,　etoien七゜erveilleusement simples et grossiers et ｎ゛ont gリere jou】｡

　　de la vie.工Is en ont joui plus que nous. Comme chez eux les plaisirs de

　　la vie ne depgindoieり七des choses etrangeres, mais de ce que le pais !Leur

　　fournissoit･，ｉ１･ｓ les ont goutez trar!quillement eもｉｌｓつontトvecu heureux.

　　Si, par la grossiere七６ qu'on上leurヶreproche,∧ｏｎ∧entend 1'habitude十ｄ゛agir

　　et de parler naturellement et selon :Le caractereﾚqui leurヽetoit propre;

　　si l'on apelle simplicite l'lncapaclte de feindr:ｅ et de se deguiser, de

　　vouloir imposer aux autres par des quali七ez empruntees, c'es七un nouvel

　　eloge que l'on leur donne;　et certainement s゛ils ｔヽevenoien七au monde ils

　feroient gloire de ce que nous leur reprochons, comme 11s nous reproche-

　　　roient, sans doute, les choses dont nous faisons eloire. Si l'on pouvoit

　　　se transporter dans・les terns passez, comme 1゛on voiage dans ･les pais　．

　　　eloignez, c'est la que･ﾕｊｏｎβourroit e七re tente de voiager. La (S.XCV/S。

　　　ＸＣＶ工) grossiふre　Republique　d'alors　donne　1' idee ．ｄ'･un batiment

〉　ｆａ･１ぢ･des　pieces　de　roche,
qui　ａ　du　Grand　ａｕ七ant　que　du　Soli-

　　　ｄｅ；　ｃ今１１ｅ　d'aujourdhui ,トnS七re　Nation　avec　la　politesse　et

　　　１゛eclat　dont　elle　cherche ｉ　se　parer･，ｎと　presen七ｅ　ａ　１'工magi-

　　　ｎ弓七ion　que　Platre　et　Vernis;　et je suis persuade que〉les moeurs et

　　　le caractereニoriginal de nos Ｐふres avoient plus de veritable bien-seance

　　　que les manieres et １６ caractere que nous affectons. Chaque ｎａ七ion ａ le

　　　sien que la Nature ･１ｕ１donne et qui est assorti au pays et aux circon-

　stances de ses habitans. De meme chaque nation a ｓｑｓ十manieres comme une

　一一suite necessaire de son carac七ere.工]L ne faudroit changer ni l'une ni　十

　　　１゛autre de ｃ色目 choses, mais　se contenter de les rectifier;　il faudroit

　cultiver son caractere et lui assortir les ｍａ･nieres. Aller prendre des

　manieres etrangふres pour･工es rapporter Chez soi, c゛est　chercher　ａ．

devenir　etranger　dans　sa　patrie .

(39)

い ● ●



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●．　　　　　　　　　　　　　　　　　3(7)54-55

prairie rejouissoi七如ｕ七a coup ･mes rヽegards.･･(S.77/S.78)･．．．几

　　Ce ｆｕｔユa:que je demelai sensiblement dans ｌａしpure七｝de l'alr ou jeトｍｅ･

trouvoi･s, la veritable cause du changemant de mon
･hume･Ｕｒ，几et

du ｒle七〇ｕｒ十

de ce七七ｅpaix interieure que j' avois perdue depuis si longtems.トEn effe七，

c'est une impression gener

皿ｅ１タobservent pas tous, que sur leｓ二卜autes montagnes ou １'air ｅ右七pur

ｅ七subtil, on尚se sen七plus de facilite dansぐla respira七ion, plus de lege-

rete dans le corps,
･t）1一面=de

serenite▽dans］ﾑ’･ｅｓpかi･tiしles plaisirs y sont

moins ardens, les passions plus moderees√Les mediもations y prennent je

ne sais quel caractere grand e七sublime, pΓoportionne･･aux obje七s qui nous

frappenも，ｊ６ ｎと sais quelle volup七e tranquille qui n'a r･ien d'acre　ｅｔﾄde

sensuelレエ1犬semble quりn s'elevant･･au dessus du〉sejour des homme･ｓ‥ｏｎｙ

laisse tous μｓ sentlmens bas･ et terres七res, etニｑｕ：゛ａmesure qu'on appro-

Ｃｈｅづdes regions etherees］L'ame con七racte q臨lque chose de leuかinal七石－

rable purete.　０ｎ y esかgrave sans melancholie, paisible:sansしindolence,

conten七d'etre：et de Denser：　tous １１己白desiか自もｉヽｏｐ〉vifss゛emoussent;　Us

perdent cette pointe aigue qui les rend douloureux。ils ne laissent au

fond du coeur quﾀune 石くmotion １４

reux climat fait servir:a＼ 1a felicite de 1'homme工es passions qui font

aiHeurs son tourment. ... (･S.78/S.80)･.･‥　Leur desi�ﾖeressement fut

si comple七que dans tｏＵ七1e voyage二沁n'ai pu trouver a placer un pata-

ｇ:on.　En effet
ａ

quolニdepenser de i！argent dans un paysニＱ;１∧les maitresりｅ

recoivent point le ｐｒｉχde leurs fraix, nl １９自domestiques celui de leurs

soins,ニet 6a l'on ne 七１ヽouveaucun mendiant? Ceperlc!ａｎ七‥１タargen七est fort

rare dans le haut-Valais, mais c'es七pour cela qu。les habi七如Ｓ ｓｏれ七ａ

leur aise：　car les （!enrees ｙ sont ab･ondantes sans aucun:debouche au de-

hors,ﾚsansｻconsommation de １･ｕ?（ｅau ｄｅ･dans， et sans que １=６ｽcultivateur

Montagnard, dont'ﾕles trヽavaux十sont les p工aisirs, devienne moins laborieux.

Si jamais ils ｏｎ七plus d'argen七, ils seront inf･と１ｉlliblemen七 plus pauvres.

工１Ｓｏｎ七la sages合φd6:１６ sentir, et il ｙ ａ dans le pays dφ台mines d'or

qu'il n'est pas permis d'exploiter･　　･･‥　{S.80/S.1387：Ｉ Anmeかkungen)〉‥．

　　Dans son 石切de sur･Ｌ３ litterature alpestre en France et en Angleterre

aux ｘｖ工工工ｅ:etｘ工xe siecles (1685-1868)”，（Ｃりambery, 1930):, ou un impor-

tant chapitre est consacre a Rousseau,∧Clairヽe-E:liane Engel nie ｌque Ｃｅ七七ｅ

ｌｅ七七re exprime une impressiりｎ reelle！ Pourtant nous sommes certains que

Rousseau ａ vu le Haut-Valais en 1744 lorsque･，　. .. (S.1387/S.1390)　‥．

　　Sur la ｌｉｔ七erature alpestre , cf.　１゛･ouvrage尚deja ci七石de Claire-Eliane･

Engel, qui l ?iS en lumiere l'i�luence de Ｈり･16゛･ dont le ｊpoeme 。Ｄ椋Ａ１－

ｐ芦ｎ”avait ete traduit en 1750 et avai七ａｕｓβ１ｔｏ七connu un grand succes,

et celle des freres De Luc, les geologues amis de Rousseau qui, en 1754,

avaien七る七石ａ Chamoniχ et en 石七aientしrevenusトpar １ｅ Valais. Elle ａ ｄ゛･au-

tre part montre que
ｌ
ｌ

que　，‥　et que〉１ｅpaysage celebre par Rous-

　　seau dans une phrase fameuse du Livre IV (Confession'!)　‥．　est un pay-

　　sage de ≪prealpes≫･, celui des とｎｖ工rons de Chambery.　　　ｌ･・√

５５)ｖｇ１．(３(７)５４)レ．･･．　．･．　　　．・　　　　　　　・・　　　　　　　．･．　　　．．･．・

　Vgl. Holderlin 。Kanton Schweiz"(1791) V.7ｴｰﾌ3/V.78-79こ　Ｓｔｕ七七garter Ausga-

ge(3(2)13). Bd.l. S･.145.　１　１　　　　　　犬　　　　　　　　　　　　　・・

　　Herrlich Gebirg!　wo der blaiche Tyrann den Knechten vergebens,

Zahm und schmeichlerisch Muth gebot¬zu gewaltlg erhub sich

Wider den Troz die gerechte, die unerbittliche Rache -

Walthers Gesellen und Ｔｅ１工s,im schonen Kampfe der Freiheit！

Ｋ６ｒ!ｎｔ゛ichdein vergessen, o Land, der go七七lichen Freihei七！

(40)
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　　ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上　　　　　　／　　　　　　　　　　　　3(6)50-{7)54

　　Tout cela donne un ｊｕ芦七ｅ orgueil
ａ

un marchand anglais, e七fait qu'il

　ose se comparer,･non sans quelque raison卜ａ un citoyen romam・　　・ ・
タ　＼

　　un negociant qui enrichlt son pays, ｌｄｏｎｎｅ＼de son cabine七∧des ordres
ａ ＼

　　Surate e七au Caire, et contribue au bonheur du monde.　　　　　　　　　＼

51)Leonard, Emile-G.：Histoire du ProtestEin七isme. QUE-SA工S-JE？． Paris

(･Presses Universitaires de France) 1950.　S.90.　ｙ　　　　　　　　　　　　　　　ト

　　!L'apologe七ique orthodoχｅ．　， ‥　Haller ｑｕｉ･, d'apres Philippe Godet,

　　　■　　㎜　　㎜■㎜　－・‥一一．，　　　　．・　　．　．１－　　　　　　　　　　　ｔ　　．･．･・．_　■　■■　　　■　　■　　　　　　　　　　　　－　　Ｉ　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・
我inspirait a Voltaire une sorte de frayeur respectueuseり， ●●Ｑ

　Vgl. Saussりre, Horace-Benedict： Voyage dans les 八lpes.　Begegnung mit Hal-

ler im Jahre 1764.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１

(7)。WELSCHLANDS PARAD丁ＥＳ”　　　　　　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　∧
52)Saint-Jﾘst 。Discours prononce １ｅ１３novembre 1790 concernaりｔ １９jugement

de Louis ｘｖ工ａla tribune de la Conven七ｉｏｎ”：　OEuvreschoisies. トParis (Gal-

limard) 1り68. S.80/S.83･．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ

　Tout roi est un rebelle et un usurpateur・ 一. . (S.80/S.83)

　comb a七七ｕle peuple：　il est vaincu. C'est un barbare.二，．

　les citoyens comme ses esclaves;　　　　‥．．・　　　　　　　コ

●● Louis a

ｉ１ regaかdait

53)Nadler, Josef:　Geschichte der deutsむhen Literatur. 2. erganzte Aufl.

Regensburg (Josef Habbel) 1961. S.182.

　　。DieAlpen” 1729タ　die im Mi七七elpunk七台七ehen, miiBten eigentlioh 。Die Alp-

１ｅｒ”Oder besser ,,Die alten Eidgenossen" heiBen. ● ● ●

54)Haller 。Die Alpen" Str.3O.　V.291-300：　Reclam-Haller(3(l)2). S.14-15.

　　Ein andre･r, dessen Haup七mit gleichem Schnee bedecket,

　　Einlebendes Gese七z, des Volkes Rlchtschnur ist,　　　十

Lehrt, wie die feige Welt ins Joch den Nacken strecke七ﾀ，

　　Wieｅｉ七lerFlirs七en Pracht das Mark der Lander friB七，

　　Wie Tell mit kuhnem Ｍｕ七das harte Joch zertreten,

　Das Joch, das heute noch Europens Halfte trag七；

　　Wie urn uns alles darbt und hungert in den Ｋｅ･七七en　　　　十　　　　　　犬I

　Und Welschlands Paradies gebogne Bettler hegt;

　Ｗｉｅ耳intracht, Treu und Mut, mit unzer七rennten Kraften

　An eine kleine Mach七des GlUckes FlUgel heften.

Vgl. Hallers･Anmerkung Uber den ｖ・297(S.14).

　Diese Ｂｅ七rachtung hat schon Burne七gemacht.

S.14
-
Ｓ｡１５

２９５

３００

　　( Some Letters containing an account of what seem'd most remarkable in

　　　　travelling ｔｈｒ･o'Switzerland,工七aly etc。”1685-86)し

ｖｇ１・　。DieAlpen”(Urfassung) S七r.29.　V.281-29り：　DNL-Haller(3(2)ll). S。２５ｆ

　Ein andrer, dessen Haupt mit gleichem Schnee bedeket,　　尚

　Ein lebendes Gesaz, des Volkes Rich七schnur ist;　　　　　　　　　　　　　　　　＼

Lehrt was den stand erhalt, was er vor Fehler heket, 犬

Wie ａリchder offtre Sieg der Volkern Starke frist.　∧
Er zeigt der Freyheit Wehr七, wie Gleichheit an den Gutern,
Und der Gesazen Forcht des Standes Gluk erhalt,
Ｅｔヽweist,wie die Gewalt selbst-herrschender Gebietern,
Zuerst das Volk erdrukt und dann von selbs七en fall七．
Er riihrntder Eintracht Macht, und daB vereinte Krafften,

S.25
-
S.26　２８５

　　Auch an ein schwaches Land des GlUkes°Flugel hefften.　　　上　　　　　　　２９０

　Vgl.　Rousseau,　Ｊｅ８“-Jacques 。Ｌ８nouve!１ｅ Heloise"(1760) Premiere Partie･･

Ｌｅ七七かｅ２３：　OEuvrescompletes. Bibliotheque de la Pleiade. Tome 2. Paris

(Gallimard) 1964. S.７７/S.78/S.80/S.1387 ｕｎｄ･S.1390{Anmerkungen) .上　／

　　Tantot d'immenses roches pendoient　en ruines au dessus de ma tete.　Tantot

　　dehautes ’ｅｔbruyantes cascades m'inondoient de leur epais brouillard.

　　Tantot un torrent eternel ｏｕｖｒｏｉ七ames ｃｏ七esun ab工me don七les yeux　　：

　　n'osoient sonder la profondeur. Quelquefois je me perdois dans l'obSCU-

　　rite d'un bois touffu. Quelquefois en sortan七d'un gouffre une agreable

(41)



　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧3(6)47-50

　Vgl,　Wordsworth Ode　工ｎti°ations of工mmortality from Recollectiりns of･

Early几Childhoodト/･Ode Andeu七ungen･ .d6ｒ･Uns七erblichkeit ausトErinnerungen

deかfriihen Kindheit"(um 1803)ﾚStr.ｴ:白:-ｴV. V.35-36にGedichtざder englischen

Roman七ik(3(6)47). S.142/S.143レ．・．･･．･　　．．　・・　･．･・万一　　　　･.･･..･･.　　･.・

●●● thou happy Shepherd-boy！　35　　｡‥

　　　工Ｖ．　　　　　　　　　　　　　　　　　……

dｕ∇glucklicher Schaferjunge.

　　　　工Ｖ　　　　　　　　　　　　　　／

　　Ye blessed Creatures。‥　　ニ136　Ihr gesegneten Geschopfe,　　＼‥・

　Vgl.　Wordswor七hs Vorwor七(Prefヽace) zu。.Lyrical Ballads"{1798/2.Aufl. 1801/

3.Aufl. 18り２)：　Die englis:che Ｌｉ七ｅれatur 7.〉Ｓ参ｕ七七gart(Reclam。Universal-Bib-

liothek) 198･3. S.304/S.305(Deutsche ijberse七zung).　　　　　　ニ＼　………

　　Humble and rustic life was genera!１ｙ chose･n, because, in tha七condition,

　　the essentia工passions of the hear七万find ａ bet七とｒ soil in which･七hey can

　　ａ七七aintheir maturity, are less uり(!er ｒｅｓ七rain七, and speak ４ plai･ner and

　　more empha七ic languai

　　Das einfaむhe und ｌａねdliche Leben wurde allgemein gewahlt , weil in diesem

　　Zustand die wesentlichen Leidenschaften des Herzens einen besseren Nahr-

　　ｂｏｄｅ･ｎfinden,　in dem sie ihre Reife erlangen konnen, wφniger ｌ３りschrヽan-

　　kung unterliegen und ｅｉｒ!ｅeinfachere und eindrucksvollere Sprache sprヽｅ－

48)Thomson, James ,,The Seasons"(工726-30) .Summer'(1727) V.:肺38-45:　Poetl-

cal Works.　Oxford standard Authors.･Ｌｏｎｄｏｎニ（ＯχfordUniv. Press)・1908. 6.・

Aufl：. 1971. S.105-106.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　＼　　　　　　　　　上

　　Heavens!　what ａ goodly prospect･spreads around,

　　０ｆhills, and dales･, and woods, and lawns, and spires,

　　And glittering towns, ･and gilded streams, till all　し

　　The stretching landskip into smoke decays!　　　‥　　ト

　　Happy Britannia!　where 七りｅQueen of Ａｒ七s,

　　工nsplring vigour, Liberty, abroad　　十　　　　　　　　・

　　Walks unconfined even to thy farthest cots,

　　And scatters plenty with unsparing hand.

49) Vgl. (3(6)48).　　　　　　　　　　　　　＼　◇

Ｓ･.105

-
Ｓ．･１０６

1440

1445

50)Thomson ..Liberty"(1735-36) Part y･. ･The Prospec七．(･1736). V.1-7：･ Poetical

Works(3{6)48). S.392.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧　ニ

　HEREレinteかposing, as the Goddess paused;　　　　　　　　　　十十

　　'0 blest Britannia!　in thy presence bles七，　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

　Thou guardian of mankind !　whence spring la1.０ｎｅ＼

　　Ａ１１human：grandeur, happiness, and fame;十　　　　／　　　１

　　For toil,ﾀﾞby thee protected, feels no pain,十　　／　＼　　　　　　　　　　　　＼

　The poor ｍａｎタｓlot ＷＩ七ねmilk ･and honey flows,　　　　　　　　　　　　　＼し '

　　And, gilded with thy iヽays, even ｄｅａ七h looks ｇａｙ･･．．･・　　　　　　　　　　　･･　．･　・

　ｖｇ１・Vergilius 。Aeneis” Liber V][. V.792¬5/V.851ｿ:Gedich七ｅ･しBd.l/Bd.2{Buch

エーＶ工der Aeneis)/Bd.3(Buch V工エーXI:ｴdetヽ八eneis). Zurich (Weidmann) 1915(9.

Auf1.)/1912(13.Auf1.)/1904(9.･Auf 1.)√1973(l0.Aufl.)/(14.Aufl.)/(10.Aufl.).

Bd.2. S.301/S.306.　　　　　　　　‥　　　　ニ　　ダダ　　'犬

Augustus　　　　　‥．　　　　　　：　aurea condet

saecula qui rursus Latio regnata per arva

Saturno quondam;　super ｅ七Garaman七as ｅ七工ndos

proferet imperlum：

ｔｕ･regere imperio populos ，

５

●●● S.301
-
S.306

795

８５1　tu regere lmperio populos , Romane, memento ＼　　　ト　　犬　　　ノ　｀‘’｀’｀’｀‘　ε

　Vgl. Ｖ０１七aire 。Ｉ,ｅ七七resphilosophiques”{I734ff.) Le七七re 8. Sur Parlement：

Melanges. Bibliotheque deしla Pleiade. Paris (Gallimard) 1り61. S.20 ．

　Les membres du Parlement d'Angleterre aiment ａ ６ｅ comparerヽ ａｕχしanciens

　　Romains autant qu'ils le peuvent.･．　・．　　･･．．．　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　ニ

　Vgl.　Voltaire 。Ｌｅ七七res philosophiques" Le七tre 10. Sur le Commerce：MeIan-

ges(3(6)50)にS.28.　　　　　＼　　犬Ｉ　　＝　　　■■　■■■■　■■　　■　　■・　　　■■㎜　■　　　■■■■

(42)
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3(5)39-(6)47

　　Wer miBt den auBern Glanz scheinbarer Eltelkeiten。･　　　＼

　　Wann Tugend Muh zur Lust und Armut glucklich macht?　　　　　　　　　　旦ｊ!

　　Das Schicksal hat euch･ ｈｉｅ･ｒkein Tempe zugesprochen,　　　づ　上　Ｓ．５　３５

　　Die Wolken, die ihr七rink七, sind schwer von Reif〉und Strahl;　　　　　ニ

　　Der lange Winter klirzt des Frlihllngs spate Wochen,　　　　　一

　　Und ein verewigt Eis umring七∧das kuhle……Tal;　十　　　　＼‘:　∧　　　　　　　上

　Doch eurer Sitten Ｗｅｒ七hat alles das verbesser七，　　　　　　　　　　　　　犬　Ｔ

　　Der Elemente Neid hat euer Gluck vergroBert.∧　＜　　　　　　　　　　よく　　４０

40)Haller ,,Die Alpen”(Urfassung) Str.3. V.21-25：　DNL-Haller(3(2)ll). S.17.

　　工hr Schliler ｄｅｒ：Natur!　ｇとbohrn〕゛und wahre Ｗｅｉ･Ｓｅｎ!　　　　　／　　　　　　　コ

　Die ihr auf Schweizer-Lands beschneyten Mauren macht,　　　　■■■■■　　　　■■　■

　　][hr, und nur ihr allein kenn七：keine Ｚｅｉ七von Eisen,　　∧

　　Weil Tugend MUh zur Lust, und Armuth gliJk:lich macht;　ト　　＼　　　▽

　　　　　　　　　　･一　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　Das Schiksal hat euch zwar keinヶTempe zugesprochen,　　・．･･･．．･･　　．．・．･　･．　　２５

(６)。GLUCKSEL工GER VERLUSTリ　　　　＝＼　　　　　　＼　ノ　十　　　　　　／　　　　　‥

41)Haller 。Die Alpen” Str.5.　V.41-42：上Reclara-Haller(3(1)2)←S.5.十　　　十

　　Wohl dir, vergniigtes ｖ０１ｋ!　ｏ danke dem Geschicke,　　　　上　　　　　　∧

　　Das dir der Laster Quell,ﾄden UberfluB, versagt;犬上　　　　　　　　＋

42)Haller 。Die Alpen”Ｓｔｒ。6. V.59-60：　Reclam-Haller(3(l)2).ト５．

　　Dann, wo die Freiheit herrscht, wird alle Muhe minder,・　　　　　　．･

　　Die Felsen selbs七beblumt und Boreas gelinder.　　　　　　　　　＼　　　＼犬６０

43) Vgl. (3(10)91).　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　エ

44)Haller 。Die Alp en” Str.7.　V.61： Reclam-Halleバ3(1)2). S.5.

　　GlucksりLiger ｖｅｒ],ｕＳ七von schadenvollen Gutern!犬し　　　　▽　Ｉ　'△　＼　　＼

　Vgl.ﾀﾞBrockes。Das Firmament” Ｖ．１６－２０：　。Auszug der vornehms七en Gedichte犬

aus dem ｊ工rdiscれen VergnUgen in Go七七”(1738) Faksimile-Nachdruck.　Ｓ七ｕ七七ｏａｒ七

(Metzler) 1965. S.477.　　　　　　　　　　　　　　　　　∧　　　　　　　　　　　･．　　ニ･-

　　Mein gantzとＳ Wesen ward ein Staub, ein Punct, ein Nichts,　　　　　し

Und ich verlohr mich selbst. Die.B schlug mich plotzlich nieder
Verzweiflung drohete der gcintz verwirrten Brust：　十　　十
八llein, o heilsams Nichts！　gluckseliger Verlust！
Allgegenwart'ger Ｇｏｔ七,in Dir fand ich mich wieder.

－
！

2０

45)Holderlin Brod und Wein‘Ｉ Str.7. V.119-122：Stuttgar七ｅｒﾄAusgabeは(2)13)･．

Bd.2. S.･９４．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１　　　　　　　　　１●‥　‥

　■　　　　　　　　　　　　・・・　．　　　　　　　　　　・工ndessesdlinket mir ofters:　　し

　　Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu seyn,∧

So zu harren und was zu thun indeB und zu sagen,

　　WeiB ich nicht und wozu Dichter in dlirftiger Zeit？

120

46)Biblia. Novum　Testameりturn graece et １Ｅｉ七ine.ﾚStuttgart (WUrttembergische

Bibelanstalt) 1930. S.8：　Secundum Ｍａ七七haeum. V. 3.

　Beati pauperes spiritu：　quoniam ｉｐ台orum est regnura caelorum.

47)Pope, Alexander 。Windsor Forest”(1713) V.39-42：　Collected Poems. London

(Everyman's Library) 1924(1.Aufl.). 1975. S.23.　　　　　　　　　　　　　犬

　　Here Ceres' gifts in waving prospect stand,　　■　　■　　■■　　　　　　　　　　　　．%・

　　And nodding七empt the joyful reaper's hand;･　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　４０

　Rich工ndustry sits smiling on the plains,　　　　　　　　　　　　　　犬

　　And peace and plenty tell, a Stuart reigns.　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　犬

Vgl.　Wordsworth, William。Lines/Zeilen Composed ａ Few Miles above Tintern

Abbey, on Revisiting the Banks of ｔｈｅ･Wye during ａ Tour /ﾀﾞEinige Meilen

oberhalb von Tintern Abbey verfaBt, als ｉ･ch wahrend einer Reise wieder die

Ufer des Ｗｙｅ尚besuむhte. 13.◇Juli 1798”(1798) V･．９１：　Gedich七ｅder englischen

Romantik.　Englisch/Deutsch. Stu七tgart (Reclam-Universal-Bibliothek) 1980.

S.76/S.77.　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ

　　The still, sad music of humani七ｙ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　尚

　　Die stille, trau･rise Musik （!er Menschlichkei七　ト．‥　　　　十

(43)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3(5)35-39

　　Der Dinge Wert ist das,∧was wir ｄａｖりｎempfindenj

　　Vor seiner teuren Last flleht er zum Tode hin.　　＼

36)Hesiodvs。Carmina. Recensvit Ａ√ Rzach. 3.Auf･1. 1913. Bibliotheca Teub一一

neriana. Stv七gardiae in aedibvs B.G.Tevbneri：1958. S.60-61 ：　。Erga　・‥　”

V.109-117(S.60)/V.118ff･。(Ｓ｡６１)。　　　ノニ　　し　　　　　　　　　　　　Ｊ　　　　　　十

　Vgl.　Hesiod. Deutsch nach Mare, Wa:L七ｅれ．　Samtliche Werke. Zurich/Stu七七ｇａｒ七

(Artemisし)１り70. S.312い。ERGA!･ V.109-119.　　＼レ　＼　　　十　　十

　　Golden haben zuerst das宍Geschleむｈｔ‥ｌhinfalliger Menschen　　▽

　　Todfreie Ｇ６七七ｅｒ：geschaffen, die ･himmlische Hauser bewohnen. ＝　　　　　　１１０

　　Das war zu Kronos ゛Zeit, als:er noch Ｋりnig Im･･Himmel.　　　　　　　犬　　■　■■■

　　Und ｄｉとlebten wie Ｇ６七七erund ｈａ．七tennicht Kummer ｉｍ･Herzen,　　　　　万

　　Fern von Muhen und frei ／von Not , nicht∧driickte▽das schlimme

　Alter∧auf sie, sondern allzeit behend an Beinen und Armen

　Lebten sie freudig in Ｆやsten√weitab von alien den Ubeln;　　　　　　　　１１５

　　Starben, als kame ein Schlaf liber sie. Und alle die Guter

　　Waren工hr Teil･;　Frucht brachte der nahrungspendende Boden

　　Ｗｉ!lig von selbs七, vielfaltig und ｉヽeich. Vollbrachten in Ruhe

　Gerne und froh ihre Werke, gesegne七mit Gutern in FUlle.　　フ

Vgl. Ovidlus 。Metamorphoses" Tusculum-Bucherei. Lateinlsch/Deutsch nach
Rosch, Erich. Munchen (Heimeran)

ｓｃ卜e Ubeかsetzung). S.12(LibeΓ工・

　　Aureau prima sata est aetas,

1952. S.lOCLiber ｌ． V.89ff.)/S.ll(Deut-

V.108ff.)/S.13(Deutsch).　　∇　　十
● ● ●

mox etiam fruges tellus inarata fereba七，
nee renovatus ager gravidis
fluniina iam lactis, iam flumlna nectaris ibant,　／　　〉
flavaque de viridi stil工abant Ilice mella.　　　　　　　　十

Erstes Alter ward･das Goldene. Ohne Gesetz und　　　ノ
Suhner wahrte aus eigenem Trieb es die･Treu und das Rech七ｅ。

　　●゜タ●　　　　　　　　　　　・　　　　Ｉ
Ungepflugt trug bald auch des Bodens Fruchte die Erde,
ohne Brachen gllbte das Feld von hsingenden一八hren.
Bald von Mileねund bald von Nectar gingen die Flusse,

　＝　８９

S.IO
-
S.12

　　１１０

S.12
-
S.ll

　　９０

S.ll犬
-
S.13

　　１１０

　gelber Honig tropfte aus grunender Eiche hernieder.　レ犬　十　　上

37)Hesiodos･ 。Ｅｉヽｇａ”V.311： Carm工na(3(5)36). S｡々２; ･Samtliche Werke(3{5)36).

S.320.　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　．Ｉ

　　Ａｒりeit,die ist nicht Schande, das Nichtstun jedoch, das ist Schande.

38)Haller 。Die Alpsin” Str.3. V.21-30：　Reclam¬Haller(3(ﾕL)2), S,4.　　　　　　上

　　Begluckte guldne Zeit, Geschenk der 9ｒｓ七９ｎGute,

　　Oh, daB der Himmel dich ｓ６ zeitig weggeriickt !　　　　　　　。。　　　　　　　　　　〉

　　Nicht, weil die junge Welt in stetem Frlihling bluhte　ニ

　　Und nie ein scharfer Nord die Blumen abgepfluckt;

　　Nicht, well freiwillig Korn die ･falben Felder deckte　　　　　　　　　　　　２５

　　Und Honig mit der Milch in dicken Strbmen lief;

　　Nicht, weil kein kUhner Low die schwachen Hiirden schreckte･　　　　　　　　＼

　Und ein verirrtes Lamm bei Wo1fen sicher･schlief;

　　Nein, weil der Mensch zum Gluck den UberfluB nicht zahlte,　ｌ

　　工hm Notdurft Reichtum war ｕｒ!(!Gold zum Sorgen fehlte！　　　　　　ト　　　　　３０

　Vgl. Biblia Germanica １ら45 (Deutsch nach Luther) Faksimile-Ausgabe. Stutt-

gart (Deutsche Bibelgesellschaft) 1967/83. Teil工。s.cxx：　Josua. V. 6.

　　ein Land da milch vnd honig inne fleusst.　ト

39)Haller 。Die Alpen” Str.4. V.31-40：　Reclam-Ha工ler(3(l)2). S.4-5･

　　工hr Schuler der Ｎａ七ｕｒ，･ihrkennt noch gUldne Zeiten!　　　＼　　　　　　　　　　，

　　Nicht zwar ein Dichterreich voll fabelhafter Pracht;

(44)
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3(5)32-35

(５)。GULDNE ZEIT"　　　　　， １　　　　　　　　　　■

32)Holderlln 。Brod und Wein” 4.Str. V.55：　Stuttgar七er Ausgabe{3(2)13).

Bcl.2. S.91.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　　Seeliges Griechenland!　du Haus der Himmlischen alle,：　　　コ

33)Hall･ｅｒ･へ｡Tagebuchseiner･ Beobachtungen　･,･‥　"(3(2)工〇)〉Teil 1. S.368.

ijber Ｊ．ＧトSulze･ｒｓ・。Theorieder schbneりKunste"(･1772)。<犬．

　　Wir konnen die Vollkommenhei七unmbglich fUhlen, die ｍゑｎden 七heokr工ti-

　　schen工dyllen zuschreibt・▽Allerdings war die Sprache musikalisch.十。‥

　　Aber der Geschmack fehlte dem Ｍａｎりe,und grobe Hirten verdienen nicht

　　besungen zu werden. Die ａ１七enPatriarchen, und ｄ１９Araber ｉねre Nachfol-

　　ger, geben Muster achter und dennoch edeldenkender Ｈ１ｒ七en,die keine　し

Werke der Einbildung sind. ● ● ●

34)Haller 。Die Alpen" Str.49.　V.481-490：　Reclam-Haller(3(:1)2). S.22.ニ＼

　　Ｏselig!　wer wie ihr mit selbst gezognen Ｓ七ieren

　　Den angestorbnen Grund von eignen Ackern pflUg七；　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　　Den reine Wolle deckt, belaubte Kranze zieren　　　ヶ　　　　　　　　　　　　　＼

　　Und ungewurzte Speis aus suBer Milch vergnlig七；　　＼

　　Der sich bei Zephyrs Hauch und kiihlen Wasserヽ-Fallen　犬　　ト　　　　　　　４８５

　　工ｎungesorgtem Schlaf auf weichen Rasen streckt;　　　　　　　　　　　　　上

　　Den nie in hoher See das Brausen wilder Wellen,　　　　し

　　Noch der Trompeten Ｓｃねalle in bangen Zelten week七;　　　　　　　　　　　　．

　　Der seinen Zustand liebt und niemals wunsch七ｚｕトbessern！　　　　ダ

　Das Gluck ist viel zu arm, seir! Wohlsein zu vergrヽりBern.　　　　　　　　４９０

　ｖｇ１・　。DieAlpen”(Urfassung) S七r.48. V.471-480：　DNL-Haller(3(2)ll). S.3ふ

　　Ｏ･selig, wer wie 工hr mit selbs七-gezognen S七ieren

　　Den angestorbnen Grund von eignen Aeckern pflugt.

　　Den reine Wolle dekt, belaubte Kranze zieren,　＼

　　Und ungewurzte Speis aus susser Milch vergniig七。　　／

　　Den Zephirs leis Gezisch bey kUhlen Wasser-Fallen　　　　　　　　　上　　　４７５

　　工ｎleichten Schlaff gewiegt, auf weiChen Rasen strek七．

　　Den nie in hoher Ｓむｅdas Brausen wilder Wellen,　　　　　　　　　　　　　＼

　　Noch ｄｅｒ･Trompeten-Schall in ｂｌｕ七゛gen Lagern ｗｅｋ七．

　　Der seinen Zustand liebt und ihn nich七wunscht zu bessern

　GewiB der Himmel kan sein Gluke nicht vergrossern.犬　　　　　　　　　　　　４８０

35)Haller 。Die ･Alp en” Str.l. V.1-5：　Reclam-Haller(3(l)2). S.3.　　　　　十

　　Versuchts, ihr Sterbliche, mach七euren Zustand ｂｅ自白er,

　　Braucht, was die Kuns七ｅｒ･fand und die Ｎ･atur euch gab ；

　　Beleb七die Blumen-Flur mit steigendem Gewasser,づ　　　　　　＼

　　‘Teiltnach ･Korinths Gesetz gehaune Felsen ａｂ;。　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　Umhangt die Marmor-Wand mit persischen Tapeten,　　　　　　　　　　　　＞　　■■■　・　■

　ｖｇ１・　。DieAlpen"(2.Aufl. 1734) Str.l. V.1-4：　Hirzels Haller-Gedichte(3

(1)2). S.300(VerzeichniB der Lesarten) 。　　　　　　：　　　　　　　　十

　　Geht, eitle Sterbliche, erfullt die Luff七mit Schlossernタ。・　　・．

　ＩTheil七nach Korinthens Lehr gehaune Bergen auB,　　　几

　　Belebt der Garten Pracht mit steigenden Gewassern,

　Bedeckt mit Sammt den Leib und mit Porphyr das HauB.

　ｖｇ１・　丿ieAlpen”(Urfassung) S七r.l.　V.1-4;　。Die Ａ]Lpen”(。Versuch Schweize-

rischer Gedichte” 2. Auf 1. － lO.Aufl. 1734-1768) Str.2. V.11-14：　DNL-Hal-

ler(3(2)ll). S.17.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　Die Seele macht ihr Gluk, ihr sind die ausseかｎ･ Sachen,

　　Zur Lust und zum VerdruB, nur die Gelegenheit：

　　Ein wohlgesetzt Gemiiht kan Galle susse machen,

　　Da ein verwehnter Sinn auf alles Wermuth streu七；　　　　　　　　　　∧

　ｖｇ１・　。DieAlpen"(ll.Aufl. 1777) Str.2:。･V.11-14：ﾀﾞ･Reclam-Haller(3(1)2･). s.

４．

　　Wann Gold und Ehre sich zu Clives Dienst verbinden,　　　　　‥

　　Keimt doch kein Funken Freud in dem verstorten Sinn.　ト

(45)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3(4)26-31

　　Doch fuhle ich zuweilen ein Sehnen　　　　　　　　　　　　　　－，　　　　　‥‥　‥‥５

　　　Nach italienischen Himmelnﾄund ein inneres Seufzen danach,　．プ

　　　ＡＵｆしeinem Alpengipfel wie auf einem Thron zu sltzen　　　　＼･．･．　　　．･･

　Und halb zu vergessen, ｗ郎 Welt……Oder Weltkind bedeutete・　　　　　　　＼

27)Haller 。Die Alpen" Str.37. V.361-364:Ｒｅｃ工am-Haller(3(ユ)2). S.17.

　　Doch wer den edlern Ｓ：inn, den Kuns七und Weisheit scharfen,▽：

　　Durchs weite Reich der Welt ｅ．ｍｐｏか〉zurWahrheitコschwing七。

　　Der wird an keinen Ort gelehrte Blicke ｗ９ｒｆｅｎ,．．．・･･･．　･･．　　　　　　．・．･･．･

　　Wo nicht ein Wunderコihn zum Stehn und Forschen zwingt ．　　　　　　　　犬

　ｖg1・ 。Die Alpen”(ﾘrfassung)ユStr.36・＼Ｖ。351-4: DNL-Haller(3(2)ll). S.28.

　・Ｄｏｃｈ･wer mit･･einem A･ug, das Kunst ｕｎｄよWeiBheit scharffen,　　　..　・

　Den groBen Bau der Ｗｅ工七,der We sen Grund betracht ，　‥

　　Der wlrd an keinen ｏｒ七ｇｅﾕehr七ｅ･Bllke werffen.　・　　　－　･．　Ｉ　．・　■■■　■　・

　　Wo nicht ein Wunderwerk ihn staunendトstehen macht ．　＝　　　　　　　　　　　，

28)Haller 。Die Alpen" Str.41. V.407-410トReclam-Haller(3(1)2)。S.19.

　　Der schimmernde Kris七all sproBt ausトder Felseれ Kluften,

犬Blitzt du･rch die diistre Luft und ｓ七rahlet Uberall.十　　　犬

　　ＯReich七urn der Naturトverkriecね七 euch, welsche▽Zwerge:　　　　　尚

　　Ｅｕｒ･opensDiaman七bluht hier und wachst zum Berge卜犬　　　　　　　　　∵410

　ｖg1・　。DieAlpen”(Urfassung) Str.4り. V.397÷４００：　DNL-Haller(3(2)ll). S.30

尚E1ねFelB von Edelstein, wo tausend Farben：spielen　　　　　し
　Blizt durch十die diis七reLufft urldstralet uberall.∧
　0 Reichthum der Ｎａｔリｒ!　verkかiechteucり，ｗｅ：lscheZwerge,
　ＥＵｒφpensDiaman七万blUhthier, und wachfl七zum Berge.　　　エ　　　400
29)Haller。Ｄ：ieAlpen" Str.4ら｡いV.441-450::Reclam-Haller(3(リ2). S.21.

Verblendte Sterbliche！　die, bis zum nahen Grabe,

Geiz,　Ehr und Wollust ｓｔｅ七ｓan ｅｉ七lenHamen halt,

Ｄｉｅ：Ihrder kurzen Zeit genau gezaれlte Gabe

Ｍ１七immer neuer Sorg〉und leerer Muh vergal工七，

Die ihr das stille Gluck des Mi七七elstands verschmahet

Und mehr vom Ｓｃｈ工cksalねeischt als die Ｎ弓七urvon euch,

Die ihr zur Ｎｏｔｄｕかftmacht, worum nur Torheit flehet：

　　0 elaubts, kein Stern macht ｌfroh, kein∧Schmuck von Perlen relch!

　　Seht ein verachtet Volk zur Muh und Armut lachen,

　∧Die maflige Natur allein kann glUcklich machen.　　　　　　ヶ　コ

　ｖｇ１√。Die Alpen”(Urfassung) Str.44. V.431-40：　DNL-Haller(3(2)11).

　　Verblendte Sterヽbliche！　die bifl zur nahen Baare

　　Geiz, Ehr' und Wollust sta七皐ａｎ eiteln Hamen hal七，　　　　犬　，

　　Die ihr die vom Geschik bestim七ｅ Handvoll Jahre

　Mit immer neuer Sore' und lahrer Muh vergall七，

　　Die ihr die Seelen-Ruh in ｓｔａ七enS七urmen suche七，・

　　Ｕｎｄ:andie Klippen nur das irre Steuer richt,六十　　　　　　　　　づ

　　Die ･ihr was schadet,ニwunscht, und was euch nuzt, verfluchet,

　　Ａｃｈ･offnet ihr zuletzt die schlaffen Augen nich七!　　　　　〉一

　　Seht ein verachtet Volk bey MUh und Armuht lachen,

　　Und lernt, daB die Na七ur allein ｋａｎｽｇ!Uk1工ch machen.　　　　　　　１

30) Ha]Ller。Morgengedarホen"(3(3)20) V.41-48：　ＤＮＬ－Ｈａｎｅか(3(2)11)。S.4

　　Doch, dreimal grofler Ｇｏｔ七しes slnd erschaffne Seelen

　　Fur deine Thaten viel zu klein ；　　　　　　　　　　　　プ

　　Sie sindリnendlich groB, und wer sie will erzahlen,　　　　ニ

　　Mufl, gleich wie du, ohn゛ Ende sein!＼　　　　十

尚Ｏ Unbegreiflicher!　ich bleib' in meinen ＳＣりranken,　　　　　　ト

　　Du, Sonne！　blendst mein schwaches Lich七；　　　　　　　　　　ニ　　ニ

　　Und wem der Himmel selbst sein Wesen hat zu danken,

　　Brauch七eines Wurmes Lobspruch nicht.　　　　　〉　　　　　　　　　＼

31) Vgl. (3(4)30)。　　　　　＼

(46)

4４5
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　　六十　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　3(3)22-(4)26

２かGoethe 。Dichtung und Wahrheit!' 7.Buch：Werke(3(リ3)＼｡上Bd.9. S.264.　＝

十Fur den, derコetwas Produktives in sich fuhl七e, war es ein ve･rzweiflungs-

voller Zustand. 嘸 1 ● 9

23)Goethe 。Dichtung und Wahrheit'･ ７･.Buch：ﾄWerke(3(ユ)3). Bd.ﾚ9.:S.263.∧

　Nach diesen samtlichen Erfordernissen wollte ｍａれｎｕｈトdie verschiedenen

トDichtungsarten priifen, und
diejenige, welche die Natur nachahmte, sodann

　　wunderbar und zugleic･ｈ auch von ｓｉ七七lichem犬Zweck und Ｎｕ七zen sei, sollte

　　　　　　　　　　　　■ｒ　　ｌ　　　　　　●．●　　　　　　　　　　　．　　　●●　　　　●　　・　　　　●　　・　　fur die erste und oberste gelten.　Und nach vieler Uberlegung ward end“

　　lich dieser groβｅ Vorrang, mit hbchster∧Uberヽｚｅｕ･gung, derしAsopischen Fa-

　　bel zugeschrieben.　Ｓ６ wunderlich uns ｊｅ七乞七 eine solche Ableitung ｖｏｒ一犬

　　kommen mag,　so ｈａ七te ｓｉｅトdoch auf die besten Kopfe den entschie：densten

　ElnfluB.　　　‥．　　　　犬　　　　　　　　　　　　犬∧　　　　　犬　，

24)Goethe 。Dichtung und Wahrheit”7,Buch：　Werke(3(l)3). Bd.9. S.2り3-264.

　　Breltinger war ein (S.263/S.264) tuch七iger, gelehrter, einsichtsvo！１ｅ『

　Mann, dem, als er sich ･recht umsah, die samtliむhen Erfordernisse einer

　　Dich七ung nicht entgingen,　ja, es ｌａＢ七sich nachweisen, dafiﾄer ｄｉと･Mange！

　　seiner Methode dunkel fuhlen mochte.犬　．･･ ．．トZu seiner volligen･ Rech七fer-

　　七igung aber mag dienen, daB er, von einem falschen Punkte ausgehend,

　　nach beinahe schon durchlaufenem Kreise, doch noch auf die Hauptsache

　　stoBt, und die Darstellung ｄとｒ Ｓｉ七ten, Charak七己re, Leidenschaf七己n, kurz,

　　des innerヽen Menschen, aリｆしden die Dichtkuns七doch wohl vorzUglich ange-

　　wiesen ist, am Ende seines Buchs gleichsam als Zugabe anzuraten sich ge-

　　notigt findet.　･．‥上Hier gedenken wir nur Gunthers,　　・・．　・ ｉｎ･ Gelegen-

　　heitsgedich七en　　‥．　　　　　　　　　　　　　ヶ　　　　　　　　　　　し

25) Vgl. (･3(3)24).　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

(４)。RE！CHTUM DER NATUR"　　　Ｉ ．･．･･
■■　■■　　　■　　■･　　・　･■･　■　・　　　　　　■　■

26)Haller ,,Die Alpe叩 Ｓｔか．３２･V.311-4：　Ｒｅｃ工am-Haller(3(l)2) . S。１５．十

　　Dann hier,しwo Gotthards Haupt die Wolken ubersteiget　　　　　　　　　　　十　し

　　Und der erhabnern Welt die Sonne ｎ谷her schein七，

　　Hat, was die Erde sonst an Ｓｅ１七enhei七gezeuget,　　十

　　Die spielende Natur ｉｒ! wenig Lands vereint:　　　　　　　　　　　　　犬‥

:ｖg1・二Die Alpen”(Urfassung)・Str.31レV.301-4：　DNL-Haller(3(2)ll). S.26.

　　Dann hier, wo Ｇ６七七hard七s Haupt die Wolken Ubersteiget,　　＜　　　　　　　　　１

　　Und der erhobnen Welt die Sonne naher ｓｃｈをint.　　　　　　　　　　　　　　ニ

　ＩHat was die Erde sonst an Seltenheit gezeuget,　　　　　Ｉ

　　Die spielende Natur in wenig Ｌａｎｄｓ．･vereint.　尚　　　　　　　　　　　　　　　＝

　Vgl.　Goethes Handschrift vom １３．　Juli:1775 (3(10)94).十　　　　　　　　十

● ● ● , grauer Gotthard！　wie vor jedem groBen Gedanken der Schopfung,　．‥

　Vgl.　Goethe 。Wilhelm Meisters Lehrjahre”(1796)］：II.Bりch. Kap.l：　WerkeO犬

(1)3). Bd.7. S.145.　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　。・　，．

　　Kennst du das Land, wo die Zitronen bluhn,　　　　上

　Vgl・Keats ,,Happy is England　・‥　/ Glucklich ist England十，‥　”（工817) V.

１－８：　Gedichtedeかenglischen Romantik.　Englisch/Deutsch.・Stuttgart (Rec！ａｍ･－

Universal-Bibliothek) 1980. S.332/S.333.　１　　　ニ＼　　　　十　：　　　　尚¨

　　Happy is Englaりｄ!　I could be ｃｏｎ七ent

　　　　Tosee no other verdure than its own:　　　　　　十　　　　　　　　　　･･

　　　　Tofeel no other breezes〉than are blown　　　　　　　　　　犬〉　∧

Through its tall woods with high romances blent： ;･･一一

Yet do工sometimes feel ａ languishment

　　For skies工talian, and an inward groan
　　To sit upon an Alp as on ａ 七ｈｉヽone,　　　　　　　　　　　ニ

And half forge七 what world or worldling meant.　∧

GlUcklich ｉ台七England!　工ch konnte zufrieden sein,　　　　十ニ

　Kein anderes Griin zu sehen als sein eigenes;ニ

　Keine anderen Brisen zu fuhlen als die, welche･

Durch seine ｈｏｈｅｎ･Walderwehen, mit edlen Romanzen vermisch七

(47)

Ｓ．･３３２

５

S.333



3(3)19-21

19)Metz:Ler-Haller(3(l)3). S.53-54・　　　□　　　　　　ニ　　　　　　　　‥

　　Unterdessen ｈａ七七enBODMER und ＢＲＥ!:Ｔ工NGERHaller als Kronzeuge･ｎ ihrer neu-

　en Di chtungsauffas sung･, die sie ｉｎコihren Schriften der Gottscねedischen

　　gegenliberstellen, gefeiert.　工りBreitingers 芦Cか工七ischer Dichtkunst≪(1740)

　　werden Hallers Gedichte vorzuglich als Exempel herangezogen：der Zurcher

Kunstrichter lobt ｄｉｌｅ＼ｐｏ：etischeMalerei(工, S.23ff.), seine Verwendung

　der Machtwbrter(工工, S.65ff.), die Partizipialkonstruktion:ｅｎ(工工, S.149),

　　ｄｅりhaufigen Gebrauch der Beiworter(工工，S･｡266ff｡し) und bewundert die herz-

　　riihrende Schreibart eewlsser〉Partiendl, S。381 (Metzler S.53/S.54)

　　ｕｎｄ∧393f.)・工n der ≫Cri:七ｉｓｃねenAbhand工ung von卵ｎ 。=。レGleichnissen≪(l740)

　　hatte er die Sparsamkeit und Wah･rhei七十der Ｂｉ工dersprache wie c!ie Kurze

der Ｄ工ktion ^!allers lobend hervorgehot?en.

20)Haller 。Die Alpen”ﾄStr.38. V.375:　Ｒｅｃ工am-Haller(3(l)2). S.18.　　　　ｊ

　Die Luft］erfUllet sich mit reinen八mbra。Dampfenﾀ･　　..　　　　　・/　･:･　･.　・

　ｙｇ１･Die Alpen'･(Uiヽfassung) Str.く37. V.365: DNL一昿ller(3(2)・1). S.28.十

　　Die Lufft erfUllet sich mit lauenﾄAmbra-Dampffen,　　　　　＝　　　　十

　ｖｇ１･→Die Alpen” Vorbemerkung：ダ Reclam-Haller(3(l)2). S.3.し犬

・　Man sieht。auch ohne･ mein･Warnen noch viele Spuren des Loねensteini･schen

　　Geschmacks darin.　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　Ｉ　　：　十　　　犬　　　犬

Vgl.　HallerヽよMorgengedanken”(1725) V.5/V。ll/V.15f.: DNL-Haller(3(2)ll).

S.3.　　　　=●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　犬・

　　Der Himmel ｎｉｒりetsich mit Purpur und Saphiren。

　　Die falben Wolken gluhn vori blitzendem Rub工ne,　　　　　　　　　＝

　　Der Lilien Ambradampf belebt zu unsrer Wonne　　　　　　　　　　　　　尚

　　Der zarten Bla七七er Atlasgrau.　　　　　＞　　　／　　　　　　　　　　　犬
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　Vgl.　Gottsched 。Die Verniinftigen Tadlerinnen"(1725-26) Tell １．XXXIV(22.

August 1725)：Minamlozi , Shin-iti 。Ｓ七udienzur Deutschen Literatur im 18.

Jahrhundert'にTokyo (Sansyuya) 1983.トS.16.づ　　　　　　　　上
● ● ● hochgetriebene Redens-Artenト．‥

　Vgl ．　Bodmer/Breitinger Die Discourse der Mahlerり”ヶErster Discours des 工Ｉ．

Theils (Bodmer) iiber 。Das Reich ｄｅｒヶFreude”. S.4/S.6：･Mlnamiozi 。Studier!

‥．'「(3(3)20) S.15f.　　　　　　　　･．　ニ上　　　　二　　十

　　mit Hugeln　. .. . / auf welchen･Blumen ihre Halse hervorreckten ･／die die

　　heitersten Strah工en der Morgenrbthe nachmahlten　．．‥　ｕｎｄ∧die Gerliche

　　von Balsam ／ Weyrauc･ねund Myrrhen Ir!unsere Nasen blieB.十(S.4/S.6：　S.15/

　　S.16) unsere Blumen ／ die ungepfle･get hier wie Rubinen b･rennen ／ ｄｏｒ七

　　ihre Bla七ter mit AtlaB und Damast schmlicken.ト　ヶ

　Vgl.　Klein, Johannes：　Gescねichte der ｄｅリtschen !^yrik von Luther bis zum

Ausgang des zweiten Weltkrieges.　Wiesbac!en (Franz Steiner) l.Aufl. 1957.

2. erweiterte Aufl. 1960. S.189.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ　　　　／

　　Neukirch (1665-1729) , der Hofmannswaldaus und Lohenstelns Stil einst

　　nachgeaihmt hatte, durch die Begegnung mit ｄｅ男　‥．　Canitz aber eine Wen-

　dung zur Klarheit und NUchternheit erfuhr, bekannte in dem neuen Ton,

　　der bereits Zeit und Ｓ七１１der Aufklarung verrat,　　　‥．

21)Goethe 。Dichtung und Wahrheiも･･7. Buch：　Werke(3(l)3) . Bcl.9. S.262.

　　Man gab uns Gottscheds ,,Krヽitische Dichtkunst”in die Hande;　sie war　し

　　brauchbar und ｂりLehrend genus：　denn sle Uberlieferte von alien Dichtungs-

　　arten eine historische Kenntnis, sowie vom Rhythmus und den verschiede-

　　nen Bewegungen desselben;　　‥，　Die Schweizer tra七en auf als ＧＯ七七－

　　scheds Antagonis七ｅｎ；　sie muBten doch also etwas｡anderes tun, etwas Bes^

　　seres leisten wollen：　ｓｏしｈ６ｒ七enwir derin auch, daB sie wirklich vorzug-

　licher seien.　Breitingers 。Ｋｒ工tische Dichtkuns七” ward ｖｏｆヽ･genommen.　Ｈｉと『

　　gelangten wir nun in ein weiteres Feld, elgentlich aber nur in einen

grofleren:Irrgarten, ● ● ●

(48)
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Wenn es nich七aus der Seele dringt

Und mit urkraf七igem Behagen

Die Herzen alleかHbrer zwingt.

3(2)13-(3)18

　　ニ　　　　535

14)Haller
ｌ,ｖｅ･rsuch

Ｓ(ホweizerischer Gedichte'! 4.Aufl. 1748. Vorrede：　Hirzels

Haller-Gedicホte(3 (1･)2). S.248-249： ･Metzler-Haller(3･(．１。)･３･)．･S.20etc.　・

　　工chhatte indessen die englischen Dichter mir bekannter gemacht ｕｎｄ：von

　　denselben die Liebe zum Denken und den Vorzug der schweren Dichtkuns七an-

　　genommen.　Die philosophischen Dichter, derヽen GroBe ich bewunderte, ver-

　　drangen (S.248/S.249) bald bey mir das geblahte und aufgedunsene Wesen

　　dess Lohensteins , derヶauf Ｍｅ七aphoren wie auf leich七en Blasen schwimmt.

　　　　Hieraufentstund bei mir die neue Ａｉヽtzu Dichten, die so vielen Deut-

　　schen zu mlssfallen das Ungliik gehabt hat, die ich aber so wenig bereリｅ，

　　daBich wunschen mochte, noch viel mehr Gedanken in viel inindre Zeilen
　　gebracht zu haben.　　　‥。

15)Goethe 。Dichtur!ｇund Wahrhei七”7.Buch：　Werke(3(l)3). Bd.9. S.269.

　　ＢｅｉコdiesemUmgange wurde ich durch Gesprache, durch Beispiele und durch

　　eignes Nachdenken gewahr, daB der erste Schrit七，ｕｍ･aus der waBrigen,

ニweitschweifigen, nullen Epoche sich herauszure七七en, nur durch Bestimmt-

　　heit, Prazision und Kurze getan werden konne。　　　‥。　　　　　　　プ　　∧

16)Goe七he 。Dichtung und Wahrheit”7.Buch：　Werke{3(l)3). Bd.9.十Ｓ･。269-270.

　　Haller und Ｒａｍ工erwaren von Natur zum Gedrang七en geneigt;　Lessing und

　　Wieland。sind durch Reflexion dazu gefuhrt worden.　。‥　Klopstock, in den

　　ersten Gesangeりder Messiade” , ist nicht ohne Weitschweifigkeit;　in den

　Oden und anderen kleinen Gedichten erscheint er gedrangt, so auch in sei-

　　nenＴ･raeodien. Durch {S.269/S.270) seinen Wettstrei七mi七den Al七en, be-

　　sonders dem Tacitus, sieht er sich immer mehr ins Enge geno七igt, wodurch

　　erzuletzt unverstandlich und ungenieBbar wird.

17) Vgl. (3(2)16).

　ｖｇ!.Gun七her 。Form und Sinn"(3(l)6) S.108.

● ● ●

Auf Hallers erste folg七りGoethes zweite Stufe. Goethe erkannte zutiefst

und setzte es dichterisch in die Tat urn, daB alles, was der Mensch unter-

nimmt一一er braucht das Ｗｏｒ七,von Hamann redend, doch ｇｉ１七es fUr ihn in-

sonderlich - aus 尽samtlichen vereinten Kraftenかｅｎ七ｓｐかingenｍｕＢバ,,Dich-

tung und Wahrhei七'に１２・Buch). Aus soleりem Ganzen herausschaffend, verlieh

er dem Dichterworte eine symbolhaftige Lebensfu工１ｅ，ﾀﾞdiees vorher nicht

besessen. Hblderlin - dies sei noch beigefugt ― fand die ｄｒｉ七七ｅStufe,

fand sie, lebte sie ｄａｒ：　dieDichtigkeit vergeistigte sich, und in und

zwischen den Worten sank der Geist ins Bodenlose , in die unabsehbaren 工ｎ－

nenraume des Schweigens, aus denen der Sprache eine ganz neue Gedrangt-
heit zufloB. ● ● ●

　ｖｇ１・Goethe。Dichtung und Wahrheit" 12.Buch：　Werke(3(l)3). Bd.9. S.514.

　　Das Prinzip, auf welches die samtlichen AuBerungen Hamanns sich zuriick-

　　fUhren lassen, ist dieses：　。Alles, was der Mensch zu leisten unternimmt,

　　eswerde nun durch Tat Oder sonst hervorsebracht, muB ･ａｕｓ一samtlichenver-

　　einigten Kraften entspringen;　alles Verelnzelte ｉＳｔ∧verwerflich.”　‥。＼

(３)。ＤＥＲ工NNEREMENSCH”

１･8)Metzler-Haller(3(l)3)√S.54.　　　　犬　　　　　　上・　　一　　　　　　。　・

　　GOTTSCHED selbst brachte ｉｎ十der dritten Auflage seiner ≫Critischen Dicht-

　　ｋｕｎｓ七(《(1742)尚einigeversteckte Seitenhlebe gegen die Dunkelheit von Ｈａ１二

　lers Gedichten an, gegen die BODMER in seiner Abhandlung >>Von der Schreib-

　　artin Ｍｉ１七〇nsverlorenem Paradiese≪(りSammlung Critischer ‥ . Schriftenぐ

　　工工工,1742) aリftrat, indem er die kleinliche Beckmesse･rei der Leipziger 球)－

　　lehnte und Hallers poetische Mittel von einem hbheren Standpunkt aus mit

　　denen Miltons in Vergleich setzte. Auf diese Weise wurde Haller immer

　　mehr zu einem zentralen Streitobjekt innerhalb dieser ！iterarischen Feh-

　　dezwischen Zurich und Leipzig, ohne daB er selbst in die Streitigkeiten
eingriff. ９ ● ●

(49)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3{1)8-(2)13

Klage, mit energischer, fast bittrer Satyか６ zeichnet ６ｒ die Verirrungen

　des Vers七andes und Herzens und mit Liebe die schbne Einfal七 der Natur･．

　Nur uberwiegt uberall zu sehr der Begr工ff inﾚseinen Gemahlden, so wie in

＼ｉｈｍトselbst der Vers七and uber die Empfindung den Meister spielt. Daher

　lehrt　er durchganeig mehr, als er darstell七，ｕれd stellt durhcgangig

　mit mehr kraftigen als lieblichen：フugen dar. Er ｉｓ七万groB,･kiihri, feurig,

　erhaben; zurﾀﾞSchonhei七aber hat er sich⊃ｓｅ:L=七enOder niemals erhobeh.。ｉ，

9) Vgl. {3(1)8).　　　十　　　　　　　　．･　．　・・・　　　　　　　　　　．　･･．　･･

(２)。Ｄ工E NEUE ＡＲＴﾃZU DICHTEN"　　∧　　　　･．･･･．・．　　･･　　．･　　．・　　　　・．．･･．･･　　　　･･

10)Halle･ｒ 。Tagebucねseiner Beobachtungen iiber Schriftsteller und Uber ｓｉＣり

selbst”(Bern. Niclaus Emanuel Haller. 1787) Frankfur七言am Main ･(Athenaum)

Faksimile-Nachdruck. 1971. Teil 2. S.119.　　　　　　　　　　　犬

　・‥　Hagedorn ist in eben ｄｅｍ･Jahre , aber sechs Mona七ｅ frliherﾚals ich,･

　　eebohren. Beyde kamen wir ｉｎ：eine Zeit, da die Dichtkunst aus ＤｅＵ七sch-

　　land sich verlohren ha七七e. Denn Brokes und Ｐｉｅ七sch ｈａ七七en einzelne。und

　　jener zuweilen grosse Ｓｃｈ･りnhei七ｅｎ,ダer uberlies sich aber allzusehr der

　　unendlichむn Fertigkeit, mi七welcher ihm die Reime ｌaus der Feder giengen.

● ● ● und ich schrieb eine Unendlichkeit von Versen von ａ!len Arten, ehe

ich funfzehnj ahrig wurde;　meine Begierde war unersattlich:　ich ahmte ｙ

bald Brokes,　bald Lohenstein, und bald andere niedersachsische Dichter

nach, indem ich eines vin ihren Gedich･ten zum Muster ｖ(ｊかmir nahm, und

ein anderes ausarbeite, das nichts dem Mus七ｅかnachgeschrieben, und doch
　　ihm ａｈｈ:Lich seyn sollte.　　　　　．‥　　　＼　　　　　　　　　　　　　　尚

　　　(Brief an Eberhard Fr. Gemmingen vom Marz 1772：　Sammlung kleiner Halle-

　　　　rischer Schriften. 2.Aufl. Tell 3. S･.337ff,)　　　　　　　　＼　　　　▽　ニ

lDHaller ．。Die Alpen" Str.28. Ｖ･.280：　Reclam-Haller(･3(1)2)･. S.14.し

　Die Ruhrung macht den Vers und nicht gezahl七e Tone・　　　ｊ　ト

　Vgl.。Die Alpen”(Urfassung)　Ｓ七r.27. V.270：　Deutsche National-Li七七eratur

{=DNL). Bd.41. 2.AbtにHaller　‥．　　Auswahl. Berlin/Stu七七ｇａｒ七(Spemann) urn

1885.　Faksimile-Nachdruck.　Tokyo (Sansyusya) 1974. S.25.　ニ

　･Er denket wie ein Hirt, und schreibet wie er denket.

12)Hallerヽ･。Die Alpen" S七r.2. V.13：　Reclam-Haller{3･(１)･2). S.4. Vgl.(3(7)54).

　　Der Dinge Wert ist das, was wir ｄａｖ･onempfinden

　ｖg1・　。DieAlpen"(Urfassung) Str.l. V.3： DNL-Hallerヽ(３(,２バ１)．トS.17.

　　Ein wohlgesetzt Gemliht kan Galle susse machen,

13)Hal･１ｅｔヽ。Uber ｄｅｎ･Ursprung des Ubels”(3(1)2) Vorbemerkung：　Reclam-Haller

(3(1)2). S.53.　　　ト　　　　＼　　　　　　　　　　･･ ．．　　　･･

● ● ● Aber ein Dichter ist kein Weltweiser,･er malt und ruhrt und erwe･１二
set nicht. ● ● ●

　VeI. Streicher, Andreas。Schillers Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in

Mannheim von 1782 bis 1785" Ｓｔｕ七七aart(Reclam-Universal-Bibliothek) 1968.
S.19.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ犬　　　　‥　　　　　･･

●●● Aber eine innere, beruhigende Stimme rief ihm dann ｚｕ：　ist der gro-

Be Arzt, der groBe Naturforscher Haller nicht きりch zugleich ein groBer

Dichter? Wer besang die Wunder der Ｓｃｈりpfung schoner und herrlicher als

Haller?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

　　　　DuｈａＳ七den Elefant aus Erden aufgeturmet,･　　　　　　　　＼

　　　　Und seinen Knochenberg beseelt,ト　　犬

ｗ合ｒein Ausdruck, den Schiller nebst so Ｖｉｅ工enandern dieses Dichters

nicht nur damals,・sondern auch dann noch mit Bewunderヽung anfiihrte, als

seine erste Jugendzeit langst verflogen war.
●●●

　Vgl.　Hblderlin Deutscher Gesang"(1801) V.20：Samtliche Werke. Stuttgart

(Kohlhammer) 1946-77 (Register 1985). Bd.2. S.202.　　　　犬

　　DenSeelengesang.　　　ト　　　　　　．･　　　　　　　　　　　ス　　＼　　∧

　ｖｇ]L.Goethe。Faus七日l.Teil.　1806. V.534-537：　Werke{3(工)3). Bd.3.　S.25.

　　Wennihr's nich七fuhl七, ihr werdet's nicht erjagen,ニ　ｌ　　・，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　　３(●ｉ)４-８

　Vgl.　Gottsched：　Leipziger Gelehrte Zeitungen.　1732：　Hirzels Ha工ler-Gedich-

te(3(l)2). S。Ｃχχ．ニ　ニ　　　　　ｊ　　　・･．･．．･･　･･．．･．　　　　．･　・・．．・．･　　　　･．･．・　　　　･･

　　Es ist diese Probe so gar wohlgerathen, daB ein jedweder Leser derselben

　wunschen wird, mehr dergleichen aus diesem Lande zu ｓｅりen. Denn dieトGe-

　　dancken sind mehrentheils neu, erhaben und griindlich, die･ Worte wohlge-

　　wahlt und nachdrUcklich, und die Reimen rein und flieflend. Der ungenann-

　　te Verfasser solle dem Vernehmen nach ｄとｒ beruhm七ｅ Herr Muralt 白己yn, wel一

白cher vor ｅ七lichen Jahren die mit so vielem Beyfall aufgenommene　Ｌむ七七ｔヽes

sur les　Anglois　et　les　Ｆ･rangois geschrieben hat.
● ａ ●

　5)Descartes Discours de la Ｍ石thode”(1637) Aufgrund der von Adam und Tan-

nery hrsg・Standard-Ausgabe der ，･OEuvres de Descartes"(Bd。1). Ubersetztぷ

hrsg. V.　Giibe, Luder. Philosophische Bibliothek 261. Hamburg (Felix Meiner)

1960. S.62(Quatrieme Partie)/S.63(TV.Teil).　　犬　　　　　ト

　　　　　　　　　　　ー　　　．　　　　　　八．　　　　　･･　　　　　一入･　　　　　　　　　　　　　　－　●　　　く　　　●　　Car, premierement,　cela meme que ｊ ゛ai 七antot pris pour une regie, a ｓａご

　　voir que les choses que nous concevons tres clairement; ｅ七七res distin･cte-

　ment, sont toutes vraies, n'est assure qu゛a cause que Dieu ｅＳ七〇ｕ6χj.Ｓ七ｅ ，

　／Ｑ七qu'il est un etre parfait, etﾀﾞque tout ce qui est en nous:vien七ｄｅ尚

　　lui.　D'ou il suit queしnos idees ou notions, etant des choses reelles, et

　　qui viennent de Dieu, ｅｎ七Ｑｕ七ｃ６ en quoi elles sont Claires et distinc七es,

ne peuvent en cela etre que vraies. ● ● ●

Denn erstens ｉｓｔ･sogar das, was ich gerade als Regel angenommen habe, daB

namlich die Dinge, die wir uns sehr klar und sehr deutlich vors七ellen, al-

１ｅ wahr sind, nur gesicher七, weil ＧＯ七七istOder existier七und Weil er ein

vollkommenes Wesen ist und alles in uns von ihm ｈｅ１･kommt.Worausレfolgt,

daB unsere Vors七ellungen oder･Begriffe,トdie wirkliche Ceeens七ande sind

und von Ｇｏ七七stammen, soweit sie klar und deutlich sind,･nur wahr sein

konnen Ｑ ● ９

6)Frey ,,Haller und seine Bedeutung "(3(1･)３)レＳ．･1191：　GlJnther･, Werner･

,,Zu Struktur und Sprache von Hallers ≪Alpenが(,,Form und Sinn. Beitrage zur

Ｌｉ七ｅｒｉ七ur-und Geis七己sgeschichte･' Bern/Munohen. Francke 1968. S.89-110) S.

104　　一一　　犬　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　ヶ　　　　犬　　　　　　　　／

● ● ｈｉｎ犬undher einreiBenden finsteren und gezwungenen Wesen ｉｒ）der poe

　　tischen Schreibart　‥ ．　　　　　　　　　　　　　ニ

7)Lessing 。Laokoon'「Ｋａｐ･．ＸＶＨ：Werke in ２５ Teilen. Bongs Goldene Klassiker

Bibliothek. 1925/1929/1935. Hildesheim （０１１ｍｓ）･Faksimil･e-Nachdruck。1970.

Teil ４，　S.368.　Vgl. (3(10)88).　　　　　∧　＼　二　犬　　　　＼　　･･．･．．　　　　　　　　．･．･

　工ch hore in jedem Ｗｏｒ七ｅden arbeitenden°Dichter, aberヽdas Ding selbst　ニ　犬

　　bin ich weit entferne七zu sehen。　　　　　　　　　　　　　　　　　ニレ　　　　　ト　　　ト

　8)Schiller。Ueber ｎａ工ve und sentimen七alische Dlchtung"(1795-96)：トWerke.

Ｎａ七ionalausgabe. Weimar (Hermann Bohlaus Nachfolger) Bd.2O.　1962. S.453f.

　　Noch, ich gestehe es , kenne ich kein Gedicht in dieser Ｇａ七七ung, weder aus

　ｇ１七erer noch neuerer Littera七ur, welches den Begriff, den犬es bearbeitet,

　　rein und vollstandig entweder bis zur 工ndividualita七herab Oder bis zur

　　工dee hinaufgefuhrt ｈａ七七e. Der gewohnliche Fall ist, wenn es noch gliick-

　　lich geht, daB zwischen beyden abgewechselt wird, wahかend daB der abstrak-

　　ｔ;ｅBegriff herrschet, und daB der Einbildungskかａｆ七, welche auf dem poeti-

　schen Felde zu gebieten haben soil, bloB vers七ａｔ七ｅ七wird, den Vers:ﾋａｎｄへzu

　　bedienen. Dasienige didaktische Gedich七,しworinn der Gedanke selbs七 poe-

　　tische ware, und es auch b･liebe, ist noch zu erwarten. Was hier im all-

　　gemeinen von alien Lehrgedichten gesag七万wird, gilt：auch von den Halleri-

　　schen insbesondere.･Der Gedanke selbst ist kein dichterischer Gedanke,

　　aber die Ausfuhrung wlrd es zu- （Ｓ.453/S.454) weilen, bald durch den Ｇｅ二

　　brauch der Bilder bald durch den Aufschwung zu 工deen. Nur in der letztern

　　qualitat･gehoren sie hieher. Kraf七und Tiefe und ein pathetischer Ernst

　　charakterisiren diesen Dichter. Von einem 工deal ist seine Seele entzun-

　　det, und sein gluhendes GefUhl fur Wahrheit sucht in den stillen Alpen-

　　thalern die aus der Welt verschwundene Unschuld。Tiefrlihrend ist seine

(51)



TAGESANBRUCH　DER　DEUTSCHEN　GEDANKENLYRIK

　‾　Hallers　。Versuch Schweizerischer　Gedichte"(1732-77) -

3(1)1-4

(3) HALLERS 。ALPEN"(1729)　　　　　　　　犬　　　　　二　　　　＼

QUELLENNACHWE工Ｓ

（リ。EHRENSAULEN'･　　　　　　　‥　十　　　　　　レ　　　　コ　　　　　　　　　　＼　　　　つ

DKleist, Ewa工ｄ。Der Fruhling"(1749) V.440-445:　Samtliche Werke. Stu七tgart

(Reclam-Universal-Bibliothek)。工971. S.54/S.56.六十　。｡

　　　　‥．　　　　　　　　Tauch in die Farben Aurorens　　　　　　　　　　　４４０

　Mahl mir die Landschaft, o ４ｕ!　aus dessen ewigen Liedern　　　　　　　尚

　　Der Aare Ufer mir duften und vor den Angesicht prangen,　　　　　　S.54

　　Der sich die Pfeiler des Himmels die Alpen die ｅ･ｒbesungen　　　　　Ｓ 。５６

　　Zu Ehrensaulen gemacht. Wie blitzt die streificり七ｅ Wiese　　　　　　　　　　上

　　Von Demant ahnlichen Tropfen!　　　　＼‥。く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４５

　2)Haller, Albrecht。Uber den ｕｔヽsprung des libels･･(1834)工.Buch. V.9-15：　Die

Alpe ｎ und andere Gedichte・　Aufgrund der ,,Gedichte”(Frauenfeld. Huりer 1882) ,

hrss･ V. Hirzel, Ludwig. Der Auswahl und die Hrsg.　Ｖ．　Elschenbroich, Ada!-

bert.　Stuttcart (Reclam-Universal-Bibliothek) 196ら. S.54.　　　　　〉十

　　Dir Hugel decken griine Walder,　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　＼

　　Wodurch der falbe Schein der Felder　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０

　　Mit angenehmem Glanze bricht;

　　Dort schlangelt sich durchs Land, in unterbrochnen Stellen,　　＼

　　Der reinen Aare wallend Lich七；

　　Hier lieget NiJch七lands Haupt in Fried und Zuversich七

　　工ｎseinen nie erstiegnen Ｗａ］Lien.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５

　3)Frey, Ado］,ｆ。Ａ．　Haller und seine Bedeutung fur die deutsche Literatur”

(1879) S.lllf./S.113：　Siegrist, Christoph 。Ａ．Haller”(Sammlung Metzler. Bd.

57) Stuttgart (Metzler) 1967. S.57.　　　　　コ　　　･．

　　Tatsachlich wurde die eigen七liche Bedeutung Hallers immer ｓ七arker aner-

　　kannt, und es ist wohl nicht ubertri･eben, wenn ADOLF FREY feststellt, dafl

　　dieser von 1735 bis zum Auftreten：Klopstoむks der犬angesehenste deutsche

　　Dichter war (S.113). Seine Gedichte muBten immer ｗ工eder neu aufgelegt

　　werden, und viele zeitgenossische Berlchteニzeigen, wie man sie auswendig

　　gewuBt und auf Reisen mi七genommen hat･(s. Frey,・Ｓ．。･lllf.･）。　　ニ　‥｡．

　Vgl.　Goethe 。Dichtung und Wahrheit"(1811-14) I:ｴ. Teil. Buch ６－７iiber das

Jahr 1765：　Werke. Hamburgをｒ Ausgabe. Munchen (Beck/dtv) 1981/82. Bd.9√Ｓ。

254/S.255//S.268.　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ　●。　　　　　･･

　　Das Gottschedische Gewasser ｈａ七te die deutsche Welt mit einer wahren Slind-

　　flut uberschwemmt, welche' sogar liber ｄ工ｅhochsten Berge hinaufzusteigen　上

　　drohte. (S.254/S.255)　。‥　Und so waren mir in ｋｕｒヽzerZeit･die schonen

　　bunten Wiesen in den Griinden des deutschen Parnasses, wo ich so gern lust-

　wandelte, unbarmherzig niedergemaht und ich sogar genbtigt , das trocknen-

　de Heu selbst mit umzuwenden ｕｎ（!dasjenige als tot zu verspo七ten, was mir

kurz vorher elne ｓ０。lebendige Freude gemacht hatte.
魯 ● ● der ansehnliche Altvater　　。‥

● ● ● (S.255//S.268)

　4)Hirzels Haller-Gedichte{3(l)2). S.CCXXIII;∧Metzler-Haller(3(:1)3). S.56:

Ｇｏ七七sched。Vorrede zu Neukirchs･ Gedichten'‘(1744)ニ＼　　　　　　十‥

　　Allein wie andert sich der Zeiten schlimmer Lauf!

　Es wachs七ein neu Geschlecht verfuhrter Ｓ谷nger auf.

　　Der Alpen stater Schnee erkaltet ihren Busen,

　　ZumStey ist ihr ParnaB und Feyen sind die Musen.　　　　　／　　　　　．，

　　Ｓ０６ｔａ･rrund ungelenk Ｓ拓　ＧＯ七七hardsEis je war, ‥

　　Stellt auch ihr steifer Vers die kalten Bilder dar.

　　SoSinn als Einfall sind Gespensterヽdes Verstandes,　　　　　　　　　　　１

　　Sieirren in der Nach七des nie verklarten Landes,　　‥　　　　　　　　　　　　プ

　　Darinn kein Auge sieht, das nicht den Eulen gleich七，＼　　　＼

　　Demhellen Tag entf:lieht und nur ins Ｄｕｎｋ].eweicht.

(52)

五
二

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
巻

（
一
九
九
一
年
）

人
文
科
学



五
三

ド
イ
ツ
思
想
の
黎
明
　
そ
の
三
　
Ｉ
ハ
ラ
ー
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』

（
高
橋
）

へ
四

心

-

　　　　　　ﾉＨＡＬＬＥＲ’S“ALPS”（1729）‥　‥‥‥‥‥

The dawn of the German lyric of thouぽ排s (3)

Katsumi TAKAHASHI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ABSTRACT

　Haller's “Alps” are regarded as a lyric of nature, a poetic picture or a perspective

poem.　His !andscape painting, however, is　closely∧connected　with　the didactical

elements, which yet mostly remain to draw the moral. But at the same, they have

ａ pure development of!yric thoughts in germトIn this respect, the poem deserves to

be praised with Goethe's admiration for Lessing?sい‘Laocbon”:“We are carried away

by this work from　the domain of 尽 miserable intuition into the free fields　of

thoughts”. Although the matter is nature, description or outlook, Haller does not

round off all these externals by aiming at perfection ｏｆし“thingitself". Instead of

this, we take ａ task upon ourselves, to look for ａ“development of inner perfections”，

thatうs peculiar to　the European conscience.　This is　the reason why　it　does not

suffice for us to enjoy the plenitude of concrete images of Haller's “Alps'≒ We

must rather make researches into the progress of ideas, which penetrates thむ whole

work.　　　　し

　To my mind, the essential idea of the poem is to confirm the “happy loss”(1.61)

of the “golden Age”(1.21) in the Swiss natural richness: the alpine “many-coloured

plants”(1.367), the flower of “noble gentian”(r.381), the“glimmering crystal”

　(1.407), the “river of gold”(1.437) etc. These “riches of Nature”(1.409) correspond

　to the “moral value”(1.39) of the Alps≒nhabitants:“Even the rocks themselves

　bloom”（1.60）.　　　　　　　　　　　　十

　The modest blooming on the sheer cliffs already犬symbolizes　the　bliss　of　the

J‘gratified people” ･.(1.41) , who are　destined ＼tｏ“refuse the source　of vices, the

profusion”(1.42). While the profuse abundance　is peculiar to　the pomp　of　the

“Bourbon dynasty's Paradise'≒Haller ｗi鋤 ａ ｍｕ!titude of talents gives fｕ1トplay to

his profuse ability in the interior abundance. In quest of ａ menta卜“development of

inner　perfections'≒the religious poet overcomes his own 。spiritual“profusion”and

considers the “happy loss”of the “gratified people”as the ideal of the humanity

to come. This concept “happy loss” doubles the parts of the “blest Greece”(1.55)

and the “lean time” (1.122) in Holderlin's “Bread･ and Wine” （1800－1801）:“Blessed

are the poor in spirit . ‥ ”（“Gospel according to Matthew” 5. 3）.　　　　　プ
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　　　≪LESＡＬＰＥＳ≫DEHALLER EN 1729ダ

L'aube de la lyrique d'idees en allemand③ﾉー

Katsumi TAKAHASHI

　　　　　　　SOMMAIRE

　　≪Les Alpes≫ de Haller sont conside坤es。comme une lyrique de la nature, une pein-

ture pogtique ou une poesie .4e perspective. Etanレdol!ne que ｄａ耶大池≪Alpes≫ les

descriptions de paysages et la poesie d'idees constituent une unite,･nous ｎＱ･ｐｏリvons

pas faire ici abstraction d'une evolution interne qui part de la poesie dogmatique pour

aboutir ａ une ，lyrique de pensees. Si l'on attache de･ rimportance a cette evolution

d'idees, cette poesie merite aｕ臨i l'eloge que Goethe a fait de ≪Laocoon≫de Lessing

(1766):≪Cりtte oeuvre nous　arrache au domaine de considerations sans envergure

pour nous･introduire dans les vastes horizons d9 1a pensee≫. Bien que nous trouvions

dans cette poesie nature, description et perspective, chez Haller rextgrieur ne se borne

pas　a ≪1a　chose elle一皿§ｍｅ≫／11　seraitpreferable　d'ｙ　chercher une ≪evolution　d叩

perfections internes≫qui est particuliere a la conscience ･･europeenne. C'est pourquoi

il ne nou･S suffit pas de jouir de la plenitude dひS images concrStes･･pour interpreter･

cette poesie;　nous sommes contraints de rechercher dans les profondeurs de･r esprit

poetique!me trame rationnelle qui pengtre F(沿uvre tout entiere.

　Je crois que l'idee fondamenta!e de la poesie est de constater ≪l'heureuse perte》

　(vers 61)･de《l'age d'or≫(vers 21卜dans la riches卵naturelle qu'offrent les Alpes.

　Å＝1a≪richesse de la nature≫(vers　409) et　ａｕｘ≪moeurs　valeureuses≫(vers　39)

　despopulations alpines correspondent essentiellement en haute montagne les ≪herbes

　decorees de mille couleurs≫(vers 367), telles que la fleur de la 《noble十gentiane≫

　(vers　381), bien　qu'on y trouve aussi le ≪crista卜etincelant≫ (vers 407) et 1e

　≪courant dore≫(vers 437)ト≪Meme les rochers sont couverts de fleurs≫(vers 60).

　La modeste floraison sur les rochers escarpes symbolise deja la felicite dｕ≪peup畑

satisfait≫ (vers 41) auquel le destin《refuse la・source･ des vices,･1a･-surabondance・

(vers 42).で'andis que I'abondance superficielle s'exprime dansしla pompe du ﾀﾞparadis

bourbonien≫べvers 298), Haller avec ses dons multiples deploie des talents divers

dans uﾘe･sorte de⊃surabondance interieureトＡ la ･recherche d'une ≪evolution des per-・

fections internes≫de resprit, le religieux poete surmonte finalement sa propre sur-

abondance spirituelle et propose cette ≪heureuse perte≫des Alpes comme rideal de

Γhumanite　future. Cette≪heureuse perte》1e conduira plus tard,　d'une part a 1尽

　≪Grece bienheureuse》(vers 55), et d'autre part au ≪temps des tribulations・(vers

122) dans≪Le Pain et le ｖin》 de Holderlin (1800-01):≪Heureux les pauvres en

esprit ‥ .≫(≪Evangile selon Matthieu≫5. 3).

(54)
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　　　　　　　　HALLERS 。ＡＬＰＥＮ“ニ(1729)

―- Der Tagesanbruch der deutschen Gedankeれlyrik (3)

Katsumi TAKAHASHI

　　　　　　＼　　　∧　　　　　　ZUSAMMENFASSUNG　　ニ

　Hallers 。Alpen“ (1729) lassen sich natiirlich als Naturlyrik, als poetische Malerei

oder als perspektive Poesie auffassen. Da aber 。in den ,Alpen‘ Landschaftsschilderung

und Ideendichtung ein Einheit bilden“ （3.（10）｡90), konnen wir hier auch die innere

Entwicklung einer Lehrdichtung zu Gedankenlyrik b･eobachten. In dieser Hinsicht ver-

diente das Gedicht Goethes Lob iiber Lessings 。Ｌａｏｋｏｏｎ“（!766),daB 。dieses Werk

uns aus der Region eines kiimmerlichen Anschauens in die freien Gefilde des Gedan-

kens“ hinreiBレ（。Dichtu昭und Wahrheit“ Buch 8 : 3 (10) 95)｡Obwohl es im Ge-

dicht um Natur, um Beschreibung und Ausblicke gehtけundet sich all dieses Aufierliche

bei Haller niemals zu　einem 。Dingニselbst“(3 (1) 7 ). Stattdessen werden wir ge-

fordert, darin nach einer 。Entwickelung der innern Vollkommenheiten“ （ 3 (10) 88)

zu suchen, die wohl eine Eigenart eines wie auch immer konzipierten europaischen

BewuBtseins darstellt. Darum geniigt es nicht, genuBvoll die Fiille konkreter Bilder

zu interpretieren, sondern wir sind genotigt, den Ideengangen nachzuspiiren, die sich in

tieferen Schichten durch das ganze Werk ziehen.　　　　　　　　　　　　　　大

白Der gedankliche Kern des Gedichtes besteht m. E. darin, daB Haller die karge

Natur der Alpen ａ卜 Reichtum auffaBt und darum den Verlust deｒト｡giildnen Zeit“

(V. 21ト･als einen 。gliickseligen“(V. 61) empfindeしDem 。Reichtum der Natur‘（（Ｖ｡

409), etwa den
>.
buntgeschmiickten Krautern“(V. 367) im Hochgebirge oder der Bliite

vom 。edlen Enziane“(V. 381), aber auch dem 。schimmernden Kristall“（Ｖ.407）ｏｄｅｒ

dem 。Strom von Gold“(V. 437) entsprich卜der ･｡Sitten Wert“（･V. 39) der Alpen-

bewohner: 。Die Felsen selbst“ sind ,,beblumt“（Ｖ.60）｡

　Dies bescheidene Erbliihen im steilen Fels steht im Einklang mit dem 。vergniigten

ｖolk“(V. 41), dem das Schicksal 。der Laster Quell, ｄｅｎひberfluB∧versagt“づV. 42).

Zum auBeren　。UberfluB“, der Pracht von des bourbonischen 。Welschlands Paradies “

(V. 298), ge卵11t sich aber auch ein 。innerer　iJberfluB'‘, dem vielseitig ＼begabten

Haller nur allzu vertraut. Auf der Suche nach einer 。Entwickelung der innern Voll-

kommenheiten “ iiberwindet aber der religiose Dichter schlieBlich seinen犬eigenen seeli-

schen。UberfluB “ und sieht so in der gliickspendenden Kargheit der Alpennatリr ein

Idealbild fiir die zukiinftige Menschheit. Dieser 。gliickselige Verlust“　wird spater

einerseits im Bild vom 。seeligen Griechenland “ (V. 55), andererseits im Begriff der

｡diirftigen Zeit“ (V. 122) in Holderlins 。Brod und Wein“ （1800－（Ｕ:　3（5）32／㈲

45) wieder aufgegriffen und weiter durchdachtへSelig sind / die da geistlich arm sind“

（,ぷvangelium des Matthaus" 5。３： 3 (6) 46)。　　　犬　　　　　　　　　　ノ　　　ト
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