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節
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部
独
文
研
究
室
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林
苑
と
盟
約
　
　
　
　
　
〔
第
3
8
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そ
の
二
〕
　
　
六
四
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頁
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（
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3
）
頁

　
　
㈲
　
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
　
　
　
　
〔
第
3
9
巻
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本
論
要
旨
（
約
八
〇
〇
字
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
（
２
）
頁

　
　
　
圓
「
悲
恰
か
っ
壮
麗
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
（
３
石
下
九
七
（
３
）
頁

　
　
　
㈲
「
神
の
国
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
（
３
石
下
九
九
（
５
）
頁

　
　
　
口
「
月
夜
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
（
５
）
頁
－
一
呂
（
６
）
頁

　
　
　
ば
「
星
辰
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
つ
（
６
）
頁
－
一
回
（
７
）
頁

　
　
　
㈲
「
理
想
と
人
生
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
一
（
７
）
頁
－
一
回
一
（
９
）
頁

　
　
　
雨
「
聖
夜
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
三
（
９
）
頁
上
回
一
（
９
）
頁

　
　
　
ぽ
「
探
求
」
と
「
吟
味
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
三
（
９
）
頁
－
こ
四
（
1
　
0
）
頁

　
　
　
㈲
「
直
観
」
と
「
探
求
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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頁
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こ
七
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頁
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九
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－
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言
（
2
0
）
頁
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）
頁
１
　
　
（
5
4
）
頁

〔
六
〕

５

Ｊ
Ｊ
－
啓
蒙
期
よ
り
十
九
世
紀
へ
　
　
　
　
｝

後
日
刊
行
予
定

　
　
に
～
哨※

既
刊
部
（
二
）
～
〔
四
〕
お
よ
び
〔
五
〕
剛
～
㈲
）
は
、
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、

人
文
科
学
編
、
第
三
四
巻
（
一
九
八
五
年
度
）
／
第
三
六
巻
（
一
九
八
七
年
度
）
／
第
三

七
巻
（
一
九
八
八
年
度
）
／
第
三
八
巻
（
一
九
八
九
年
度
）
そ
の
二
（
特
輯
号
）
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
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十
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十
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十
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十
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十
六

十
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十
八

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

『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」

〔
五
〕
　
黄
昏
か
ら
聖
夜
へ

㈲
　
エ
レ
ウ
シ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
克
己

　
静
か
に
安
ら
う
都
市
。
ひ
そ
や
か
に
街
路
に
燈
火
が
と
も
り
、

　
　
し
て
松
明
に
飾
ら
れ
て
騒
然
と
馬
車
は
疾
駆
し
過
ぎ
去
る
。

　
満
ち
足
り
て
家
路
へ
と
、
昼
間
の
歓
び
に
別
れ
を
告
げ
、
安
ら
ぎ
を
求
め
歩
み
ゆ
く

　
　
　
　
人
々
。

　
　
し
て
収
支
得
失
を
慮
る
思
慮
深
い
家
長
は

　
悠
然
と
和
や
か
に
わ
が
家
に
く
つ
ろ
ぐ
。
（
黄
昏
の
今
は
）
葡
萄
も
花
束
も
な
く
、

　
　
し
て
手
仕
事
の
品
々
も
な
く
安
ら
う
、
（
昼
間
は
）
忙
し
き
広
場
の
市
場
。

　
だ
が
他
方
、
竪
琴
の
音
が
彼
方
の
庭
園
か
ら
響
い
て
来
る
。
恐
ら
く
は

　
　
そ
こ
で
恋
人
が
奏
で
、
或
い
は
孤
独
な
者
が

　
彼
方
の
友
を
想
い
つ
つ
、
ま
た
若
き
日
を
偲
び
つ
つ
。
し
て
噴
泉
が

　
　
洞
々
と
湧
き
、
清
冽
な
水
し
ぶ
き
を
あ
げ
斑
り
、
芳
香
に
匂
う
花
壇
を
霜
し
て
い

　
　
　
　
る
。

　
ひ
そ
や
か
に
黄
昏
の
夜
気
に
響
き
渡
る
晩
鐘
の
音

　
　
し
て
時
刻
を
想
い
、
そ
の
数
を
夜
警
は
声
高
に
呼
ば
わ
る
。

　
今
や
又
あ
る
息
吹
き
が
到
来
し
、
林
苑
の
樹
頭
を
（
天
上
へ
と
）
揺
り
動
か
す
。

　
　
見
よ
！
　
し
て
我
ら
の
大
地
の
影
像
た
る
月
も

　
ま
た
秘
蔵
の
荘
厳
よ
り
解
き
放
た
れ
、
霊
気
溢
れ
る
夜
が
到
来
す
る
。

　
星
辰
に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
は
、
恐
ら
く
私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
。

彼
方
で
光
明
を
放
ち
、
驚
嘆
さ
せ
、
人
間
で
は
異
邦
の
者
と
し
て

　
山
頂
の
上
局
く
、
悲
槍
か
つ
壮
麗
に
立
ち
現
わ
れ
る
。

（
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
一
八
〇
〇
年
－
○
一
年
、
第
一
節
、
第
一
句
－
第
十
八
句
）

本
論
要
旨

九
六

　
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
が
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
『
夜
の
讃
歌
』
に
通
じ
る
「
聖

な
る
夜
」
と
し
て
、
詩
歌
象
徴
の
根
源
よ
り
「
浪
漫
化
（
Ｚ
Ｏ
～
～
｛
互
回
～
｝
」
さ
れ
万

象
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
此
所
で
は
同
時
に

「
聖
夜
」
が
、
聖
域
で
の
密
儀
の
如
き
秘
蔵
の
荘
厳
よ
り
解
き
放
た
れ
、
然
り
気
な
く
何

時
と
は
な
し
に
市
民
生
活
の
日
常
に
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」
と
言
え
、
こ
の
聖

化
さ
れ
た
都
市
像
を
解
く
鍵
と
な
る
の
が
「
月
影
」
で
あ
る
。
即
ち
冒
頭
の
第
一
句
に

は
一
見
し
た
と
こ
ろ
「
燈
火
」
の
み
が
目
に
留
ま
る
が
、
実
は
「
密
や
か
に
街
路
に
（
燈

火
と
月
影
の
）
光
が
満
ち
る
」
と
読
む
方
が
正
鵠
を
射
て
お
り
、
こ
の
故
に
こ
そ
第
十

四
句
以
下
で
「
月
も
ま
た
秘
蔵
の
荘
厳
よ
り
解
き
放
た
れ
{
ｄ
ｅ
ｒ
Ｍ
〇
乱
ぺ
｝
｛
〇
～
～
ｅ
ｔ

ｇ
ｅ
ｈ
ｅ
ｉ
ｍ
　
ｎ
ｕ
ｎ
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
｝
、
霊
気
溢
れ
る
夜
が
到
来
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
見
て
く
る
と
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
の
詩
想
は
、
「
分
別
知
」
を
越
え
た

「
美
の
直
観
」
つ
ま
り
「
叡
知
直
観
の
客
観
化
」
と
し
て
浪
漫
風
の
無
限
へ
の
憧
憬
を
掻

き
立
て
る
に
留
ま
ら
ず
、
歴
史
上
の
現
実
に
根
ざ
し
た
「
意
識
の
公
道
」
を
も
歩
み
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ー
ト
ス

「
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
祝
祭
」
を
人
倫
の
顕
在
化
と
解
し
た
シ
ラ
ー
の
説
く
よ
う
に
、
「
人
倫

の
太
陽
の
軌
道
の
中
へ
と
深
沈
し
て
ゆ
く
」
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
『
パ
ン
と
ぶ
ど

う
酒
』
の
都
市
像
は
一
重
に
彼
方
よ
り
光
明
を
獲
て
霊
妙
幽
玄
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、

他
方
で
史
実
に
適
う
「
人
倫
の
偉
容
」
を
も
形
造
り
、
こ
の
詩
歌
の
第
一
節
は
「
浪
漫

化
」
す
る
「
夜
の
讃
歌
」
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
を
映
す
「
市
民

の
歌
」
と
も
看
倣
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
翻
っ
て
研
究
史
を
振
り
返
る
に
、
十
九
世
紀
以
来
多
分
に
浪
漫
風
色
彩
を
帯
び
た
在

来
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
は
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
が
啓
蒙
期
十
八
世
紀
の
教
訓
詩
や

思
想
詩
の
成
果
を
継
承
し
た
経
緯
を
見
過
し
て
き
た
。
今
後
は
決
し
て
「
浪
漫
詩
文
の

傍
系
」
へ
と
片
付
け
ら
れ
ぬ
よ
う
、
「
啓
蒙
」
の
筋
へ
の
目
配
り
を
忘
れ
ず
、
話
題
の
「
聖

な
る
夜
」
の
考
察
に
際
し
て
と
同
様
に
、
就
ぐ
シ
ラ
ー
抒
情
詩
の
雄
篇
に
彫
り
刻
ま
れ

た
「
人
倫
「
固
Ｅ
片
耳
の
圧
」
な
ど
基
本
問
題
の
一
層
の
展
開
と
し
て
も
当
作
品
を
読

解
す
べ
き
要
請
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(2)



㈲
　
エ
レ
ウ
シ
ー
ス

圓
「
悲
槍
か
つ
壮
麗
」

　
　
お
お
、
人
間
よ
！
・
　
耳
を
澄
ま
せ
！

　
　
深
い
真
夜
中
は
何
を
か
語
る
？

　
　
「
わ
た
し
は
眠
っ
た
、
わ
た
し
は
眠
っ
た
‘
－
、

　
　
「
深
い
夢
か
ら
わ
た
し
は
目
覚
め
た
。
－
１

　
　
「
世
界
は
深
い
、

　
　
「
昼
が
考
え
た
よ
り
も
深
い
。

　
　
「
世
界
の
悲
し
み
は
深
い
Ｉ
－
、

　
　
「
だ
が
歓
び
は
Ｉ
－
悲
哀
よ
り
も
深
い
。

　
　
「
悲
し
み
は
言
う
。
《
過
ぎ
去
れ
！
・
》
と
。

　
　
「
し
か
し
す
べ
て
の
歓
び
は
、
永
遠
を
欲
す
る
Ｉ
、

　
　
「
－
１
深
い
深
い
永
遠
を
Ｉ
Ｔ
」
」

　
　
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
語
っ
た
』
第
四
部
、
一
八
八
五
年
）

こ
れ
か
ら
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
全
十
八
句
の
終
結
部
（
第

十
四
句
－
第
十
八
句
）
の
考
察
に
向
か
う
に
あ
た
り
、
こ
の
第
一
節
の
基
本
性
格
に

留
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
を
二
言
で
以
っ
て
蔽
え
ば
、
「
悲
恰
か
つ
壮
麗
に
（
口
目
’

だ
叫
に
乱
ｔ
冨
９
｛
催
｝
「
こ
」
（
第
十
八
句
）
と
、
当
詩
節
の
結
句
の
表
現
で
示
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
即
ち
悲
壮
（
パ
ト
ス
）
美
を
指
し
て
お
り
、
右
に
引
い
た
『
ツ

ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
一
節
を
第
四
楽
章
に
て
歌
い
上
げ
、
そ
の
後
に
抒
情
性
豊
か

な
終
楽
章
へ
と
洞
々
と
流
れ
ゆ
く
、
マ
圭
フ
ー
の
第
三
交
響
曲
に
通
ず
る
響
き
に
お

い
て
聴
き
取
ら
れ
る
基
　
調
　
（
（
り
２
乱
｛
～
｝
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
の
詩
想
は
、
と
か
く
「
時
の
分
断
性
や

無
常
性
（
万
物
流
転
、
諸
行
無
常
）
（
３
）
」
の
相
の
下
に
あ
る
（
崇
高
な
精
神
的
瞑
想
～
）
」

と
看
倣
さ
れ
易
く
、
事
実
こ
の
種
の
解
釈
に
礎
を
与
え
る
浪
漫
風
の
「
無
限
へ
の
憧

憬
～
」
」
が
、
当
の
詩
想
展
開
に
孕
ま
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

-

一

一

　゜i

パ

ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

こ
れ
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
悲
壮
美
の
側
面
に
過
ぎ
ず
、
全
体
と
し
て
「
悲
恰

か
つ
壮
麗
に
」
と
正
面
か
ら
歌
い
上
げ
ら
れ
た
基
本
性
格
を
尽
く
す
も
の
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
遁
世
の
方
向
で
掴
ま
れ
、
心
情
の
内
面
へ
と
閉
じ
ゅ
く
「
霊
感
(
Ｂ
ｅ
ｇ
ｅ
ｉ
　
‐

ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）
（
６
）
」
を
事
と
す
る
浪
漫
風
解
釈
に
は
、
更
に
そ
れ
を
一
層
と
深
め
る
「
空

無
を
孕
む
内
面
の
飛
翔
（
ヱ
）
も
萌
え
ず
、
ま
た
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
の
都
市

像
に
兆
し
た
歴
史
的
現
実
へ
の
壮
観
も
聞
か
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
８
）
。
逆
に
西
欧
キ

リ
ス
ト
者
の
既
成
意
識
が
、
目
下
の
歴
史
的
現
実
を
空
想
で
偽
ら
ず
「
乏
し
き
時
代

（
９
）
」
（
第
七
節
、
第
コ
ー
ニ
句
）
と
見
据
え
つ
つ
も
、
尚
こ
の
苛
酷
な
史
実
に
さ
え
何

処
か
で
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
（
1
0
）
」
へ
と
兆
す
契
機
を
、
倦
む
こ
と
な
く
問
い
求
め

つ
つ
「
至
福
」
の
彼
方
へ
無
限
に
理
念
追
求
し
て
ゆ
く
。
此
所
で
意
識
の
現
実
は
、

空
無
を
孕
み
既
成
の
殻
を
突
き
破
る
悲
壮
美
を
帯
び
、
濃
淡
細
や
か
な
詩
想
を
展
開

す
る
。
こ
の
詩
想
展
開
の
予
兆
と
し
て
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」

は
、
文
字
通
り
「
悲
槍
か
つ
壮
麗
に
」
た
ち
現
わ
れ
る
。

　
引
用
し
た
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
一
節
の
言
葉
を
援
用
す
れ
ば
、
諸
行
無
常

を
説
く
遁
世
風
の
「
悲
し
み
は
言
う
。
《
過
ぎ
去
れ
！
・
》
と
」
、
つ
ま
り
厭
離
機
上
し

て
想
像
の
翼
に
乗
り
「
霊
感
」
の
力
で
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
へ
飛
翔
せ
よ
と
説

く
。
だ
が
『
省
察
』
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
こ
れ
を
「
高
み
へ
と
落
ち
込
む
（
ｕ
）
」
と

自
戒
す
る
。
そ
こ
で
中
観
を
目
指
し
「
至
福
」
が
空
無
を
孕
め
ば
、
「
す
べ
て
の
歓
び

は
、
永
遠
を
欲
す
る
Ｉ
―
、
－
－
深
い
深
い
永
遠
を
！
」
と
ニ
ー
チ
エ
風
に
言
う
に

恥
じ
ぬ
詩
想
が
萌
え
る
。
蓋
し
「
永
遠
」
と
は
此
所
で
、
一
重
に
彼
岸
の
み
に
あ
ら

ぬ
此
岸
の
問
題
で
も
あ
り
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
は
就
く
個
別
霊
魂
の
不
滅
を
問

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
ド
イ
ツ
精
神
と
で
も
言
え
る
特
殊
な
歴
史
的
現
実
が
「
永

遠
を
欲
す
る
１
－
、
－
深
い
深
い
永
遠
を
！
・
」
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

池
　
「
神
の
国
」

　
昔
日
ヘ
ー
ゲ
ル
だ
ち
と
共
に
若
き
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
『
新
約
聖
書
』
の
神
観
を
踏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七

(3)



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

ま
え
た
救
済
史
の
展
望
の
下
に
、
「
合
言
葉
－
１
神
の
国
（
内
２
　
ｃ
ｈ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｓ
）
」
で
以

て
、
「
深
い
深
い
永
遠
」
を
望
ん
で
い
た
。

　
　
僕
た
ち
が
神
の
国
と
い
う
合
言
葉
を
交
し
て
別
れ
て
以
来
、
折
に
触
れ
君
か
僕
の
こ
と

　
　
を
想
い
出
し
て
く
れ
た
と
僕
は
確
信
し
て
い
る
（
1
2
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
九
四
年
七
月
一
〇
日
ヘ
ー
ゲ
ル
宛
）

更
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
続
け
て
言
う
。
「
各
人
が
ど
ん
な
に
変
わ
ろ
う
と
も
、
確
か
に

こ
の
合
言
葉
で
僕
た
ち
は
お
互
い
を
認
め
合
え
る
こ
と
だ
ろ
う
（
1
3
）
」
。
こ
の
「
合
言

葉
」
は
翌
一
七
九
五
年
一
月
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
宛
て

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
葉
と
し
て
「
神
の
国
が
来
る
。

て
は
い
け
な
い
！
・
（
1
4
）
」
と
表
現
さ
れ
る
。

た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
書
簡
に
お
い
て
、

僕
ら
は
無
為
に
于
を
批
い
て
い

　
「
神
の
国
が
来
る
」
と
は
決
し
て
浪
漫
風
遁
世
を
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
「
深
い
深
い

永
遠
」
が
現
実
と
な
る
こ
と
を
志
向
し
て
お
り
、
目
下
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
二
七

八
九
年
七
月
）
以
降
の
史
実
と
並
ん
で
、
カ
ン
ト
哲
学
と
古
典
ギ
リ
シ
ア
が
話
題
と

な
る
。

　
　
僕
は
目
下
か
な
り
集
中
し
て
仕
事
を
し
て
い
る
。
カ
ン
ド
と
ギ
リ
シ
ア
人
達
が
唯
一
と

　
　
も
言
え
る
僕
の
読
書
な
の
だ
。
殊
に
批
判
哲
学
の
美
学
方
面
に
造
詣
を
深
め
よ
う
と
僕

　
　
は
努
め
て
い
る
（
1
5
）
。

右
一
七
九
四
年
七
月
一
〇
日
ヘ
ー
ゲ
ル
宛
書
簡
で
既
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
精
魂
傾
け

る
対
象
を
こ
う
描
い
て
い
る
。
か
つ
て
『
新
約
聖
書
』
の
『
マ
ル
コ
福
音
書
』
で
社
、

「
時
　
（
ｏ
　
Ｋ
ａ
Ｌ
ｐ
ｏ
ｃ
)
が
満
ち
、
神
の
国
（
f
l
　
Ｐ
ａ
Ｏ
ｉ
Ｘ
ｌ
ａ
　
Ｔ
ｏ
ｖ
　
　
　
＆
ｅ
ｏ
ｖ
)
が
近
付
い

た
。
回
向
し
福
音
を
信
ぜ
よ
（
1
6
）
」
（
第
一
章
、
第
一
五
節
）
と
説
か
れ
た
。
今
や
『
パ

ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
は
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
福
音
が
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
に
高
鳴
り
、

西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
既
成
意
識
に
向
か
い
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
へ
と
「
回
向

し
（
美
の
）
福
音
を
信
ぜ
よ
」
と
呼
び
覚
聡
す
。

　
そ
れ
迄
の
学
知
に
対
す
る
カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
優
位
と
、
革
命
下
で
の
旧
体
制
崩

壊
と
共
和
国
樹
立
（
一
七
九
二
年
九
月
）
は
、
「
時
が
満
ち
、
神
の
国
が
近
付
い
た
」

九
八

こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
こ
の
背
景
を
抜
き
に
し
て
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
詩
想
を
、

そ
れ
自
体
完
結
し
た
言
語
芸
術
作
品
と
し
て
読
む
文
学
研
究
の
趨
勢
は
（
1
7
）
、
恐
ら
く

本
を
見
て
森
を
見
ず
の
観
を
免
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
故
に
本
論
と
し
て
は
、
こ
の
第

一
節
「
聖
な
る
夜
」
の
終
結
部
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
予
め
先
行
す
る
詩
節
（
第

一
句
－
第
十
三
句
）
を
、
話
題
の
「
深
い
深
い
永
遠
を
欲
す
る
」
「
神
の
国
」
と
の
関

連
で
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
静
か
に
安
ら
う
都
市
。
ひ
そ
や
か
に
街
路
に
は
（
燈
火
と
月
影
の
）
光
が
満
ち
、

　
　
　
　
　
し
て
松
明
に
飾
ら
れ
て
、
騒
然
と
馬
車
は
疾
駆
し
過
ぎ
去
る
。

　
　
　
　
満
ち
足
り
て
家
路
へ
と
、
昼
間
の
歓
び
に
別
れ
を
告
げ
、
安
ら
ぎ
を
求
め
歩
み
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
く
人
々
。

　
　
　
　
　
し
て
収
支
得
失
を
慮
る
思
慮
深
い
家
長
は

　
　
五
　
悠
然
と
和
や
か
に
わ
が
家
に
く
つ
ろ
ぐ
。
（
黄
昏
の
今
は
）
葡
萄
も
花
束
も
な
く
、

　
　
　
　
　
し
て
手
仕
事
の
品
々
も
な
く
安
ら
う
、
（
昼
間
は
）
忙
し
き
広
場
の
市
場
。

　
　
　
　
だ
が
他
方
、
竪
琴
の
音
が
彼
方
の
庭
園
か
ら
響
い
て
く
る
。
恐
ら
く
は

　
　
　
　
　
そ
こ
で
恋
人
が
奏
で
、
或
い
は
孤
独
な
者
が

　
　
　
　
彼
方
の
友
を
思
い
つ
つ
、
ま
た
若
き
日
を
偲
び
つ
つ
。
し
て
噴
泉
が

　
一
〇
　
　
個
々
と
湧
き
、
清
冽
な
水
し
ぶ
き
を
あ
げ
遜
り
、
芳
香
に
匂
う
花
壇
を
言
し
て

　
　
　
　
　
　
　
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
ひ
そ
や
か
に
黄
昏
の
夜
気
に
響
き
渡
た
る
晩
鐘
の
音
。

　
　
　
　
　
し
て
時
刻
を
想
い
、
そ
の
数
を
夜
警
は
声
高
に
呼
ば
わ
る
。

　
　
　
　
今
や
又
あ
る
息
吹
き
が
到
来
し
、
林
苑
の
樹
頭
を
（
天
上
へ
と
）
揺
り
動
か
す
（
1
8
）
。

　
　
　
（
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
一
八
〇
〇
年
－
○
一
年
、
第
一
節
、
第
一
句
－
第
コ
ニ
句
）

冒
頭
六
句
で
文
字
通
り
「
安
ら
ぐ
（
：
　
～
ｈ
ｅ
ｔ
　
：
　
ｒ
ｕ
ｈ
ｅ
ｎ
　
：
　
２
日
　
：
）
」

（
第
一
句
、
第
三
句
、
第
六
句
）
の
は
、
単
に
外
界
の
都
市
像
の
み
な
ら
ず
、
実
は
同

時
に
「
深
い
深
い
永
遠
」
を
望
む
心
で
も
あ
り
、
何
時
と
は
な
し
に
魂
の
願
い
は
「
神

自
身
」
た
る
「
安
ら
ぎ
（
認
）
を
目
指
し
て
い
る
。
蓋
し
契
機
は
遁
世
に
な
く
、
現
世

の
日
常
性
に
根
ざ
し
た
謹
厳
な
市
民
意
識
に
宿
り
、
「
神
の
国
」
は
彼
岸
な
ら
ぬ
此
岸

の
現
実
の
問
題
と
な
る
。

(4)



　
文
字
通
り
「
過
ぎ
去
る
(
ｈ
ｉ
ｎ
w
ｅ
ｇ
）
」
（
第
二
句
）
の
は
、
「
松
明
に
飾
ら
れ
て
」
、

宮
廷
オ
ペ
ラ
文
化
の
夜
会
を
目
指
す
門
閥
の
「
馬
車
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
二
句
で

「
騒
然
と
疾
駆
し
過
ぎ
去
る
」
と
歌
わ
れ
、
こ
れ
と
の
明
暗
の
下
に
都
市
民
の
生
活
圏

に
は
「
ひ
そ
や
か
に
（
燈
火
と
月
影
の
）
光
が
満
ち
」
（
第
一
句
）
る
。
す
な
わ
ち
夜

（
第
十
一
句
）
や
「
息
吹
き
」
（
第
十
三
句
）
に
よ
り

形
造
ら
れ
る
音
響
の
世
界
も
、
こ
の
現
実
の
聖
化
を
一
層
と
際
立
た
せ
る
契
機
で
あ

り
、
言
わ
ば
「
音
楽
の
射
影
（
2
0
）
」
か
ら
「
魂
の
歌
声
（
2
1
）
」
が
響
く
近
世
ド
イ
ツ
市
民

意
識
に
お
い
て
、
「
深
い
深
い
永
遠
」
を
求
め
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
へ
の
巨
歩
が

踏
み
出
さ
れ
ん
と
し
て
い
る
。
此
所
に
お
い
て
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
は
、
「
月
」

（
第
一
四
句
）
と
「
星
辰
」
（
第
十
六
向
）
の
光
明
に
充
ち
て
、
「
霊
気
溢
れ
る
夜
（
圧
の

Ｚ
肖
耳
）
」
（
第
十
五
句
）
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

（
第
九
句
）
を
始
め
、
「
晩
鐘
」

　
　
　
　
　
　
Ｉ
χ
４
Ｓ
４

ぶ
　
「
月
夜
」

　
　
　
　
　
Ｓ
ｉ
ｅ
ｈ
　
!

　
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
　
ｕ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
｡
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ｄ

　
一
五
　
Ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｔ
　
ｇ
ｅ
ｈ
ｅ
ｉ
　
ヨ
～
ｎ
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
;
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ａ
ｒ
m
e
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
｡
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
　
k
o
m
m
ｔ
｡

　
　
　
　
　
V
o
l
l
　
m
i
ｔ
　
Ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
w
ｏ
ｈ
ｌ
　
w
ｅ
ｎ
ｉ
ｅ
r
　
ｂ
ｅ
ｋ
ｉ
ｌ
ｍ
ヨ
ｅ
ｒ
ｔ
　
ｕ
m
　
ｕ
ｎ
ｓ
｡

　
　
　
　
Ｇ
ｌ
ａ
ｎ
ｚ
ｔ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｕ
ｎ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
ｄ
ｏ
ｒ
ｔ
｡
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｍ
ｄ
ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
I
く
[
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

　
　
　
　
　
Ｔ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｂ
ｉ
ｒ
ｇ
ｅ
ｓ
ｈ
ｏ
ｈ
ｎ
　
ｔ
ｒ
ａ
ｕ
ｒ
i
R
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
i
g
　
ｈ
ｅ
ｒ
ａ
ｕ
ｆ
.

　
　
　
　
　
見
よ
！
・
　
し
て
我
ら
の
大
地
の
影
像
た
る
月
も

　
一
五
　
ま
た
秘
蔵
の
荘
厳
よ
り
解
き
放
た
れ
、
霊
気
溢
れ
る
夜
が
到
来
す
る
。

　
　
　
　
　
星
辰
に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
は
、
恐
ら
く
私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
、

　
　
　
　
彼
方
で
光
明
を
放
ち
、
驚
嘆
さ
せ
、
人
間
で
は
異
邦
の
者
と
し
て

　
　
　
　
　
山
頂
の
上
高
く
、
悲
恰
か
つ
壮
麗
に
立
ち
現
わ
れ
る
（
2
2
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
、
第
一
四
句
－
第
一
八
句
）

大
自
然
の
月
影
は
実
は
既
に
第
一
句
で
街
路
の
燈
火
と
共
に
歌
わ
れ
て
い
た
と
考
え

五
　
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
ひ
そ
や
か
に
街
路
に
は
（
燈
火
と
月
影
の
）
光
が
満
ち
（
ｓ
ｔ
i
l
l
　
w
i
ｒ
ｄ

ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｒ
l
e
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
）
」
（
註
（
1
8
）
）
と
第
｝
句
後
半
が
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
と
は
な
く
目
立
た
ず
に
い
た
月
影
が
、
第
十
四
句
で
直
接
名
指
し
さ
れ
、
第
十

五
句
で
「
霊
気
溢
れ
る
夜
」
と
と
も
に
現
わ
れ
て
、
正
に
今
や
月
夜
が
確
認
さ
れ
る
。

　
此
所
で
神
話
象
徴
の
知
識
の
豊
か
な
読
者
は
、
「
月
」
や
「
夜
」
を
め
ぐ
り
様
々
な

連
想
を
逞
し
く
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
神
話
や
『
聖
書
』
に
関

す
る
事
典
類
に
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
は
目
下
控
え
た
方
が
賢
明
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
第
十
三
句
ま
で
着
実
な
足
取
り
で
歌
い
上
げ
ら
れ
た
市
民
生
活
の
日

常
か
ら
急
に
逸
脱
し
て
、
空
想
と
博
識
な
す
非
現
実
へ
と
向
か
う
こ
と
は
唐
突
の
感

を
免
れ
難
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
自
然
科
学
の
成
果
の
方
を
此
所
で
は
留
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
今
日
な
ら
一
般
化
し
た
認
識
、
月
が
地
球
の
囲
り
を
回
り
、

月
影
は
地
球
か
ら
見
え
る
日
光
の
残
影
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
第
十
四

句
で
「
我
ら
の
大
地
の
影
像
」
と
さ
れ
る
「
月
」
が
理
解
し
易
く
な
る
。
文
脈
で
は

一
度
こ
の
様
に
控
え
目
に
把
え
ら
れ
た
「
月
」
が
、
引
き
続
く
第
十
五
句
で
「
秘
蔵

の
荘
厳
よ
り
解
き
放
た
れ
」
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
月
」
の
霊
妙
さ
は
、
古
来
の
神
話
象
徴
か
ら
取
ら
れ
た
説
明
に
依
存
せ
ず
、
む
し

ろ
目
下
の
都
市
像
に
根
を
張
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
か
ら

　
　
　
４
１
　
　
　
　
　
　
じ
ん
か
ん

既
に
月
影
は
光
明
を
人
間
に
投
げ
か
け
て
お
り
、
そ
の
光
の
下
に
万
象
が
生
気
を
獲

得
し
て
い
る
。
「
孤
独
な
者
」
（
第
八
句
）
の
心
も
月
影
の
下
に
映
え
、
「
溶
々
と
湧
く

噴
泉
」
（
第
九
句
以
下
）
の
清
冽
な
水
し
ぶ
き
も
、
月
の
先
に
照
ら
さ
れ
息
吹
く
。
そ

の
他
の
形
象
も
全
て
「
月
」
を
抜
き
に
し
た
な
ら
ば
色
槌
せ
る
で
あ
ろ
う
。
第
十
四

句
で
直
接
に
語
ら
れ
る
以
前
に
、
そ
れ
と
な
く
「
月
」
の
霊
妙
さ
は
日
常
の
都
市
像

に
大
き
な
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
従
っ
て
第
十
五
句
で
「
秘
蔵
の
荘
厳
よ
り
解
き

放
た
れ
」
と
歌
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
既
に
歌
わ
れ
た
詩
歌
象
徴
の
中
で
「
月
」

の
果
た
し
て
い
る
甚
大
な
働
き
の
確
認
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
形
而
上
の
神
話
風
文
飾
を
慎
し
み
、
形
而
下
の
現
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

何
時
と
は
な
し
に
気
付
か
ぬ
う
ち
に
日
常
経
験
の
次
元
に
留
ま
ら
ぬ
霊
域
へ
と
開
か

九
九

(5)



」＿

／Ｘ

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

れ
て
ゆ
く
。
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
の
「
夜
」
が
第
十
五
句
で
「
霊
気
溢
れ
る
」

と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
も
こ
こ
に
あ
り
、
既
に
確
認
し
た
「
我
ら
の
大
地
の
影
像
」
に

過
ぎ
な
い
「
月
」
（
第
十
四
句
）
が
こ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
詩
想
が
、
「
高

み
へ
と
落
ち
込
む
」
（
註
介
１
１
）
）
「
霊
感
」
（
註
（
６
）
）
を
控
え
る
の
は
、
丁
度
カ
ン
ト

　
但
し
『
純
粋
理
性
批
判
』
も
認
め
て
い
る
通
り
、
「
可
能
な
経
験
の
領
域
を
越
え
」

て
「
こ
の
限
界
を
踏
み
出
す
自
然
な
傾
向
を
人
間
理
性
が
有
し
て
い
る
（
2
4
）
」
こ
と
も

否
定
で
き
な
い
。
故
に
、
「
人
間
理
性
」
の
「
格
別
な
運
命
」
は
、
「
拒
否
で
き
得
な

い
（
形
而
上
の
）
様
々
な
問
い
（
刀
心
～
）
に
悩
ま
さ
れ
る
（
2
5
）
」
こ
と
に
あ
る
。
同

様
に
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
場
合
も
、
詩
歌
象
徴
は
目
先
の
「
可
能
な
経
験
の
領

域
を
越
え
」
て
、
何
時
と
は
な
し
に
人
間
存
在
の
根
源
へ
と
問
い
を
向
け
る
。
前
述

の
如
く
冒
頭
の
都
市
像
に
宿
る
「
安
ら
ぎ
」
が
竟
に
は
心
の
究
極
の
平
安
を
目
指
す

よ
う
に
、
「
孤
独
」
（
第
八
句
）
と
て
も
心
理
情
緒
の
断
面
を
切
開
す
る
よ
り
は
、
む

し
ろ
「
純
粋
な
離
在
（
2
6
）
」
の
遥
か
彼
方
へ
と
猷
ヤ
さ
れ
た
魂
に
根
を
張
る
。
か
く
朴

り
の
空
無
へ
と
開
か
れ
た
詩
想
に
お
い
て
こ
そ
、
「
噴
泉
が
溶
々
と
湧
き
」
（
第
九
句

以
下
）
、
「
晩
鐘
の
音
」
（
第
十
一
句
）
や
「
夜
警
の
声
」
（
第
十
二
句
）
が
反
響
し
、

「
あ
る
息
吹
き
が
（
天
上
へ
と
）
揺
り
動
か
す
」
（
第
十
三
句
）
の
で
あ
り
、
「
月
も
ま

た
秘
蔵
の
荘
厳
よ
り
解
き
放
た
れ
」
（
第
十
四
句
以
下
）
、
「
雲
気
溢
れ
る
夜
が
到
来
す

る
」
（
第
十
五
句
）
の
で
あ
る
。
故
に
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
の
「
月
」
と
「
夜
」

は
、
日
常
意
識
の
現
実
か
ら
離
れ
反
れ
て
空
想
と
熱
狂
へ
と
天
翔
る
心
情
を
惹
起
す

る
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
地
道
に
眼
前
の
経
験
を
心
の
奥
底
へ
と
深
め
つ
つ
、
「
深

い
深
い
永
遠
」
を
望
む
「
魂
の
歌
声
」
に
協
和
し
て
ゆ
く
詩
歌
象
徴
と
看
倣
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

ぜ
「
星
辰
」

一
九
五
　
恐
ら
く
私
達
の
世
界
（
こ
の
地
球
は
）
、
一
粒
の
砂
の
ご
と
く

一
〇
〇

　
　
　
　
天
空
の
大
海
原
に
漂
う
、
悪
の
祖
国
な
の
だ
！

　
　
　
　
星
辰
は
恐
ら
く
光
明
に
変
容
し
た
諸
霊
の
住
居
で
あ
り

　
　
　
　
こ
の
世
で
悪
徳
が
支
配
す
る
よ
う
に
、
か
し
こ
で
は
有
徳
が
君
臨
し
て
い
る
の
だ
。

　
　
　
　
そ
し
て
卓
越
性
少
な
き
、
゛
宇
宙
の
当
地
点
（
こ
の
地
球
）
は
（
但
し
）

二
〇
〇
大
い
な
る
万
有
の
中
で
は
、
（
何
ら
か
の
）
完
璧
さ
に
役
立
っ
て
い
る
の
だ
（
2
7
）
。

　
　
　
　
　
　
（
ハ
ラ
ー
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
第
三
書
、
第
一
九
五
句
－
第
二
〇
〇
句
）

（
悪
の
祖
国
Ｅ
ｅ
ｓ
　
Ｕ
ｂ
ｅ
ｌ
ｓ
　
Ｖ
ａ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
l
a
乱
）
」
た
る
現
実
が
「
（
何
ら
か
の
）
完
璧
さ

｛
べ
ｏ
｝
Ｆ
ｏ
～
～
～
高
圧
に
役
立
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
筋
は
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

の
第
三
部
の
言
葉
で
「
乏
し
き
時
代
(
ｄ
ｕ
ｒ
ｆ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
　
｛
｝
」
（
註
（
９
）
）
に
あ
る
詩
人

の
祖
国
ド
イ
ツ
が
、
同
時
に
「
（
古
典
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
聖
火
を
宿
す
）
西
欧
の
果
実

(
Ｆ
ｆｕ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
）
（
2
8
）
」
（
第
九
節
、
第
一
五
〇
句
）
と
掴
み
直
さ
れ
る
件

に
呼
応
す
る
。
詩
想
は
ハ
ラ
ー
の
場
合
、
啓
蒙
理
性
の
一
般
普
遍
性
に
留
ま
っ
て
い

る
の
に
対
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
お
い
て
は
歴
史
意
識
の
内
な
る
宇
宙
空
間
を
「
至

福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
（
註
（
1
0
）
）
へ
と
遡
求
す
る
。
悠
久
な
る
彼
方
の
「
星
辰
」
の
世

界
、
つ
ま
り
「
光
明
に
変
容
し
た
諸
霊
の
住
居
（
ｅ
ｉ
ｎ
　
S
i
ｔ
ｚ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
）
」

は
、
内
観
に
宿
る
魂
の
古
里
た
る
「
あ
ら
ゆ
る
神
々
の
住
居
(
Ｈ
ａ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
H
i
ヨ
m
l
i
-

ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
a
l
l
e
）
（
2
9
）
」
、
す
な
わ
ち
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
反
響
し
合
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
様
に
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
の
「
星
辰
に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
」

（
註
（
９
９
一
）
）
は
、
後
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
に
お
け
る
「
清
澄
な
る
（
ぼ
踪
ｑ
）

大
気
（
3
0
）
」
（
第
六
四
句
）
と
呼
応
し
、
「
西
欧
の
夜
」
と
「
ギ
リ
シ
ア
の
昼
」
と
の
明

暗
が
見
事
に
形
造
ら
れ
る
。
「
夜
」
に
「
月
影
」
が
輝
く
よ
う
に
、
「
昼
」
に
は
丁
度

ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
如
き
太
陽
が
燃
え
る
。
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
四
節
に

お
け
る
讃
歌
燃
焼
の
只
中
で
召
喚
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
太
陽
の
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
が
君

臨
す
る
悲
劇
祝
祭
の
時
空
で
あ
り
、
就
く
ポ
イ
ボ
ス
神
に
撃
た
れ
た
オ
イ
デ
ィ
プ
ー

ス
の
雄
姿
が
言
わ
ば
「
星
辰
」
の
如
く
輝
く
。
即
ち
灼
熱
の
日
輪
に
も
紛
う
神
に
射

ら
れ
、
悲
雄
の
心
が
暗
闇
に
覆
わ
れ
る
や
、
正
に
こ
の
魂
の
夜
へ
と
西
欧
意
識
は
親

和
す
る
の
で
あ
る
。

(6)



　
蓋
し
群
雲
の
闇
夜
は
、
彼
方
の
「
清
澄
な
る
大
気
か
ら
雷
鳴
と
と
も
に
、
眼
界
を

過
り
突
入
し
て
来
る
偉
大
な
る
運
命
Ｅ
ａ
ｓ
　
ｇ
ｒ
ｏ
Ｂ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｋ
）
」
（
註
（
3
0
）
）
を
浮
き

彫
り
に
し
、
こ
の
「
偉
大
な
る
運
命
」
が
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
神
観
に
も
恥
じ
ぬ
「
清

澄
な
る
神
気
」
（
註
（
3
0
）
）
の
座
ギ
リ
シ
ア
の
象
徴
と
し
て
召
喚
さ
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
こ
の
様
な
心
意
識
の
内
外
に
お
け
る
呼
応
関
係
は
未
だ
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

第
一
節
の
み
か
ら
は
解
か
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
前
述
の
大
筋
を
留
意
し
な
い
で
、

「
夜
」
の
神
話
が
ど
う
の
こ
う
の
と
言
っ
て
み
た
所
で
（
3
1
）
、
詩
想
の
核
心
に
迫
れ
る
わ

け
で
は
な
か
ろ
う
。
従
っ
て
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
が
、
第
四
節
「
至
福
な
る
ギ
リ

シ
ア
」
へ
と
詩
想
展
開
す
る
母
胎
に
他
な
ら
な
い
点
を
、
此
所
で
は
ま
ず
忘
れ
な
い

よ
う
に
し
て
お
き
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
右
引
用
の
ハ
ラ
ー
の
詩
歌
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
（
一
七
三
四
年
）
第

三
書
の
第
一
九
七
句
と
第
一
九
八
句
は
、
カ
ン
ト
の
著
書
『
天
界
の
一
般
自
然
史
と

理
論
』
（
一
七
五
五
年
）
第
三
部
「
星
辰
の
住
民
に
つ
い
て
（
3
2
）
」
に
お
い
て
も
話
題
と

さ
れ
て
い
る
箇
所
で
ハ
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
－
○
一
年
）
成
立
の
背

景
に
あ
る
啓
蒙
十
八
世
紀
の
神
観
を
伺
わ
せ
る
。
つ
ま
り
当
時
は
な
お
絶
対
空
間
と

か
絶
対
時
間
が
話
題
に
さ
れ
る
ほ
ど
精
緻
な
数
学
秩
序
を
範
型
と
し
て
宇
宙
が
考
察

さ
れ
て
お
り
（
3
3
）
、
恒
常
な
る
「
星
辰
」
の
形
造
る
「
天
界
の
諧
音
(
Ｓ
ｐ
ｈ
ａ
ｒ
ｅ
ｎ
ｍ
ｕ
ｓ
i
k
）

（
3
4
）
」
が
「
有
徳
」
（
註
介
）
）
と
響
き
合
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
二
つ
の
こ
と
が
心
情
を
恒
に
弥
増
す
新
た
な
驚
嘆
と
畏
敬
で
み
た
す
。
一
層
と
度
重
ね

　
　
心
こ
め
て
思
案
を
め
ぐ
ら
せ
ば
め
ぐ
ら
す
程
。
そ
れ
は
わ
が
頭
上
に
輝
く
星
辰
の
天
界

　
　
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
i
ｒ
ｎ
ｔ
ｅ
　
H
i
m
m
e
ltｉ
ｂ
ｅ
ｒ
　
m
言
と
、
わ
が
内
な
る
道
徳
律
(
ｄ
ａ
ｓ

m
o
ｒ
a
l
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

　
　
（
い
ｅ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
　
i
n
ヨ
言
で
あ
る
（
3
5
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
一
七
八
八
年
、
結
語
）

先
に
「
神
の
国
」
（
註
（
1
2
）
）
と
の
関
連
で
話
題
と
し
た
「
カ
ン
ト
と
ギ
リ
シ
ア
人
達
」

（
註
（
1
5
）
）
が
、
目
下
の
「
星
辰
」
と
深
く
係
わ
る
。
後
者
ギ
リ
シ
ア
人
達
の
場
合
は
、

就
く
前
述
の
「
偉
大
な
る
運
命
」
（
註
（
3
0
）
）
の
方
が
本
筋
で
あ
っ
て
、
数
学
秩
序
な

す
「
天
界
の
諧
音
」
（
註
（
3
4
）
の
方
は
む
し
ろ
表
層
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
。

七
　
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

　
同
様
に
カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
お
い
て
も
、
重
心
は
む
し
ろ
「
わ
が
内
な
る
道
徳
律
」

に
懸
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
実
は
内
観
が
な
け
れ
ば
、
「
わ
が
頭
上

に
輝
く
星
辰
の
天
界
」
は
映
じ
な
い
と
言
う
の
が
批
判
哲
学
の
説
く
所
だ
か
ら
で
あ

る
。
も
は
や
絶
対
の
実
在
が
、
唯
一
神
に
せ
よ
空
間
時
間
に
せ
よ
、
自
明
の
公
理
と

し
て
立
て
ら
れ
る
か
わ
り
に
、
実
存
の
課
題
と
し
て
「
人
間
と
は
何
者
な
の
か
？

（
Ｗ
ａ
ｓ
　
i
ｓ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
1
く
[
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
　
？
］
」
が
む
し
ろ
間
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
私
は
見
よ
う
天
空
を

人
聞
と
は
何
者
な
の
か
　
　
・
：

　
月
影
そ
し
て
星
辰
を
　
…

し
て
人
の
子
と
は
　
…
（
3
6
）

（
『
詩
篇
』
第
八
歌
、
第
三
節
－
第
四
節
）

『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
十
六
句
に
お
い
て
、
「
星
辰
に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
は
、

恐
ら
く
私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
宵
〇
h
i
　
w
ｅ
ｎ
ｉ
ｇ
　
ｂ
ｅ
ｋ
ｉ
ｉ
ｍ
ヨ
ｅ
耳
ロ
ヨ
～
己
」
（
註

（
2
2
）
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
詩
句
の
文
字
通
り
「
配
慮
日
ｅ
ｋ
ｉ
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
ｎ
」
」
、
或
い
は

「
憂
慮
（
印
ｏ
Ｒ
Ｑ
）
」
が
問
わ
れ
て
お
り
、
当
然
こ
の
裏
で
「
人
間
と
は
何
者
な
の
か
？
」

が
留
意
さ
れ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
此
所
で
は
「
星
辰
」
の
「
夜
」
そ
の
も
の
が

如
何
な
る
も
の
か
を
表
現
す
る
こ
と
は
二
の
次
と
思
わ
れ
、
ま
ず
は
「
人
間
」
に
と

り
「
星
辰
の
夜
」
が
、
「
彼
方
で
光
明
を
放
ち
、
驚
嘆
さ
せ
、
人
間
で
は
異
邦
の
者
と

し
て
山
頂
の
上
高
く
、
悲
憤
か
つ
壮
麗
に
立
ち
現
わ
れ
る
」
（
註
（
2
2
）
）
こ
と
が
肝
要

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

㈲
　
「
理
想
と
入
生
」

　
彼
方
に
輝
く
天
界
が
「
私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
」
（
註
（
2
2
）
）
に
悠
然
と
し
て

い
る
姿
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
第
二
巻
（
一
七
九
九
年
）
第

二
書
の
第
二
八
書
簡
に
収
め
ら
れ
た
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
運
命
の
歌
』
が
良
く
物

語
っ
て
い
る
。
即
ち
「
あ
た
か
も
寝
入
る
乳
呑
児
の
如
く
、
運
命
（
の
重
圧
）
な
く

神
々
は
息
吹
き
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｋ
ｓ
ａ
ａ
ｌ
ｏ
ｓ
｡
　
w
i
e
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ａ
ｆ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ぺ
Ｓ
ａ
ｕ
ｇ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
｡
　
ａ
ｔ
ｈ
ｍ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ

ヨ
ヨ
ヨ
l
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
;
）
、
　
・
：
　
し
て
そ
の
至
福
な
る
眼
は
眺
め
る
Ξ
乱
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｅ
ｕ
ｇ
ｅ
ｎ

一
〇
｝

(7)



八
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
九
巻
　
二
九
九
〇
年
）
　
人
文
科
学

卜
品
～
ペ
∃
Ｆ
～
）
静
か
な
永
遠
の
清
澄
さ
に
て
（
i
n
　
　
　
ｓ
ｔ
i
l
l
e
～
Ｅ
w
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
　
　
Ｋ
ｌ
ａ
ｒ
-

ぼ
Ｆ
）
「
Ｕ
」
（
第
七
句
―
第
一
五
句
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り
、
こ
の
種
の
典

雅
沈
静
な
す
天
空
ギ
リ
シ
ア
神
話
世
界
の
理
念
が
、
ヅ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
著
『
絵
画
と

彫
刻
に
お
け
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
芸
術
作
品
模
倣
論
』
（
一
七
五
五
年
）
に
表
明
さ
れ
た

「
高
貴
な
純
朴
と
静
か
な
偉
容
（
Ｄ
ｌ
ｅ
　
ｅ
ｄ
ｌ
ｅ
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｆ
ａ
ｌ
ｔ
　
ｕ
乱
ｓ
ｔ
i
l
l
e
　
Ｇ
ｒ
ｏ
Ｂ
ｅ
　
…
）
・
：

（
3
8
）
」
に
淵
源
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

　
「
そ
し
て
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
氏
の
ご
と
き
人
物
が
歴
史
の
矩
火
を
か
か
げ
る
と

き
、
思
索
は
そ
の
あ
と
に
従
っ
て
思
い
き
っ
た
歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
3
9
）
」

と
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
（
一
七
六
六
年
）
第
二
六
章
で
古
典
ギ
ゆ
丿
シ
ア

の
福
音
を
唱
導
し
、
引
き
続
き
ゲ
ー
テ
の
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
（
一
七
八
七
年
）
や

シ
ラ
ー
の
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
（
一
七
八
八
年
）
が
こ
れ
に
唱
和
し
た
。
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
眼
前
に
は
、
こ
れ
ら
新
た
な
福
音
の
使
徒
た
ち
の
業
績
が
横
だ
わ
っ
て
お
り
、

引
用
し
た
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
運
命
の
歌
』
こ
そ
先
人
の
足
跡
に
従
っ
た
証
左
に

他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
執
れ
に
お
い
て
も
天
界
ギ
リ
シ
ア
ヘ
の
止
み
難
い
言

　
　
　
1
4
4
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
わ

わ
ば
無
限
の
憧
憬
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
天
界
は
「
静
か
な
永
遠
の
清

澄
さ
」
（
註
（
3
7
）
）
を
湛
え
、
そ
の
様
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
十
六
句
の
「
星
辰

に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
」
に
似
て
、
「
私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
」
（
註
（
2
2
）
）

に
彼
方
で
安
ら
っ
て
い
る
観
を
呈
し
て
い
る
。

　
後
に
『
理
想
と
人
生
』
（
一
八
〇
四
年
）
と
題
さ
れ
た
シ
ラ
ー
の
詩
歌
『
幽
魂
の
国
』

二
七
九
五
年
）
の
冒
頭
で
「
永
遠
に
清
澄
に
し
て
明
鏡
の
如
く
（
Ｅ
w
i
g
　
ｋ
ｌ
ａ
ｒ
　
ｕ
乱

ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
　
：
し
・
：
（
4
0
）
」
と
歌
わ
れ
た
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の
神
界
こ
そ
、
「
私
だ
ち

な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
」
に
い
る
天
界
の
代
表
例
と
し
て
、
話
題
の
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ

オ
ン
の
運
命
の
歌
』
第
七
句
以
下
（
註
（
3
7
）
）
に
と
り
第
一
の
範
例
と
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
『
運
命
の
歌
』
も
『
理
想
と
人
生
』
も
主
眼
は
同
様
に
、
遥
か
彼
方
の
天
界
よ

り
は
む
し
ろ
「
運
命
」
の
重
圧
の
下
に
あ
る
「
人
生
」
の
側
に
あ
り
、
天
界
の
悠
然

と
し
た
特
性
は
そ
こ
か
ら
見
た
「
理
想
」
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
各
詩
歌
の
詩
句
そ
の
も
の
が
語
る
所
で
あ
り
、
印
象
深
い
『
運
命
の

｛
○
二

歌
』
の
結
び
の
部
分
、
「
だ
が
私
達
に
叶
え
ら
れ
し
は
（
｛
｝
ｏ
ｃ
ｈ
　
ｕ
ｎ
ｓ
　
i
ｓ
ｔ
　
ｇ
ｅ
ｇ
ｅ
ｂ
ｅ
已
、

何
処
に
も
安
ら
わ
ぬ
こ
と
（
Ａ
ｕ
ｆ
　
ｋ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
　
ｚ
ｕ
　
ｒ
ｕ
ｈ
ｎ
≒
消
え
ゆ
き
落
ち
ゆ

く
（
Ｅ
ｓ
　
ｓ
ｃ
ｈ
w
i
乱
ｅ
ｎ
｡
　
ｅ
ｓ
　
ｆ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ご
苦
悩
す
る
人
間
は
（
回
ｅ
　
ｌ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
乱
ｅ
ｎ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
-

ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
)
、
盲
目
に
或
る
（
四
｛
乱
Ｆ
顎
く
§
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
}
時
よ
り
別
の
（
時
）
へ
と
(
Ｓ
ｔ
ｕ
乱
ｅ

ｚ
ｕ
ｒ
　
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
｡
）
、
谷
川
が
岩
壁
よ
り
（
Ｗ
ｉ
ｅ
　
W
a
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
　
ｖ
～
Ｋ
ｌ
ｉ
ｐ
ｐ
ｅ
)
ま
た
岩
壁
へ

と
投
げ
出
さ
れ
る
如
く
（
Ｎ
ｕ
　
　
　
Ｋ
ｌ
ｉ
ｐ
ｐ
ｅ
　
　
　
ｇ
ｅ
w
ｏ
ｒ
ｆ
ｅ
ｎ
｡
）
、
幾
年
も
空
漠
の
彼
方
へ
と

(
Ｊ
ａ
ｈ
ｒ
　
ｌ
ａ
ｎ
ｇ
　
i
n
ｓ
　
Ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
w
i
ｓ
ｓ
ｅ
　
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
ご
（
4
1
）
」
（
第
ヱ
ハ
句
－
第
二
四
句
）
と
並
び
、

『
理
想
と
人
生
』
中
央
部
の
最
高
潮
（
第
八
節
、
第
七
七
句
Ｉ
第
八
〇
句
）
が
、
読
者

の
脳
裏
に
は
他
の
箇
所
に
ま
し
て
印
象
深
く
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

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

　
　
溶
々
と
真
理
の
深
く
隠
さ
れ
た
泉
が
溢
れ
。

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

　
　
大
理
石
の
粗
い
岩
肌
も
（
4
2
）
。

典
雅
沈
静
な
す
「
理
想
」
の
天
界
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
が
如
何
に
魅
力
あ
る
「
幽
魂
の
国
」

で
あ
６
　
う
と
も
、
所
詮
は
「
現
世
の
重
き
幻
像
(
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
ぺ
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ

い
『
ｒ
ａ
ｕ
m
b
i
百
（
4
　
3
）
」
に
比
べ
れ
ば
、
重
量
感
の
薄
い
影
の
如
き
存
在
と
し
て
映
ぜ
ざ
る

を
得
ず
、
彼
方
に
漂
う
「
理
想
」
の
天
界
は
こ
の
場
合
「
人
生
」
の
現
実
の
側
か
ら

彩
ら
れ
て
ゆ
く
と
解
さ
れ
る
。

　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
の
「
星
辰
に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
」
も
、
一
面

で
は
こ
の
種
の
「
理
想
」
と
し
て
、
「
人
生
」
の
側
か
ら
見
る
と
「
私
達
な
ど
ま
ず
配

慮
も
せ
ず
」
（
第
十
六
句
）
と
言
っ
た
所
で
あ
る
。
但
し
当
詩
句
の
仏
訳
「
わ
れ
ら
の

人
生
に
は
全
く
無
関
心
で
（
｛
～
こ
乱
ｉ
ｆ
ｆ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
　
ａ
　
ｎ
ｏ
ｔ
ｒ
ｅ
　
ｖ
i
e
｝
（
4
4
）
」
（
ル
ー
訳
）

は
、
余
り
に
こ
の
面
を
強
調
し
過
ぎ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
原
典
は
「
ま
ず
配
慮
も
せ

ず
（
w
ｏ
ｈ
ｌ
　
w
ｅ
ｎ
ｉ
ｇ
　
ｂ
ｅ
ｋ
ｉ
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
萍
）
」
（
註
（
2
2
）
）
と
あ
り
、
決
し
て
「
夜
」
は
「
わ

れ
ら
の
人
生
に
全
く
無
関
心
で
」
は
な
い
。
む
し
ろ
「
夜
」
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

に
お
い
て
何
時
と
は
な
し
に
深
く
現
実
の
生
に
係
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に

述
べ
た
通
り
、
冒
頭
の
第
一
何
よ
り
し
て
「
月
影
」
（
註
（
1
8
）
）
の
光
明
が
目
立
た
ず

(8)



市
民
生
活
を
抱
擁
し
て
い
る
点
に
読
み
取
れ
る
。
従
っ
て
「
夜
」
は
第
十
七
句
の
文

字
通
り
、
大
抵
は
察
せ
ら
れ
る
こ
と
な
き
「
異
邦
の
者
(
Ｆ
ｒ
ｅ
ｍ
ｄ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｎ
）
」
な
の
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
全
く
無
縁
で
超
然
と
し
た
至
高
存
在
と
は
解
さ
れ
得
ず
、
む
し
ろ

目
立
た
ず
そ
れ
と
な
く
現
実
の
生
に
深
く
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
故
に
こ
そ
、
「
霊
気

溢
れ
(
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ａ
ｒ
m
e
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
)
　
ｊ
（
第
十
五
句
）
「
驚
嘆
さ
せ
（
甲
匹
呂
罵
乱
Ｑ
）
」
（
第
十

七
句
）
る
と
歌
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

出
　
「
聖
夜
」

　
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
「
夜
」
が
神
聖
で
あ
る
の
は
、
現
世
離
れ
し
か
摩
詞
不

思
議
に
お
い
て
で
は
な
く
、
日
常
の
現
実
に
対
し
見
事
に
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い

る
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｂ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
w
i
ｒ
ｋ
ｅ
乱
）
「
咎
」
と
言
え
る
幽
玄
霊
妙
に
お
い
て
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」
と
言
う
点
に
お
い
て
、
「
夜
」
は
、
『
パ

ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
詩
想
の
核
心
キ
リ
ス
ト
像
に
繋
が
り
ゆ
く
。
な
ぜ
な
ら
当
キ
リ

ス
ト
像
こ
そ
、
燦
然
と
日
輪
が
輝
く
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
（
註
（
2
9
）
）
の
夕
暮
に

お
い
て
、
ほ
の
白
く
碧
空
に
点
る
月
影
に
似
て
、
何
時
と
は
な
し
に
現
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
そ
れ
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
中
央
部
（
第
二
部
）
で
、
第
五
五
句
よ
り
第
一
〇

六
句
に
か
け
悲
劇
の
誕
生
す
る
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
が
洽
々
と
歌
わ
れ
た
後
に
、

言
わ
ば
付
け
足
し
の
如
く
中
央
部
終
結
な
す
僅
か
二
句
（
第
一
〇
七
句
１
第
一
〇
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す
　
　
く
ら
　
　
ゝ
ｌ
ｓ
χ
χ
４

句
）
で
、
直
接
名
指
し
さ
れ
る
こ
と
な
く
幽
か
に
玄
く
問
わ
れ
て
い
る
と
読
め
る
。

　
　
Ｏ
ａ
ｑ
ｑ
ｔ
叫
ヨ
軸
こ
の
ゴ
謡
子
伜
　
：
’

　
　
或
い
は
も
し
か
す
る
と
神
自
身
も
ま
た
来
臨
し
、
し
か
も
大
の
姿
を
と
り
、

　
　
　
そ
し
て
天
上
の
祝
祭
を
終
結
し
宥
和
し
た
の
だ
（
4
6
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
六
節
終
結
部
）

「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
悲
劇
祝
祭
は
「
神
々
」
な
ら
ぬ
「
神
自
身
」
に
よ
り
「
終

結
し
宥
和
」
さ
れ
る
。
そ
の
「
神
自
身
」
は
昼
間
の
碧
空
に
点
る
月
影
の
慎
ま
し
さ

九
　
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

を
有
し
、
幽
か
に
玄
く
代
名
詞
一
語
一
音
（
ｑ
）
の
中
で
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」

の
で
あ
る
（
4
7
）
。

　
更
に
第
三
部
（
終
結
部
）
の
第
八
節
に
至
る
と
、
こ
の
幽
玄
な
る
神
自
身
が
「
静

か
な
霊
　
（
ｅ
ｉ
ｎ
　
　
　
ｓ
ｔ
i
l
l
e
ｒ
　
　
　
Ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
　
Ｓ
）
」
（
第
コ
ー
九
句
）
と
し
て
、
「
現
わ
れ
(
ｅ
ｒ
-

ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｅ
ｎ
ｅ
ｎ
）
」
（
同
句
）
か
つ
「
消
え
た
(
ｓ
ｃ
ｈ
w
ａ
乱
）
」
（
第
一
三
〇
句
）
と
歌
わ
れ
、

有
無
の
両
義
性
を
孕
ん
だ
濃
淡
細
や
か
な
詩
歌
象
徴
と
な
る
。
こ
の
場
合
も
ま
た

「
（
ギ
リ
シ
ア
の
）
昼
の
終
結
を
告
げ
た
」
（
第
コ
ニ
○
句
）
と
し
て
、
神
自
身
キ
リ
ス

ト
は
夕
暮
の
情
緒
に
宿
る
月
影
を
想
わ
せ
る
。

　
　
竟
に
静
か
な
霊
が
現
わ
れ
、
神
々
し
い
’

　
　
　
安
ら
ぎ
を
与
え
、
昼
の
終
結
を
告
げ
消
え
た
（
4
8
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
二
Ｉ
九
句
－
第
一
三
〇
句
）

後
に
こ
の
様
に
歌
わ
れ
て
ゆ
く
幽
玄
な
神
自
身
キ
リ
ス
ト
誕
生
の
母
胎
と
し
て
、
『
パ

ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
の
「
夜
」
は
、
霊
妙
な
聖
夜
と
な
る
。
双
方
の
本
質
は
今

迄
見
た
通
り
、
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」
と
言
う
点
に
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て

第
一
節
の
「
夜
」
は
、
第
六
節
や
第
八
節
の
キ
リ
ス
ト
像
の
予
兆
と
な
っ
て
い
る
。

素
朴
な
習
俗
に
お
い
て
も
「
聖
夜
」
は
、
神
自
身
キ
リ
ス
ト
誕
生
の
追
憶
に
と
祝
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
追
憶
は
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
に
と
り
親
し
み
深
い
想
い
出
で
あ
り
、

詩
人
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
眼
目
キ
リ
ス
ト
を
こ
れ
に
て
一
層
と
期
待
さ
せ
つ

つ
、
そ
の
神
白
身
来
臨
の
本
意
を
何
時
と
は
な
し
に
真
摯
に
問
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。

ｔ
「
探
求
」
と
「
吟
味
」

　
神
自
身
来
臨
の
真
意
は
一
つ
に
、
既
に
述
べ
た
『
新
約
聖
書
』
の
キ
リ
ス
ト
の
言

葉
、
「
時
が
満
ち
、
神
の
国
が
近
付
い
た
。
回
向
し
福
音
を
信
ぜ
よ
」
（
註
（
1
6
）
）
に

表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
場
合
、
神
自
身
キ
リ
ス
ト
が

「
終
結
し
宥
和
」
（
註
（
4
6
）
）
し
た
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
を
目
指
し
理
念
追
求
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
第
一
節
に
お
い
て
は
未
だ
理
念
追
求
す
べ
き
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三

(9)



一
〇
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
九
巻
　
二
九
九
〇
年
）
　
人
文
科
学

が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
但
し
何
か
し
ら
「
神
の
国
が
近
付
い
た
」
こ
と
の
み
は
、

「
月
影
」
と
「
星
辰
」
の
聖
夜
に
よ
り
、
そ
れ
と
な
く
予
感
（
Ａ
ｈ
ｎ
ｕ
ｎ
ｇ
)
さ
れ
る
。

　
　
Ｎ
ｏ
ｃ
ｈ
　
ａ
ｈ
ｎ
ｄ
'
　
ｉ
ｃ
ｈ
｡
　
ｏ
ｈ
ｎ
ｅ
　
ｚ
ｕ
　
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
.
　
…
…

　
　
な
お
私
は
予
感
し
続
け
て
い
る
、
未
だ
見
い
出
す
こ
と
な
く
。
私
が
問
い
尋
ね
よ
う
と

　
　
も
、
星
辰
（
帥
窓
～
の
）
は
黙
し
て
い
る
。
　
…

　
　
　
蓋
し
そ
れ
は
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
か
の
偉
大
な
る
神
秘
(
ｄ
ａ
ｓ
　
ｇ
ｒ
ｏ
Ｂ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
-

　
　
h
e
i
m
n
i
Ξ
は
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
私
に
生
あ
る
い
は
死
を
与
え
る
の
だ
（
4
9
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
タ
リ
ー
ア
断
片
、
一
七
九
四
年
）

「
生
あ
る
い
は
死
を
与
え
る
」
と
言
え
る
究
極
は
、
「
至
福
（
帥
匹
賢
江
｛
｝
」
へ
の
問
い

と
し
て
立
て
ら
れ
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
は
古
典
ギ
リ
シ
７
　
に
「
偉
大
な
る
神
秘
」

が
探
し
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
先
だ
ち
そ
の
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
に
お
い
て
は
、

「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
（
第
四
節
）
　
へ
の
地
な
ら
し
が
整
え
ら
れ
、
市
民
生
活
の
日

常
が
此
所
で
は
光
明
に
み
た
さ
れ
聖
化
さ
れ
る
。
こ
の
詩
想
展
開
に
お
い
て
「
至
福
」

を
問
う
読
者
は
何
時
と
は
な
し
に
、
「
拒
否
で
き
得
な
い
（
形
而
上
の
）
様
々
な
問
い

に
悩
ま
さ
れ
る
」
（
註
（
2
5
）
）
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
４
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

　
　
一
つ
の
問
い
が
浮
上
す
る
。
こ
の
光
明
で
聖
化
さ
れ
た
時
空
も
果
敢
無
く
消
え
去

り
ゅ
く
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
或
い
は
目
下
歌
わ
れ
た
特
殊
な
十
八
世
紀

末
ド
イ
ツ
の
現
実
こ
そ
、
或
る
普
遍
性
を
獲
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
　
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
1
1
1
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
し

そ
う
な
ら
ば
、
こ
の
「
聖
夜
」
に
敢
て
ド
イ
ツ
精
神
と
言
い
得
る
不
滅
の
証
が
宿
り
、

こ
の
光
明
の
下
に
恐
ら
く
魂
の
不
滅
が
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
「
神
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
こ
　
　
　
　
　
メ
タ
ノ
イ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
ｉ
ｓ
χ

が
近
付
い
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
何
処
へ
心
を
「
回
向
」
し
て
、
何
処
に
魂
の
古
里

を
探
し
「
至
福
」
を
求
め
た
ら
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
か
く
し
て
「
至
福
な
る
ギ

リ
シ
ア
」
は
何
時
と
は
な
し
に
問
わ
れ
て
ゆ
く
。

　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
の
「
聖
夜
」
は
、
こ
の
様
に
探
し
求
め
問
う
点
に
特

色
を
有
す
る
。

　
　
探
し
求
め
よ
（
汐
５
刄
）
、
な
ら
ば
汝
ら
は
見
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
・
：
（
5
0
）

一
〇
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
マ
タ
イ
福
音
書
』
第
七
章
、
第
七
節
）

後
に
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
キ
リ
ス
ト
像
が
敬
い
出
さ
れ
て
か
ら
、
『
パ
ン
と
ぶ

ど
う
酒
』
終
結
第
九
節
で
は
「
信
ぜ
よ
（
回
呂
ぼ
≒
吟
味
せ
し
者
は
（
ミ
ｑ
　
ａ

剪
刃
政
二
）
！
・
（
5
1
）
」
（
第
一
五
二
句
）
と
語
ら
れ
る
。
か
く
し
て
「
探
求
」
と
「
吟
味
」

の
過
程
と
し
て
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
は
正
に
思
想
詩
（
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
己
ｙ
ｒ
i
k
)
と
呼

ば
れ
る
に
相
応
し
い
「
魂
の
歌
声
」
（
註
（
2
1
）
）
と
な
る
。

　
「
信
ぜ
よ
！
」
（
註
（
5
1
）
）
と
は
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
「
福
音
を
信
ぜ
よ
」

（
註
（
1
6
）
）
と
言
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
す
る
所
は
、
「
（
古
典
ギ
リ
シ
ア
文
化

の
聖
火
を
宿
す
）
西
欧
の
果
実
」
（
註
（
2
8
）
）
た
る
歴
史
的
現
実
ド
イ
ツ
精
神
が
「
永

遠
を
欲
す
る
Ｉ
、
’
－
深
い
深
い
永
遠
を
！
」
（
註
（
―
）
）
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り

「
魂
の
歌
声
」
と
し
て
思
想
詩
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
が
誕
生
し
た
こ
と
は
無
駄
で
は

な
か
っ
た
か
否
か
？
　
と
全
詩
篇
を
通
じ
て
「
探
求
」
さ
れ
「
吟
味
」
さ
れ
て
お
り
、

今
や
目
下
話
題
の
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
に
お
い
て
、
「
探
求
」
の
第
一
歩
が
踏
み
出

さ
れ
た
と
言
え
る
。
此
所
で
「
深
い
深
い
永
遠
」
を
望
む
心
は
、
何
時
し
か
魂
の
不

滅
を
問
い
求
め
る
「
無
限
へ
の
憧
憬
」
（
註
（
５
）
）
に
駆
ら
れ
つ
つ
も
、
こ
の
心
根
を

「
吟
味
」
し
「
探
求
」
し
、
竟
に
は
魂
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
ヘ
と
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
既

成
意
識
を
越
え
い
で
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

㈲
「
直
観
」
と
「
探
求
」

　
と
こ
ろ
で
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
「
探
求
」
と
「
吟
味
」
は
、
『
純
粋
理

性
批
判
』
（
初
版
一
七
八
一
年
）
な
ど
カ
ン
ト
哲
学
に
見
ら
れ
る
そ
れ
と
同
様
、
万
人

に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
部
の
盟
友
の
み
が
与
り
得
る
密
　
儀
（
Ｍ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
)

の
様
な
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
第
一
部
の
「
聖
夜
」
が
誰
に
も

光
明
を
投
げ
か
け
、
単
に
浪
漫
情
緒
の
持
主
に
の
み
印
象
深
い
秘
跡
で
な
く
、
遁
世

な
ら
ぬ
日
常
の
現
実
に
根
付
い
て
い
る
点
に
既
に
確
か
め
ら
れ
る
し
、
ま
た
「
聖
夜
」

が
「
わ
れ
ら
の
人
生
に
は
全
く
無
関
心
で
」
（
註
（
4
4
）
）
い
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
目

(川



立
た
ず
そ
れ
と
な
く
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」
（
註
（
4
5
）
）
と
言
え
る
脈
絡
に
見

て
取
れ
る
。

　
蓋
し
開
か
れ
た
と
言
わ
れ
る
新
た
な
契
機
は
何
気
な
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
実
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
有
す
る
大
き
な
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
孤
高
の
詩
人
と
ま
で
称
さ
れ
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
、
こ
れ
程
ま
で
に
心
開
く
こ

と
は
稀
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
第
一
巻
二
七

九
七
年
）
の
母
胎
と
な
る
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
の
青
春
時
代
』
（
一
七
九
五
年
）
で
は
、

明
確
に
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
君
自
身
を
大
切
に
秘
し
て
お
け
（
り
ロ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
訃
）
、
若
き
魂
よ
！
　
君
は
こ
の
世
に

　
　
属
し
て
い
な
い
の
だ
。
こ
の
世
界
と
あ
ま
り
係
わ
る
な
！
・
（
5
2
）

通
例
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
像
が
遁
世
風
浪
漫
情
緒
へ
と
傾
く
の
も
、
こ
の
様
な
詩
人
の
姿

勢
に
由
来
し
て
お
り
、
実
は
こ
ち
ら
の
方
が
看
過
さ
れ
得
な
い
素
直
な
心
根
で
あ
り
、

む
し
ろ
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
よ
う
に
日
常
の
現
実
が
聖
化
さ
れ
る
こ
と
の
方
が

稀
有
な
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
も
し
稀
有
な
詩
想
が
萌
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
如
何
な
る
歌
わ
れ
方
が
可
能

で
あ
っ
た
の
か
？
　
と
問
う
な
ら
ば
、
恐
ら
く
一
つ
の
解
答
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
詩
歌
『
エ

レ
ウ
シ
ー
ス
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
』
（
一
七
九
六
年
）
に
見
い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

当
作
品
も
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
と
同
様
に
、
「
聖
な
る
夜
(
h
e
i
l
'
ｇ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）
」
（
第

八
〇
句
）
を
契
機
と
し
て
歌
わ
れ
、
既
出
一
七
九
四
年
ヘ
ー
ゲ
ル
宛
書
簡
の
「
合
言

葉
－
―
―
神
の
国
」
（
註
（
1
2
）
）
を
踏
ま
え
て
詩
想
展
開
す
る
。
但
し
「
聖
夜
」
は
此
所

で
一
種
の
密
儀
風
閉
鎖
空
間
へ
と
変
貌
し
て
ゆ
く
。

　
　
　
　
か
く
て
密
儀
に
聖
化
さ
れ
し
者
が
自
ら
に
禁
ぜ
し
こ
と
は
、
或
る
賢
明
な
る

　
　
　
　
掟
が
精
神
の
貧
困
な
者
ど
も
に
禁
ぜ
し
こ
と
。
告
げ
知
ら
せ
て
は
な
ら
ぬ
と
言
う

　
八
〇
密
儀
の
聖
な
る
夜
に
見
聞
し
感
得
し
た
こ
と
を
Ｉ
し
5
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
第
七
八
句
－
第
八
〇
句
）

一
一
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

此
所
で
は
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
第
一
巻
と
同
様
に
、
「
霊
感
石
見
Ｑ
ｒ
～
～
品
」
（
5
4
）
」

（
註
（
６
）
参
照
）
が
主
役
を
な
し
、
こ
れ
が
夜
の
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
祝
祭
に
君
臨
す
る

豊
穣
の
女
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
の
「
啓
示
（
〇
喘
～
江
司
白
図
～
）
」
へ
の
導
き
手
と
な

る
。　

　
　
あ
あ
！
　
今
や
汝
の
至
聖
所
の
門
が
自
ら
突
如
開
く
な
ら
ば
、

　
　
　
お
お
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
、
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
玉
座
に
宮
居
す
女
神
よ
！

四
五
　
霊
感
に
陶
然
と
し
て
、
私
は
今
や
感
ず
る
で
あ
ろ
う
、

　
　
　
汝
の
真
近
ゆ
え
戦
慄
を
。

　
　
　
し
て
汝
の
啓
示
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
（
5
5
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
第
四
三
句
－
第
四
七
句
）

「
霊
感
」
に
よ
る
「
啓
示
」
へ
の
道
は
、
就
く
密
儀
の
聖
な
る
「
夜
に
輝
く
星
辰

(
ｇ
ｌ
ａ
ｎ
ｚ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｓ
　
　
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｔ
i
ｒ
ｎ
）
」
（
第
二
七
句
）
が
鏝
め
ら
れ
た
天
空
の
「
直
観
（
ｙ
コ
’

円
ぼ
呂
）
」
（
第
三
〇
句
）
に
没
入
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
　
わ
が
眼
指
は
高
く
、
永
遠
な
る
天
蓋
を
仰
ぎ
、

　
　
　
　
汝
を
見
遣
る
、
お
お
夜
に
輝
く
星
辰
よ
！

　
三
〇
心
意
は
直
観
の
中
で
没
我
へ
と
至
り
、

　
　
　
　
わ
が
も
の
と
呼
び
し
も
の
消
え
去
り
、

　
　
　
　
私
は
不
可
測
の
彼
方
へ
と
身
を
委
ね
、

　
　
　
　
こ
の
中
に
我
在
り
、
我
は
一
切
で
正
に
万
有
な
の
だ
。

　
　
　
　
再
び
我
に
帰
る
と
疎
遠
で
、

　
三
五
　
わ
が
思
考
は
無
限
を
前
に
恐
怖
を
抱
き
、
驚
嘆
し
て

　
　
　
こ
の
直
観
の
深
み
（
Ａ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｎ
ｓ
　
Ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｅ
)
を
掴
み
得
ず
（
5
6
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
第
三
（
句
－
第
三
六
句
）

『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
第
一
巻
な
ら
、
こ
の
「
直
観
の
深
み
」
は
、
「
最
高
善
、
　
・
：

一
切
に
し
て
万
有
、
　
…
　
美
、
　
…
　
新
た
な
神
の
国
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｎ
ｅ
ｕ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ

n
ｅ
ｕ
ｅ
ｓ
　
Ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
)
：
　
お
お
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
、
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
、
天
上
の
本
質

よ
’
１
・
「
Ｕ
」
（
第
一
四
書
簡
）
と
、
甘
美
で
純
粋
乱
砂
が
燃
焼
へ
と
展
開
す
る
こ
と
に
な

一
〇
五
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一
二
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
九
巻
　
二
九
九
〇
年
）
　
人
文
科
学

る
。

　
そ
の
所
謂
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
体
験
へ
の
道
程
に
お
い
て
「
直
観
」
に
基
ず
く
「
霊

感
」
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
「
全
能
」
と
高
唱
し
て
い
る
。

　
　
渾
然
一
体
と
し
た
霊
感
の
全
能
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ａ
Ｕ
ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ｅ
ｅ
ｔ
h
e
i
l
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｅ
ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｅ
)

　
　
に
比
べ
れ
ば
、
如
何
な
る
熱
意
あ
る
人
の
勤
勉
も
実
際
何
と
無
力
な
こ
と
か
（
5
8
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
第
一
巻
、
書
簡
四
）

同
様
に
ヘ
ー
ゲ
ル
も
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
に
お
い
て
、
「
筆
舌
尽
く
し
難
い
感
情
の
深

み
(
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｕ
ｎ
ａ
ｕ
ｓ
ｓ
ｐ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｆ
ｉ
ｉ
ｈ
ｌ
ｓ
　
Ｔ
ｉ
ｅ
言
（
5
9
）
」
（
第
六
八
句
）
を
優
先
さ
せ
、

「
無
駄
に
も
探
求
す
る
(
ｖ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
　
　
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
）
、
研
究
者
の
好
奇
心
は
(
ｄ
ｅ
ｓ
　
　
　
Ｆ
ｏ
ｒ
-

ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｎ
ｅ
ｕ
ｇ
ｉ
ｅ
ｒ
）
－
‐
‐
愛
知
哲
学
以
上
を
（
∃
ｅ
ｈ
ｒ
｡
　
a
l
ｓ
　
Ｌ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
　
ｚ
ｕ
ｒ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
　
ｓ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)

（
6
0
）
」
（
第
五
七
句
－
第
五
九
句
）
と
述
べ
、
「
探
求
」
の
意
味
を
低
次
に
置
い
て
い
る
。

此
所
か
ら
讃
歌
は
誕
生
す
る
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
思
想
詩
の
可
能
性
は
開
か
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
本
来
は
「
知
恵
の
探
求
(
Ｌ
ｉ
ｅ
ｂ
ｅ
　
ｚ
ｕ
ｒ
　
W
e
i
ｓ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）
」
（
註
（
6
0
）
）
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル

や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
関
心
事
で
あ
る
。
け
だ
し
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
や
『
ヒ
ュ
ペ
ー

リ
オ
ン
』
第
一
巻
を
め
ぐ
る
「
神
の
国
」
へ
の
扉
は
「
探
求
」
よ
り
、
む
し
ろ
「
直

観
の
深
み
」
（
註
（
5
6
）
）
や
「
感
情
の
深
み
」
（
註
（
5
9
）
）
に
聞
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
第
六
〇
句
が
語
る
よ
う
に
、
「
知
恵
を
物
に
す
る
た
め
に
、

探
求
者
（
ざ
ｇ
ｑ
）
が
言
葉
を
穿
堅
す
る
（
6
1
）
」
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
あ
た
か
も
大
神
ゼ
ウ
ス
の
頭
か
ら
処
女
神
ア
テ
ー
ネ
ー
が
誕
生
し
た
よ
う
に
、
知
恵
を

　
　
探
求
す
る
哲
学
は
、
無
限
に
し
て
神
々
し
い
存
在
の
詩
作
（
｛
｝
陛
耳
～
匈
）
か
ら
沸
き
出

　
　
る
。
　
…
　
霊
感
の
時
に
の
み
万
有
が
最
も
親
密
に
協
和
す
る
事
実
を
経
験
し
な
い
人

　
　
は
、
懐
疑
す
る
哲
人
に
さ
え
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
6
2
）
。
　
…
　
分
別
知
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
）
は

　
　
精
神
美
（
（
ｊ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｓ
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
を
欠
け
ば
、
如
才
な
い
徒
弟
の
如
く
、
親
方
の
至
上
命

　
　
令
に
盲
目
に
従
い
、
粗
材
か
ら
垣
を
組
み
、
組
み
立
て
た
柵
を
釘
で
止
め
、
親
方
が
手

　
　
懸
け
る
庭
園
の
枠
を
囲
う
だ
け
な
の
だ
。
　
…
　
単
な
る
分
別
知
か
ら
は
、
い
か
な
る

　
　
哲
学
も
誕
生
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
知
恵
を
探
求
す
る
哲
学
は
、
既
存
の
事
柄
に
限
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

　
　
れ
た
目
先
の
認
識
を
越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
6
3
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
第
一
巻
、
書
簡
三
〇
）

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
第
五
九
句
で
、
「
探
求
者
が
知
恵
を
（
既
存
の
も
の

と
し
て
）
所
有
し
て
い
る
屁
ｅ
　
ｂ
ｅ
ｓ
i
ｚ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
）
（
巴
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
は
明
ら
か
に
、
「
分
別
知
」
（
註
（
6
3
）
）
の
段
階
で
の
問
題
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
「
分

別
知
」
の
「
探
求
者
」
は
せ
い
ぜ
い
「
既
存
の
事
柄
に
限
ら
れ
た
目
先
の
認
識
（
ｄ
ｉ
ｅ

ｂ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ａ
ｎ
ｋ
ｔ
ｅ
　
Ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｔ
ｎ
ｉ
Ｂ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｖ
ｏ
ｒ
ｈ
ａ
乱
～
～
）
」
に
関
与
す
る
に
過
ぎ
な
い
か

ら
、
女
神
デ
ー
メ
ー
ア
ー
ル
の
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
密
　
儀
に
お
け
る
「
霊
感
」
と
「
啓

示
」
（
註
（
5
5
）
）
に
は
無
縁
の
衆
生
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
他
方
「
直
観
の
深
み
」
（
註
（
5
6
）
）
は
専
ら
「
密
儀
に
て
聖
化
さ
れ
し
者
(
ｄ
ｅ
ｒ

ｇ
ｅ
w
ｅ
ｉ
ｈ
ｔ
ｅ
）
」
（
註
（
5
3
）
）
に
可
能
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
分
別
知
」
か
ら
解
放
さ
れ

た
「
空
想
（
ｔ
江
口
～
器
の
）
」
（
第
三
七
句
）
が
、
想
像
力
の
浪
漫
風
な
高
翔
に
拍
車
を

か
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
心
意
に
空
想
は
、
永
遠
(
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｅ
w
ｉ
ｇ
ｅ
)
を
近
付
け
、

　
　
　
　
そ
れ
を
形
象
と
結
婚
せ
し
め
る
。
よ
く
ぞ
汝
ら

　
　
　
　
崇
高
な
神
霊
た
ち
、
気
高
き
幽
魂
だ
ち
よ
、

　
四
〇
汝
ら
の
額
か
ら
は
完
全
性
が
輝
き
出
る
の
だ
！
（
6
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
第
三
七
句
－
第
四
〇
句
）

基
本
構
図
は
既
に
触
れ
た
シ
ラ
ー
の
詩
歌
『
幽
魂
の
国
』
（
一
七
九
五
年
）
を
想
わ
し

め
る
。
つ
ま
り
天
界
は
星
辰
の
夜
空
に
似
て
「
永
遠
に
清
澄
に
し
て
明
鏡
の
如
く
」

（
註
（
4
0
）
）
と
言
え
る
「
完
全
性
｛
べ
ｏ
｝
ぎ
乱
～
巴
」
（
第
四
〇
句
）
を
宿
し
、
俗
界
の

現
実
に
対
し
て
は
超
然
と
し
て
い
る
。

　
他
方
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
の
「
聖
夜
」
が
、
日
常
の
市
民
生
活
に
開
か

れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
、
此
所
で
は
「
霊
感
の
全
能
」
（
註
（
5
8
）
）
が
「
分

別
知
」
を
見
下
し
て
、
「
高
邁
」
（
註
（
2
3
）
）
な
「
高
み
へ
と
落
ち
込
む
」
（
註
～
）
）

こ
と
の
な
い
よ
う
に
慎
し
み
深
い
地
道
な
詩
想
展
開
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
即

ち
「
聖
夜
」
は
キ
リ
ス
ト
像
に
似
て
目
立
た
ず
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」
（
註
（
4
5
）
）
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と
言
え
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
主
要
な
契
機
た
る
精
神
の
へ
り
く
だ
り

（
Ｈ
ｕ
ヨ
ヨ
ｔ
ａ
ｓ
)
を
そ
れ
と
な
く
物
語
っ
て
い
る
。
も
は
や
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
の
「
密

儀
に
て
聖
化
さ
れ
し
者
」
（
註
（
5
3
）
）
は
、
修
道
院
や
教
会
の
内
陣
の
如
き
密
室
に
閉

じ
こ
も
る
こ
と
な
く
、
敢
て
「
乏
し
き
時
代
の
詩
人
(
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
　
i
n
　
ｄ
ｉ
ｉ
ｒ
ｆ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）

－ヽ

66

－

　
　
　
　
　
　
し
ら
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
ｓ
一
一
一
一
一

」
と
し
て
素
面
の
現
実
へ
と
投
げ
出
さ
れ
る
。
だ
が
孤
高
の
詩
人
が
心
開
く
契
機

は
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
の
都
市
像
に
兆
し
て
お
り
、
此
所
で
は
市
民
の
生
活

空
間
が
聖
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

巾
「
浪
漫
化
」

　
も
し
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
密
儀
の
よ
う
に
何
も
か
も
秘
蔵
の
荘
厳
に
隠
れ
て
し
ま
え

ば
、
恐
ら
く
詩
歌
の
道
は
「
叡
知
直
観
」
に
の
み
頼
る
審
美
観
へ
と
至
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
恐
ら
く
浪
漫
美
学
は
、
こ
の
筋
の
成
果
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
芸
術
哲
学

『
h
i
l
o
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
』
』
（
一
八
〇
二
年
）
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思

わ
れ
る
。

　
　
こ
の
遍
く
認
め
ら
れ
如
何
な
る
仕
方
に
お
い
て
も
否
定
し
去
り
難
い
こ
の
叡
知
直
観

　
　
(
i
n
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｋ
ｔ
ｕ
e
l
l
e
　
Ａ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｕ
ｇ
）
の
客
観
化
が
芸
術
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

　
　
ら
美
の
直
観
が
正
に
客
観
化
さ
れ
た
叡
知
直
観
な
の
で
あ
る
か
ら
。
　
…
　
か
く
な
る

　
　
直
観
が
全
哲
学
知
の
機
関
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
直
観
は
感
覚
で
は
な
く
叡
知
に
属
し
、

　
　
客
観
を
も
主
観
を
も
対
象
と
せ
ず
、
そ
れ
自
身
は
主
観
と
も
客
観
と
も
な
ら
な
い
絶
対

　
　
的
同
一
　
Ξ
ａ
ｓ
　
ａ
ｂ
ｓ
o
l
ｕ
ｔＩ
ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
)
を
対
象
と
し
、
こ
の
純
粋
な
る
内
観
そ
の
も
の

　
　
は
、
自
己
反
省
し
て
自
ら
を
対
象
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
6
7
）
。

　
　
（
『
先
験
的
観
念
論
体
系
』
一
八
〇
〇
年
、
第
六
部
「
哲
学
の
普
遍
機
関
の
演
輝
、
或
い

　
　
　
は
先
験
的
観
念
論
の
根
本
命
題
に
よ
る
芸
術
哲
学
の
基
本
命
題
」
第
三
章
「
全
哲
学

　
　
　
体
系
へ
の
芸
術
の
関
係
し

密
儀
の
聖
夜
に
兆
す
「
霊
感
」
や
「
啓
示
」
（
註
（
5
5
）
）
よ
り
伸
び
る
思
索
の
道
の
】

つ
は
此
所
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
断
章
（
一
七
九
八
年
）

の
言
葉
で
換
言
す
れ
ば
、
「
詩
歌
は
真
正
に
し
て
絶
対
な
る
現
実
(
ｄ
ａ
ｓ
　
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ａ
ｂ
ｓ
o
l
ｕ
ｔ

一
三
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

Ｚ
～
回
）
で
あ
り
、
こ
れ
が
わ
が
哲
学
の
核
心
で
あ
る
（
6
8
）
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　
全
て
は
「
絶
対
な
る
現
実
」
の
根
１
　
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
、
万
象
は
聖
化
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
「
浪
漫
化
（
Ｚ
ｏ
ヨ
～
｛
回
ｑ
～
｝
」
と
呼
ぶ
。

　
　
世
界
は
浪
漫
化
さ
れ
る
必
然
に
あ
る
。
か
く
し
て
根
源
の
意
味
が
再
び
見
い
出
さ
れ
る
。

　
　
浪
漫
化
と
は
質
的
累
乗
で
高
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
　
…
　
私
か
俗
な
も
の
に
崇

　
　
高
な
意
味
を
、
日
常
に
対
し
神
秘
に
み
ち
た
外
観
を
、
既
知
の
も
の
に
未
知
の
尊
厳
を
、

　
　
有
限
な
も
の
に
無
限
の
陰
影
（
叩
万
Ｆ
）
を
与
え
る
な
ら
、
こ
う
し
て
私
は
浪
漫
化
し

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
（
6
8
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
『
断
章
』
一
七
九
八
年
）

翻
っ
て
考
え
て
み
る
に
、
既
に
本
論
で
言
及
し
た
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
の

ｓ
Ｎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
マ
ッ

聖
化
の
意
味
が
、
此
所
に
「
浪
漫
化
」
と
い
う
用
語
の
下
に
見
事
説
明
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

　
な
ら
ば
「
浪
漫
化
」
の
一
語
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
聖
夜
」
が
蔽
え
る
か
？
　
と

言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
こ
の
脈
絡

を
こ
れ
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
「
浪
漫
化
」
を
提
唱
す
る
ノ
ヴ
ァ

ー
リ
ス
自
身
に
お
い
て
、
こ
れ
が
如
何
な
る
過
程
を
示
し
、
ど
の
よ
う
な
詩
歌
象
徴

を
織
り
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
と
問
う
な
ら
ば
、
ま
ず
そ
の
具
体
例
と
し
て
思

い
浮
か
ぶ
の
が
、
何
よ
り
『
夜
の
讃
歌
』
で
あ
る
。
し
か
も
本
論
と
の
係
わ
り
で
当

讃
歌
を
取
り
上
げ
る
の
は
実
に
要
を
得
て
い
る
。
’
な
ぜ
な
ら
「
聖
な
る
夜
」
と
い
う

主
題
の
共
通
性
の
み
な
ら
ず
、
文
学
史
上
の
出
来
事
と
し
て
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

が
一
八
〇
〇
年
秋
よ
り
歌
い
出
さ
れ
る
に
先
立
ち
、
既
に
そ
の
直
前
一
八
〇
〇
年
夏

八
月
に
『
夜
の
讃
歌
』
が
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
も
こ
れ
に
よ

り
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
詩
歌
象
徴
に
通
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
6
9
）
。

　
「
浪
漫
化
」
の
眼
目
は
『
夜
の
讃
歌
』
の
場
合
、
「
夜
の
太
陽
（
Ｓ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）
」

と
呼
ば
れ
る
夭
折
し
た
「
恋
人
（
（
）
呂
孚
庁
）
（
7
0
）
」
、
つ
ま
り
詩
人
の
魂
に
宿
る
無
垢

　
お
と
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
　
　
１
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
　
　
χ

な
処
女
へ
の
追
憶
に
懸
か
っ
て
お
り
、
こ
の
死
と
再
生
が
神
人
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復

一
〇
七

(13)



一
四
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
九
巻
　
二
九
九
〇
年
）
　
人
文
科
学

活
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
。
現
存
は
全
て
こ
の
「
絶
対
な
る
現
実
」
（
註
（

6 8
）
）
の
根
源

よ
り
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
こ
そ
讃
歌
の
精
華
に
他
な
ら
な
い
。
「
か

く
し
て
根
源
の
意
味
が
再
び
見
い
出
さ
れ
る
」
（
註
（

6
8
）
）
と
『
断
章
』
で
ノ
ヴ
ァ
ー

リ
ス
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
此
所
で
、
魂
の
深
淵
に
宿
る
「
夜
の
太
陽
」
を
導
き
の

糸
と
し
て
、
死
せ
る
現
実
に
誕
生
す
る
「
再
生
の
理
念
（
7
1
）
」
を
追
求
す
る
こ
と
と
な

る
。

　
「
夜
の
太
陽
」
は
言
わ
ば
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
よ
う
に
詩
魂
に
輝
き
、
竟
に

は
こ
の
光
明
の
下
に
キ
リ
ス
ト
像
も
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
目
下
そ
れ
に

先
立
つ
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
「
夜
」
は
、
「
神
聖
に
し
て
筆
舌
尽
く
し
難
い
神
秘
な
夜
(
ｄ
ｉ
ｅ

ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
｡
　
ｕ
ｎ
ａ
ｕ
ｓ
ｓ
ｏ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
｡
　
ｇ
ｅ
ｈ
ｅ
ｍ
ｎ
ｉ
ｓ
ｖ
o
l
l
e
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）
兄
）
」
と
し
て
秘
蔵
の
荘

厳
に
住
ま
う
。
従
っ
て
こ
う
歌
わ
れ
る
。

　
　
H
i
m
m
l
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
｡
　
a
l
ｓ
　
ｉ
ｅ
ｎ
ｅ
　
b
l
i
ｔ
ｚ
ｅ
乱
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
｡
　
ｄ
ｉ
ｉ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｓ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｕ
ｎ
ｅ
乱
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

　
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｅ
ｎ
｡
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
　
i
n
　
ｕ
ｎ
ｓ
　
ｅ
ｅ
ｏ
ｆ
ｆ
ｎ
ｅ
ｔ
.

　
　
か
の
輝
く
星
辰
よ
り
も
神
々
し
く
私
達
に
思
わ
れ
る
の
は
、
夜
が
私
達
の
心
に
開
い
た

　
　
無
限
の
眼
な
の
だ
（
7
3
）
。

明
ら
か
に
「
内
観
よ
ｅ
r
n
e
　
ｍ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ａ
ｎ
ｓ
ｃ
Ｊ
ｉ
ａ
ｕ
ｕ
ｎ
ｇ
」
」
（
註
（
6
7
）
）
に
宿
る
「
無
限
の

眼
」
は
そ
れ
自
体
で
十
分
に
空
無
へ
と
開
か
れ
、
敢
て
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
十

六
句
で
の
よ
う
に
「
星
辰
」
の
天
空
が
「
憂
慮
」
（
註
（
3
6
）
）
を
も
た
ら
す
必
要
も
な

い
が
如
く
で
あ
る
。

　
他
方
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
「
聖
な
る
夜
」
は
前
述
の
通
り
、
確
か
に
問
題
意

識
が
人
間
の
「
内
観
」
の
側
に
高
い
比
重
を
占
め
て
は
い
る
も
の
の
、
カ
ン
ト
の
言

う
「
わ
が
頭
上
に
輝
く
星
辰
の
天
界
と
、
わ
が
内
な
る
道
徳
律
」
（
註
（
3
5
）
）
に
近
い

内
外
の
相
互
補
完
性
を
留
め
て
い
る
。
故
に
外
か
ら
の
「
配
慮
（
Ｂ
ｅ
ｋ
ｕ
m
m
e
ｒ
ｎ
）
」

も
問
わ
れ
る
。

一
五
　
・
：

d
i
e
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ａ
ｒ
m
e
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
｡
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｋ
ｏ
ヨ
ヨ
ｔ
｡

V
o
l
l
ヨ
i
ｔ
　
Ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
w
ｏ
ｈ
ｌ
　
w
ｅ
ｎ
ｉ
ｇ
　
ｂ
ｅ
ｋ
ｉ
ｉ
ヨ
ヨ
ｅ
ｒ
ｔ
　
ｕ
日
に
コ
タ

－

五

一
〇
八

　
　
　
　
・
：
　
　
　
　
　
霊
気
溢
れ
る
夜
が
到
来
す
る
。

星
辰
に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
は
、
恐
ら
く
私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
、

　
　
　
　
（
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
五
句
－
第
一
六
句
、
註
（
2
2
）
）

「
無
限
の
眼
」
は
此
所
で
無
数
の
「
星
辰
」
と
、
「
配
慮
」
を
契
機
と
し
て
照
応
し
合

い
、
然
り
気
な
く
「
分
別
知
」
（
註
（
6
3
）
）
に
も
無
量
無
辺
の
神
秘
が
語
り
か
け
る
。

こ
の
時
空
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、
正
に
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」
（
註
（
4
5
）
）

と
言
え
る
「
月
影
」
に
他
な
ら
な
い
点
は
既
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」
と
は
、
「
筆
舌
尽
く
し
難
い
神
秘
な
聖
夜
」
（
註
（
7
2
）
）

が
一
面
で
は
あ
く
ま
で
「
隠
れ
て
」
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
面
で
は
『
パ

ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
「
聖
夜
」
が
『
夜
の
讃
歌
』
で
深
い
奥
行
き
を
賦
与
さ
れ
て
歌

い
上
げ
ら
れ
た
夜
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
根
源
の
神
性
に
は
何
処
か
「
分

別
知
」
の
踏
み
こ
め
な
い
幽
か
で
玄
い
霊
妙
さ
が
宿
る
点
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

で
も
顧
慮
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
「
月
影
」
も
基
本
的
に
は
「
隠
れ
て
」
い
る
。

但
し
正
に
「
隠
れ
て
」
い
る
か
ら
こ
そ
「
浪
漫
化
」
で
き
得
る
と
言
え
、
こ
の
点
で

は
『
夜
の
讃
歌
』
の
場
合
も
同
様
に
「
隠
れ
」
だ
「
絶
対
な
る
現
実
」
の
根
源
よ
り
、

究
極
に
は
全
て
が
聖
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
共
に
こ
れ
が
「
詩
歌
（
｛
｝
Ｆ
ｙ
ａ
ぞ
）
」

（
註
（
6
8
）
）
の
働
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
他
方
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
に
関
し
て
「
浪
漫
化
」
を
話
題
に
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
無
限
の
眼
」
と
言
え
る
よ
う
な
空
無
が
詩
想
に
孕

ま
れ
ず
、
む
し
ろ
「
筆
舌
尽
く
し
難
い
感
情
の
深
み
」
（
註
（
5
9
）
）
や
「
直
観
の
深
み
」

（
註
（
5
6
）
）
は
「
隠
れ
」
る
こ
と
な
く
露
呈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
口
先
で
神
秘
は
説
か

れ
て
い
る
も
の
の
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
「
心
意
は
直
観
の
中
で
没
我
へ
と
至
り
」
（
註

（
5
6
）
）
ゆ
く
筋
へ
と
解
消
さ
れ
、
元
来
歌
わ
ん
と
し
た
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
密
儀
に
相

応
わ
し
い
荘
重
な
祝
祭
空
間
が
開
か
れ
ず
、
詩
想
展
開
が
終
結
に
達
し
て
も
依
然
と

し
て
、
「
既
知
の
も
の
に
未
知
の
尊
厳
を
、
有
限
な
も
の
に
無
限
の
陰
影
を
与
え
る
」

（
註
（
6
8
）
）
こ
と
に
聊
も
成
功
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
夜
の
讃
歌
』
と
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
を
結
ぶ
純
粋
な
詩
魂
の
絆
は
、
こ
の
様
に

(坤



『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
と
の
対
比
の
下
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
果
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歌

わ
ん
と
し
た
密
儀
の
夜
の
秘
蔵
の
荘
厳
は
、
む
し
ろ
後
に
新
た
な
解
釈
の
下
に
歌
い

出
さ
れ
た
と
言
え
る
。
即
ち
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
同
様
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
も
、
「
隠
れ
」
た
聖

夜
の
根
源
か
ら
「
浪
漫
化
」
を
目
指
し
、
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
密
儀
の
「
聖
な
る
夜
」
に

も
紛
う
祝
祭
空
間
を
抒
情
の
調
べ
に
乗
せ
る
。
但
し
共
に
各
々
の
史
観
に
適
う
時
空

に
そ
れ
を
繰
り
広
げ
て
ゆ
く
。

　
　
燈
火
が
明
る
く
燃
え
、

　
　
処
女
ら
は
集
い
、

　
　
燈
油
に
事
欠
か
ぬ
。

　
　
は
や
遥
か
彼
方
が

　
　
汝
の
祭
列
で
響
勤
め
き
、

　
　
星
辰
が
人
語
と
声
で

　
　
わ
れ
ら
を
呼
ば
ん
こ
と
を
。

汝
を
求
め
、
聖
母
マ
リ
ア
よ
、
　
・
：
（
7
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
夜
の
讃
歌
』
第
五
歌
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ
ゝ
１
４

「
汝
」
と
は
も
は
や
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
女
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
で
は
な
く
、
西
欧
の
夜

に
君
臨
す
る
神
や
聖
母
と
な
る
。
古
代
の
祝
祭
は
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
秘
　
跡
へ
と

「
質
的
累
乗
で
高
め
」
ら
れ
、
「
既
知
の
も
の
に
未
知
の
尊
厳
を
与
え
る
」
「
浪
漫
化
」

（
註
（
6
8
）
）
が
此
所
で
見
事
に
達
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

・
ボ
「
人
倫
」

　
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
『
夜
の
讃
歌
』
に
見
ら
れ
る
「
浪
漫
化
」
は
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う

酒
』
に
お
い
て
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
が
光
明
の
淵
源
と
し
て
「
西
欧
の
夜
」
に

立
ち
開
か
る
こ
と
に
よ
り
、
更
に
一
段
と
「
質
的
累
乗
で
高
め
」
ら
れ
「
既
知
の
も

の
に
未
知
の
尊
厳
を
与
え
る
」
（
註
（
6
8
）
）
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
浪
漫
派
の
詩
歌

が
結
局
は
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
魂
の
古
里
を
、
「
か
の
浪
漫
風
の
遥
か
彼
方
(
ｄ
i
ｅ

一
五
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

r
ｏ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｆ
ｅ
ｍ
ｅ
）
元
）
」
、
「
深
遠
で
浪
漫
風
な
時
代
（
ｅ
r
n
e
　
ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
ｉ
ｇ
ｅ
　
ｕ
乱

ｒ
ｏ
ヨ
目
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
元
く
つ
ま
り
中
世
に
見
い
出
し
だ
の
に
対
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
は
既
成
の
「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
（
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｒ
i
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
あ
る
い
は
西
欧
（
『
日
ｏ
罵
』

（
7
7
）
」
を
死
圏
ギ
リ
シ
ア
ヘ
と
突
き
抜
け
る
。
な
ぜ
な
ら
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と

　
　
ひ
と
た
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
ｌ

は
、
一
度
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
で
死
し
て
廃
墟
と
な
り
て
後
に
、
新
た
に
復
活
が
希
求

さ
れ
る
か
ら
こ
そ
「
至
福
」
な
の
で
あ
り
、
か
く
取
り
返
し
の
効
か
な
い
死
圏
ギ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
ｌ
　
　
い
く
ば
く

シ
ア
と
は
異
な
り
、
な
お
中
世
は
幾
何
と
も
近
世
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
に
残
存
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
再
び
「
聖
な
る
夜
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
の
み
な
ら
ず
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
光
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｓ
χ
Ｓ
χ
χ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
マ
ッ

下
に
も
見
直
さ
れ
、
根
源
の
神
性
は
一
重
に
秘
蔵
の
荘
厳
に
「
隠
れ
」
て
「
浪
漫
化
」

す
る
の
み
な
ら
ず
、
有
無
の
両
義
性
を
孕
む
濃
淡
細
や
か
な
明
暗
の
下
で
「
隠
れ
て

働
き
か
け
て
い
る
」
（
註
（
4
5
）
）
と
言
え
る
幽
玄
霊
妙
な
趣
を
湛
え
る
。
こ
の
様
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
も
考
古
学
の
発
掘
成
果
が
切

り
開
い
た
芸
術
の
古
里
ギ
リ
シ
ア

の
廃
墟
美
に
似
た
観
を
呈
し
て
い

る
。
そ
こ
で
廃
墟
美
の
光
の
下
に

話
題
の
密
儀
の
「
聖
な
る
夜
」
（
註

（
5
3
）
）
を
再
考
し
て
み
る
と
、
こ

の
関
連
で
は
見
事
な
古
典
芸
術
作

品
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
浮
彫
（
7
8
）
』

二
八
五
九
年
発
見
）
に
刻
ま
れ
た

秘
め
ら
れ
ざ
る
女
神
像
が
注
目
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
浮
彫
は
大
き
な
も
の
で
、

今
日
ア
テ
ー
ナ
イ
の
国
立
考
古
学

博
物
館
の
第
十
五
室
に
、
ア
ル
テ

ミ
シ
オ
ン
の
ポ
セ
イ
ド
ー
ン
像一

〇
九

(15)



-

／ゝ

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

二
九
二
八
年
発
見
）
と
双
壁
な
し
て
安
置
さ
れ
て
お
り
紀
元
前
五
世
紀
ギ
リ
シ
ア
古

典
芸
術
を
代
表
し
て
い
る
。
浮
彫
の
左
側
に
威
厳
あ
る
女
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
が
立

ち
、
左
手
に
笏
杖
を
右
手
に
麦
穂
を
も
ち
、
黄
金
の
穂
を
中
央
に
立
つ
少
年
ド
リ
プ

ト
レ
モ
ス
に
手
渡
そ
う
と
し
て
い
る
。
少
年
の
後
方
つ
ま
り
浮
彫
の
右
側
に
は
女
神

の
娘
ペ
ル
セ
ポ
ネ
ー
が
優
し
く
右
手
で
ト
リ
プ
ト
レ
モ
ス
の
頭
を
撫
で
て
祝
福
し
、

左
手
に
は
大
き
な
松
明
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
浮
彫
は
豊
穣
の
女
神
が
人
類
に
初
め

て
穀
物
の
栽
培
を
伝
え
た
場
面
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
鑑
賞
す
る
に
つ
け
興
味
深

く
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
ふ
つ
う
密
儀
の
真
理
の
「
隠
れ
」
た
聖
域
と
さ
れ
る
エ
レ
ウ

シ
ー
ス
が
、
此
所
で
は
秘
蔵
の
荘
厳
か
ら
解
き
放
た
れ
「
分
別
知
」
（
註
（
6
3
）
）
に
も

然
り
気
な
く
「
働
き
か
け
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。

　
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
美
学
講
義
』
（
一
八
二
三
年
／
二
六
年
）
で
、
こ
の
脈
絡
を
逆

手
に
取
る
。

　
　
だ
が
、
全
般
的
に
見
て
、
密
儀
の
中
に
は
偉
大
な
知
恵
ま
た
は
深
い
認
識
が
隠
さ
れ
て

　
　
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
密
儀
は
単
に
古
い
、
い
ろ
い
ろ
の
伝
承
、
後
に
真
正

　
　
の
芸
術
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
）
に
よ
っ
て
改
造
さ
れ
る
も
の
の
基
礎
を
保
存
し
て
い
る

　
　
に
す
ぎ
ず
、
　
・
：
（
7
9
）

同
旨
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
歴
史
哲
学
講
義
』
（
一
八
三
七
年
）
で
更
に
敷
行
し
て
こ
う
述

べ
る
。

　
　
密
儀
は
た
だ
こ
の
よ
う
に
始
源
が
古
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
人
の
意
識

　
　
の
中
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
よ
り
も
以
上
の
知
恵
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と

　
　
は
、
た
し
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ア
テ
ナ
イ
人
は
み
な
こ
の
密
儀
に
入
っ
た
が
、
ソ
ク

　
　
ラ
テ
ス
だ
け
は
入
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
学
問
や
芸
術
は
密
儀
か
ら
生
ま

　
　
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
知
識
は
決
し
て
秘
儀
の
中
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

　
　
を
彼
は
ハ
ッ
キ
リ
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
真
の
学
問
Ｒ
ｌ
ｅ
　
w
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
　
W
i
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
-

　
　
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
)
と
い
う
も
の
は
、
む
し
ろ
意
識
の
公
道
(
ｄ
ａ
ｓ
　
ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｎ
ｅ
　
Ｆ
ｅ
ｌ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｂ
ｅ
w
ｕ
Ｂ
ｔ
-

　
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
巴
の
上
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
8
0
）
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
論
が
浪
漫
美
学
（
註
（
6
7
）
）
と
真
正
面
か
ら
対
立
し
て
い
る
こ
と
は

一
一
〇

明
ら
か
で
、
就
く
魂
と
美
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
に
関
し
「
密
儀
」
で
は
な
く
「
芸
術
」

や
「
学
問
」
こ
そ
が
、
古
典
文
化
の
精
華
に
他
な
ら
ぬ
旨
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。

　
恐
ら
く
秘
蔵
の
荘
厳
を
宿
す
「
密
儀
」
の
如
く
根
源
よ
り
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と

も
、
ま
た
同
時
に
「
芸
術
」
や
「
学
問
」
に
て
「
意
識
の
公
道
」
の
上
に
表
現
す
る

こ
と
も
共
に
重
要
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
悲
劇
の
誕
生
』
（
一
八
七
二
年
）
第
四
章

の
言
葉
を
援
用
す
れ
ば
、
こ
の
両
者
つ
ま
り
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
的
な
も
の
と
ア

ポ
ロ
ー
ン
的
な
も
の
と
が
、
常
に
止
む
こ
と
な
き
新
た
な
誕
生
を
繰
り
返
し
、
相
互

に
高
め
合
い
な
が
ら
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
本
質
に
君
臨
し
て
き
た
（
8
1
）
」
と
述
べ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
即
ち
『
歴
史
哲
学
』
で
の
よ
多
に
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
以
降
の
「
学

問
」
に
余
り
に
も
比
重
を
置
き
、
「
自
意
識
と
い
う
内
な
る
太
陽
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ

ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
Ｂ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
）
「
凹
」
を
力
説
し
過
ぎ
る
と
な
る
と
、
こ
の
「
自
意
識
」

の
裏
で
密
か
に
輝
き
、
「
浪
漫
化
」
す
る
「
夜
の
太
陽
（
Ｓ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
ご
（
註

（
7
0
）
）
に
盲
目
と
な
る
危
険
を
孕
ん
で
お
り
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
自
我
意
識
は
倦

む
こ
と
な
き
帝
国
拡
張
の
波
に
呑
み
こ
ま
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
故
に

「
か
の
浪
漫
風
の
遥
か
彼
方
」
（
註
（
7
5
）
）
も
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
同
様
に
、

こ
の
腫
瘍
を
鎮
静
さ
せ
る
祈
り
・
毎
回
９
　
ｏ
）
の
力
を
牽
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。

　
但
し
「
密
儀
」
の
真
理
を
顕
在
化
さ
せ
ん
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
一
理
あ
り
、
実

は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
が
「
浪
漫
詩
文
の
傍
系
（
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
ｔ
ｒ
ｉ
ｅ
ｂ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｏ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
i
-

ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｓ
i
e
）
「
Ｕ
」
へ
と
組
み
込
ま
れ
得
な
い
根
拠
も
こ
こ
に
存
す
る
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
言
う
「
浪
漫
化
」
（
註
（
卵
）
）
で
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

の
「
聖
な
る
夜
」
は
蔽
い
切
れ
な
い
と
言
え
る
。
今
後
は
こ
の
問
題
に
的
を
絞
っ
て

論
述
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
問
題
の
基
本
点
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
既

に
廃
墟
美
の
中
か
ら
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
浮
彫
』
（
註
（
7
8
）
）
を
取
り
出
し
秘
め
ら
れ

ざ
る
女
神
像
に
触
れ
た
折
に
、
聖
域
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
秘
蔵
の
荘
厳
が
解
き
放
た
れ

「
分
別
知
」
に
も
然
り
気
な
く
「
働
き
か
け
て
い
る
」
の
を
確
か
め
た
。
そ
し
て
実
は

『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
で
正
に
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
（
罵
３
　
ｏ
硝
～
旦
７

回
乱
）
」
（
註
（
4
5
）
）
と
言
え
る
「
月
影
」
の
「
聖
夜
」
に
も
、
こ
の
側
面
が
読
み
取
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れ
る
。
従
っ
て
そ
の
第
十
四
節
以
下
（
註
（
2
2
）
）
で
こ
う
歌
わ
れ
得
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
見
よ
！
　
し
て
我
ら
の
大
地
の
影
像
た
る
月
も

　
一
五
　
ま
た
秘
蔵
の
荘
厳
よ
り
解
き
放
た
れ
、
霊
気
溢
れ
る
夜
が
到
来
す
る
。

此
所
で
は
『
夜
の
讃
歌
』
冒
頭
で
の
よ
う
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
（
昼
か
ら
）
転
じ
て
意
識

下
の
筆
舌
尽
く
し
難
い
神
秘
な
聖
域
へ
（
8
4
）
」
と
赴
く
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
何
時

と
は
な
し
に
昼
を
内
包
し
な
が
ら
、
月
夜
が
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」
か
ら
で

あ
る
。

　
例
え
ば
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
第
一
句
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
「
燈
火
」
の
み

が
目
に
留
ま
る
。：

　
ｓ
ｔ
i
l
l
　
w
i
ｒ
ｄ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｒ
l
e
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
｡

：
　
密
や
か
に
街
路
に
は
燈
火
が
と
も
り
、

と
こ
ろ
が
此
所
で
は
同
時
に
然
り
気
な
く
「
月
影
」
が
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」

と
考
え
ら
れ
、
実
際
上
原
典
は
「
密
や
か
に
街
路
に
は
（
燈
火
と
月
影
の
）
光
明

（
甲
）
～
會
～
品
）
が
満
ち
」
（
註
（
1
8
）
）
と
読
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
形
容
詞
「
光
が
満

ち
（
ｑ
）
～
９
忿
｛
｝
」
を
、
英
訳
の
よ
う
に
「
淡
い
油
燈
が
点
り
（
i
n
　
ｐ
ａ
ｌ
ｅ
　
l
a
m
p
l
i
g
h
ｔ
）

（
砦
）
（
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
訳
）
と
解
す
る
な
ら
ば
、
現
実
の
半
面
に
過
ぎ
な
く
な
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
「
月
影
」
の
下
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
都
市
像
に
、
昼
と
夜
と

の
断
絶
は
見
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
満
ち
足
り
て
家
路
へ
と
、
昼
間
の
歓
び
に
別
か
れ
を
告
げ
、
安
ら
ぎ
を
求
め
歩
み

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
く
人
々

　
　
　
　
　
し
て
収
支
得
失
を
慮
る
思
慮
深
い
家
長
は

　
　
五
　
悠
然
と
和
や
か
に
わ
が
家
に
く
つ
ろ
ぐ
。
　
…

　
　
　
　
　
し
て
手
仕
事
の
品
々
も
な
く
安
ら
う
、
（
昼
間
は
）
忙
し
き
広
場
の
市
場
。

「
昼
間
の
歓
び
(
Ｆ
ｒ
ｅ
乱
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｉ
　
ａ
ｇ
巴
）
（
第
三
句
）
や
目
昼
の
「
収
支
得
失
（
（
j
e
w
ｉ
ｎ
ｎ

ｕ
乱
Ｖ
ｅ
ｒ
l
ｕ
ｓ
ｔ
）
」
（
第
四
句
）
が
、
「
（
昼
間
は
）
忙
し
き
広
場
の
市
場
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｆ
-

ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｋ
ｔ
）
」
（
第
六
句
）
と
同
様
に
、
月
夜
に
内
包
さ
れ
「
安
ら
う
」
と
言
え
る
。

一
七
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

こ
の
様
に
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
「
聖
な
る
夜
」
は
、
一
重
に
秘
蔵
の
荘
厳
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
マ
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
　
χ
一

源
か
ら
「
隠
れ
」
て
「
浪
漫
化
」
す
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
顕
在
化
し
て
直
接
市

民
生
活
の
日
常
に
「
働
き
か
け
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　
「
神
秘
な
聖
夜
」
（
註
（
8
4
）
）
は
も
は
や
「
叡
知
直
観
」
（
註
（
6
7
）
）
の
専
有
で
は
な

く
、
こ
の
「
精
神
美
」
が
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
は
「
分
別
知
」
（
註
（
6
3
）
）
へ
と

「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
此
所
で
「
詩
歌
作
品
中
の
目
に

見
え
る
素
材
」
つ
ま
り
都
市
像
が
、
「
詩
人
の
心
情
や
世
界
」
と
矛
盾
な
く
折
り
合
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
疎
遠
な
形
式
は
疎
遠
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
よ
り
生
き
生
き
と
働
き
か
け
る
に
違
い
な
い
。

　
　
す
な
わ
ち
詩
歌
作
品
中
の
目
に
見
え
る
素
材
が
、
そ
の
基
底
に
あ
る
素
材
た
る
詩
人
の

　
　
心
情
や
世
界
に
対
し
て
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
精
神
、
す
な
わ
ち

　
　
詩
人
が
自
ら
の
世
界
で
感
得
し
た
神
性
が
、
詩
歌
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
疎
遠
な
素
材
の

　
　
中
に
お
い
て
、
よ
り
明
確
に
表
出
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
（
8
6
）
。

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
自
身
が
美
学
芸
術
論
文
『
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ー
ス
の
基
底
』
（
一
七
九
九

年
）
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
の
が
意
味
深
長
で
あ
る
。
即
ち
「
詩
人
が
自
ら
の
世
界

で
感
得
し
た
神
性
」
、
例
え
ば
「
聖
な
る
夜
」
は
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
に
お
い
て
と
同
様
、

本
質
か
ら
見
る
と
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
場
合
も
市
民
生
活
の
日
常
と
か
け
離
れ

て
い
る
。
だ
が
正
に
此
所
に
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
特
有
の
逆
説
が
働
き
、
遠
く
相
互
に

隔
っ
た
両
極
が
微
妙
な
明
暗
を
織
り
成
し
稀
有
な
詩
魂
が
現
実
に
開
か
れ
る
こ
と
に

、
な
る
。

　
哲
学
史
上
こ
の
逆
説
の
妙
を
理
論
づ
け
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精

神
現
象
学
』
（
一
八
〇
七
年
）
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
此
所
で
は
「
叡
知
直
観
」
（
註

（
6
7
）
）
に
専
有
の
「
力
無
き
美
が
分
別
知
を
憎
む
（
｛
｝
i
e
　
ｋ
ｒ
ａ
ｆ
ｔ
l
o
ｓ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
　
ｔ
ｈ
ａ
Ｂ
ｔ

ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
）
（
8
7
）
」
と
批
判
さ
れ
、
「
分
別
知
」
は
再
び
シ
ラ
ー
の
『
ギ
リ
シ
ア
の

神
々
』
初
稿
（
一
七
八
八
年
）
で
の
よ
う
に
「
知
性
（
べ
Ｑ
ぶ
に
乱
）
（
8
8
）
」
へ
と
深
化

さ
れ
、
厳
然
と
「
美
」
と
対
峙
し
合
う
こ
と
に
な
る
。

一

一

一

[]こ7)



一
八
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
九
巻
　
（
一
九
九
〇
年
）
　
人
文
科
学

　
　
だ
が
死
を
厭
い
、
荒
廃
か
ら
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
回
避
す
る
生
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ

　
　
の
死
を
耐
え
、
こ
の
死
の
只
中
に
お
い
て
自
立
す
る
生
か
、
精
神
の
生
　
(
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ

　
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｓ
)
な
の
で
あ
り
、
絶
対
的
分
裂
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
ａ
ｂ
ｓ
o
l
ｕ
ｔ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｒ
ｒ
i
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
の
只

　
　
中
に
お
い
て
こ
そ
、
精
神
は
真
理
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
精
神
が
こ
の
よ
う
な
力
量

　
　
で
あ
る
の
は
、
否
定
的
な
も
の
か
ら
目
を
逸
ら
し
、
こ
れ
は
何
で
も
な
い
と
か
偽
り
で

　
　
あ
る
と
か
言
っ
て
片
を
つ
け
、
別
事
に
移
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
実
定
的
な
も
の
(
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｐ
ｏ
-

　
　
ｓ
i
ｔ
i
ｖ
ｅ
)
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
精
神
が
否
定
的
な
も
の
Ｅ
ａ
ｓ
　
Ｎ
ｅ
ｇ
ａ
ｔ
i
ｖ
ｅ
)
を
見

　
　
据
え
、
’
こ
の
否
定
的
な
も
の
に
留
ま
る
か
ら
こ
そ
そ
う
な
の
で
あ
る
（
8
9
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
精
神
現
象
学
』
序
論
、
一
八
〇
七
年
）

『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
い
て
、
こ
の
「
否
定
的
な
も
の
」
は
現
実
の
「
乏
し
き
時

代
」
（
註
（
6
6
）
）
と
し
て
詩
魂
に
迫
り
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
か
ら
見
た
「
こ
の

死
の
只
中
に
お
い
て
、
精
神
の
生
か
自
立
す
る
」
の
で
あ
る
。

　
話
題
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
も
同
様
に
、
単
な
る
「
叡

知
直
観
の
客
観
化
」
（
註
（
6
7
）
）
で
は
な
く
、
言
わ
ば
シ
ラ
ー
風
の
「
理
想
と
人
生
」

の
相
互
対
話
を
基
調
と
し
て
い
る
。
但
し
シ
ラ
ー
な
ら
「
こ
の
恐
怖
の
深
淵
を
越
え

(
Ｕ
ｅ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｇ
ｒ
ａ
ｕ
ｅ
ｎ
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｕ
乱
）
／
い
か
な
る
小
舟
も
、
い
か
な
る
橋
の

弧
も
繋
が
ず
（
Ｔ
ｒ
ａ
ｇ
ｔ
　
ｋ
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
｡
　
ｋ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ｒ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
ｅ
　
Ｂ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
）
（
9
0
）
」
と
歌
い
、

彼
岸
と
此
岸
と
の
間
忙
横
た
わ
る
「
絶
対
的
分
裂
」
の
潭
を
際
立
た
せ
る
の
み
で
あ

る
が
、
他
方
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
場
合
は
前
述
の
如
く
、
詩
想
の
核
心
キ
リ
ス
ト
像
に

似
て
「
聖
夜
」
の
「
月
影
」
も
幽
か
に
玄
く
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」
（
註
（
4
5
）
）

の
で
あ
る
か
ら
、
正
に
日
常
と
詩
魂
と
の
「
絶
対
的
分
裂
の
只
中
に
お
い
て
こ
そ
、

精
神
は
真
理
を
獲
得
す
る
」
（
註
（
8
9
）
）
と
言
え
る
。

　
既
に
折
に
触
れ
述
べ
た
よ
う
に
、
詩
人
の
瞑
想
に
と
り
眼
前
の
都
市
像
は
、
始
め

か
ら
親
密
な
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
丁
度
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
と
古
典
ギ
リ
シ
ア
の

相
克
が
言
わ
ば
水
と
油
の
如
く
容
易
に
融
解
し
得
な
い
の
に
似
て
い
る
。
つ
ま
り
西

欧
キ
リ
ス
ト
者
に
は
古
典
ギ
リ
シ
ア
造
形
が
、
瞑
想
に
沈
む
詩
魂
に
は
日
常
市
民
生

活
の
都
市
像
が
、
「
疎
遠
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
よ
り
生
き
生
き
と
働
き
か
け
る
」
（
註

一

一

一一

（
8
6
）
）
よ
う
な
現
実
を
、
詩
歌
象
徴
の
織
り
成
す
時
空
に
繰
り
広
げ
た
成
果
が
『
パ

ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
史
実
へ
と
開
か
れ
た
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
「
聖
な
る
夜
」
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
に
見
ら
れ
る
閉
じ
た
密
儀
の
聖
域
を
人
間
へ
と
解
き
放
ち
、

後
年
ヘ
ー
ゲ
ル
が
説
く
「
真
正
の
芸
術
」
（
註
（
7
9
）
）
と
「
真
の
字
間
」
の
下
に
走
る

「
意
識
の
公
道
」
（
註
（
8
0
）
）
を
重
ん
じ
る
。
こ
の
「
芸
術
」
と
「
学
問
」
の
両
者
は

『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
場
合
、
悲
劇
の
誕
生
と
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
死
の
意
味
を
問

う
形
で
話
題
と
な
り
、
や
が
て
は
双

と
受
難
へ
と
繋
が
る
。
そ
こ
へ
と
孚

ｉ
１
４

］
の
死
を
物
語
る
神
人
キ
リ
ス
ト
の
受
肉

に
お
い
て
第
二
節
の
終
結
部
で
は
、
「
聖

夜
」
と
共
に
覚
醒
の
哲
人
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
姿
が
想
起
さ
れ
る
。

　
　
　
　
だ
が
聖
夜
は
遅
疑
逡
巡
の
折
に

　
　
　
　
　
暗
闇
に
住
ま
う
私
達
に
何
か
拠
り
所
を
在
ら
し
め
ん
と

三
五

瓊
事
忘
却
と
聖
な
る
酔
い
を
恵
み
、

　
溶
々
た
る
言
葉
を
、
崇
高
な
る
ダ
イ
モ
ー
ン
神
工
ロ
ー
ス
の
徒
の
如
く

微
睡
な
き
言
葉
を
恵
み
、
満
満
と
溢
れ
る
杯
を
、
果
敢
な
る
生
を
、

　
神
聖
な
る
想
起
を
も
恵
む
の
だ
、
夜
に
目
覚
め
て
踏
み
留
ま
る
よ
う
に
（
9
1
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
三
一
句
以
下
）

　
　
　
　
　
ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ｓ
４
１

「
神
聖
な
る
想
起
（
H
e
i
l
i
g
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
ｎ
ｉ
Ｂ
）
」
な
ど
を
基
軸
と
す
る
魂
の
不
滅
へ
の

問
い
は
第
二
節
（
第
一
九
句
－
第
三
六
句
）
以
下
の
考
察
へ
と
譲
る
こ
と
に
な
る
が
、

少
く
と
も
此
所
で
は
「
夜
に
目
覚
め
て
踏
み
留
ま
る
」
「
エ
ロ
ー
ス
の
徒
」
ソ
ー
ク
ラ

テ
ー
ス
を
留
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
も
は
や
「
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
」
が
「
密
儀
」
の
神

秘
に
閉
じ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
「
真
の
学
問
」
や
「
真
正
の
芸
術
」
た
る
哲
学
や

悲
劇
に
聞
か
れ
た
形
で
問
わ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
「
か
の

偉
大
な
る
神
秘
は
、
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
註
（
4
9
）
）
か
ら
で
あ
る
。

　
「
す
べ
て
の
歓
び
は
、
永
遠
を
欲
す
る
Ｉ
―
、
－
深
い
深
い
永
遠
を
！
・
」
（
註

（
１
）
）
「
神
の
国
が
来
る
。
僕
ら
は
無
為
に
手
を
供
い
て
い
て
は
い
け
な
い
！
・
」
（
註

（
1
4
）
）
等
々
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
本
論
が
扱
う
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖

(18)



な
る
夜
」
は
、
秘
教
の
帳
に
被
わ
れ
た
り
遁
世
の
彼
方
へ
無
限
の
憧
憬
を
ば
せ
る
闇

で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
魂
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
の
碧
空
と
響
き
合
う
清
澄
な
月
夜

で
あ
り
、
久
遠
の
彼
方
ま
で
も
が
、
「
隠
れ
て
働
き
か
け
て
い
る
」
（
註
（
4
5
）
）
と
言

え
る
現
実
で
あ
る
。
こ
の
現
実
の
下
に
お
い
て
稀
有
な
内
外
の
漫
遁
が
見
ら
れ
、
孤

高
の
詩
魂
も
心
開
き
、
都
市
生
活
の
日
常
が
聖
化
さ
れ
、
正
に
此
所
が
祝
祭
へ
の
門

と
な
る
。

　
や
が
て
は
古
典
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
祝
祭
の
時
空
へ
と
歴
史
軸
を
遡
求
す
る
地
盤
が
此

所
に
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
『
パ
シ
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
エ

レ
ウ
シ
ー
ス
』
に
見
ら
れ
な
い
現
実
へ
の
広
が
り
を
獲
得
し
て
い
る
。
成
程
一
見
し

た
所
、
相
互
に
詩
想
は
類
似
し
て
い
る
。

　
　
　
　
わ
が
周
囲
に
、
わ
が
内
に
、
安
ら
ぎ
（
Ｒ
ｕ
ｈ
ｅ
)
が
住
ま
う
。
－
　
・
：
（
9
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
第
一
句
）

だ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
市
民
生
活
の
日
常
は
否
定
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
…
　
－
‐
　
忙
し
き
人
間
た
ち
の

　
　
　
　
倦
む
こ
と
な
き
憂
慮
（
帥
ｏ
品
Ｑ
）
は
眠
り
、
　
・
：
（
9
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
第
一
句
ｉ
第
二
句
）

正
反
対
に
「
憂
慮
」
と
か
「
配
慮
（
Ｂ
ｅ
ｋ
ｉ
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
ｎ
）
」
（
註
（
3
6
）
）
こ
そ
、
『
パ
ン
と

ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
の
都
市
像
に
兆
す
新
た
な
契
機
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
し
て
収
支
得
失
を
慮
る
思
慮
深
い
家
長
は

　
　
五
悠
然
と
和
や
か
に
わ
が
家
に
く
つ
ろ
ぐ
。
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
四
句
以
下
、
註
（
1
8
）
）

目
先
の
「
倦
む
こ
と
な
き
憂
慮
」
が
詩
歌
象
徴
の
格
調
高
い
波
に
揺
ら
れ
、
何
時
と

は
な
し
に
内
省
す
る
魂
の
歌
声
と
な
り
、
市
民
生
活
の
日
常
が
正
に
芸
術
の
力
に
よ

り
霊
妙
に
形
造
ら
れ
、
竟
に
は
「
霊
気
溢
れ
る
夜
」
が
歌
い
出
さ
れ
る
。

し
て
噴
水
が

　
一
〇
　
　
酒
々
と
湧
き
、
　
・
：

一
九
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

　
　
　
　
ひ
そ
や
か
に
黄
昏
の
夜
気
に
響
き
渡
た
る
晩
鐘
の
音
。

　
　
　
　
　
し
て
時
刻
を
想
い
、
そ
の
数
を
夜
警
は
声
高
に
呼
ば
わ
る
。

　
　
　
　
今
や
又
あ
る
息
吹
き
が
到
来
し
、
林
苑
の
樹
頭
を
（
天
上
へ
と
）
揺
り
動
か
す
。

　
　
　
　
　
見
よ
！
・
　
し
て
我
ら
の
大
地
の
影
像
た
る
月
も

　
一
五
　
ま
た
秘
蔵
の
荘
厳
よ
り
解
き
放
た
れ
、
霊
気
溢
れ
る
夜
が
到
来
す
る
。

　
　
　
　
　
　
（
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
九
句
ｉ
第
一
五
句
、
註
（
1
8
）
／
註
（
2
2
）
）

此
所
で
密
儀
の
「
叡
知
直
観
」
に
拠
る
「
美
」
（
註
（
6
7
）
）
に
代
わ
る
も
の
が
表
出
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
果
し
て
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
？

　
前
述
の
古
典
芸
術
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
浮
彫
』
（
註
（
7
8
）
）
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら

『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
を
考
え
併
せ
る
時
、
両
作
品
に
共
在
す
る
本
質
を
言
い

中
て
る
に
恐
ら
く
、
（
心
飢
の
偉
容
皿
ｎ
ｅ
　
ｓ
i
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｒ
ｏ
Ｂ
ｅ
）
（
9
3
）
」
と
い
う
シ
ラ
ー

の
言
葉
よ
り
も
適
切
な
表
現
は
見
い
出
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
考
え
る
な

ら
同
時
に
、
後
に
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
祝
祭
』
（
一
八
〇
〇
年
）
と
改
題
さ
れ
た
シ
ラ

ー
の
詩
歌
『
市
民
の
歌
石
呼
駒
１
乱
』
』
（
一
七
九
九
年
）
の
最
高
潮
が
必
ず
や
想
い

併
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

二
〇
五
　
だ
が
人
間
は
、
（
獣
と
神
と
の
）
両
者
の
中
間
に
あ
り
て
。

　
　
　
　
相
互
に
睦
み
合
う
べ
き
で
あ
り
。

　
　
　
　
し
て
遍
に
人
倫
(
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
S
i
ｔ
ｔ
ｅ
)
に
よ
り
て

　
　
　
　
人
間
は
自
由
で
威
力
あ
る
存
在
と
な
り
得
る
（
9
4
）
。

「
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
祝
祭
」
の
夜
の
面
を
「
浪
漫
化
」
（
註
（
6
8
）
）
が
開
示
す
る
一
方
、

他
方
シ
ラ
ー
の
解
釈
に
よ
り
そ
れ
は
昼
の
面
か
ら
「
市
民
の
歌
」
と
し
て
掴
ま
れ
る
。

そ
し
て
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
は
こ
の
両
面
を
表
裏
一
体
と
し
て
有
す
る
詩

歌
象
徴
と
看
倣
さ
れ
得
よ
う
。

　
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
「
神
秘
な
聖
夜
」
（
註
（
8
4
）
）
で
は
蔽
い
切
れ
な
い
面
が
、
こ
の

様
に
シ
ラ
ー
の
筋
を
考
え
併
せ
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
と
な
り
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う

酒
』
は
も
は
や
「
浪
漫
詩
文
の
傍
系
」
（
註
（
8
3
）
）
へ
と
解
消
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
堅
実

な
十
八
世
紀
詩
歌
の
継
承
と
し
て
も
見
直
さ
れ
る
。
か
く
し
て
密
儀
の
聖
域
エ
レ
ウ

一

一

一
一-
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二
〇
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
九
巻
　
（
一
九
九
〇
年
）
　
人
文
科
学

シ
ー
ス
は
秘
蔵
の
荘
厳
か
ら
解
き
放
た
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
方
向
へ
の
萌
芽

は
既
に
シ
ラ
ー
の
論
文
『
モ
ー
セ
の
使
命
』
（
一
七
九
〇
年
）
に
明
確
に
表
明
さ
れ
て

い
る
。

　
　
実
の
と
こ
ろ
或
る
意
味
に
お
い
て
反
駅
の
余
地
な
き
真
実
は
、
私
達
の
今
日
享
受
し
て

　
　
い
る
啓
蒙
(
Ａ
ｕ
ｆ
ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)
が
、
大
部
分
モ
ー
セ
の
宗
教
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｍ
ｏ
ｓ
a
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
已

　
　
の
お
蔭
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
・
：
（
9
5
）
　
　
・
：
　
エ
ジ
プ
ト
の
密
儀
は
そ
の
座
を
イ

　
　
シ
ス
と
セ
ラ
ピ
ス
の
神
殿
に
有
し
、
こ
れ
を
範
と
し
て
後
に
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
や
サ
モ
ト

　
　
ラ
ケ
ー
の
密
儀
が
、
近
年
に
は
自
由
石
工
結
社
が
出
来
上
っ
た
。
・
：
（
9
6
）
　
　
～
・
　
モ

　
　
ー
セ
が
第
一
人
者
で
あ
る
の
は
、
密
儀
の
秘
せ
ら
れ
た
こ
の
成
果
を
単
に
公
言
す
る
の

　
　
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
国
家
の
基
礎
(
Ｇ
ｒ
ｕ
乱
ｌ
ａ
ｇ
ｅ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｔ
ａ
ａ
ｔ
ｓ
)
と
成
す
こ
と
さ
え

　
　
敢
行
す
る
点
で
あ
る
　
・
：
（
9
7
）

シ
ラ
ー
は
更
に
「
モ
ー
セ
の
使
命
」
を
「
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
祝
祭
」
に
も
見
い
出
し
、

こ
れ
を
「
市
民
の
歌
」
と
し
て
歌
い
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
先
立
ち

「
人
倫
の
太
陽
の
軌
道
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
ｂ
ａ
ｈ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
S
i
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
)
　
ｊ
が
、
シ
ラ
ー
の

長
詩
『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
第
八
五
句
で
高
唱
さ
れ
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

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

　
八
五
　
人
倫
の
太
陽
の
軌
道
の
中
へ
と
（
9
8
）
。

「
美
の
直
観
」
つ
ま
り
「
叡
知
直
観
の
客
観
化
」
（
註
（
6
7
）
）
が
此
所
で
は
、
「
浪
漫
化
」

す
る
根
源
よ
り
照
ら
さ
れ
る
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
人
倫
の
太
陽
の
軌
道
の
中

へ
と
深
沈
し
て
ゆ
く
」
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
「
意
識
の
公
道
」
（
註
（
8
0
）
）
に

シ
ラ
ー
が
「
啓
蒙
」
（
註
（
9
5
）
）
の
成
果
を
見
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
χ
χ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ー
ト
ス

に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
美
の
国
よ
り
は
む
し
ろ
「
人
倫
の
国
(
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｒ
ｅ
ｉ
　
ａ

に
ｑ
凶
萍
回
目
含
）
（
9
9
）
」
と
掴
む
源
も
此
所
に
あ
り
、
ま
た
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

第
一
節
の
基
本
性
格
を
考
え
る
上
で
も
こ
の
「
啓
蒙
」
の
筋
を
見
過
す
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
の
で
あ
る
。

一

-

一

一

一

〇九八七六五･四

一

一
四

静
か
に
安
ら
う
都
市
。
ひ
そ
や
か
に
街
路
に
燈
火
が
と
も
り
、

　
し
て
松
明
に
飾
ら
れ
て
騒
然
と
馬
車
は
疾
駆
し
過
ぎ
去
る
。

満
ち
足
り
て
家
路
へ
と
、
昼
間
の
歓
び
に
別
れ
を
告
げ
、
安
ら
ぎ
を
求
め
歩
み
ゆ
く

　
　
　
人
々
。

　
し
て
収
支
得
失
を
慮
る
思
慮
深
い
家
長
は

悠
然
と
和
や
か
に
わ
が
家
に
く
つ
ろ
ぐ
。
（
黄
昏
の
今
は
）
葡
萄
も
花
束
も
な
く
、

　
し
て
手
仕
事
の
品
々
も
な
く
安
ら
う
、
（
昼
間
は
）
忙
し
き
広
場
の
市
場
。

だ
が
他
方
、
竪
琴
の
音
が
彼
方
の
庭
園
か
ら
響
い
て
来
る
。
恐
ら
く
は

　
そ
こ
で
恋
人
が
奏
で
、
或
い
は
孤
独
な
者
が

彼
方
の
友
を
想
い
つ
つ
、
ま
た
若
き
日
を
偲
び
つ
つ
。
し
て
噴
泉
が

　
洞
々
と
湧
き
、
清
冽
な
水
し
ぶ
き
を
あ
げ
斑
り
、
芳
香
に
匂
う
花
壇
を
言
し
て
い

　
　
　
る
。

十十

一　一一

　ひ

しそ

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

呼
ば
わ
る
。

今
や
又
あ
る
息
吹
き
が
到
来
し
、
林
苑
の
樹
頭
を
（
天
上
へ
と
）
揺
り
動
か
す
。

　
見
よ
！
　
し
て
我
ら
の
大
地
の
影
像
た
る
月
も

ま
た
秘
蔵
の
荘
厳
よ
り
解
き
放
た
れ
、
霊
気
溢
れ
る
夜
が
到
来
す
る
。

　
星
辰
に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
は
、
恐
ら
く
私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
。

彼
方
で
光
明
を
放
ち
、
驚
嘆
さ
せ
、
人
間
で
は
異
邦
の
者
と
し
て

　
山
頂
の
上
高
く
、
悲
恰
か
つ
吐
麗
に
立
ち
現
わ
れ
る
。

（
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
一
八
〇
〇
年
－
○
一
年
、
第
一
節
、
第
一
句
－
第
十
八
句
）
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註
　
解

㈲
エ
レ
ウ
シ
ー
ス

　
圓
「
悲
槍
か
つ
壮
麗
」

　
（
～
　
批
判
版
ニ
ー
チ
エ
全
集
、
第
六
部
、
第
一
巻
、
一
九
六
八
年
、
四
〇
〇
頁
。
和
訳

　
　
　
ニ
ー
チ
エ
全
集
、
白
水
社
、
第
二
期
、
第
一
巻
、
薗
田
宗
入
訳
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト

　
　
　
ラ
は
こ
う
語
っ
た
』
一
九
八
二
年
、
第
四
部
の
一
九
「
夜
に
さ
す
ら
う
者
の
歌
」
四

　
　
　
八
二
頁
－
四
八
三
頁
。

　
（
２
）
　
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
版
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
、
一
九
四
六
年
－
七
七
年
（
索
引

　
　
　
一
九
八
五
年
）
、
第
二
巻
、
九
〇
頁
。

　
（
３
）
　
ア
ン
ガ
ー
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
主
要
な
詩
歌
』
一
九
七
五
年
、
七
〇
頁
。
『
パ
ン
と

　
　
　
ぶ
ど
う
酒
』
第
十
一
句
か
ら
第
十
二
句
を
念
頭
に
置
き
こ
う
あ
る
。

　
　
　
　
　
晩
鐘
や
夜
警
の
叫
び
声
が
強
く
主
張
す
る
点
は
、
時
の
分
断
性
や
無
常
性
を
知

　
　
　
　
　
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
音
響
は
故
に
、
宣
正
な
時
間
（
諸
行
無
常
）

　
　
　
　
　
意
識
を
誘
う
。

　
（
４
）
　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
エ
レ
ギ
ー
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
』
一
九
六
八
年
、

　
　
　
三
五
頁
に
は
、
第
六
句
ま
で
が
「
忙
し
い
生
活
の
価
値
領
域
」
と
さ
れ
、
第
七
句
以

　
　
　
下
の
「
崇
高
な
精
神
的
瞑
想
の
生
活
の
価
値
領
域
」
と
区
別
さ
れ
、
「
引
き
続
く
詩
行

　
　
　
で
は
、
も
は
や
昼
の
喜
び
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
ず
、
そ
れ
と
は
全
く
別
種
で
あ
る
、

　
　
　
夜
の
時
代
に
お
け
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
的
歓
び
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
」
と
評
さ
れ
、

　
　
　
「
噴
泉
」
（
第
九
句
）
と
「
晩
鐘
」
（
第
十
一
句
）
が
「
浪
漫
詩
歌
の
二
大
主
題
、
彼
方

　
　
　
と
逝
く
時
の
流
れ
」
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
（
５
）
　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
『
日
記
書
簡
』
（
一
八
一
六
年
十
二
月
）
。
註
（
２
）
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

　
　
　
全
集
、
第
七
巻
（
資
料
篇
）
第
二
分
冊
、
四
三
四
頁
。

　
　
　
　
　
冒
頭
六
句
は
、
現
実
へ
向
け
て
の
世
の
営
み
が
疲
労
へ
と
至
る
も
の
で
は
な
い

　
　
　
　
　
で
し
ょ
う
か
。
引
き
続
く
六
句
（
第
七
句
―
第
十
二
句
）
は
、
（
失
な
わ
れ
た
）

　
　
　
　
　
時
へ
の
憧
れ
で
あ
り
、
喪
失
の
感
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
第
七
句
に
登
場

　
　
　
　
　
す
る
の
は
、
失
な
わ
れ
た
無
垢
へ
の
回
顧
で
あ
り
、
（
第
九
句
か
ら
第
一
〇
句
に

二
Ｉ
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

　
　
　
　
か
け
て
）
洞
々
と
湧
く
噴
泉
は
、
正
し
き
義
人
た
ち
が
飲
ん
で
元
気
と
な
る
約

　
　
　
　
束
の
永
遠
の
泉
に
つ
い
て
語
つ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
？
　
こ
の
義
人
た
ち
を

　
　
　
　
（
第
十
一
句
の
）
晩
鐘
は
、
響
き
渡
た
る
音
を
蔵
す
る
世
界
に
よ
り
、
待
ち
望
み

　
　
　
　
そ
し
て
祈
る
よ
う
警
告
し
、
（
第
十
二
句
の
）
夜
警
は
時
が
満
ち
た
の
を
声
高
に

　
　
　
　
告
げ
知
ら
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

（
６
）
　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
前
掲
書
（
註
（
４
）
）
五
三
百
。
註
（
5
4
）
参
照
。

　
　
　
　
詩
人
は
追
憶
の
力
に
よ
り
、
神
々
し
く
充
実
し
た
過
去
の
時
代
の
現
存
を
眼
前

　
　
　
　
に
思
い
浮
か
べ
、
古
代
の
英
雄
や
半
神
や
詩
人
た
ち
の
崇
高
な
る
形
姿
に
霊
感

　
　
　
　
を
感
じ
て
取
り
囲
ま
れ
つ
つ
、
現
今
の
（
乏
し
き
）
時
代
に
お
け
る
破
壊
的
な

　
　
　
　
威
力
か
ら
自
ら
を
救
う
の
で
あ
る
。

（
７
）
「
空
無
を
孕
む
内
面
の
飛
翔
」
で
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
詩
想
を
「
至
福
な
る
ギ

　
　
リ
シ
ア
」
（
註
（
1
0
）
）
へ
と
突
き
抜
け
、
竟
に
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
キ
リ
ス
ト
像
を
理

　
　
念
追
求
す
る
筋
は
、
筆
者
の
別
論
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
』
（
一
九
八

　
　
四
年
度
／
一
九
八
五
年
度
／
一
九
八
六
年
度
こ
局
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
三

　
　
巻
／
第
三
四
巻
／
第
三
五
巻
、
人
文
科
掌
篇
二
三
頁
－
七
二
頁
／
一
頁
～
七
二
頁
／

　
　
一
頁
―
六
六
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）
　
筆
者
の
別
論
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
の
都
市
像
（
一
九
八
三
年
度
・
高
知
大

　
　
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
二
巻
、
人
文
科
学
篇
、
二
Ｉ
頁
－
七
〇
頁
）
を
始
め
と
し

　
　
て
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
何
よ
り
第
十
三
句
に
至
る
ま
で
の
筆
者
の
左
記
論
文

　
　
を
参
照
。

　
　
　
内
省
と
光
明
－
－
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
一
　
二
九

　
　
八
五
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
四
巻
、
人
文
科
学
篇
、
一
五
五
頁
－

　
　
ニ
○
一
頁
所
収
）
。

　
　
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
一
丁
－
〔
四
〕
思
慮
深
い
家
長

　
　
二
九
八
六
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
五
巻
、
人
文
科
学
篇
、
六
七
百

　
　
―
一
〇
二
頁
所
収
）
。

　
　
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
三
－
‐
「
離
在
」
と
「
噴
泉
」

　
　
二
九
八
七
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
六
巻
、
人
文
科
学
篇
、
一
五
百

　
　
－
四
二
頁
所
収
）
。

　
　
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
四
―
－
晩
鐘
と
時
祷
二
九
八

　
　
八
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
七
巻
、
人
文
科
学
篇
、
一
頁
―
九
〇
頁

二
）
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二
二
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
九
巻
　
（
一
九
九
〇
年
）
　
人
文
科
学

　
　
所
収
）
。

　
　
　
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
五
－
－
林
苑
と
盟
約
（
一
九

　
　
八
九
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
八
巻
、
人
文
科
学
篇
、
そ
の
二
、
一

　
　
頁
－
二
Ｉ
四
百
所
収
）
。

（
９
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
二
巻
、
九
四
百
。
註
（
6
6
　
）
参
照
。

（
1
0
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
二
巻
、
九
一
真
。

（
Ｈ
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
四
巻
、
二
三
三
頁
。

　
　
　
　
深
沈
す
る
覚
醒
が
君
を
去
る
と
こ
ろ
が
、
君
の
霊
感
の
高
揚
の
限
界
な
の
だ
。

　
　
　
　
・
：
　
深
み
へ
と
落
ち
込
む
と
同
様
に
、
高
み
へ
と
落
ち
込
む
こ
と
も
有
り
得
る
。

　
　
　
　
深
み
へ
と
落
ち
込
ま
ぬ
よ
う
に
柔
軟
性
あ
る
精
神
が
、
高
み
へ
と
落
ち
込
ま
ぬ

　
　
　
　
よ
う
に
覚
醒
し
深
沈
す
る
思
念
に
宿
る
重
力
が
妨
げ
る
。

㈲
「
神
の
国
」

（
1
2
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
六
巻
、
一
二
六
頁
。
一
七
九
四
年
七
月
一
〇
日
ヘ
ー
ゲ
ル
宛

　
　
書
簡
八
四
。
「
神
の
国
」
は
『
マ
タ
イ
福
音
書
』
第
コ
ー
章
、
第
二
八
節
な
ど
に
見
ら

　
　
れ
る
表
現
で
あ
る
。
註
（
1
6
）
参
照
。

（
1
3
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
六
巻
、
Ｔ
一
六
頁
－
二
一
七
頁
。

（
1
4
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
七
巻
（
資
料
篇
）
第
二
分
冊
、
一
九
頁
。

（
1
5
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
六
巻
、
ニ
ー
八
頁
。

（
1
6
）
　
希
羅
対
訳
『
新
約
聖
書
』
一
九
三
〇
年
、
八
五
頁
。

（
1
7
）
　
例
え
ば
ベ
ッ
ク
マ
ン
著
『
諸
形
式
の
言
葉
毎
～
ヨ
～
谷
～
ｎ
Ｆ
』
』
（
一
九
六
六
年
）

　
　
三
三
〇
頁
－
三
四
四
頁
所
収
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る

　
　
夜
の
形
姿
ら
回
）
』
（
ヴ
ィ
ー
ゼ
編
『
ド
イ
ツ
抒
情
詩
、
形
式
と
歴
史
』
一
九
五
六
年
、

　
　
三
九
八
頁
－
四
一
三
百
所
収
）
参
照
。

（
1
8
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
二
巻
、
九
〇
頁
。

（
1
9
）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
『
告
白
』
（
ト
イ
ブ
ナ
ー
古
典
叢
書
一
九
三
四
年
初
版
）
再

　
　
版
一
九
六
九
年
、
三
七
一
頁
（
第
コ
ニ
巻
、
第
三
八
章
）
。

　
　
　
　
私
達
は
汝
の
神
聖
な
偉
容
に
安
ら
わ
ん
と
待
ち
望
む
。
汝
は
　
…
　
常
に
安
ら

　
　
　
　
ぎ
て
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
（
神
よ
）
、
汝
の
安
ら
ぎ
は
汝
自
身
な
の
だ
か
ら
(
ｔ
ｕ
ａ

　
　
　
　
ｑ
ｕ
i
e
ｓ
　
ｔ
ｕ
　
i
p
ｓ
ｅ
　
ｅ
ｓ
.
）
。

（
2
0
）
　
ニ
ー
チ
ェ
『
音
楽
の
精
髄
か
ら
悲
劇
の
誕
生
』
（
一
八
七
二
年
）
。
註
（
１
）
全
集
、

（

2
1
）

（
二
）

第
三
部
、
第
一
巻
、
一
九
七
二
年
、
一
七
頁
（
初
版
表
題
）
。
註
（
8
1
）
参
照
。

　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
『
ド
イ
ツ
の
歌
』
第
十
五
句
－
第
二
〇
句
。
註
（
２
）
全
集
、
第
二

　
　
巻
、
二
〇
二
頁
。

　
一
五
　
　
　
　
　
そ
し
て
緑
濃
き
木
蔭
に
深
く
坐
し
、

　
　
　
　
ま
た
頭
の
上
で
微
風
に
楡
の
木
立
ち
が
戦
ぐ
と
、

　
　
　
　
涼
し
く
息
吹
く
小
川
に
佇
ず
み
ド
イ
ツ
の
詩
人
は

　
　
　
　
か
つ
歌
う
の
だ
、
も
し
明
鏡
の
水
面
か
ら

　
　
　
　
し
か
と
飲
み
ほ
す
と
、
遠
い
彼
方
へ
と
静
聴
す
る
耳
を
そ
ば
だ
て
、

　
二
〇
　
魂
の
歌
声
を
（
奏
で
る
の
だ
）
。

㈲
「
月
夜
」

（
2
2
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
二
巻
、
九
〇
頁
。

（
2
3
）
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
一
七
八
一
年
）
再
版
（
一
七
八
七
年
）
六
七
一
頁
。
カ
ン
ト

　
　
作
品
集
、
プ
ロ
イ
セ
ン
学
士
院
版
に
依
る
写
真
複
刻
版
、
一
九
六
八
年
、
第
三
巻
、

　
　
四
二
七
頁
。

（
2
4
）
　
作
品
集
（
註
（
2
3
）
）
第
三
巻
、
四
二
六
頁
。
原
典
再
版
六
七
〇
頁
。

（
2
5
）
　
作
品
集
（
註
（
2
3
）
）
第
三
巻
、
七
頁
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
初
版
（
一
七
八
一
年
）

　
　
序
言
Ⅶ
頁
。

（
2
6
）
「
離
在
」
の
詳
細
は
、
筆
者
の
別
論
（
註
（
８
）
）
『
「
離
在
」
と
「
噴
泉
」
』
ニ
八
頁

　
　
－
二
Ｉ
頁
参
照
。

池
「
星
辰
」

（
2
7
）
　
ハ
ラ
ー
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
再
版
一
七
三
四
年
。

　
　
詩
選
（
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
編
一
八
八
二
年
版
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』

　
　
七
三
頁
。

（
2
8
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
二
巻
、
九
五
頁
。

レ
ク
ラ
ム
文
庫
『
ハ
ラ
ー

に
依
る
』
』
一
九
六
五
年
、

（
凹
一
）
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
四
節
、
第
五
五
句
。
註
（
２
）
全
集
、
第
二
巻
、
九
一
真
。

　
　
　
　
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
よ
！
・
　
汝
あ
ら
ゆ
る
神
々
の
住
居
よ
！
・

（
3
0
）
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
四
節
、
第
六
二
句
ｉ
第
六
五
句
。
註
（
２
）
全
集
、
第
二

　
　
巻
、
九
二
頁
。

か
の
偉
大
な
る
運
命
が
轟
き
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か
の
神
速
の
運
命
が
砕
け
、
普
遍
の
幸
に
満
ち
、

雷
鳴
と
と
も
に
清
澄
な
る
大
気
か
ら
、
眼
界
を
過
り
突
入
し
て
来
る
。

六
五
　
父
な
る
神
気
よ
！

（
3
1
）
　
例
え
ば
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
エ
レ
ギ
ー
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
』
（
註
（
４
）
）
四
〇

　
　
頁
で
は
、
「
夜
」
に
関
し
「
真
正
な
自
然
神
話
(
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ヨ
ｙ
ｔ
ｈ
ｏ
ｓ
)
」
な

　
　
ど
専
ら
修
辞
上
の
文
飾
が
話
題
と
さ
れ
て
い
る
。

（
3
2
）
　
作
品
集
（
註
（
2
3
）
）
第
一
巻
、
三
六
五
頁
。

（
3
3
）
　
シ
ュ
テ
ー
リ
ヒ
『
西
洋
科
学
史
』
（
初
版
一
九
五
四
年
）
一
九
六
五
年
版
よ
り
和
訳

　
　
（
社
会
思
想
社
、
現
代
教
養
文
庫
）
第
三
巻
「
理
性
の
時
代
、
数
学
的
世
界
像
の
形
成

　
　
と
啓
蒙
主
義
」
一
九
七
五
年
（
菅
井
準
一
／
長
野
敬
／
佐
藤
満
彦
共
訳
）
六
七
頁
－

　
　
七
〇
頁
。
原
典
第
四
版
、
一
九
七
〇
年
、
第
一
巻
、
三
二
八
頁
－
三
三
〇
頁
。

　
　
　
　
全
世
界
が
、
力
学
の
法
則
に
従
う
た
だ
一
個
の
機
械
な
の
だ
！
・
　
続
く
二
世
紀

　
　
　
　
間
の
物
理
学
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
す
え
た
基
礎
の
上
に
さ
ら
に
築
か
れ
続
け
て

　
　
　
　
い
っ
た
。
　
・
：
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
方
法
が
成
功
し
た
裏
に
は
、
本
質
的
な
も
の

　
　
　
　
へ
の
問
い
を
打
切
る
と
い
う
制
限
を
し
だ
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
可
能
と
な
っ

　
　
　
　
た
、
と
い
う
一
面
が
強
い
。
こ
の
こ
と
は
、
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
（
ニ
八
八
七
年
）

　
　
　
　
の
初
め
に
た
て
て
あ
る
出
発
点
の
定
義
を
調
べ
て
み
れ
ば
、
す
ぐ
わ
か
る
。
・
：

　
　
　
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
命
題
が
真
に
意
味
し
て
い
る
の
は
、
ど
の
物
体
に
も
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　
　
　
質
量
と
呼
ん
で
よ
い
よ
う
な
一
定
の
量
が
あ
る
、
と
い
う
仮
定
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
他
の
前
提
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
れ
ら
は
出
発
点
と
な
る

　
　
　
　
仮
定
、
公
理
な
の
で
あ
っ
て
、
証
　
（
六
七
百
／
六
八
頁
）
　
明
の
必
要
は
な

　
　
　
　
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
は
そ
う
思
わ
れ
た
。
　
・
：

　
　
　
　
す
な
わ
ち
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
公
理
は
そ
れ
自
体
と
し
て
自
明
な
も
の
で
は
な
い

　
　
　
　
の
で
あ
る
。
全
体
の
土
台
を
な
す
根
本
概
念
で
あ
る
空
間
、
時
間
、
位
置
お
よ

　
　
　
　
び
運
動
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
そ
う
い
っ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
平
ユ
ー
ト
ン
は
絶
対
時
間
と
相
対
時
間
と
を
区
別
し
た
。

　
　
　
　
　
　
絶
対
的
な
真
の
数
学
的
時
間
は
　
・
：

　
　
　
　
空
間
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
区
別
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
絶
対
空
間
は
、
…
　
（
六
八
頁
／
六
九
頁
）

　
　
　
　
最
後
に
運
動
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
絶
対
運
動
と
は
、
・
：
　
（
六
九
頁
／
七
〇
頁
）

二
三
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

　
　
　
　
　
地
球
は
太
陽
の
ま
わ
り
を
動
き
、
太
陽
は
銀
河
系
の
中
を
動
き
、
銀
河
も
ま

　
　
　
　
た
全
宇
宙
の
中
を
も
の
す
ご
い
速
さ
で
動
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
”
絶

　
　
　
　
対
”
空
間
を
ど
こ
に
見
い
だ
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
な

　
　
　
　
の
で
あ
る
。
全
宇
宙
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
世

　
　
　
　
界
空
間
の
ど
こ
か
は
る
か
か
な
た
に
実
際
に
巨
大
な
質
量
が
あ
っ
て
、
他
の
す

　
　
　
　
べ
て
の
運
動
は
こ
の
も
の
の
絶
対
静
止
を
基
準
に
し
て
測
定
さ
れ
る
、
と
彼
は

　
　
　
　
考
え
て
い
た
。
　
…

（
3
4
）
　
所
謂
ピ
ュ
ー
タ
ゴ
ラ
ー
ス
派
に
由
来
す
る
「
天
界
の
諧
音
」
は
、
例
え
ば
ホ
ー
プ

　
　
の
教
訓
詩
『
人
間
論
』
第
一
書
簡
（
一
七
三
三
年
）
第
二
〇
二
句
(
ｔ
ｈ
ｅ
　
m
ｕ
ｓ
i
c
　
ｏ
ｆ

　
　
ｓ
ｐ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
)
に
見
ら
れ
る
。
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
、
九
頁
。

（
3
5
）
　
作
品
集
（
註
（
2
3
）
）
第
五
巻
、
一
六
一
頁
。

（
3
6
）
　
一
五
四
五
年
版
ル
タ
ー
訳
『
聖
書
』
原
典
板
刻
写
真
版
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
、

　
　
ド
イ
ツ
聖
書
協
会
刊
、
一
九
六
七
年
／
八
三
年
、
前
篇
、
二
九
一
頁
。

　
　
　
引
用
に
際
し
省
略
し
た
箇
所
に
は
「
汝
（
神
）
の
指
の
業
」
（
第
三
節
）
と
し
て
「
天

　
　
空
」
が
把
え
ら
れ
て
お
り
、
唯
一
絶
対
者
の
被
造
物
と
し
て
宇
宙
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
す
る
と
数
学
の
公
理
の
よ
う
な
絶
対
空
間
と
か
絶
対
時
間
あ
る
い
は
絶
対
運
動
（
註

　
　
（
3
3
）
）
の
必
然
と
し
て
世
界
が
了
解
さ
れ
る
道
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
な

　
　
る
と
人
間
存
在
の
自
由
の
問
題
な
ど
を
始
め
と
す
る
「
本
質
的
な
も
の
へ
の
問
い
を

　
　
打
切
る
と
い
う
」
（
註
（
3
3
）
）
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

圈
「
理
想
と
人
生
」

（
3
7
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
三
巻
、
一
四
三
頁
。

（
3
8
）
『
古
代
ギ
リ
シ
ア
模
倣
論
』
第
八
八
章
。
一
八
二
五
年
／
二
八
年
刊
コ
ー
巻
ヴ
ィ
ン

　
　
グ
ル
マ
ン
全
集
、
復
刻
一
九
六
五
年
、
第
一
巻
、
三
四
頁
。

（
3
9
）
　
一
九
二
五
年
刊
二
五
部
レ
ッ
シ
ン
グ
作
品
集
、
二
五
巻
、
一
九
七
〇
年
複
刻
、
第

　
　
四
巻
、
第
四
部
、
四
〇
九
頁
。
岩
波
文
庫
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
斎
藤
栄
治
訳
、
一
九
七

　
　
〇
年
、
三
一
七
頁
。

（
4
0
）
　
『
幽
魂
の
国
』
第
一
節
、
第
一
句
。
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
版
シ
ラ
ー
全
集
、
第
一
巻
、

　
　
一
九
四
三
年
、
二
四
七
頁
。
『
理
想
と
人
生
』
第
一
節
の
第
一
句
‘
（
吻
旦
叫
三
～
μ
乱

　
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
　
…
）
は
、
同
全
集
、
第
二
巻
、
第
一
部
、
一
九
八
三
年
、
三
九
六
頁
。

八

一

一

一

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

（
4
1
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
三
巻
、
一
四
三
頁
。

（
4
2
）
　
全
集
（
註
（
4
0
）
）
第
二
巻
、
第
一
部
、
三
九
八
頁
。
『
幽
魂
の
国
』
第
十
一
節
、
第

　
　
一
〇
七
句
丿
第
一
一
〇
句
（
全
集
、
第
一
巻
、
二
五
〇
頁
）
に
相
当
。

（
4
3
）
　
『
理
想
と
人
生
』
第
一
五
節
、
第
一
四
五
句
－
第
一
四
六
句
（
註
（
4
0
）
全
集
、
第

　
　
二
巻
、
第
一
部
、
四
〇
〇
頁
）
。
『
幽
魂
の
国
』
第
一
八
節
、
第
一
七
五
句
１
第
一
七

　
　
六
句
（
同
全
集
、
第
一
巻
、
二
五
一
頁
）
。

（
豺
）
　
プ
レ
ヤ
ー
ド
版
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
作
品
集
』
一
九
六
七
年
、
八
〇
八
頁
。

Ⅲ
「
聖
夜
」

（
4
5
）
　
『
婚
礼
前
の
エ
ミ
ー
リ
ア
』
第
三
〇
句
。
全
集
（
註
（
２
）
）
第
一
巻
、
二
七
八
頁
。

（
4
6
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
二
巻
、
九
三
頁
。

（
4
7
）
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
中
観
キ
リ
ス
ト
像
に
関
す
る
詳
細
は
、
筆
者
の
別
論
『
ヘ

　
　
ル
ダ
ー
リ
ン
の
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
』
（
註
（
７
）
）
の
〔
二
〕
閉
（
第
三
四
巻
、
七
百
１

　
　
二
〇
頁
）
お
よ
び
〔
三
〕
�
（
第
三
五
巻
、
二
頁
－
一
四
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
8
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
二
巻
、
九
四
頁
。

１
　
「
探
求
」
と
「
吟
味
」

一一

50 49

一一･

（
5
1
）

全
集
（
註
（
２
）
）
第
三
巻
、
一
八
四
頁
。

一
五
四
五
年
『
聖
書
』
（
註
（
3
6
）
）
後
篇
、
二
四
九
頁
。

全
集
（
註
（
２
）
）
第
二
巻
、
九
五
頁
。

㈲
「
直
観
」
と
「
探
求
」

（
5
2
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
三
巻
、
二
〇
九
頁
。

（
5
3
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
作
品
集
、
一
八
三
二
年
－
四
五
年
版
作
品
集
を
底
本
、
一
九
六
九
年
－

　
　
七
一
年
（
索
引
一
九
七
九
年
）
、
第
一
巻
、
二
三
二
頁
。
註
（
２
）
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
、

　
　
第
七
巻
（
資
料
篇
）
第
一
部
、
二
三
五
百
。
引
用
は
以
下
、
草
稿
に
忠
実
な
註
（
２
）

　
　
全
集
よ
り
。

　
　
　
此
所
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
密
儀
に
て
聖
化
さ
れ
し
者
」
は
「
告
げ
知
ら
せ
て
は
な
ら

　
　
ぬ
」
と
語
る
時
、
こ
の
典
拠
は
『
ホ
メ
ー
ロ
ス
讃
歌
』
（
希
独
対
訳
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
古

　
　
典
叢
害
、
第
三
版
、
一
九
七
〇
年
）
六
頁
－
三
三
頁
所
収
『
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
ヘ
の

　
　
讃
歌
』
（
岩
波
文
庫
『
四
つ
の
ギ
リ
シ
ア
神
話
』
一
九
八
五
年
、
一
〇
頁
－
四
九
頁
、

心
四

心

　
　
片
山
英
男
訳
）
の
第
四
七
〇
句
－
第
四
八
四
句
（
原
典
三
二
百
、
独
訳
三
三
頁
、
和

　
　
訳
四
七
頁
－
四
八
頁
）
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
こ
う
言
う
と
、
見
事
な
冠
の
デ
ー
メ
よ
ア
ー
ル
は
そ
れ
に
従
い
、
直
ち
に
肥

　
　
　
　
沃
な
畑
か
ら
実
り
を
萌
え
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
広
い
大
地
に
は
葉
と
花
が
一
面
に
咲
き
は
こ
っ
た
。
す
る
と
女
神
は
法
の
守

　
　
　
　
り
手
た
る
王
た
ち
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
ト
リ
プ
ト
レ
モ
ス
と
馬
を
駆
け
る
デ

　
　
　
　
ィ
オ
ク
レ
ー
ス
と
力
優
れ
た
エ
ウ
モ
ル
ポ
ス
と
人
々
の
導
き
手
ケ
レ
オ
ス
に
、

　
　
　
　
祭
儀
の
執
り
行
い
方
を
教
え
、
ま
た
ト
リ
プ
ト
レ
モ
ス
と
ポ
リ
ュ
ク
セ
イ
ノ
ス

　
　
　
　
と
、
加
え
て
デ
ィ
オ
ク
レ
ー
ス
の
一
同
に
、
秘
儀
を
明
か
し
た
。
こ
れ
は
聴
く

　
　
　
　
こ
と
も
語
る
こ
と
も
許
さ
れ
ぬ
、
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
神
聖
な
秘
儀
で
あ
り
、
神
々

　
　
　
　
に
対
す
る
大
い
な
る
畏
れ
が
声
を
閉
じ
こ
め
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
幸
い
な
６
　
か
な
、
大
地
に
住
ま
う
人
間
の
中
で
こ
の
秘
儀
を
目
に
し
た
者
よ
。

　
　
　
　
参
入
を
許
さ
れ
ず
ぃ
祭
儀
に
与
か
れ
ぬ
者
が
、
死
し
て
後
、
闇
覆
う
冥
界
で
同

　
　
　
　
じ
定
め
に
与
か
る
べ
く
も
な
い
。

　
　
　
　
　
尊
い
女
神
の
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
ば
教
え
を
す
べ
て
告
げ
ら
れ
る
と
、
娘
神
と

　
　
　
　
も
ど
も
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
ヘ
お
も
む
き
、
他
の
神
々
の
仲
間
に
加
わ
っ
た
。

（
5
4
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
三
巻
、
三
二
百
］
（
第
七
書
簡
）
。

　
　
　
　
お
お
天
か
ち
の
雨
よ
！
　
お
お
霊
感
よ
Ｉ
・
　
汝
は
諸
民
族
の
新
春
を
私
達
に
再

　
　
　
　
び
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
　
・
：
　
汝
の
到
来
は
全
能
の
歓
喜
と
と
も
に
、
黄
金

　
　
　
　
色
の
雲
に
私
を
包
み
、
不
滅
の
高
み
へ
と
運
ぶ
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
私
達
は
驚

　
　
　
　
嘆
し
反
問
す
る
の
だ
。
「
私
達
は
か
つ
て
の
心
貧
し
い
ま
ま
な
の
か
？
」
と
。
か

　
　
　
　
っ
て
ば
星
辰
に
向
か
い
尋
ね
た
の
だ
っ
た
。
「
星
辰
の
彼
方
に
私
達
の
新
春
が

　
　
　
　
萌
え
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
。
そ
れ
は
時
四
寵
児
、
こ
の
上
な
く
若
々
し
く
美

　
　
　
　
し
き
時
の
娘
、
新
た
な
教
会
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｎ
ｅ
ｕ
ｅ
　
K
i
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
)
が
、
こ
の
汚
れ
老
い
朽
ち

　
　
　
　
た
諸
形
態
の
中
か
ら
誕
生
し
、
神
性
に
目
覚
め
た
感
倍
分
人
間
に
新
生
を
人
心

　
　
　
　
に
麗
し
い
青
春
を
再
来
さ
せ
る
時
な
の
だ
。
…

（
5
5
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
七
巻
、
第
一
部
、
二
三
四
頁
。
作
品
集
（
註
（
回
）
第
一
巻
、

　
　
⊇
一
二
頁
。

（
5
6
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
七
巻
、
第
一
部
、
二
三
四
頁
。
作
品
集
（
註
（
5
3
）
）
第
一
巻
、

　
　
二
三
〇
頁
－
二
三
一
頁
。

后
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
三
巻
、
五
二
頁
－
五
三
頁
。
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（
5
8
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
三
巻
、
一
四
頁
。

（
5
9
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
七
巻
、
第
一
部
、
二
三
五
頁
。
作
品
集
（
註
（
5
3
）
）
第
一
巻
、

　
　
⊇
二
二
頁
。

（
6
0
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
七
巻
、
第
一
部
、
二
三
四
頁
－
二
三
五
頁
。
作
品
集
（
註
（
5
3
）
）

　
　
第
一
巻
、
二
三
一
頁
。

（
6
1
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
七
巻
、
第
一
部
、
二
三
五
頁
。
作
品
集
（
註
（
5
3
）
）
第
一
巻
、

　
　
⊇
二
二
頁
。

（
6
2
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
三
巻
、
八
一
真
。

（
6
3
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
三
巻
、
八
三
頁
。
同
旨
は
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
た
ち

　
　
の
交
友
圏
よ
り
誕
生
し
た
『
ド
イ
ツ
観
念
論
体
系
草
稿
』
（
一
七
九
六
年
）
で
次
の
よ

　
　
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
全
集
（
註
（
２
）
）
第
四
巻
、
二
九
七
頁
―
二
九
九
百
。
作

　
　
品
集
（
註
（
5
3
）
）
第
一
巻
、
二
三
四
頁
１
二
三
六
頁
。
引
用
は
以
下
、
草
稿
に
忠
実

　
　
な
註
（
２
）
全
集
よ
り
。

　
　
　
　
自
意
識
あ
る
自
由
な
本
質
と
と
も
に
同
時
に
新
た
な
世
界
が
Ｉ
無
か
ら
誕

　
　
　
　
生
す
る
。
－
こ
の
無
か
ら
の
創
造
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ａ
ｕ
ｓ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
)
は
考
え
得

　
　
　
　
る
唯
一
の
真
正
な
創
造
で
あ
る
。
　
…
　
（
二
九
七
頁
／
二
九
八
頁
）
　
・
：
　
最

　
　
　
　
後
に
一
切
を
統
一
す
る
の
は
、
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
の
高
次
な
意
味
に
お
け
る
美

　
　
　
　
の
理
念
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
で
あ
る
。
哲
学
者
は
正
に
詩
人
と
同
様
、

　
　
　
　
美
を
掴
む
力
(
ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｋ
ｒ
ａ
ｆ
ｔ
)
を
所
有
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
美
意
識
の

　
　
　
　
無
い
人
間
は
、
文
字
面
に
拘
泥
す
る
我
ら
の
哲
学
学
者
(
ｕ
ｎ
ｓ
ｒ
ｅ
　
Ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ

　
　
　
　
ｒ
h
i
l
o
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
　
～
）
で
あ
る
。
精
神
哲
学
は
美
の
哲
学
反
ｎ
ｅ
　
　
　
ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

　
　
　
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
）
で
あ
る
。
美
意
識
を
欠
け
ば
、
精
神
の
豊
か
さ
は
無
く
な
り
、

　
　
　
　
歴
史
に
つ
い
て
さ
え
精
神
豊
か
に
論
述
で
き
な
い
。
…
　
詩
文
は
故
に
一
層
と

　
　
　
　
崇
高
な
尊
厳
を
獲
る
。
詩
文
は
終
始
不
変
で
あ
り
、
人
類
の
教
師
で
あ
る
。
な

　
　
　
　
ぜ
な
ら
、
哲
学
や
歴
史
が
存
在
し
な
く
な
ろ
う
と
も
、
詩
歌
芸
術
の
み
(
ｄ
ｉ
ｅ

　
　
　
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
　
a
l
l
e
i
n
）
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
諸
学
芸
よ
り
も
生
き
の
び
る
か
ら
で

　
　
　
　
あ
る
。
　
・
：
　
（
二
九
八
百
／
二
九
九
頁
）
　
・
：
　
天
上
か
ら
高
次
な
精
神
が

　
　
　
　
送
ら
れ
、
我
々
の
下
に
こ
の
新
た
な
（
美
の
）
宗
教
を
樹
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
以
上
の
「
ド
イ
ツ
観
念
論
体
系
草
稿
」
の
思
想
の
礎
は
多
分
に
シ
ラ
ー
に
負
う
も
の

　
　
と
思
わ
れ
、
そ
の
「
哲
学
精
神
」
と
「
理
想
化
技
法
」
に
此
所
で
は
留
意
し
て
お
き

　
　
た
い
。
ま
ず
前
者
に
関
し
て
は
「
イ
ェ
ー
ナ
大
学
就
任
講
義
」
（
一
七
八
九
年
）
に
こ

二
五
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

　
　
う
あ
る
。

　
　
　
　
哲
学
精
神
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
）
は
世
界
史
の
素
材
の
も
と
に
長
く

　
　
　
　
は
留
ま
ら
ず
、
や
が
て
新
た
な
衝
動
が
哲
学
精
神
に
お
い
て
働
き
だ
し
、
調
和

　
　
　
　
一
致
を
希
求
し
Ｉ
―
‐
こ
の
衝
動
か
抗
し
難
く
哲
学
精
神
を
そ
そ
り
、
自
ら
を
取

　
　
　
　
り
巻
く
一
切
を
哲
学
精
神
固
有
の
自
然
本
性
に
相
応
し
く
さ
せ
、
そ
し
て
自
ら

　
　
　
　
に
立
ち
現
わ
れ
る
現
象
を
哲
学
精
神
自
ら
が
認
識
し
た
至
高
の
成
果
、
す
な
わ

　
　
　
　
ち
思
想
（
（
い
乱
～
ｒ
）
へ
と
高
め
る
の
で
あ
る
。
・

　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
（
4
0
）
シ
ラ
ー
全
集
、
第
一
七
巻
、
一
九
七
〇
年
、
三
七
三
頁
）

　
　
更
に
「
理
想
化
技
法
」
に
関
し
て
は
、
『
ビ
ュ
ル
ガ
ー
の
詩
歌
に
つ
い
て
』
（
一
七
九

　
　
一
年
）
に
お
い
て
、
「
詩
歌
芸
術
の
み
」
の
観
点
の
下
で
話
題
と
な
る
。
註
（
4
0
）
シ

　
　
ラ
ー
全
集
、
第
二
二
巻
、
一
九
五
八
年
、
二
四
五
頁
／
二
五
三
頁
。

　
　
　
　
知
識
圏
の
拡
大
と
職
種
の
分
業
化
が
必
然
と
し
て
も
た
ら
し
た
、
私
達
の
精
神

　
　
　
　
諸
力
の
個
別
化
と
断
片
的
有
効
性
に
際
し
て
、
そ
れ
は
ま
ず
詩
歌
芸
術
の
み

　
　
　
　
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
　
ｂ
ｅ
ｉ
ｎ
ａ
ｈ
ｅ
　
a
l
l
e
i
n
)
で
あ
る
、
魂
の
分
離
さ
れ
た
諸
力
を
再

　
　
　
　
び
協
和
一
致
へ
と
も
た
ら
し
、
頭
脳
と
心
、
洞
察
と
創
意
、
理
性
と
想
像
力
と

　
　
　
　
を
調
和
あ
る
盟
約
の
下
で
活
動
さ
せ
、
言
わ
ば
全
き
人
間
を
私
達
の
中
に
生
み

　
　
　
　
出
す
の
は
。
　
…
　
（
二
四
五
百
／
丿
二
五
三
頁
）
　
…
　
詩
人
に
要
請
さ
れ
る

　
　
　
　
必
要
条
件
の
一
つ
が
、
理
想
化
で
あ
り
、
気
高
く
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
な

　
　
　
　
く
し
て
は
詩
人
の
名
に
値
し
な
く
な
る
。
詩
人
に
相
応
し
い
こ
と
は
、
自
ら
の

　
　
　
　
対
象
の
卓
抜
性
を
　
…
　
粗
雑
で
少
く
と
も
異
質
な
玉
石
混
淆
か
ら
解
放
し
、

　
　
　
　
様
々
な
諸
対
象
に
散
在
せ
る
完
全
性
の
光
を
、
或
る
唯
一
の
光
の
も
と
に
集
め

　
　
　
　
る
こ
と
で
あ
る
。
　
・
：
　
こ
の
理
想
化
技
法
（
Ｅ
Ｓ
回
ぞ
訃
自
席
）
が
ビ
ュ
ル
ガ

　
　
　
　
ー
氏
に
見
ら
れ
な
い
の
を
私
達
は
遺
憾
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
6
4
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
七
巻
、
第
一
部
、
二
三
五
頁
。
作
品
集
（
註
（
5
3
）
）
第
一
巻
、

　
　
三
二
Ｉ
頁
。

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
』
で
は
、
第
五
九
句
で
「
探
求
者
が
知
恵
を
（
既

　
　
存
の
も
の
と
し
て
）
所
有
し
て
い
る
」
と
か
、
第
六
〇
句
で
「
知
恵
を
物
に
す
る
た

　
　
め
に
、
探
求
者
が
言
葉
を
穿
堅
す
る
」
（
註
（
6
1
）
）
と
か
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

　
　
こ
れ
が
「
知
恵
の
探
求
」
（
註
（
6
0
）
）
そ
の
も
の
の
放
棄
で
な
い
こ
と
は
本
論
に
述
べ

　
　
た
通
り
で
あ
る
。
因
み
に
既
成
事
実
の
情
報
に
へ
ば
り
つ
き
「
探
求
者
が
言
葉
を
穿

　
　
繋
す
る
」
に
終
始
し
、
結
局
は
「
探
求
者
が
知
恵
を
（
既
存
の
も
の
と
し
て
）
所
有

（
五
）
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二
六
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
九
巻
　
（
一
九
九
〇
年
）
　
人
文
科
学

　
　
し
て
い
る
」
に
過
ぎ
な
く
な
る
趨
勢
に
抗
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は

　
　
恐
ら
く
『
ひ
と
つ
の
答
弁
（
白
河
［
］
召
｝
Ｆ
）
』
（
一
七
七
八
年
）
に
お
け
る
次
の
レ
ッ

　
　
ジ
ン
ク
の
言
葉
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
人
間
の
価
値
は
、
そ
の
人
間
が
所
有
し
て
い
る
真
理
、
あ
る
い
は
所
有
し
て

　
　
　
　
い
る
と
思
っ
て
い
る
真
理
に
で
は
な
く
、
宣
］
理
に
到
達
す
る
た
め
に
彼
が
耐
え

　
　
　
　
忍
ん
だ
誠
実
な
努
力
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
力
は
、
所
有
に
よ
っ
て
で

　
　
　
　
は
な
く
、
真
理
の
探
求
Ｅ
ｉ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｆ
ｏ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
　
ｔ
)
に
よ
っ
て

　
　
　
　
増
す
か
ら
で
あ
り
、
彼
の
完
全
性
が
絶
え
ず
成
長
す
る
の
は
、
真
理
の
か
か
る

　
　
　
　
探
求
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
所
有
日
ａ
∽
ａ
汗
）
は
沈
滞
さ
せ
、
怠
惰
に
し
、

　
　
　
　
傲
慢
に
す
る
Ｉ
‐
‐

　
　
　
　
　
も
し
も
神
が
右
手
に
あ
ら
ゆ
る
真
理
を
（
Ｗ
ｅ
ｎ
ｎ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
　
i
n

ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｎ

　
　
　
　
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
'
　
　
　
　
■
：

　
　
　
　
（
註
（
3
9
）
作
品
集
、
第
一
九
巻
、
第
二
三
部
、
五
八
頁
。
『
理
性
と
キ
リ
ス
ト
教

　
　
　
　
（
レ
ッ
シ
ン
グ
哲
学
・
神
学
論
文
集
）
』
谷
口
郁
夫
訳
、
新
地
書
房
、
一
九
八
七

　
　
　
　
年
、
三
二
頁
）

（
6
5
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
七
巻
、
第
一
部
、
二
三
四
頁
。
作
品
集
（
註
（
5
3
）
）
第
一
巻
、

　
　
二
三
一
頁
。

（
6
6
）
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
七
節
、
第
一
二
二
句
。
全
集
（
註
（
２
）
）
第
二
巻
、
九

　
　
四
頁
。
註
（
９
）
参
照
。

i〕

　
ロ
マ
ン

「
浪
漫
化
」

（
6
7
）
　
シ
ェ
リ
ン
グ
作
品
集
、
六
巻
本
、
一
九
二
七
年
（
第
一
巻
－
第
四
巻
）
／
一
九
二
八

　
　
年
（
第
五
巻
－
第
六
巻
）
、
第
二
巻
、
六
二
五
頁
。
原
典
版
、
第
三
巻
、
六
二
五
頁
。

（
6
8
）
　
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
著
作
集
、
四
巻
本
、
一
九
二
九
年
、
第
二
巻
、
四
一
一
頁
、
「
詩
歌

　
　
は
　
・
：
」
。
第
二
巻
、
三
三
五
頁
、
「
世
界
は
浪
漫
化
　
・
・
・
」
。

（
6
9
）
　
デ
ィ
ル
タ
イ
著
『
体
験
と
創
作
』
（
一
九
〇
五
年
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
作
家
論
本

　
　
位
の
在
来
の
研
究
動
向
を
不
十
分
と
批
判
し
、
む
し
ろ
『
夜
の
讃
歌
』
と
『
パ
ン
と

　
　
ぶ
ど
う
酒
』
と
い
う
具
体
的
な
作
品
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
両
詩
人
の
詩
歌

　
　
象
徴
を
論
じ
た
労
作
と
し
て
、
大
友
進
著
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
ー
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
研
究

　
　
（
専
修
大
学
『
専
修
人
文
論
集
』
第
二
八
号
／
第
二
九
号
／
第
三
一
号
／
第
三
二
号
、

　
　
一
九
八
二
年
三
月
／
六
月
／
一
九
八
三
年
八
月
／
一
九
八
四
年
三
月
刊
、
四
五
頁
－

二

／へ

W

　
　
六
五
頁
／
一
一
七
頁
－
一
五
二
百
／
三
七
頁
丿
六
六
頁
／
二
五
頁
ｉ
六
七
頁
所
収
）

　
　
が
あ
る
。
蓋
し
当
論
で
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
に
関
し
て
、
「
『
讃
歌
』
で

　
　
概
念
的
抽
象
的
又
は
比
喩
的
語
句
を
用
い
て
表
現
さ
れ
た
も
の
を
、
具
体
的
な
諸
々

　
　
の
個
物
を
用
い
、
具
体
的
な
形
象
と
し
て
描
く
」
（
第
二
八
号
、
六
二
頁
）
こ
と
が
論

　
　
証
さ
れ
て
い
る
に
留
ま
り
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
以
上
に
立
ち
入
っ
た
内
容
考
察
は
繰

　
　
り
広
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
7
0
）
　
著
作
集
（
註
（
6
7
）
）
第
一
巻
、
五
六
頁
（
第
一
歌
）
。

（
7
1
）
　
館
野
日
出
男
『
「
夜
の
讃
歌
」
に
お
け
る
再
生
の
理
念
』
（
上
智
大
学
『
ド
イ
ツ
文

　
　
学
論
集
』
第
一
七
号
、
一
九
八
〇
年
、
一
〇
五
頁
－
一
　
一
九
頁
所
収
）
一
〇
六
頁
／
丿

　
　
一
一
六
頁
。

　
　
　
　
「
夜
の
讃
歌
」
は
、
「
夜
」
そ
の
も
の
の
讃
歌
で
は
な
い
。
「
夜
」
を
通
り
ぬ
け
る

　
　
　
　
こ
と
に
よ
っ
て
啓
け
て
く
る
再
生
の
場
に
た
い
す
る
讃
歌
で
あ
る
。
…
二
〇

　
　
　
　
六
頁
／
こ
　
一
六
頁
）
　
・
：
　
「
夜
の
太
陽
」
と
は
、
「
夜
」
に
象
徴
さ
れ
る
死
の

　
　
　
　
意
識
の
果
て
に
現
出
す
る
再
生
の
象
徴
で
あ
る
。

　
　
　
「
夜
の
太
陽
」
を
こ
の
様
な
未
来
へ
向
け
て
の
理
念
追
求
の
筋
で
掴
む
時
に
、
正
に

　
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
（
註
（
2
9
）
）
と
響
き
合
う
共
鳴
弦

　
　
が
確
か
め
ら
れ
得
る
と
思
わ
れ
る
。

（
７
９
に
）
　
著
作
集
（
註
（
6
7
）
）
第
一
巻
、
五
五
頁

ら
73

w

八
74

心

〕

　
著
作
集
（
註
（
6
7
）
）
第
一
巻
、
五
六
頁

　
著
作
集
（
註
（
6
7
）
）
第
一
巻
、
六
三
頁

「
人
倫
」

（
第
一
歌
）
。

（
第
一
歌
）
。

（
第
五
歌
）
。

（
7
5
）
　
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
『
青
い
花
』
（
一
七
九
九
年
－
一
八
〇
一
年
）
第
二
章
。
註
（
6
8
）

　
　
著
作
集
、
第
一
巻
、
一
〇
九
頁
。

（
7
6
）
　
『
青
い
花
』
（
註
（
7
5
）
）
第
二
章
。
第
一
巻
、
一
一
〇
頁
。

（
7
7
）
　
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
『
キ
リ
ス
ト
教
世
界
あ
る
い
は
西
欧
』
（
一
七
九
九
年
）
。
著
作
集

　
　
（
註
（
6
7
）
）
第
二
巻
、
七
六
頁
―
八
四
頁
。

（
7
8
）
　
カ
ル
ー
ズ
ー
著
『
（
ギ
リ
シ
ア
）
国
立
考
古
学
博
物
館
』
案
内
（
一
九
七
七
年
）
仏

　
　
訳
版
（
一
九
八
一
年
）
五
七
頁
（
挿
絵
）
／
五
八
頁
（
説
明
）
。

　
　
　
今
日
五
〇
〇
ド
ラ
ク
マ
紙
幣
に
も
印
刷
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
著
名
な
こ
の
「
エ
レ
ウ

　
　
シ
ー
ス
の
浮
彫
」
に
関
し
、
岩
波
新
害
版
渾
柳
大
五
郎
著
「
ギ
リ
シ
ア
の
美
術
」
二
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九
六
四
年
）
に
は
挿
絵
（
一
八
八
頁
）
が
収
め
ら
れ
て
あ
る
も
の
の
、
残
念
な
が
ら

　
　
立
ち
入
っ
た
説
明
が
当
該
箇
所
（
一
九
八
頁
）
に
見
い
出
さ
れ
な
い
。
他
方
ア
ル
テ

　
　
ミ
シ
オ
ン
の
ポ
セ
イ
ド
ー
ン
像
は
当
新
書
で
絶
賛
さ
れ
「
Ｅ
ｔ
ｈ
ｏ
ｓ
　
：
｀
　
ギ
リ
シ
ア

　
　
人
の
エ
ト
ス
と
い
う
言
葉
の
内
容
は
ど
ん
な
辞
書
に
も
勝
っ
て
こ
の
像
を
見
る
こ
と

　
　
に
よ
っ
て
直
接
に
感
じ
ら
れ
る
」
（
一
四
七
頁
）
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。
翻
っ
て
考

　
　
え
て
み
る
に
、
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
存
命
中
（
前
四
六
九
年
－
三
九
九
年
）
に
成
る
神

　
　
像
（
前
四
六
〇
年
―
四
五
〇
年
）
と
浮
彫
（
前
四
四
〇
年
－
四
三
〇
年
頃
）
と
も
に
、

　
　
正
に
「
人
倫
(
Ｅ
ｔ
ｈ
　
ｏ
ｓ
)
の
偉
容
」
（
註
（
9
3
）
）
を
映
す
古
典
の
鏡
と
看
倣
し
て
差
し

　
　
障
り
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
7
9
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
作
品
集
（
註
（
5
3
）
）
第
一
四
巻
、
六
六
頁
。
和
訳
は
「
歴
史
哲
学
」
（
註

　
　
（
8
0
）
）
中
巻
、
三
二
五
頁
。

（
8
0
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
作
品
集
（
註
（
5
3
）
）
第
コ
ー
巻
、
二
九
二
頁
－
二
九
三
頁
。
岩
波
文
庫

　
　
『
歴
史
哲
学
』
武
市
健
入
訳
、
全
三
巻
一
九
七
一
年
刊
、
中
巻
、
コ
ー
六
頁
。

（
8
1
）
　
全
集
（
註
（
１
）
）
第
三
部
、
第
一
巻
、
一
九
七
二
年
、
三
七
頁
。
註
（
2
0
）
参
照
。

（
8
2
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
作
品
集
（
註
（
5
3
）
）
第
コ
ー
巻
、
コ
二
四
頁
。
『
歴
史
哲
学
』
（
註
（
8
0
）
）

　
　
上
巻
、
二
一
八
頁
。

（
8
3
）
　
ハ
イ
ム
『
浪
漫
派
』
（
初
版
一
八
七
〇
年
）
第
三
書
「
浪
漫
主
義
最
盛
期
」
第
一
章

　
　
（
二
八
九
頁
－
三
二
四
頁
）
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論
（
第
四
版
一
九
二
〇
年
、
三
四
一
頁

　
　
－
三
七
六
頁
）
の
表
題
（
初
版
二
八
九
頁
、
第
四
版
三
四
一
頁
）
が
「
浪
漫
詩
文
の

　
　
傍
系
」
で
あ
る
。

（
8
4
）
　
著
作
集
（
註
（
6
7
）
）
第
一
巻
、
五
五
頁
。

（
8
5
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
『
詩
歌
と
断
片
』
（
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
英
訳
）
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出

　
　
版
局
、
一
九
八
〇
年
、
二
四
三
頁
。

　
　
　
話
題
の
「
（
燈
火
と
月
影
の
）
光
が
満
ち
」
に
関
し
て
の
詳
細
は
、
筆
者
の
別
論
二

　
　
点
（
註
（
８
）
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
の
都
市
像
、
お
よ
び
『
内
省
と
光
明
』
）

　
　
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
例
え
ば
『
冒
頭
の
都
市
像
』
論
、
〔
三
〕
市
民
、
関
ｈ
-
ｒ
l
e
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
（
四
二
頁
－
四

九
頁
）
で
は
、
（
第
一
句
後
半
の
《
Ｅ
ｒ
l
e
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
）
を
『
窓
辺
の
光
（
E
m
i
e
ｒ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｕ
ｘ

ｆ
ｅ
ｎ
ｇ
ｔ
ｒ
ｅ
ｓ
)

ｊ
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
光
明
は
、
人
の
住
居
に
よ
り
近
く
、
心
の
内

を
点
す
燈
火
と
し
て
映
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
四
三
頁
）
と
な
ど
考
量
し

つ
つ
、
「
ひ
と
え
に
燈
火
の
光
を
英
訳
の
よ
う
に
具
体
的
に
想
像
す
る
に
留
ま
ら
ず
、

二
七
　
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

　
　
更
に
よ
り
広
い
関
連
へ
と
か
か
わ
る
」
（
四
四
頁
）
よ
う
論
述
が
進
め
て
あ
り
、
更
に

　
　
別
論
『
内
省
と
光
明
』
〔
三
〕
燈
火
と
松
明
　
②
燈
火
と
月
影
（
一
七
一
真
－
一
七
六

　
　
頁
）
に
お
い
て
、
「
月
影
」
が
「
仮
象
」
で
あ
る
点
も
加
味
し
て
考
察
が
繰
り
広
げ
ら

　
　
れ
て
い
る
。

（
8
6
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
四
巻
、
一
五
一
真
。

（
8
7
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
序
論
。
註
（
5
3
）
作
品
集
、
第
三
巻
、
三
六
頁
。

（
8
8
）
　
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
初
稿
、
第
二
五
節
、
第
一
九
三
句
－
第
二
〇
〇
句
（
最
終
詩

節
）
。
註
（
4
0
）
全
集
、
第
一
巻
、
一
九
五
頁
。

　
　
汝
の
光
輝
が
私
を
打
ち
拉
ぐ

知
性
の
業
に
し
て
、
知
性
の
創
造
主
よ
！

求
め
格
闘
せ
ん
た
め
私
に
翼
を
与
え
よ
、
秤
を
（
与
え
よ
）

汝
を
量
る
た
め
Ｉ
’
―
あ
る
い
は
私
か
ら
除
い
て
く
れ
、

厳
そ
か
で
苛
酷
な
女
神
を
再
び
除
い
て
く
れ
、

　
　
　
　
（
明
）
鏡
を
眩
む
ば
か
り
に
私
の
（
眼
）
前
に
突
き
つ
け
る
（
こ
の
真
理
の
）

　
　
　
　
女
神
の
優
し
き
妹
（
美
の
女
神
）
を
（
む
し
ろ
）
降
臨
さ
せ
、

　
　
　
　
姉
は
別
世
界
に
取
っ
て
お
い
て
く
れ
。

（
8
9
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
作
品
集
（
註
（
5
3
）
）
第
三
巻
、
三
六
百
。

（
9
0
）
『
理
想
と
人
生
』
第
一
〇
節
、
第
九
八
句
－
第
九
九
句
（
註
（
4
0
）
全
集
、
第
二
巻
、

　
　
第
一
部
、
三
九
九
頁
）
。
『
幽
魂
の
国
』
第
一
三
節
、
第
二
一
八
句
―
第
二
一
九
句
（
註

　
　
（
4
0
）
全
集
、
第
一
巻
、
二
五
〇
頁
）
。

（
9
1
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
二
巻
、
九
一
頁
。

（
9
2
）
　
全
集
（
註
（
２
）
）
第
七
巻
、
第
一
部
、
二
三
三
頁
。
作
品
集
（
註
（
5
3
）
）
第
一
巻
、

　
　
こ
二
〇
頁
。

（
9
3
）
　
シ
ラ
ー
『
ド
イ
ツ
の
偉
容
』
。
全
集
（
註
（
4
0
）
）
第
二
巻
、
第
一
部
、
四
三
一
頁
。

　
　
　
　
ド
イ
ツ
人
の
威
厳
は
決
し
て
王
侯
の
頭
上
に
存
し
な
か
っ
た
。
政
治
上
の
価
値

　
　
　
　
を
遠
難
し
、
ド
イ
ツ
人
は
自
ら
固
有
の
価
値
を
樹
立
し
た
。
縦
ん
ば
（
神
聖
口

Ｉ
マ
）
帝
国
が
滅
ん
だ
と
て
、
ド
イ
ツ
の
尊
厳
は
揺
ら
が
ず
悠
然
と
留
ま
ろ
う
。

そ
の
尊
厳
は
人
倫
の
偉
容
で
あ
り
、
そ
れ
が
住
ま
う
の
は
そ
の
国
の
文
化
と
気

質
な
の
で
あ
る
。
　
…
　
こ
の
（
精
神
）
王
国
が
ド
イ
ツ
に
花
咲
き
、
溢
れ
る

生
育
を
示
す
。
そ
し
て
野
蛮
な
旧
（
封
建
）
体
制
の
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
式
遺
跡
（
つ

ま
り
教
会
建
築
）
の
下
で
、
活
け
る
生
命
が
伸
び
伸
び
と
育
く
ま
れ
る
の
だ
。

（
七
）
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二
八
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
九
巻
　
二
九
九
〇
年
）
　
人
文
科
学

（
9
4
）
『
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
の
祝
祭
』
第
二
六
節
、
第
二
〇
五
句
－
第
二
〇
八
句
（
註
（
4
0
）

　
　
全
集
、
第
二
巻
、
第
一
部
、
三
八
二
頁
）
。
『
市
民
の
歌
』
第
二
六
節
、
第
二
〇
五
句

　
　
－
第
二
〇
八
句
（
註
（
4
0
）
全
集
、
第
｝
巻
、
四
三
二
頁
）
。

（
9
5
）
　
全
集
（
註
（
4
0
）
）
第
一
七
巻
、
一
九
七
〇
年
、
三
七
七
頁
。

（
9
6
）
　
全
集
（
註
（
9
5
）
）
第
一
七
巻
、
三
八
五
頁
。

（
9
7
）
　
全
集
（
註
（
9
5
）
）
第
一
七
巻
、
三
九
六
頁
。

（
9
8
）
　
全
集
（
註
（
4
0
）
）
第
一
巻
、
二
〇
三
頁
。

（
9
9
）
『
精
神
現
象
学
』
、
註
（
5
3
）
作
品
集
、
第
三
巻
、
二
六
四
頁
。
話
題
の
「
人
倫
の
国
」

　
　
と
し
て
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
関
し
て
は
、
別
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
』
に
お
け

　
　
る
次
の
論
述
が
参
考
と
な
る
。
註
（
5
3
）
作
品
集
、
第
二
一
巻
、
二
九
三
頁
。
註
（
8
0
）

　
　
和
訳
『
歴
史
哲
学
』
中
巻
、
コ
ー
七
頁
。

　
　
　
　
ギ
リ
シ
ア
の
精
神
は
好
奇
心
と
驚
異
と
か
ら
出
発
し
て
、
だ
ん
だ
ん
と
意
味
の

　
　
　
　
措
定
に
進
ん
で
行
く
。
こ
の
統
一
は
主
観
そ
の
も
の
の
面
で
も
生
ず
る
。
人
間

　
　
　
　
の
中
で
そ
の
自
然
的
な
面
と
い
え
ば
、
心
情
、
性
癖
、
情
熱
、
気
質
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
こ
れ
ら
は
い
ま
や
精
神
的
に
陶
冶
さ
れ
て
自
由
な
個
性
と
な
る
。
そ
の
結
果
、

　
　
　
　
【
各
個
人
の
】
性
格
は
普
遍
的
な
人
倫
の
力
に
対
し
て
義
務
関
係
に
立
つ
の
で
は

　
　
　
　
な
く
、
む
し
ろ
人
倫
的
な
も
の
(
ｄ
ａ
ｓ
　
S
i
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
)
が
そ
の
ま
ま
〔
個
人
的
〕
感

　
　
　
　
覚
と
個
別
的
、
特
殊
的
な
主
観
性
の
固
有
の
存
在
（
汐
Ｆ
）
で
あ
り
、
意
欲

　
　
　
　
（
ミ
色
～
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
こ
そ
、
ギ
リ
シ
ア
の
性
格
を

　
　
　
　
美
わ
し
い
個
性
(
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
　
Ｉ
乱
i
ｖ
i
d
ｕ
a
l
i
ｔ
ａ
ｔ
)
と
な
し
て
い
る
所
以
な
の
で
あ
っ

　
　
　
　
て
、
精
神
は
自
然
的
な
も
の
を
変
容
し
て
自
分
の
表
現
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
こ
の
美
わ
し
い
個
性
を
産
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

-

一

一

-

一

一

一

〇九八七六五四

十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

（
八
）

静
か
に
安
ら
う
都
市
。
ひ
そ
や
か
に
街
路
に
は
（
燈
火
と
月
影
の
）
光
が
満
ち
、

　
し
て
松
明
に
飾
ら
れ
て
騒
然
と
馬
車
は
疾
駆
し
過
ぎ
去
る
。

満
ち
足
り
て
家
路
へ
と
、
昼
間
の
歓
び
に
別
れ
を
告
げ
、
安
ら
ぎ
を
求
め
歩
み
ゆ
く

　
　
　
人
々
。

　
し
て
収
支
得
失
を
慮
る
思
慮
深
い
家
長
は

悠
然
と
和
や
か
に
わ
が
家
に
く
つ
ろ
ぐ
。
（
黄
昏
の
今
は
）
葡
萄
も
花
束
も
な
く
、

　
し
て
手
仕
事
の
岳
々
も
な
く
安
ら
う
、
（
昼
間
は
）
忙
し
き
広
場
の
市
場
。

だ
が
他
方
、
竪
琴
の
1
9
　
が
彼
方
の
庭
園
か
ら
響
い
て
来
る
。
恐
ら
く
は

　
そ
こ
で
恋
人
が
奏
で
、
或
い
は
孤
独
な
者
が

彼
方
の
友
を
想
い
つ
つ
、
ま
た
若
き
日
を
偲
び
つ
つ
。
し
て
噴
泉
が

　
溶
々
と
湧
き
、
清
冽
な
水
し
ぶ
き
を
あ
げ
懲
り
、
芳
香
に
匂
う
花
壇
を
霧
し
て
い

　
し
て
時
刻
を
想
い
、
そ
の
数
を
夜
警
は
声
高
に
呼
ば
わ
る
。

今
や
又
あ
る
息
吹
き
が
到
来
し
、
林
苑
の
樹
頭
を
（
天
上
へ
と
）
揺
り
動
か
す
。

　
見
よ
！
　
し
て
我
ら
の
大
地
の
影
像
た
る
月
も

ま
た
秘
蔵
の
荘
厳
よ
り
解
き
放
た
れ
、
霊
気
溢
れ
る
夜
が
到
来
す
る
。

　
星
辰
に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
は
、
恐
ら
く
私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
。

彼
方
で
光
明
を
放
ち
、
驚
嘆
さ
せ
、
人
間
で
は
異
邦
の
者
と
し
て

　
山
頂
の
上
高
く
、
悲
憤
か
つ
壮
麗
に
立
ち
現
わ
れ
る
。

（
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
一
八
〇
〇
年
１
０
一
年
、
第
一
節
、
第
一
句
―
第
十
八
句
）

(28)



二
九

『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六
　
（
高
橋
）

V(5)94-99

　　Und allein durch seine Sitte　　　　　　　∧　　し　　　　　　　　　＼　　　　　　－

　　Kann er frei und mach七ig seyn･　　　　　　　　．･．・．　．　　　・・．　　　　　　　　　・・　：

　ｖｇ１･=･Schiller 。ｐａＳ尚Eleusische ＦｅＳ七”Str.26. V.201-208：　Weimarer Ｎａ七ional-

ausgabe. Bd。2. Teil 1. S.382.　　　　　　　　　　　　，　．．・･．･　　　　　　・．

　Freihei七liebt das Thier der ＷＵＳ七ｅ，　　．：　　　　　　　　．．・　・･．　　　･ｒ　．　Ｉ･　・　　　　　　　・

　　Ｆ･rel im Aether herrscht der Gott, ｌ　・　　　･．Ｉ・　　　　・　・

　　工hrer Brus七gewalt'ge ･Luste　　　　　　　上

　　Zahmet das Naturgebot,　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．･．･・　　　　．．・　　　　　　　．・

　　Doch der Ｍｅｎ･sch, in ihrer Ｍｉ七七ｅ。　　　　　　　　　　づ　　　２０５

　　Soil sich an den Menschen reih'n,　　＼　･･．．．･．　．．･･･．･･　　　　　・・

　　Und allein durch seine Ｓｉ七七ｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧

　　Kann er frei und inachtig seyn.　　　　　　　　　　∧　　　　　　　　＼　　　　　　　ノ　ニ

95)Schiller 。Die Senduりｇ Moses･'(1790)：Weimarer Nationalausgabe.　Bd.l7・　コ づ

1970. S.377/S.384f･./S.396fレ　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　・．．･．･　．．･　　　　　　　　　　，　し

　コJa in einem gewissen Sinne ist es unwiderlegﾕよch wahr, daB wir der Mosal-

　　sche Religion einen groBen Theil der 八ufklarung∧danken, deren wir ｕｒ!ｓ

　　ｈｅｕ七iges Tags erfreuen. Denn (!urch sie wurde eine kostbare Wahrheit, wel-

　＼ｃｈｅ十die sich selbst Uberlassene Vernunft erst nach einerニ1aりgsamen Ｅｎｔ一十

　wicklung wurde gefunden haben, die Lehre von dem Einigen Gott, vorlaufig

　　unter dem Volke verbreitet, und als ein Gegenstand des blinden Glaubens

　　so lange unterｹｰdemselben erhalten, bis sie endlich ｉｎしden ｈｅ!leren Kop-

　　fen zu einem Vernunftbej

　　■　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　se Cerりmonien, mit jenen geheimniBvollen Bildern und Hieroglyphen verbun-

　　den, und die verborgenen Wahrheit, we!che in diesen Ｆ!ierog!yphen∧vei―

　stecktユagen, und durch jene Gebrauche vorbereitet∧wurden, wur‘den zusam一

犬mengenφmmen unter den Nahmen der (S.384/S.385)しMysterien begriffen. ･５１ｅ

　　hatten ihren Sitz in den Tempeln der 工sis und c!es Serapis un･d waren ｄ弓ｓ　　･･

　Vorbild, wornach in∇der Folge die Mysterien ｉｎコEleusis und Samothrazien,

　　und in neuern Ｚｅｉ七en der Orden der Freymaurer sich gebildet hat. ...

　　(S.38:5/S.396)∧．‥　Moses der selbst aus diesem Zirkel ｊ｡st, und nur die-

　　sem ：Zirkel seine besse･re 工dee von dem hbchsten Wesen zu danken hat, Mo一十

　ｊses ist der Erste der es wag七, dieses geheimgehaltene Resulta七der Myste-

　　rien nicht nur laut, sondern ･ sogar zur Grundlage ｅ工nes Staats zu machen.

　Ｅかwird also, zum Ｂｅ自七en der (S.396/S.397)十Ｗｅﾕ↓ｔ ｕｎｄ=der Nachwelt, ein

　　Verrather der Myster工en, und lafit ｅｌりｅganze Nation ４ｎ einer Wahrheit

　Theil nehmen, die bis jetzt nur das Eigenthum weniger Weisen ｗａｒ・　・‥＼

96) Vgl.：(Ｖ(５)９５)　　　十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　ニ

97) Vgl. (V(5)95)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

98)Schiller 。Die Kunstler"(1789)　Ｓ七r.7. V。８４－８５：　Weimarer Nationalausgabe.

Bd.l. S.203.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　．　　　　　　　　　　　　　　‥‥　‥

上ihr
Lich七pfad, schbner nur geschlungen。senket　．犬

　　sich in die Sonnenbahn der Ｓｉ七七lichkeit.　　　　　　　　　　　　　．．･．･･　　　　．･．

99)Hegel 。Phanomenologle des Geistes" C Vernunft・＝Ｂ：　Werke(V(5)53). Bd.3.

S.264.　　　　　　＞　　　　　　　　　　　　　　　●．

● ● ● das　Reich　ｄｅｒ･　Sittlichkeit　。‥

　Vgl. Hegel 。Vorlesungen Ul〕er die Philosophie der Geschichte" I工.Teil. 1.

Ａｂｓｃｈｎ．(Ｖ(５)８０)：　Werke(V(5)53)。Bd.l2.　S.293.　　　　　　　　　し　　ト

　Vor! Ahnung und Verwunderung geht der griechischeﾚGeist aus und geht dann

　　weiter zum Setzen der Bedeutung fort. Auch am Subjekte selbst wird diese

　　Einhei七hervorgebracht：. Am Menschen 沁七コdie naturliche Seite das Herz,

　　die Neigung, die Leidenschaft, die Temperamen七９；ニdiese wird nun ausgebi!－

　　det zur freien 工ndividualitat, so daB der Ｃｈａかakternicht im Verhaltnis

　　zuden allgemeinen ｓｉ七七lichenMach七en, als Ｐｆ!ｉｃね七en,steht, sondern dafl

　　ｄ＆ｓＳｉｌ七七licheals eigentUmliches Sein und Wollen des Sinnes ｕ･ｒ!dder be-

sonderen Subjektivitat ist. Dies macht eben den griechischen Charak七er
zur　schonen　工ｎ､dividuali七ａｔ、welche durch den〉Geis七hervorgebracht
ist. indem er das Naturliche zu seinem Ausdruck umbildet.
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　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　ニ　　　V(5)89-94

89)Hegel 。Phanomenologie des Geis七es" Einleitung"(V(5)87)　　　　　　・．

90)Schiller。Das 工deal und das Lebe� Ｓ七r.lO√V.98-100; Weimarer Na七ional-

ausgabe.　Bd.2・　Teil 1. S.399：　ぷDas Reich der Scha七七９ｎ”Ｓ七r.l3. V.128-130:

Ｗｅｉ･marer Nationalausgabe.　Bd.l♪S.250.･･．．･．･．．･･　．．･･．．　　　　･．　　　　　　　　･･

　　Ueber diesen grauenvollen Schlund ∧∧　･．．･．．・　　　　　　　　　　　　　　・・

Trag七kein Nachen, keiner Briicke Bogen,

　Und kein Anker findet Grund.　，．　二　　十　　十　　　　　　　10Q / 130 ニ

91)H61derlin 。Brod リnd Wein･”， Strヽ.2. V.27-36：　Stuttgarter Ausgabe. Bd.･２，

S.91.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　●

●●●●●●　　　　　　●●●　　Oder es blikt auch gem ein treuer Mann in die Nacht hin,

　　　　Ja, es ziemet sich ihr Kranze zu weihn und Gesａｎａ,十　　Ｉ　　　　‥‥‥

　　Weil ｄｅｎ工rrenden sie geheiliget ist und c!en Todten,･　ト　　　　　十

　ダ　Selber aber･besteht, ewig, in freiestem∧Geist.一　　　　　　　犬　　ｊ

　　Aber sie mufi リns auch。daB in der zauderndやｎ Ｗ‘eile,
■■　■　　■　　■

　　　　DaB im Finstern ｆμΓ uns einiges Ｈａ１七bare sei, コ　　＼　犬　　　　　　上

　　Uns die Vergessenねeit und ｄａｓﾄHeiligtrunkene gonnen,　　　　十

　　　Gdnnen das ｓ七romende Wort, das, wie die Liebenden, sei,

　　Schlummerlos und ｖｏ１ﾕｅｉヽｈPokal und kuhneres Leben,　　　　　：・・．　　･．・．　　・

　　　　Heilig GedachtniB auch, wachend zu bleibenぺbei Nacht.

　Vgl.　Holderlin 。Le Pain ｅ七 １ｅ ｙ工n"(V(5)2) vers･２７∠３６：　ＯＥリvres. S.809・

　　･Et l'homme au coeur fide］ﾚe aime
ａ

plonger les yeux ｄ･ans la ｎｕｉ･t pure.

　　　　Qu'on lui dedie, ainsi qu'il sied, des chan七色et des courヽonnes！．ノ．

　　　　　　　　Ｉ　　　　　Ｉ　　　／ｒ　　　・・〆　　　　　●　　　／　　　　　●　　　　●　　　●　Car elle est le tresor sacre des insenses et des ／ｍｏｒ七ｓ，

　　　　Ｅ七perdure, elle-meme eternel esprit pur de con七かａｉｎ七ｅ．　　　　　　＼

　　Mais qu'elle aussi･(car il １ｅ faut,ニafin qu'en notre ｌｅｎ七Ｓ硲ｏリｒ十

　▽　Dans･ｃｅもte ombre√quelque ･chose nous soit ･garde qui nous ･conforte)

　　Qu'elle aussi nous donne l'oubli, qu'elle aussi nous donne １゛１ｖｉヽesse

　　　　･Saoree et le ･ｊ＆１･llissement du verbe！／ et ･qu'ainsi, comme des amants,

　　　　　　　　　　　　　　．●　　　　　　．-一一●　．
・　　　　●　　　　　　　　へ　　　　　　．　　一一　　●

　　Yeux jamais clos, coupes ａ pleins bords, audace ａ vivre et sainte ．

　　　　Souvenance, nous traversions la ｎｕｉもau comble de １タ石ｖｅｉｌ．‥‥‥
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92)Hegel Eleusls" V.1-4： Stuttgarter Holderlinり＼usgabeレBd.7, １卜Ｓ･.233;

Hegel-Werke(V(5)53)。Bd.l. S.230.　　　　十　っ･　……………

　　Urn mich, in mir wohnt Ruhe,一一der geschaftgen Menschen　　　　　　　＼

　　ｎｌ･ｅmlide Sorge schlaft, sie geben Freiheit

　　und Musse mir - Dank dir, du meine　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

　　Befreierin o Nacht!-･　　‥･．・　　　　　　　　　　　ノ　　　　　し

93)Schiller 。Deutsche GroBe"{1797)：　Weimarer Nationalausgabe. Bd.2.　Teil １

S.431.　　　　　　　　　　　　　　　尚　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．

　　Die Majes七吐七des Deutschen ruhte nie auf dem Haupt s.　Fursten. Abgeson-

　　ｄｅｒ七von dem poll七ischen hat der Deu!ﾆsche sich einen eigenen Werth ge-

　　griinde七und wenn auch das Ｊ工mperiumリnterginge, so b工iebe die deutsche

　　Wurde unangefochten・　‥．　Sie ist eine sitt工iche GroBe, sie wohnt in

しder Kultur ｕ：　im Charakter der Nation, der von ihrヽen politischen Schick-

　　sal en unabhangig ist. ― Dieses Reich blliht in Deutschland, es ist in

　　vollem Wachsen und mitten unter den gothischen Ruinen einer ａμ

　・rischen Verfaflung bildet sich das Lebendige aus. (D町ヽDeutsche wohnt in

．　einem alten sturzdrohenden HauB aber er selbst ist °ein edler Bewohner ，：

　　und indem das politische Reich wankt ha七sich c!as Geis七ige ｉｍｍと･ｒfester

　∧und vollkommener gebilde七．)　　・‥．　　　　　　　ト　　　　　　　　十・

94)Schil･ler 。Blirgerlied”(。Musenalmanach”〉1799) S七r.26. V｡.201-208：　Weimarer

Ｎａ七ionalausgabe . Bd.l. S.432.　　　　　　　　　　　　　　　１．

　・Freiheit liebt das Thie･ｒ der ＷＵｓ七ｅ，　一一　　　　　　　　　　　　　ﾆ

　Frei im Ａｅ七ｈｅｒ∧herrsch七der ＧＯ七七， １　　　　　　■　　■　　　　　■

　　工hrer Brus七gewaltige Luste　　　　　　　　　　　犬

　　Zahmet das Naturgebo七，　　　　　　　　　　　　　　　　　し　ｊ

　Doch der Mensch, in ihrer Mitte,　　＼　　　　　　＜　＼　　　　　　　　　　　　　２０５

　　Soil sich･ an den Menschen･ reihn.

(30)
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V(5)84-88

84) Vgl. (V(5)70)。

85)Holderlin。Bread and Wine” lines １－２：　Poems　&Fragmen七s. Ｄｅｕ七schnach

der Ｓ七ｕ七七garterAusgabe ／Englisch nach Hamburger, Michael. Cambridge Univ.

Press. 1980. S.243。

　　Round us the 七〇wnis at rest:七he street, in pale lampligh七, grows quiet

And their torches ablaze, coaches rush throリgh and away・

　Vgl.　Takahashi, Katsumi：　Das Stad･七bild im Anfang von 。Brod und Wein" (For-

schungsberichte der Universltat Kochi fur das Jahr 1983. Vol.32. Geistes-

wissenschaf七en. S.21-70 ／ＶＥＲ工ＮＮＥＲＬ工CHUNGUND ERLEUCHTUNG - Uber die er-

Ｓ七eStrophe von Holderlins ,,Brod und Wein”。.Heilige Nacht≒Ｅｒｓ七er Teil

(Forschungsberichte der Universita七Kochi fur das Jahr 1985. Vol.34. Gei-

steswissenschaften.トS.155-201)。

86)Holderlin 。Grund zum Empedokles”(1799)：　Stuttgarter Ausgabe. Bd.4. S.

１５１。

　　Die Fremden Formen miissen urn so lebendiger seyn, je fremder sie sind。

　　und je weniger der sichtbare Ｓ七〇ffdes Gedichts dem ･Ｓ七〇ffeder zum

　Grunde liegt, dem Gemiith und der Welt des Dichters gleicht, um so weni-

　　ger darf sich der Geist, das Ｇ６七七liche,wie es der Dichter in seiner

　　Welt empfand, in dem kiinstlichen fremden Stoffe verlaugnen.

　Vgl・　。Fondemen七ｄ゛Empedocle”(Traduction par Naville, Denise)：

(5)2). S.658.

OEuvres(V

　　Les formes白石trangeres doivent etre d'autant plus vivantes qu'elles sont

　　plus･etrangeres;　et moins la matiere manifeste du ｐ･oeme ressemblera ａ la

　　matiere　sur laquelle elle se fonde ，ａ １'ame et a l'univers du ｐｏふ七ｅ，

　　moins 1'esprit, l'eler

　　son univers, devra se renier dans ];ａmatiere artistique e七rangere・　　‥・

87)Hegel 。Phanomenologi e des Geistes"(1807) Elnleitung： Werke(V(5)53). Bd.

3. S.36.

　　Die Tatigkeit des Scheidens ist die Kraft und Arbeit des　Verstandes ,

　der verwundersamsten und groBten Oder vielmehr der absoluten Macht. Der

　　Kreis, der in sich ｇｅｓchlossen ruht und als Substanz seine Momente halt,

　　ist das unmittelbare und darum nicht verwundersame Verhaltnis. Aber daB

　　das von seinem Umfange getrennte Akzidentelle als solches, das Gebundene

　　und nur in seinem Zusammenhange mit anderem Wirkliche ein eigenes Dasein

　und abgesonderte Freiheit gewinnt, ist die ungeheure Macht des Negati-

　　ven:　esｉｓ七die Energie des Denkens, des reinen 工chs. Der Tod, wenn wir

　　jene Unwirklichkeit so nennen wollen, ist das Furchtbarste, und das Ｔ６－

　　tefest！uhalten das, was die groBte Kraft erfordert. Die kraftlose

　　Schonheit haBt den Verstand, weil er ihr dies zu mutet, was sie nicht

　　vermag.　Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der

　　Verwustung rein bewahrt, sondern das ihn ertragt und in ihm sich erhalt,

　　ist das Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in

　　der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Diese Mach七ist er nicht

　　als das Positive, welches von dem Negativen wegsieht, wi･ｅwenn wir von

　　etwas sagen, dies ist nichts Oder falsch, und nun, dami七fertlg, davon

　　weg zu irgend ｅ七was anderem ubergehen;　sondern er ist diese Macht nur,

　　indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweil七。

88)Schiller 。Die Ｇ６･tterGriechenlandes” l.Fas. 1788. Str.25. V.193-200：

Weimarer Nationalausgabe. Bd.l. 1943. S.195.

　　Dessen Stralen mich darnieder schlagen,

　　Werk und Schopfer des Verstandes！　dir

nach zu rlngen, gib mir Flugel, Waagen

dich zu wagen ― Oder nimm von mir

nimm die erste strenge Ｇ６七七inwieder,

die den Spiegel blendend vor mir halt;

工hre sanft're Schwes七er sende nieder,
spare jene fur die andre Welt.

(31)

１９５
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V(5)78-83

79)Hegel 。Vorlesリngen iiber die Asthe七ik" II.Teil.しAbschn.2. Kap.l：　Werke(V

(5)53). Bd.l4. S.66.

　　‥．　Doch schein七im ganzen in den Mysterien keine groBe Weishei七〇der

　　tiefe Erkenn七nis verborgen gewesen zu sein, sondern sie bewahrten nur

　　die alten Traditionen, die Grundlage des spater durch die echte Kunst

　　Umgebildeten auf und ｈａ七七endeshalb nicht das Ｗａねrhafte, Hohere。Bessere,

　　sondern das Geringere und Niedere zu ｉねｒｅｍ工nhalt.Dies Heiliggehal七ene

　　wurde in den Ｍｙｓ七eriennich七klar ausgesprochen, sondern nur in symboli-

　　schen Ziigen uberliefert.　　　‥。

30)Hegel ･。Vorlesungen iJber die Philosophie der Geschichte”(l.Aufl. 1837)

工工.Teil. Die griechische Welt. l.Abschn. Die Elemente des griechischen Gei-

stes: Werke(V{5)53八Bd.l2. S.292-293.　　　　　十

　Die Ｍｙｓ七erienwaren nur solche alten Anfange und enthielten sicherlich

　　keine groBere Weisheit, als schon im Bewufltsein der Griechen lag.　Alle

　　Athener war en in die Mysteかien eingeweiht, und nur Sokra七es lieB sich

　nicht initiieren, weil (S.292/S.293) er wohl wuflte, daB Wissenschaft und

　　Kuns七nicht aus den Mysterien hervorgehen und niemals im Geheimnis die

　　Welsheit liegt. Die wahre Wissenschaft ist vielmehr auf dem offenen Fel-

de des BewuBtseins.　　　‥．

)Nie七zsche 。Die Gebur七der Trag6die"(V(5)20) 1872.･Kap.4: Kritische Ge

mtausgabe(V{5)l). 3.Abt. Bd.l. 1972. S.37.

81)Nietzsche
samtausgabe (V

Bis zu diesem Punkte ist des Weiteren ausgefuhrt worden, was ich am Ein-
gange dieser Abhandlung bemerkte：　wiedas Dionysische und das Apollini-
sche in immer neuen auf einander folgenden Geburten, und slch gegensei-
tig steigerr!ｄ das hellenische Wesen beherrscht haben ●●●

82)Hegel Vorlesungen Uber die Philosophie der Geschichte" Einleitung.　Ｅｉｎ一

七eilung： Werke(V(5)53). Bd.l2. S.134.

　Die Weltgeschich七ｅ geht von Ｏｓ七ennach Westen, deりｎEuropa ist schlecht-

　hin das Ende der Ｗｅ１七geschich七e,Asien der Anfang･　‥・Hier geht dienin aas tn［le der Ｗｅ１１］gesctiicJnte,Asien der An

auflerliche physische･ Sonne auf, und im Westen geht sle ｕｎ七己ｒ：　dafur

wuBtseins auf, die einensteigt aber hier die innere Sonne des SelbstbewuB
hoheren Glanz verbreitet ● ● ●

83)Haym, Rudolf：　Die Roman七ische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte des

ｄｅｕ七schenGeis七es. Berlin （ＲｕｄｏｌｐｈGaertner) 1870{1.Auf1.).工工工. Buch.工．

Kap. S.289;　4.Aufl. Berlin (Weidmann) 1920. S.341.し

　Ein Ｓｅｉ七entriebder romantischen Poesie　　　　　　　　　　　　　　　．つ

　Vgl. Dil七ｈｅｙ：Das Erlebnis und die Dichtung(V(5)69). l.Aufl. 1905. 8.Aufl.

Leipzig (Teubner) 1922. S.396.　　　　　　　　　＼

　Hyperion ist nich七　ein Seiten七rieb der roman七ischen Poesie' ，wie Haym

ihn auffaBte; ● ● ●
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　　　　　　　:●　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ　　　犬　　　　　　　　。。　　　　　　　　　　ダ･V(5)70-78

　　― mich zum Mensc卜en gemach七― zehre mit Geis七erglut meinen Leib, daB

　　ich lus七ig mi七dir inniger mich mische und dann ewig die Brautnacht

　　wahr七。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六白　　　十　　　　　　　∧

71)Tateno, Hideo 。Die工dee der Wiedergebur七犬ｉｎﾀﾞden　I Hymnen an die Nacht･･'”：

Sophia-Uni･versi七ａt。Beitrage zur deu七schenヶLitera七ｕｒ”Nr.l7. 1980・ Ｓ。１０５－

119.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１：　　‥　　　・・　　　　　　　一一　ﾄ

72) Vgl。(y(5)70)。　　＼　　　　　　　　。・　。･　　　　　　　　　　　　　　　●　∧　＼＼

73) Vgl. (Ｖ(,５)７０)．●●●　●●●　　　　　　　　　　　　●●●　　　　●●　　　　　　　　　　　　　●●

７４)･Novalis 。Hymnen an　die Nacht" 5.Hymne:トSchriften in 4 Banden(V(5)68).

Bd.l. S.63.ｹｰｽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾚ　　　･･　　　／

　　Zur Hochzeit ruft der Tod 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十

　　Die Lampen brennen helle -　　　　　　　　　　　ﾄ　　　　　　　　　　　＼十　十

　Die Jungfraun sind zur Ｓ七elle -　　　∧　　　　　　　　　犬

　　Urn ０１ ist keine Not ―

　・Erklange doch die Feme

Von deinem Zuge schon,　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　Ｉ　∧　レ　　　　　　　　∧

　　Und ruften uns die Sterne　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　Mit Menschenzung' und Ton.　　∧　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥

　Nach dir, Maria, heben　，　　　ト　　　　　　し　　　　＼　　　　　　　　　　　　上

　Schon tausend Herzen sich.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧　　　　　し

　　工ｎ diesem Scha七七enleben　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　大八　ｌ　丿

　　Verlangten sie nur ｄｉｃね．　　　　　　　　　　　十　　　　．･・．･･　　・・

　　Sie hoffen zu genesen　　　　　　し　　　　　　　　＼　　　　　　　　十　　　　＼

　　Mit ahndungsvoller Lust ―　　　　．　　　　ト　　　　　ト　　　　し　　　　＼

　j,)。SITTLICHKEIT"　　　　　犬　　　　　　　　　ニ　　ト　　　　　　　　上　　　　＜

75)Novali Ｅ５。Ofterdingen.　Ein Roman”(1799-1801) I.Teil. Die Erwartung.　２．

Kap.：　Schriften in ４ Ｂ･ａｎｄ･ｅｒ!(V(5)68).Bd.l. S.109/S.110.　犬　　　　一一　　十　＼

　一ヽ･．　Zog schon das
ｌ
Geheimnisダder Natur und die Ents七ehung ihrer Korper

　　den ahndenden Geis七 ａｎ：　so erhohte die seltnere Kuns七ihrer Bearbeitung,

　　die romantische Feme, aus der man sie erhielt, und die Heiligkeit ihres

　　Ａ１七己rtums,　-‥し。(S.109/S.110) ..｡, so hat sich auch zwischen den rohen

　　Zeiten der Barbarei und ｄｅｍ＼kuns七reichen, vielwissenden und begutei'七色ｎ

　Weltalter eineヶtiefsinnige und romantische Zeit niedergelassen, die un-

　　ter schlichtem Kleide eine hohere Gestalt verbirgt. Wer wandelt nichtト

　　gem im Zwielichte, wenn die Nacht am Lichte und das Lichtヶan der Nacht

　しin hohere Scha七七en und Farben zerbricht;　und also･vertiefen wir uns wil-

　・lig in die Jahre, wo Heinrich lebte und Jetztﾌﾟneuen Begebenheiten mit

　　vollem Herzen ･entgegenging･･

76) Vgl. (V{5)75).

●●●

77)Novalis ,,Die Christenheit Oder Europa"(1799･)：　Schriftenin 。4Banden(V
(5)68)トBd.2.　S.67-84.　　　　　　　　　　　　１ １　　　　。ト・

78)Karouzou, Semni ･･はphore honoraire du Musee Na七ional d'Athenes)：　Musee

National. Guide illus七re du Musee. Athenes (EKDOT工KE ATHENON S.A.) 1981.

S.57(Farbpho七〇graphisches Ａ･bbild)：･Le grand relief eleusinien representant

ﾕLes deux divini七es et le .ieune　Trip七〇leme(S.56)|S｡58(かklarung)。･

　＼ＳＡＬＬＥ　１５．･Salle du　Poseidon　　. . . Relief d'Eleusis. Ou, sinon au

　　　”　　　タ　　　　　タ　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　・　　●　　　　●　　　　タ　　｡Telesterion ｄ゛Eleusis, aurait-on pu 七ｒｏリver le grand relief ｒｅｐ･resentaunt

　　deux divinites eleusiniennes？ Ａ gauche, venerable ６ｔ hieratique, Deme-

　　ｔｅｔヽ,les cheveux tombant sur la nuque, tient le seep七re de sa main gau‘

　　che et donne de １゛ａｕ七re les epis - ａｕ七refois dores ― au ｊeune Tripto-

　　leme, nu. Debou七, il ecoute 1'ordre qu'elle ｌｕｉトdonne ｄ･e s'envoler dans

　　son char aile･, pour aller faire connaitre aux hommes 1'agriculture ｑｕ゛ト

　　　　　　　　　　　　／　ｓ　　　亀　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　●　入　　　　〆　　　。　　　　　　・　elle leur revele. A droi七, se tient la jeune Ｃりre, Persephone. Vers 440-

　　４３０ﾚav.J.-C.

･Ｖμ。　Sawayanagi。･Daigoro：　Die ･griechische ･Kunst.･ ・Tokyo (工wanami) 1964.

S.188.

巾）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V(5)64-70

　　　ｓｉ七z,sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine

　　　Kraf七e, worin ａ工lein seine immer wachsende Vollkommenheit bestehe七. Der

　　　Besi七z macht ruhig,七rage, s七〇１ｚ．一一十ﾚ　　十　　　　　　　　　　　＼

　　　　Wenn ＧＯ七七in seine･ｒ Rechten alle Wahrhei七und in∧seiner (S.58/S.59)

　　　Linken den einzigen 工mmer regen Ｔｒ工φｂ：nach Wahrheit, obschon ｍｉｔ・dem

　　Zusa七ze, mich]immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und sprache

十zu mir:二Wahle ！” ｉｃｈ°ｆｉｅﾕ-Ｑihm mit Demu七in seine Linke und sagte：

　　　。Vaterにｇｉｂ！　ｄ１６ reine Wahrheit ist ja doch nur furﾄdich allein！”づ　　ｊ

65)Hegel 。Eleusis”V.37-40：犬Ｓ七ｕ七七garter Holderlin-Au･sgabe・＼Ｂｄ･･．７･1. S.234;

　Hegel-Werke(V(･5)53). Bd.l. S.･231.　　　∇　‥‥‥‥Ｉ．　　犬　　･．．･･．　　　．･･．　･．　･･

　　Dem Sinnむnahert･Phantas･ie das Ewigeト１　　　　　犬　　　　　　　十　　■■　　　　　：･･

　　vermahl七es ｍｉ七ＧｅＳ七a1七― Willkommen, ihr　　　　　　．・．･･．　　・・　　　　　　　．・

　　erhabne Geister, hohe Scha七ten,　＞　　．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥

　　von deren Stirne die Vollendung Ｓ七ｒａり1tトレ　　　　　　　　　　　　　　，　　　　４０

　66) Vgl. (V(5)9)√　　　　　　　　　　　　　　　上　　　　　　ニ　　　　ト　　　　　十　　……

　　i),,ROMANT工Ｓ工EREN”　犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

●●●●●　　　　　●●　67)Schelling 。System des transzenden七alen　工dealismus"(1800)づＶｴ. Deduktion

　eines allgemeinen Organs der Philosophie Oder Hauptsa七ｚｅ十der Philosophieニ
･der Kunst

nach Grun〔!ｓ§七zen des transzendentalen∧工dealismus〕．＼．§，３． ･Folgesat-

　ze (Verhal七nis der Kunst zum ganzen System der Philosophieｽ)：　Werke. Nach

　der Originalausgabe. MUnchen (B≪;ck/01denbourg)！９２穴Ｂｄ．１－４)／!928(Bd.5-6)･．

　Bd.2.　S.625. (〇riginalaリsgabe. Bd.工工工. S.625)　　　　　　　　　　　　＼

　　Diese allgemein anerkann七ｅ und auf keine Weise hihwegzuleugnende Objek-

　　tivitat der ｉｎ七ellektuellen Anschauung is七上die Kunst selbst. Denn die

　　as the七ische Anschauung eben is七die objektiv gewordene intel工ektuelle・

　　　‥．　Eine solche Anschauung ist das Organ aller Philosophle. ― Aber

　　diese Anschauung, die nich七ｅｉｎをsinnliche,　sondern eine intellektuelle

　　･ist, die nicht∧ｄａＳﾀﾞObjektive Oder das Subjek七ive, sondern ｄａｓコabsolut犬

　　　工dentische,　an sich weder･Subjek七ive noch Obiektive, zum Gegenstand hat,

　　　ist selbst bloB eine innere√die fur slch Ｓｅ工ｂＳ七しnicht wleder objektiv

　　　werden kann：＼ sie kann ･objektiv werden nur durch ｅ工ne zwei七ｅ Anschauung.

　Diese zwei七ｅ AnsGhauung ｉｓ七die as the七ische.　＼

　68)Novalis Fragmen七∧von　1798"･：　Schriften. 4トBande.･Leipzig (Bibliographi-

　sche･Ｓ工nsti七ｕ七)･1929. Bd･.2. S.335//S.411.ト　し　　･．．・．・　．・　　　　　　　　　．．・．・･･

　　Die Ｗｅ１七muB romantisier七werden. So findet manしden urspriinglichen Sinn

　　wieder. Roman七isieren ist nichts als eine qualitative ＰＯ七enzierung・　・‥

　　工ndem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewohnlichen ein geheimnis-

　　voiles Ansehn, dem Bekannten die Wurde μｅＳＵｎｂをkannten,∧ｄｅｍ＼ Endlichen

　　einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.　... (S.335//S.∧

　ト411)･‥．十Die Poesie ｉＳ．七das ｅＣｈ七｡absolut Reelle. Dies ｉＳｔ･der Kern mei-

　ner Philosophie. Je poetischer, je wahrer.　　　．‥＝ １

　69)Dilthey, Wilhelm。Das Erlebnis ･und die ･Dichtung”･(工905) 8.Aufl. Leipzig

(Teubner) 1922 ／
６ｔｏ�Ｏタ　Susumuﾊ,HolderlinﾆNovalis-S七udien'り　Forschungsbe-

richte der Universitat Sensyu.几Geisteswissensりhaften. Nr.28/Nr.29/Nr.31Λ・

Nr.32. 1982/1982/1983/1984. S.45-65/S.117-152/S.37-66/S.25-67に　　　犬

70)Novalis ,iHymnen an die Nacht”(Augus七1800) l.Hy･ｍｎｅ:ﾀﾞSchriften in 4 Ban-

den(V{5)68). Bd.l. S.55/S.56.　　　　　　　十　　　　　　六

　　Abwar七ｓ wend ich mich zu der heiligen,ﾀﾞunaussprechlichen, geheimnisvol-

　　len Nacht.･ Fernab liegt die・Welt一一　．，･‥＼(Ｓ。55/S.･56) ... Himmlischeら一犬

　als jene blitzenden Sterne, dlinken uns die unendlichen Augen, die di･ｅ

　　Nacht in uns geoffne七．　．‥　Preis der Weltkonigin, der hohen Verkundi-

　　gerin heiliger Welten, der Pflegerin seliger Liebe - sie sende七ｍｉｒ十

　　dich 一一 ｚａｒ七むGeliebte一一liebliche Sonne der Nacht,〉一一nun wach ich ―

　　denn ich bin dein und mein ― du ｈａｓ七die Nach七mir zum Leben verkUndet
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　V(5)63-64

　　Ｍｉ七dem freyen, selbs七bewuB七en Wesen trit七 zugleich eine ganze Welt

aus dem Nichts hervor -･die einzig wahre und gedenkbare　Schopfung

　　aus　Nichts -　. .. (S.297/S.298) ...　Zulezt die Idee, die alle verei-

　　nigt, die工dee der Schonhei七, das Wor七in hoherem ｐｌａ七〇nischemSinne

　　genommen.　工ch bin nun uberzeugt, daB der hochs七e -Ak七der　Vernunft, der,

　　indem sie alle 工deen umfast, ein asthetischer Akt is七，ｌund daB　Wahr-

　hei七　und　ＧＵ七ｅ，　nur　in　der　Schonheit verschwistert･sind. Der Philo-

　　soph muB eben so viel asthetische Kraft besizen, als der Dichter. Der

　　Mensch ohne asthetischen Sinn sind unsre Buchstaben Philosopher!. Die Phi-

　　losophie des Geistes ist eine as the七ische Philosophie. Man kan in nichts

　　geis七reich seyn, selbs七Uber Geschich七ｅ kan man nicht geistreich raison-

　　niren - ohne as the七ischen Sinn.　... Die Poesie bekommt dadurch eine

　　hohere Wurde ，sie wird am Ｅｒ!dewieder, was sie am Anfang war - Lehre-

　　rin　der　Menschheit;　denn es gibt keine Philosophie, keine Geschichte

　　mehr, die Dichtkunst allein wird alle ubrigen Wissenschaften und Kiinste

　　Uberleben・.. . (S.298/S.299) ...･　― Ein hbherer Geist vom Himmel ge-

　　sandt, muB diese neue Religion unter uns stiften, sie wird das lezte,

　　groste Werk der Menschheit seyn.

　Vgl. Schidler 。Was heiBt und zu welchem Ende studiert man Universalege-

schichte？ Eine akademische Antri七七srede"(26. und 27. Mai 1789：　Sonderdruck

im November 1789 in Wielands 。Teutschem Merkur” )：　Weimarer Nationalausgabe.

Bd.l7. 1970. S.373.
　　Nicht lange kann sich ｄ･erphilosophische Geist bey dem Stoffe der Weltge-

　　schichte verweilen, so wird ein neuer Trieb in ihm geschaftig werden, der

　　nach Uebereins七immung streb七― der ihn unwiderstehlich reizt, alles um

　　sich herum seiner eigenen vernunftigen Natur zu assimiliren, und jede ihm

　'ｖｏｒｋｏｍｍｅｎｄｅErscheinung zu der hbchsten Wirkung die er erkann七, zum　Ge-

　　danken ２ｕ erheben.　　　‥．

　Vgl.　Schiller ,,Uber Burgers ＩGedichte" (1791)：Weimarer Ｎａ七ionalausgabe. Bd.

22. 1958. S.245//S.253.

　　Bei der Vereinzelung und getrennten Wirksamkeit unsrer Geisteskrafte, die

　　der erweiter七ｅ Kreis des Wissens und die Absonderung der Berufsgeschafte

　　notwendig macht, ist es die Dich七kunst beinahe allein, welche die ｇｅ七renn-

　　ten Krafte der Seele wieder in Vereinigung bring七, welche Kopf und Herz,

　　Scharfsinn und Witz, Vernunf七und Einbildungskrヽａｆ七１ｎharmonischem Bunde ｌ

　　beschaf七igt, welche gleichsam den　ganzen　Menschen　in uns wieder her-

　　stellt.　. .. (S.245//S.253) ... Eine der ersten Erfordernisse des Dich-

　　tersｉｓ七工dealisierung, Veredlung, ohne welche er aufhort, seinen Neimen

　　zuverdienen.工hm kommt es zu, das Vortreffliche seines Gegenstandes (mag

　　dieser nun Gestalt, Empfindung Oder Handlung sein, in ihm Oder auBer ihm

　　ｗｏｈｎｅｎ)ｖｏｎgrobern, wenigstens fremdartigen Beimischungen ･zu befreien,

　　diein mehrern Gegenstanden zerstreu七en Strahlen von Vollkommenheit in

　　einem einzigen zu sammeln, einzelne, das EbenmaB storende Zuge der Harmo-

　　nie des Ganzen zu unterwerfen, das工ndividuelle und Lokale zum Allgemei-

　　nen zu erheben. Alle工deale, die er auf diese Art Im einzelnen bildet,

　　sind gleichsam nur Ausflusse eines innern 工deals von Vollkommenheit, das

　in der Seele des Dichters wohnt.　Zu je groBerer Reinhei七und Fulle er

　　dieses innere allgemeine 工deal ausgebildet hat, desto mehr werden auch

　　jene einzelnen sich der hochsten Vollkommenhel七nahern. Diese工dealisier-

　　kunst vermissen wir bei Hn. Burger.

64) Vgl. {V(5)60).

　Vgl. Lessing 。Eine Duplik”(1778)：Werke in ２５Teilen(V{5)39). Teil ２３．Ｓ。

58-59.

Nicht die Wahrheit,

meine七, sondern die

Wahrhei七zu kommen,

in deren Besitz irgendein Mensch ist Oder zu sein ver-

aufrich七ige Miihe, die er angewandt ｈａ七,hinter die

mach七den Ｗｅｒ七desMenschen. Denn nicht durch den Be-

(35)



▽　ニ　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V(5)57-63

　　1'Ocean。C'es七。七〇ｉ qui m'as montre la voie. C゛est　avec　toi que ｊ a゙i com-

　　mence. Les jours ou je ne te connaissais pas encore ne valent pas ｄ゛ａ七re

　　dits。0 Diotima, Dio七Ima, fille du ciel！

58)Holderlin 。Hyperion" Ｂｄ。1. Buch 1. Brief ４：　Ｓ七ｕ七七garterAusgabe. Bd.3.

S.14.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉

　　Wie unvermogend ｉＳ七doch der ｇｕ七willigs七ｅ Fleifl der Menschen gegen die

　　Allmacht der unge七heil七en Begeisterung・

　Vgl. Holderlin ,,Hyperion”Volume premier. Premier Livre.　Ｌｅ七七re ４：

0Euvres(V(5)2). S.142.

　　La toute-puissance d'une ferveur sans partage annule 1'application la

　　mieuχintentionnee.　　　　　　　　　　　　≒　　　　　　　　　　　　　　ヶ

59)Hegel 。Eleusis” V.67-69： Stu七七garter Holderlin-Ausgabe. Bd･。7. 1. S.235

Hegel-Werke(V(5)53). Bd.1. S.232.

　　Dem Sohn der Weihe war der hohen Lehren Fulle

Ｉ
タ

　　des unaussprechlichen Gefuhles Tiefe viel zu heilig,　　　　　　　　　　　　６８

　　als daB er trokne Zeichen ihrer wurdigte.

６０)ﾘegel 。Eleusis" V.56-6工：　Ｓｔｕ七七garter Hold･erlin-Ausgabe.　Bd.7. 1・S.234｡

(Ｖ．勇一58)/S.235(V. 59-61 );Hegel-Weがke(V(5)53). Bd.l. S｡231 (V. 56-59)/S.232(V.6Qff).

　　die Weisheit delner Priester schweigt。kein Ton der heil'gen Weihen

　　hat sich zu uns gere七七ｅ七― und vergebens sucht　　　　　　　　　　　　　　　　。．

　　des Forschers Neugier ― mehr, als Liebe　　　　　　　　　　　　　　　S.234

　　zur Weishei七(sie besizen die Such･er, und　　　　　　　　　　　　　　　S.235

　　verachten ｄｉｃｈ)-ｕｍ sie zu meis七ern graben･ sie nach Worten,

　　工ｎ･die dein hoher Sinn gepraget war！

61) Vgl. (V(5)60)。

62)Hりlderlin 。Hyperion” Bd.l. Buch ２．Brief ３０：　Stuttgarter Ausgabe. Bd.3・

S.81/S.83. tJber die Philosophie.・

　　DieDichtung, sagt' ich, meiner Sache gewiB, ist der Anfang und das Ende

　　dleser Wissenschaf七. Wie Minerva aus Jupi七ers Haupt, entspringt sie aus

　ｌder Dichtung eines unendlichen ｇ６七七lichenSeyns・　‥・　, der nie erfuhr,

　　wienur in Stunden der Begeisterung alles innigs七ubereins七ｉｍｍ七, der

　　Mensch wird nich七einmal ein philosophischer Zweifler werden,
゛！゜　(S.8工

　　/S.83) ...　Verstand ｊ．ｓ七〇hneGeistesschonhei七, wie ein dienstbarer Ge-

　　ｓｅ工le,der den Zaun aus grobem Holze zimmert, wle Ihm vorgezeichnet ist,

　　und die gezimmerten Pfahle an einander nagelt, fiir den Garten, den der

　　Meister bauen will.　Aus blosem Vers七ande kommt keine Philosophie,

　　denn Philosophie ist mehr, denn nur die beschrank七ｅ ErkenntniB des Vor-
handnen. ● ● ●

　Vgl. Holderlin
iiHyperion"

Volume premier. Second Livre.　Lettre ３０：

0Euvres(V(5)2). S.202/S.203/S.204/S.205.　　　　＼

　　-ＩQuel rapport, demanda一七-il, entre !ａ philosophie, 1'elevation austere

　　de Ｃｅ七七ｅscience, et la poesie?

　　一一La poesie, dis-je, sur de mon fait, est le commencement e七１ａ fin de

　　cette science. Comme Minerve de la te七e de Jupiter, ce七七ｅscience est

　　sortie de la poesie d'un Etre divin infini. ... {S.202/S.203) ... ―,

　　qui ｎ゛ａjamais eprouve que seules les heures･　d'en七housiasme revelent le

　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｆｆ　　　　　　　　　　　　　　　　’　八　　profond concer七de tｏＵ七esｃｈｏｓ｡escreees, cet homme ne donnera meme pas

　　un douteur;　. .. (S.203/S.204) ..レSans la beau七石ｄｅ 1'esprit, l'in七己１－

　　lect ｅｓ七pareil au serf qui 七aille dans un bois grossier, comme on le

　　lui ａ prescri七, les pieux ｄ゛un enclos et qui les cloue ensemble, pour le

　　　　　　　　　　　　　　　　⌒　　jardin de son ｍａ１七re.　．．．　(S.204/S.205) ...　L'intellec七pur ne produit

　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　ゝ　　nulle philosophic, car la philosophie ne se redui七pas ａ la reconnaissan-

　　ce bornee de ｃ･ｅqui ｅＳ七．

63) Vgl. (V(5)62).

● ● ●

　Vgl. Holderlin/Hegel/Schelling Das alteste Ｓｙｓ七emprogramm des deutschen

工dealismus"(1796)：　Ｓ七ｕ七tgarter Ausgabe. Bd.4. S.297-299;　Hegel-Werke(V(5)

53). Bd.l. S.234-236.

(36)
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　　　　　　　　　　●．●　．　　　●．　　　　　　　　　　　一才●　　　　　二　　　一一　　　一一　Ｖ（５）５４－５７

Pluie du ｃ工el, o ferveur！　Tu nous rameneras le priｽntemps des ｎ血七ionsト

Ｌｊ七ａ七ne peut disposer ｄｅレ七〇i. Mais qu'il ne te gene point, e七七u vien-

dras, avec tes ｖｏ工ｕｐ七es toutes-puissantes, tu noリｓ envelopperas dans un

ｎ･uage d゛or e七△nous eleveras aリーdessus de!.ａ condi七ion mor七elle ；　alors ，

pleins ｄ６ ｓ七upeur, nous douterons d'e七re ces memes indigents qui inter-

rogeaientユ叩ａＳ七res pour (S. 158/S. 159) savoir Ｓ’：１１多verraient encore

un printemps...　Quand eel a sera, me demandes-tu?ニQuandユａ二preferee du

Temps, sa plus jeune, sa plus belle fille, la：nouvelle Eglise, surgira

de ces formes desuetes et souillees,つquand le reveil du sens du divin

rendra ａ １ﾀhomme son：dieu〕et au coeur ･ｓ４jeunes°se, quand... je ne puis

l'annoncer, car c'est･ a peine si je la pressens,ヶmals je ne doute pas　＼

ｑｕ･･elle　vienne. La mort･･est messagere de vie：　si ｎｏｕ･Ｓ=ｄｏ･rmons main七enant

　　　　　　　　　　　　八　●．●　●・　　　　　　　．　　八　　　　　　・　　●ﾀ　　　　　　．　　ｙ　－dans notre hopita］I, c' est que blen七〇it nous りous reveillerons gueris. し

八lors seulemen七ｎｏｕＳ＼Ｓｌｅかons, alors nous aurons trヽouve 1'element ou

　　･1'esprit･∧respire!∧　白　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．　　．・．．･･

55)Hegel。Eleusis" V.43-47：　Ｓｔｕ七七garter Holderlin二Ａｕりgabe. Bd.7. 1. S.234

Hegel-Werke(V(5)53). Bd.l.ニS.231.　　　　上　　　　　　　▽＼　　　　コ＼　　ト

　　Ｈａ!　sprangen izt die Pforten deines Heiligthumes selbs七ｙ･

　　ＯCeres, die du in Eleuslsダ七ｈｒｏｎ七ｅｓｔ!　Von　　　　　　　ｊ　　　　＼　ノ

―
～

Begeisterur!g trunken ｆＵりIt'　ichizt,

Die Schauer deiner Nahe,

verstunde deiner Offenbahrungen,

４５

56)Hegel Eleusis" V.26-36：　Stuttgarter りolderlin-Ausgabe.　Bd.7. 1.　S.234;

HegeエーWerke(V(5)53). Bd.！．　S.230f.　　　ト　　　　ト　　一　　　　　　　＼　‥‥‥

　　Mein Aug erhebt sよじｈzu des ew゛gen Himmels Ｗ６１りung,　　尚　　犬

　　zu dir, o glanzendes Gestirn der Nacht！　　　　　　　＼　　　．･．･．・．．・．・　　　　．･

　　und aller Wunsche ，ａ･Herりofnungen　　　＼　　　上　　　　　　十　十　　十　　，

Vergessen stromt aus deiner Ewigkeit herab
・
！

　der Sinn verliert sich in dem Anschaun･，

ｌｃｌゝχ●｀●Ｉ．ＩＩＩ．　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　■プwas mein ich nannte schwindet,　　　　　　／’■

ich gebe mich dem unermeslichen dahin,　　　　ｌ　　･･･

　ich bin in ihm bin alles, bin nur es.

　Dem wiederkehrenden Gedanken fremdet,　　　　･．．

　ihm grau七vor dem unendlichen, und staunendプfast

　er dieses Anschauns Tiefe nich七．　　　　　　　　＼

3０

３５

57)Holderlin Hyperion" Bd.l. Buch 2. Brief １４：　Stuttgarter Ausgabe. Bd.3.

S.52-53.　　　　　　　犬　／　　　　　∧　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　∧　犬

　　Ｏihr, die ihr das Hochste und Beste sucht, in犬der Tiefe des Wissens, im

　　GetUmmel des Handelns, im Dunkel der Vergangenheit, im Labyrinthe der Zu-

　　kunf七, in den Grabern Oder〉 uber ｄＱｎよSternenトｗｉＢ七(S.52/S.53) ihr seinen

　　Nahmen･? den Nahmen defl, das Eins ist und Alles？　Sein Nahmeトist Schon-

　　ｈｅｉ七．　WuBtet ihr, was ihr woll七ｅｔ?Noch weiB ich ｅｓ〉nicht,コdoch ａｈｎ゛ich

　　es, der neuen Gottheit neues Reich, ur!ｄ十ｅ１１タ　ihmzu und ergreiffe die

　　andern und fuhre sie･mit mir, wie der Ｓ七rom die Ｓ七rome in den Ocean.

　　Und du, du hast mir den Weg gewiesen！　Mit dir begann ichレSie sind der

　　Worte･ nicht werth, die Tage, da ich noch dich nicht kann七Ｑ-　〇I Dioti-

　ma, Diotima, himmlisches Wesen!　　　　　　　し⊃

　Vgl. Holderlin 。Hyperion” Volume prem工er.　Second Livre. Lettre １４：

0Euvres(V(5)2) .　S.177.　　　犬　　･．　･･．・　　　　　　．･･　　　十　　　　＼　　　上

　６ vous qui recherchez le meilleur ｅｔしle plusﾚhaut, dans la profondeur du

　■ｓａｖｏ１ｒ，ｄａｎｓle turnリ1七ｅｄｅ･1'action, dans １゛obscuri七石ｄｕ passe ou le la-

　　byrinthe･ de l'avenir, dans les tombeaux ou au-dessus （!es astres, savez一十

　　vous Ｓｏｎｎｏｍ?ニLeｎｏｍトde ce qui constitue l'Un et le Ｔｏｕｔ?　Son nom es七　＼

　　Beaute･．=　Saviez-vous ce que vous vouliez？Je ne le connais pas encore,

　　mais je le pressens, le regne ［!e la nouve］.１ｅ∧divinite, je cours ａ lui,

　　entrainant les autres avec moi, comme ／le fleuve entrame ses ｆｉ･eres ａ

(37)



　　　　・Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　V(5)50-54

50)Biblia Germanica 1545 (V(5)36). 2.Teil. S.24り：　Euangelium Ｍａ七七heus. V工工

７．１　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　･．　　　　▽　　●●●●●●●　　●●●　　　　●●●　　　　　　　　　　●●

　　Suchet / so ｗ(?rdet jr finden / Klopffet an so wird euch auffge七han.　‥．

51)Holderlin 。Brod und Wein" V.152 /パ,ＬｅダPain et le vin" vers 152：　Ｖ(.５)２８｡

h)。ANSCHAUN･･ UND SUCHEN”

　　'¶|　･‾‾‾‾‾‾‾‾""7　n　　　　　　　　　一一／52)Hdlderlin 。･Hyperions Jugeきｎｄ･･(1795):l.Teil. Kap｡13:　Stｕ七もｇａｒ七erAusgabe･．

Bd.3. S.209.　犬　　　　　　　　　　　　　　　ト･　　　　　　　　　･'　　し　　　　　レノ

　　Bewahre dich, junge Ｓｅｅ工ｅ！　Dugehorst einer andern Ｗｅ１七.Befasse dich

　　nlcht zu viel mit dieser, bis deineﾚZeit komm七, und du unter ihr Ｗｉかkst.

　　Nahre dein Herz ｍｉ七der Geschichte□besserer Tage, suche nichts unter

den jezigen! ● ● ●

53)Hegel 。Eleusis. An Holderlin"(工796)コV.78-80：　Stuttgarter Holderlin-Aus-

gabe. Bd.7. 1. S.235. Vgl. Hegels Werke in ２０ Banden. Auf der Grundlage

der 。Werke"(lり32-45). Frankfur七am Mai:n (Suhrkamp)し1969-71 (Register 1979)

Bd.l. S.232.ﾄ　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　．・　　　ｌ　　し．･-　　　　　　　　　　　■　　　　　　■■

　　Was der geweiね七ｅ sich so selbst verbot,ﾚverbot ein weises

　　Gesez den armern Geistern, das nich七kund zu thunﾀ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　　was er　in ｈｅｉ]L'ger Ｎａｃね七gesehn, gehoか七, gefuhlt ―　　∧＼

　ｖｇ:L. Homerische Hymnen.　Griechisch und deutsch hrsg. Ｖ， Weiher, An七〇ｎ．＼

Tusculum-Bucher. MUnchen (Heimeran) 3.Aufl. 1970. S.6-33：　An Demeter.

V.470-484(S.32：Griechisch/S.33：Deutsch).　　　　　上　　　ト　　　　　　　　　し

Also ｓｐ･rachsie;　die schon bekranzte Demeter gehorchte,　　． ･･　．･・

LieB in den groflen Schollen der Acker sogleich ｗｉくederFriich七ｅ一

Wachsen,ダdaB weithin die Erde stro七ｚ七evon Ｂｌａ七七ernｕｎｄ〉Bluten,・

Ging zu den Konigen十dann, den Wahrern°ｄｅｓﾀﾞRech七es,und zeig七ｅ

ＥｒＳ七dem Triptolemos, Diokles dann, dem Meister der Pferde,犬

Keleos auch, dem FUhrer der Manner, deかKraf七ｄｅｓ〉Eumolpos,

Allen ｄｅｎ･Opferdienst und beschri･ｅｂ．=（!ieerhabenen･Ｗｅﾆihen,

ＥｒＳ七dem Triptﾀjlemos, dann Polvxeinos, Diokles wieder.

Keiner darf je ｌｓｉとverletzen, erforschen, verklinden･; ･denii groBe

Ehrfurch七vor den Ｇ６七七ernlaBt Menschenrede verstummen.　　　　犬

Selig der Erde bewohnende Mensch, der solches gesehe･ｎ！

¨Ｄｏｃｈwer die Opfer nlcht darbrlng七√Oder sie meidet, wird niemals

Teilhaf七solches Glucks:　er vergeht in modrigem Duster.

Ａｂ･erals nun alles die himmlische Gottin ｇｅＳ七iftet,　〉

Brachen sie auf zum Olympos, zum Kreise der anderen Ｇ６七七ｅｒ.

４７０

４７５

４８０

5４坤olderlin 。Hyperion" Bd.l. 17り7. Buchし1. Brief ７：　Stu･ttgaかｔｅｒニAusgabe.

Bd.3. S.32.　　　　　　　　　　　　　　　●･　１　･･ 。　・　－　・　　Ｉ･　・　　　　：　　　　　　・

　　Ｏ Regen vom Himmel！　Ｏ Begeis七erung！　Du wirst den Friihling der Volker uns

　　wiederbringen. Dich kann der Staat nicht hergebie七9nにAber er store dich

　nich七, so wirst du kommen, kommen wirst du, mit deinen allmachtlgen Won-

　nen, in goldne Wolken wirs七du uns hullen und empor uns 七ragen Ｕｂｅかdie

　　Sterblichkeit, und ｗｉｉヽwerden staunen und fragen, ob wir es noch seyen,

　wir,ﾆdie DUrftigen, die ｗｉかdie S七erne frag七Ｑｎ，コob dort uns ein Friihling

　　bluhe ― frags七=ｄｕ mich, wann diB seyn Ｗ工ｒｄ?Dann, wann die Lieblingin

　　der Zeit, die Jungs七e, schonste Toch七er der Ｚｅｉ七，▽die neue Kirche, her-

　　vorgehn： wird aus diesen beflek七en veral七ｅ七en Formen,　wann ｄａｓﾀﾞerwach七ｅ

　　･GefUhl ｄｅｓ･Ｇ６七tlichen dem･Menschen seine：Ｇｏ七七heit, und seinerヽBrus七･ ｄｉｅ・

　　schone Jugend wiederbringen wird。wann - ich kann sle ｎ１･ｃｈｔニverkUnden。

　　denn：ich ahne sie kaum, ab･er sie komm七gewiB, gewifl. Der Tod ist ein Bo-

　　te des Lebens, und dafl wir ｊｅｚ七schlafen in unsern Krankenhausern, diB

　　zeugt vbm nahｅｎ ａｅsunden Ｅかwachen. Dann, dann erst sind wlr, dann ist

　　das Element der◇Geister gefunden･!　　　　　　=･。　　　　　･･　　　　一一　＜　　　　-･

　Vgl.　Holderlin。Hyperion･¶(｢rraduct｣｡on par Jacco七七et, Philippe) Volume pre-

mier. Premier Ｌとivre. Le七七ｒｅ７：　0Euvres(V(5)之). S.158-1ら９．　　　　　　　ニ

(38)

三
八

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告

第
三
十
九
巻

二
九
九
〇
年
）

人
文
科
学



－
一

一

九

『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
六

（
高
橋
）

　Froh des neuen ungewohnten Schwebens犬
　FlieBt er aufwarts, und des Erden:lebens
　Schweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt.
44) Vgl. {V(5)2)レ＜　ニ

V(5)43-49

175 / 145

　ｆ）。HEILIGE NACHT”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　＞　　　　　　犬

45) Ho!derlin 。Emilie vor ihrem Brau七七ag"(1799) V.27-31：　ＳｔＵ七tgarter Ausga-

be. Bd.l. Ｓ。278.　　　∧

　トUnd hab' ich ihn den theuern･ Vater nicht,　　　ト‘

　　Den Helligjugendlichen, Vielerfahrnen,し　　　　　　　　　　　　ト　犬　＜　ユ

　　Der, wie ein s七iller Gott auf dunkler Wolke,

Verborgenwirkend liber seiner Welt　　　　尚　　　　＜　　ト　　　　　　　　　　　∧３０１

　　Mit freiem Auge ruht, ●・。　・　・　　　・　■･　　■　　　■・　　　　■　　　■■■　　　　　　・

46)Holderlin 。Brod und Wein” Str.6. V.105-108：尚Stuttgarter Ausgabe.　Bd.2.

S.93.　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。●　　　　　　　づ

　Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des Mannes ein Ｇｏ七七nicht,　　　１０５

　　　　Driiktden Ｓ七empel, wie sonst, nicht dem Ｇｅ七roffenen ａｕｆ?

　　Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt ａｎ=

　　　　Und vollendet' und schloB trostend das himmlische Fest.

Vgl. Holderlin。,Le Pain et le ｖｉｎ”(V(5)2) vers 105-108：　OEuvres.　Ｓ．･812.

　　Et pourquoi done un dieu ne grave一七-il plus le front de １゛homme　　　　１０５

１　　Comme jadis, etトscellant de son sceau celui ｑＵ゛il ａ saisi？ レ

　　Lui-meme il descendait parfois et prenant forme humalne　　　　　　　　　’　‥

　　　Ａ la divine fete il donnait fin, consolateur.　　　　　　　　　　　　　　ト

47)Takahashi:ﾀ　Ｋａ七sumi：　Hellas und Hesperien ｂｅｉｿﾞHolderlin - 。Seeliges∧

Griechenland”(Forschungsbericりte　der Universitat Kochi fur die Ｊａりｒｅｎ犬

1984/1985/1986. Vol.･33/Vol.34/Vol.35. Geisteswissenschaften. S.13-72/S.1-

72/S.1-66)。〔工工〕Das klassische Griechen七um und das abendlandische Chri-　‥

stentum･(7) Die Ａｎ七ike als 工dee (Vol.34.　Ｓ．７－２０）／ベエエエ）‥。Gottder Mythe"。

（１０）。,Die tiefste工nnigkeit" (Vol.35. S.2-14)。　　十　　　　　　　　　上

48)Holderlin 。Brod und Wein” Str.8. V.129-132：　Stuttgaや七er Ausgabe. Bd.2.ト

S.94.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

　　Als erschienen zu lezt ein stiller Genius, himmlisch　。。　　　　　　　　　上

　　　Trostend, welcher des Tags Ende verkiinde七' und schwand,犬

　LieB zum Zeichen, daB einst er da gewesen und wieder　　し

　　　Kame, der himmlische Chor einige Gaaben∧zuriik,　　　■■■■■■　　　　　　Ｊ

Vgl.　Holderよiひ,iLe Pain et le ゛ｉ�(Ｖ(５)／２! vers 129-132：　OEuvres.ニS.813

　Quand, derniere･･ Presence･, un paisible Geni･ｅﾆ･aux divines paroles犬

　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　〆　　　　　　　・　●　　　● Ｉ　　　．　　　　　・　　　Consolatrices, eut annonce １ａ fin du Jour et disparu ，

　Comme un signe ｄｌｅ十savenue ici-bas jadis,へun gage　　　　　ニ

　　　De son retour, le choeur des dieux nous laissa:quelques dons '

色･)。SUCHEN" UND 。PRUFEN”　＼　　　　レ　　　　　　　　　ト　・･..・・..･　　　　　　　・.・

1３0

１３０

49)Holderlin 。Hyperion!’ Thalia-Fragment 1794： StuttgaterﾄAusgabe. Bd.3. S

ﾕL84.　　　　　　　，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　上　　　　　一白　　　　一一

　Wir sind nichts;　was ｗｉｒ･suchen, ist alles.　Noch ahnd' ich, ohne

　zu finden.　工ｃれfrage die Sterne, und sie vers七ummen, ich frage den Tag,

　und die Nacht;　aber sie antworten nicht.犬‥。Es muB heraus, das groBe

GeheimniB, das mir das Leben gieb七〇ｄｅｒ十deれTod.　　　　　＼　　　　　　十　　‥

Vgl.　nり1deかlin 。Hyperion･･ Fragment Thalia：ﾄ0Euvres(V(5)2). S.132-!３３ト

　Nous ne sommes rien;　ｃ e゙st ce que nous cherchons qu･１est tout. (S.132/S.･

　133)　‥．ト　Ｊ･゛ENsuis encore みpressentir, mais ne trouve point. J'inter-

　roge les astres, ils se 七aisen七;　j'interroge le jour, la nuit, ils ne

　repondent point.　．‥　Car le mystere considerable dont j'a七tends １．ａ

　vie, ou ｌａ十mort, doit etre un jour revele.　　　　　　　∧＼

(39)



　　‥　犬　　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　V{5)38-43

　　des Meers allezei七ruhig bleibet, die Oberflache mag (S.30/S.31) noch so

　　ｗＵ七hen, eben so zeiget der Ausdruk in ｄｅｎﾄFiguren der Griechen bei alien

　　Leidenschaf七en eine groBe und gesezte Seele. ＼ ．／／．．　§．ユフ8.Der　Ｐ ｉｈ｡Ｓｅ１ ･，

　　den der KUns七ler fUhre七, soilよin Ve･ｒＳ七and　getunk七　sein , wieトjemand

　　ｖｏｎ＼ｄｅｍSchreibegiffel des　Ari s七oteles∧gesaget hat.・．・　　　　　．･

39)Lessing 。ＬａｏｋｏｏｎへKan.XXV工：　Werke in ２５ Teil･en. Bongs〉ＧＯ：ldene Klassiker

Ｂｉｂ!Liothek. 1925/1929/1935. Hi工desheimし(01ms)犬Ｆａ･ksimile-Nachdruck 1970.……

Teil ４．Ｓ･.409.　　　　　　　　　　．●　　　　　　　　　し　‥　　　ザレ　　　　犬　　＼　　‥‥‥　‥

●●●

nen.

Wincklemanns ,,Geschlchtり　der Kunst des　Altertums･･･(．･:L764･).=･isters･chie-

工ch wage keinen Schri七七しweiter,　ohne dieses Werヽk gelesen zu haben.

und wo so ein Mann die Fackel der Geschich七e vortragt, kann die

　　Spekulation kuhnlich nachtreten.　．‥　∧　　　‾　　　　　　＼　　∧　八十　－

40)Schiller 。Das Ｒｅｉ･ch der Scha七如ｎ”(1795) Str.l. V.l-3(･。Horenリhrsg. V.

Schiller.・ ９．Ｓ七uck.　1795.･ Septemb･er.　S.I);･Werkeに･Weimarer Natio･nalausg･abe

(Hermann Bohlaus∧Nachfolger) Bd.l.　1943. S.247：　。Das Reich der Formen”(Ge-

dichte. Erster Teilよ800) ;　Weimarer Nationalausgabe. Bd｡2. Teil 1. 1983.

S.118：　。Ｄａｓ工deal und das Leben"･,１･｡Strヽし.･V.l-3(･Ｇむ･dich七ｅ･．－・．･Teil. 2.Aufl.

1804 ／ Ausgabe ！ｅ七ｚ七er Hand. 1805);:Weimarer Nationalausgabe：. Bd.2√Teil

工．－Ｓ･.164/S.395(。Ｄａｓ工deal und das Leben" l.Str. V.1-3).

　Ewig klar und spiegelrein ｕｎｄﾌﾟｅｂｅ:り　∧　　　　　　　　し　　　　　　　　　二　＼

　ヅFliefit das zephyrleichte Leb.en　　　　　犬　．．・･．･　．．・　　･．･．　　　　　　　･．　　　・．

工ｍOlymp den Sell･gen dahin.

Ewigklar und spiegelrein und eben

FlieB七das ｚｅｐねyrleichte Lebenし=

工m Olymp･･den ･Seligen・dahin･．

（。Das Reich der･ Schatten" V･.1-3)

（。Das Ideal und das Leben¶I V.1一了）

41･)Ｈ６･1d9･rlin 。Hyperion” Bd･.･2. Buch 2･大日rief 28 {V(5)37). Bd.3. S.143 ：　..Hy-

ｐｅｉヽionsSchiksaaalalied” Str.3.　V.16-24し (V(5)37)ﾄ．上Bd.l. S.265.づ　　　十　ト

　　Doch uns ist gegeben,　上　犬　　１　　　　　　　ニ　　　　　　犬＜　　　　〉　　ノ　　･．

　　　　Aufkeiner Ｓｔａ七七ｅzu ruhn,　　　　　　　　　　≒

ｊ　　　　Es schwinden, es fallen　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　犬

　　　　　　　　Dieleidenden Menschen　　　　　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　＜
　　　　　　　　　　Blindings von einer　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　．２０

　　　　　　　　　　　　　Ｓ七unde zur andern,　　　犬　　　　　∧　犬　犬

＼　　　　　　　　　Wie Wasser von Klippe　　　　　　　犬　　　∧　　　∧

　　　　　　　　　　　　　　Zu Klippe geworfen,･＜　　∧／　　く･．．･　　　　　　　．．･　　　　　．･．．．･．･

　　　　　　＼　　　　　Jahr lane ins Ungewisse hinab.　　ト　　　　，

　Ｖ尽１・HoldeﾘLin
ｌｌ･Hyperion”

Volume ･second ． Ｓ･econd:Livre.　Ｌｅ七七ｒｅ･･ ２８． (=Ｖ(５)．

37). S.258.　　　　▽●　　　　　　　＼　　　　　し・　　し　　　　　一一　　　　　∧●　ノ

　　　●　　　ち　　　　　　タ　　Ｉ　　　　　　　　　　　　・　　Mais a nous il echoit －　　ダ　　　　　　　　　　　パ

　　　De ne pouvoir reposer nulleパpart.〉　∧　ノ　　ノ　犬　　‥

　　　　　Les hommes de douleur　〉　　　　　１　　　　　　　　　∧

　　　　　　　　　Chancellen七，七〇mben七　　　　　　　　　　　　　　ニ

　　　　　　ニ　Aveuglement d'une･･ heure｡．=．．・　　一犬　．．　　＼　　　一一　＜　　　　尚　　　　・２０

■Ｉ　　・　　●　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　．　●Ｉ　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　Ａ une autre heure,　　　　　　‥　　　六　　　．･．．・．･　　．･･･

　　　　　　　　　　＼　　Comme l'eau de rocher　　△　　　＼　　　　　　　　　　　犬　　　　　　二

　　　　　　　　　　　　　　　　　En rocher ｉヽejete･ｅ･．･．･．　　・．　・・･．．･．･･　．･．･･．　･･･　　．・　･．･　　　･．･　　．･･

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par les annees dans le gouffre incer七ain.･･．　　・･．･　　　．･．

42)Schiller ･,･,DasしReich der Schaﾔｔｅｎ”･(V(5)40･)Ｓ七ｒ．１ﾕﾚ．Ｖ･.107-110･;トWeimarer

Nationalausgabe.　Bd.l。ﾀﾞS.250ﾀﾞ。Das工deal und das ∧Leben"(V{も)40) Str.8. V.

77-80;　Weimarer Ｎａ七ionalausgabe-.ニBldl｡２.:Teil 1.トS.398.　　　　　　　　　　‥‥‥‥‥

　　Nur dem Ernst, den keine Muhe bleichet。上　　上　‥‥‥‥‥‥

　　Rausch七der Wahrhei七七ief versteckter ･Born,　　　　　し　　　く　　　　　　■　■■■■

　　Nur des Meisels schwerem Schlag erweiche七　し　　　ニ　　上＼　　　　　ブ　＼

　　Sich des Ｍａ･rmors sprodes Korn･･．･．　　　　　　　　　　　　　　　　・．　　　１１０／ ８０

４３)･Schiller 。Ｄａｓ･Reich ･(!er Scha七七ｅｎ”(･Ｖ(：5)40)S七r.l8. V･.174-176;しWeimarer

･Ｎａ七ionalausgabe. Bd.l. S.251：ハDas工deal und das Leben"(V(5)40･) Str.l5.

V.144-146:　Weimarer Nationalausgabe. Bd.2. Tei･1 1. S.400.　　　　　し

(40)
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　　　　　ト　十　　　　　　ノ　＝　V(5)34-38

34)Pope,∧Alexander ．八ｎEssay on Man"( ,,Ein Versuch uber denりensehen"(V(5)32)

:L733－34)･Epis七1e工. 1733. V.201-204：　An Essay ｏｎ∇Man. Epis七les工÷工V. London

(Macmillan's English Classics) 1895(1.Aufl.)し1919レS.9(Spharenmusik).

　　,工ｆｌｎａ七urethリnder゛ｄ in his op゛ning ears,　　　　　十　　　　　∧

　　And s七unn'd him with the m:usic ｏｆ七ｈｅﾄspheres,　　　　･．･･．・・．　　　．･．　　　・２０２

　トHow would he wish ｔｈａ七Heav゛ｎ had left him ｓ七ill

　　The whisp！ring zephyr,　and the purling rill？　　づ　・･．・．・．・　　　･ﾚ　……

35)Kant。Kritik der十praktischen Vernunftり(1788) BeschluB：　WerkeヽAkademie-

Textausgabe･(V(5)23). Bd.5･S.161.　　　▽　　　‥．犬　　∧　　し　　　　　　　犬　　･．

　　Zwei Dinge erfullen das Gemiith mit immer ｎｅリer und zuneれmender Bewunde-

　　ｉヽungund Ehrfurch七, je .6f七er und anhaltender sich das十Nachdenken dam it

　　beschafti･ｇｔ：　レder　bestirnte十Himmel　uber　mir　und das　moralische

･･ Gesetz　in mir.　　　　●●‥：．　　　　　．．．　　　　　　　　　　　　　土　し　　＼　　　　　／

36)Biblia Germanica 1545 (Deutsch nach Luther). Faksimile-Auseabe.　Ｓｔｕ七七－

ｇａｒ七(Deutsche Bibelgesel工schaf七) 1967/83.　工．Ｔｅ工１．　S.291: Der Psalter.　　＼

Ｖ工工工.3-4.　　　　　　〉　　　／　　　　　　　　　　　＝　　　　∧　　　十　　　十▽

　　Denn ich werde sehen die Himel deiner Finger werck ／〉Den Monden und ｄｉむ

　　　　Sterne ｄｉｅトdubereitest.　　　　　　　･･　　　　　　･‥　犬　　．．．．ト＼　　　＼　　　ト

　　WAS is七der M:ensch ／ das du sein gedenckest ／ Vnd des Menschen kind ／ ／

　　　Das du dichりein annimpst：　　　　　∧　　　　し　　ト　　ト　＼

　ｅ)。ＤＡＳ工DEAL UND DAS LEBEN"　　　　　　　づ　し　　‥‥‥＝　　　　１

37)Holderlin 。Hyperion” Bd.2. 1799. Buch ;２．　Brief ２．８(Ｓ七uttgarter Ausgabe.

Bd.3.　S.143)：：ニ,Hyperions ：Schiksaalslied'「Str.2. V.7-15し(Stu七七garter Ausga-

be. Bd.l. S.265).　　　‥　　　　　　　∧　　‥‥・　　　．．　　・　．･　･･．･　・　．．･　　　．・　　　．･

　　Schiksaallos,上wie deかschlafende　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　，　　　〉

　　ダ　Siiリgling, athmen die Himmlischen;　　　　犬　‥　　　　　　　　　　　　　ニ

　　　　　　Keusch bewahr七　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　　　レ

　　　　　　　工n bescheidener Knospe,　　　　　　　　　上　　　犬　　十　　　　　　　　　　＋10

●●●●●●　　●●　　●ＢＩＵｈｅｔ＝ｅｗｉｇ＝　　　　　　　　　　　　　　　゛　　　　　　ト　　'　　　二　　　　十

　　　　　　　　　　　工hnen der Geist,　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　・　･．　　　Ｉ．　　　　　　．　　・

　　　　　　　　　　　　　旧ｎｄdie seeli^

　　　　　　　　　　　　　　＼Ｂｌｉｋｅｎin stiller　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

　　　　　　　　　　　　　　　∧　Ewiger Klarheit.上　　　　　　　　　　]　，⊃　　　‥　　　　　　‥

　Vgl.　Holderlin 。Hyperion" Volume second ． 1799. Second Livre. Le七七re ２印

0Euvres{V(5)2).トS.258 (Traduction par Jaccottet, Philippe).犬

　Les habitants du Ciel vivent pursニde Destin　　　　　　　ト

　　　Comme １Ｑ nourヽrisson qui dort;　　＜－　‥‥‥‥１　　　　･･．．･･．・　　　　．・・　　　．･・．

＼　　　Garde avec pudeur　　　　　　　　　　‥　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　En modeste bouton,　　　　　　　二　　　　　　十　　犬　　　　　　　　犬　　　　１０

　　　　　　Ｌ゛esprit e七ernellemen七●　　　　／　　　　　　　ぐ　　　ノ　　　　　　　　　し

　　　　　　　　　　　Fleurit en euχ．　　　　　＼，　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　　尚

　　　　　　　　　　　　　Etles yeux bienheureu恥入　　　ト　　し　　　ト　‥

　　　　　　　　　　　　　　　Consideren七１ａ calme　　　　　　　　　　　　十

　　　　　　　　　　　　　　　　　Eternelle clarte.　　　　　　∧●　　∧　　　　　　　　　　　ｊ　　六＋

38)Winckelmann Gedancken liber die Nachahmung ｄｅｒトGriechischenｿWercke in

der Mahlerey und Bildhauer-Kunst"　§．１／§.５／§.79/§.178： ･Werke in １２ Banden.

1825/28. Faksimile-Nachdruck. Osnabruck (Otto Zeller) 1965. Bd.l. S.7/S.8ト

/S.30f./S.56.　　　し　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　ニ　　　ニ　　つ

　　§．１・犬Der gute Geschmak, wりLcher sich mehr und mehr c!urch die Welt aus- ・

　　breitet, hat sich angefangen zuerst unter dem griechischen Himmel zu bil-

犬ｄｅｎ・　‥，＼　§,．５．　Die
reinsten Quellen der Kunst□sind gφofne七：　glUklich士

　　ist, wer sie finde七und schmeket. Diese二Quellen　suchen, heiBt　ｎａ･ch

　　Athen　reisen ;　　・‥　　§.79. Das allgemeine vorzUgliche Kenzeichen der上

　griechischen Meisters七like ist ｅｎｄ･lich　eine　ｅｄ工ｅくEinfalt, und　eine

　　stille　GroBe , sowohl in der Stellung als im Ausdruke. So wie die Tiefeﾄ

(41)



仙 ● Ｓ

　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V(5)32-33

　Von himmlischen und irdlschen, von Engeln, Menschen bis･ zum Vieh,

Vom Seraphim ｂ･１,Ｓzum GewUrniトO Weite, die das Auge nie　　　　　　＼

　'EiヽｒとjごChenund ｂｅ七rach七en kann･，．．．･･．・　　　　．･．　　　　　　・・．･　　　．・

　Von dem Unendllchen zu ｄ１か, von dir zumヶNich七Ｓ！

（。Ein Versuch liberしden Menscれｅｈ”1733-34.工･.Epistel. V.237-41･) Pope

Wer ｉｓ七so kUhn｡ｅ･ine Beantwor七ung d･ＱｒﾚFrage zu wagen：　Ob die Sunde
　　ihre Herrschaft auch in den andernプKugeln ｄｇｓヶWeltbaues ausube, odりｒ･ob

　　die Tugend上allein ihr Regimen七daselbst aufgeschlagen？　　　　＼　．・･．．・

　　　　　　DieSterne sind vielleich七 ･ｅｉｎ∧Ｓｉ七ｚverklar七er Geister,　　　　　＼

　　　　　　　Wiehier das Ｌａｓ七ｅ･ｒねerrscht, is七dort：die Tugend Meister.　‥

　　　ニ　ノ(。UberヽしdenＵやsprung des Ubels” Ｈ工. Buch. V.197-198)　　Haller.

　　●　　　　　　　　　　　　　　〆　タ　　　　　　．ｒ･　　　　　　　　　　　〆　　　●　Vgl. Kan七。Histoire generale de la nature e七七heorie du ciel” 工工工ｅpartie

Appendice.　Des habitan七ｓ des ａＳ七res:　0Euvres(V(5)23). Tome〉工.ニ５．ユ04-105・

　　ﾚLes perfections ｄｅ･Dieu:se　ｓｏｎ七manifes七&ｅｓﾚｃ]Lairemen七＆ｕｘ degres quiト

　　　　　　　　．　　八　　　　　　　　　　･･　　　　　　　　　．．　　　･･･　　　●　　・一一　　　・　　ｓｏｎ七lesnotres, et elles ne son七pas moins magnifiques dans ｌｅ･Ｓclasses

　　inferieures que dans lesﾀﾞclasses plusへsublimes.　犬　　　　　　　　　　　　　　ト

　　　　　　　Quelle一chaine,qui commence avec Dieu。que de natures,

　　　　　Des celestes ｅ七 七errestr己日, des anges, des……hommes jusqu゛aux ｂａ七es,

　　　　　　DesSer

　　　　　　Neｐｅｕ七ａ七七eindre et contempler　　　　　　　　　　　　．･　　　　　　　　　∧

　　　　　　Ｄｅ１タinfinia toi　ｄｅ七〇ｉ au neant.

　　　　尚[。Un Essai sur ]L'Homme"ﾆ:Lere e八七ｒｅ・･vers 237-241)　ＰＱＰ乱十

‥･．･･　Qui sera･it assez hardi pour ｓ･ｅrisquer ａ repondre ａ la question de

savoir‘ si le pech･ｅ exerce aussi sa ｄｏｍ工．ｎａ七iondans les autrむs globeねde

１ ’univers ， ou bien si ＼１ａｓ６リ１ｅｖ６ｒ七ｕｒふgleｌｅｕかgouvernement?(S.104/S.105)

　　　Les ｅ七〇iles sont peut-e七re le siege d゛esprl七ｓ〉eclaires,･．　・．．・．･．･　･．･・

　　　De meme qu'ici le vice regne, la-bas, la vertu･ est maitresse.
　　　　Ｊ　　　　・　　－　　　　　・

（。Sｕかl'origine ･du mal" Livre 工工I.vers:197-198) HALLER.

33)Storig, Hans･Joachim：　Kleine ･Ｗｅ１七ｇｅりchichteder Wissenschaft.･２･･ Bande.

Neuausgabe nach ｄｅｒト4.Aufl.　1970 (Stuttgart. Kohlhammeか)．Ｆ･rankfurt am Ｍ似ｎ

(Fischer Taschenbuch) 1982. Bd.l. g.Kap. Universale Ｍａ七hematik. Die Wissen-

schaften im 17. Jahrhundert.工工]：. Physikダund Chemie√1. Universelle Gravl-

tation.　S.328-330(Zur Wiirdigリng und Ｋ･ritik)に　　　　犬　　　　　　し

　Die ganze：Welt eine einziee, niechanischen Gesetzen gehorchende Maschine！

　　Die Physik der folgenden･ ｚｗ･ei Jahrhunder七ｅ ｂａｕ七ｅＷｅｉ七erａｕｆ･der von Ｎｅｗ一

　　七〇ngeleg七en Grundlage^　‥．　Wie Ｓｅねr der Erfolg ｄｅかNew七〇nschen Ｍｅ七hode

　　durch eine Beschrankung, ( S.3S!8/S.329) durch den Verヽzich七auf d：ie Frage

　　nach dem Wesen ermoglicht wurde, erkennt man leicht, wenn man seineし２ｕ

　　Beginn des Werkes gegebenen Ausgangsdefinitionen ansieh七√　．‥　Was Ｎｅｗ一

　　七〇nsSatz wirklich entha工t, ist nicht mehr ａｌｓ一ｄｉｅ･Annahrne：　Zu jedem Kor-

　　per gehort eine ｂｅｓ七ｉｍｍ七ｅGroBe, die Masse genannt werden ｓ６:L1，八hnlich

　　ist es mit anderen Voraussetzungen.　Es sind Ausgangsannahmen, Aχiome, von

　　denen es schein und jedenfalls ＮＱｗ七むｎschien, daBｽﾞsie keines Beweises be-

　　diirfen.　‥．　So erkann七己auch die Physik １･ange nach尚Ｎｅｗ七〇n,daB seine

　　ＡＸ工omesich nicht von selbs七verstehen. Die gleichen Schwierie

　　geben sich auch fiir die ｄａｓ尚Ganze tragenden Grundbesriffe Raum, Zeit,

　　Ort und Bewegung.　Ｎｅｗ七〇ｎ unterscheide七absolu七ｅ und rela七ive Zeit.　。Die

　absolute, wahre und mathema七ische ZeitトII　Der gleiche Ｕｎ七erschied

　　wird fur den Raum gemacht：,,Der absolute Raum　‥． Ｈ　　・・ｉ　Endlﾌﾞichauch･

　　ｆＵｒしdieBewegung：　。Die absolute Bewegung　”... (S.3こ9/S.330)　．‥

　Ｄｉむ･Ｆｒａ･12むilｓ七nur：　Wosollen wir den ≫absoluten《Raum finden, wenn die

　Erde sich urn die Sonne beweg七, die Sonne sich im Milch･Ｓ七かaSensys七em be-

　west und auch die M工lchstraBe sich im All mit Riesengeschwindigkeit∧be-

　　ｗｅｇ七?Diesletz七ere wuBte Newton noch nich七. Er nahm ａｎ,しirgendwo in den

　　auBeren Fernen ｄｅＳ∧Ｗ６１七raumsbefanden sich 七ａ七sachlich riesige unbewegli-

　che Massen, an deren absolu七er Ruhe alle andere Bewegung gemessen werden
● ● ●

(42)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚　　　V(5)26-32

Wein”・　.Heilige Nacht' .　Drltter Teil.　。Abgeschiedenheit" und 。Brunnen”(ＦＯｒ－

schungsberich七ｅ der Universi七at Kochi. Vol.36. 1987. Geis七eswissenschaften.

Ｓ。15-42). S.38(V(1)13)。

● － luteriu abegescheidenheit　‥．

　(Eckhart。Von abegescheidenheit"：　Die deutsche Werke. Stuttgart. Kohl-
　　hammer。Ｂｄ。5.Tractate. 1963. S.401/S.539)　　　　　　犬
Und wenn ich alle Schriften durchgrunde, soweit meine Vernunf七es zu lei-
sten und soweit sie zu erkennen vermag, so finde ich nichts anderes, als
daB lautere Abgeschiedenheit alles ubertreffe, denn alle Tugenden haben
工rgendein Absehen auf die Kreatur, wahrend Abgeschiedenheit losgelost
von alien Krea七urenｉｓｔ。

・d)..STERNEN"

27)Haller, Albrech七。ijber den Ursprung des IJbels”(。Versuch　Schweizerischer

Gedich七ｅ'１ 2.Aufl. 1734)工工工.Buch. V.193-202： Die Alpen und andere Gedichte.

Aufgrund der von L. Hirzel herausgegebenen　Ausgabe der 。･Gedichte”(1882).

Ｓｔｕ七七gart (｡Reclam-Universal-Bibliothek) 1965. S.･７３．

　　Vielleicht ersetzt das GlUck vollkommener Erwahlten

　　Den minder tiefen Grad der Schmerzen der Gequalten;

　　Vielleicht ist unsre Welt, die wie ein Kornlein Sand　　　　　　　　　　　　１９５

　　工ｍMeer der Himmel schwimmt, des Ubels Vaterland！

　　Die Sterne sind vielleicht ein Sitz verklarter Geister,

　　Wie hier das Laster herrscht, ist dort die Tugend Meister,

　　Und dieses Punkt der Welt von mindrer Trefflichkeit

　　Dient in dem groBen Ａ１１zu der Vollkommenheit;　　　　　　　　　　　　　　　　　２００

　　Und wir, die wir die Welt im kleinsten Teile kennen,

　　Urtellen auf ein stuck, das wir vom Abhang trennen.

28)Holderlin 。Brod und Wein” Str.9. V.149-154：　Stut･tgarter Ausgabe. Bd.2.

S.95.

　　Was der Alten Gesang von Kindern Ｇｏ七tes geweissagt,

　　　　Siehe！　wir sind es, wir:　Frucht von Hesperien ists！　　　　　　　　　　　　１５０

　　Wunderbar und genau ｉｓ七Ｓals an Menschen erfulle七，

　　　　Glaube, wer es gepriift！　aber so vieles geschieht,

　　Keines wirket, denn wir sind herzlos, Schatten, bis unser

　　　Vater ．Ａと七hererkannt jeden und alien gehort.

・Vgl.　Holderlin 。Le Pain et le vin"(V(5)2) .　vers　149-154：　OEuvres. S.814.

　Ce qu'ont predi七des enfants de Dieu les chants antiques,

　　　ｖｏｉｓ！　nousle sommes, nous！　Ce sont la les fruits de l'Hesperie！　　１５０

　　6 miracle！ en des hommes ｓ゛est accompli le dire avec rigueur：

　　　　Crois二en　qui 1'eprouva!　Mais rien, quoi qu'il advienne, rien ｎ゛ａforce

　　D'agir, car notre coeur est mort, nous　vivrons tels des ombres jusqu゛au

29) Vgl. (V(5)1O)｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　jour

30) Vgl. (V(5)10)。

31)Schmidt：　Holderlins Elegie 。Brod und Wein”{V(5)4). S.40.

　Die personifizierenden Benennungen der ersten strophe sind dagegen ｓ七im-

　　mig, weil sie ganz harmonieren mit dem Inneren Wesen der Nacht, mit der

　　Empfindung, die uns aus dem Nach七erlebnis zustrom七. Gestaltschopfung und

　　Bedeu七ung Ｓ七immen vollkommen uberein, und so ｅｎ七steht keine Naturallego-

　　rie, sondern ein echter Naturmy七hos.

32)Kant 。Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels"(1755) 3.Teil.

Von den Bewohnern der Gestirne：　Werke.　Akademie-Tex七ausgabe(V(5)23). Bd.l.

S.365.

　　Die Vollkommenheiten Ｇｏ七七eshaben sich in unsern Ｓ七ufen deutlich offen-

　　ｂａｒ七und sind nicht weniger herrlich in den niedrigsten Classen, als in

　　den erhabnern.

　　　　　Welch eine Ｋｅｔ七e, die von Ｇｏ七七den Anfang nimmt, was fur Ｎａ七uren

(43)



　　　　＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V(5)22-26

　c),,MONDNACHT”　　　　　　　　　ト　　･。し

22) Vgl. (V(5)2)。

23)Kan七。Ｋｒi七ik der reinen Vernunft" l.Aufl. 1781. S.642f.　/ 2.Aufl. 1787.

S.670f. ：　Werke.　Unveranderter ｐｈｏ七〇mechanischer Abdruck von 。Ｋａｎ七sgesam-

ｍｅ１七ｅSchriften"(PreuBische Akademie der Wissenschaf七en. Bd.3. Berlin.

1904/11) Berlin (Gruyter･) 1968. Bd.3. S.426f.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

　　Der Ausgang ａ１:ler dialektischen Versuche der reinen Vernunft besta七ig七

　　nicht allein, was wir schon in der transscenden七alen Analytik bewiesen,

　　namlich daB alle unsere Schlusse, die uns liber （!as Feld moglicher Erfah-

　　rung hinausfUhren wollen, triiglich und grundlos sind;　sondern er lehrt

　　uns zugleich dieses Besondere：　daB die menschliche Vernunft dabei einen

　　naturlichen Hang habe, diese Grenze zu uberschrei七en, daB transscenden一

　　七ａｌｅ工deenihr eben so na七urlich seien, als dem Vers七ande die Kategorien,

　　obgleich mit dem Unterschiede, daB, so wie die ｌｅ七Ｚ七ern zur Wahrheit. d.

　　i. der Ubereins七immung unserer Begriffe tnit dem Objecte, fuhren, (Bd.3.

　　S.426/S.427) die erstern einen bloBen, aber unwiderstehlichen Schein be-

　　Ｗﾕrken, dessen Tauschung man kaum durch die scharfste Kritik abhalten

　　kann.　‥Ｉ．　(l.Aufl. S.642/S.643：　2.Aufl. S.670/S.671)　・‥　Denn nicht

　　ｄｉｅ工deean sich selbst, sondern bloB ihr Gebrauch kann entweder in An-

　　sehung der gesamm七en moglichen Erfahrung　uberfliegend (transscenden七），

Oder　einheimisch (immanent) sein ● ● ●

　Vgl. Kant。Critique de la raison pure”：　Oeuvres philosophiques.　Bibliothe-

que ･de la Pleiade. Paris (Gallimard)。Tome ｉ． 1980. S.1246f.。･　　Ｉ　　　　　　。･

　　L'issue de toutes les ｔｅｎ七ativesdialectiques de la raison pure ne con-

　　firme pas seulement ce que　nous avons deja prouv･e dans l'≪Analytique

　　trans- (S.1246/S. 1247) cendentale>;》，ａsavoir que tous ceux de nos raison-

　　nemen七ｓqui veulent nous conduire hors du champ de １゛experience possible

　　sont fallacieux et sans ,fondement;　mais elle nous enseigne aussi ｃｅｔ七ｅ

　　particularite。. que la ralson humaine a un penchant nature1
ａ

depasser

　　ceslimites, et que les idees transcendentales lui ｓｏｎ七七〇utaussi natu-

　　relies que les ｃａ七egories
ａ

l'entendement, avec Ｃｅｔ七ｅdifference seule-

　　ment que, tandis que les dernieres conduisent ａ la veri七石，Ｃタest-a-dire

　　a1'accord de nos concepts avec l'objet, les premieres ne produisent ｑｕ゛

　　une　apparence。mais une apparence ine vi tab1e, qu゛on peut a peine, a l'ai-

　　dede la ｃｒｉ七iquela plus rigoureuse, empecher de nous　abuser.。‥．　　En

　　effe七,ce n'est pas l'idee　en　elle-meme, mais seulement son usage qui

　　peut etre, par rapport a 1'ensemble de １゛experience possible, 七ranscen-

　　dant　ou　immanent,

24) Vgl. (V(5)23).

● ● ●

25)Kant。Ｋｒｉ七ik der reinen Vernunft” l.Aufl. Vorrede：　Werke. Akademie-Text-

ausgabe(V(5)23). Bd.4. S.7(〇rigina工. s.v工工７ＶＩ工工く)．

　　Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Ｇａ七七ungih-

　　rer Erkenntnisse： daB sie durch Ｆｉ･agenbelas七ｉｇ七wird, die sie nicht ａｂ一一

　　weisen kann, denn sie sind ihr durch ｄ･ieNatur der Vernunft selbst aufge-

　　geben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie ubersteigen ａ１－

　　les Vermogen der menschlichen Vernunft・　‥。{s.v工工／Ｓ．Ｖ丁工工)‥。　　‥．

　　Der Kampfplatz dieser endlos･en Ｓ七ｒｅｉ七igkeitenheiBt nun　Ｍｅ七aphysik.

　Vgl. Ｋａｎ七ｌ･Critique　de!a raison pure"：0Euvres(V{5)23). S.725f.[Preface

de la premiere edition. V工]：－ＶＨエ)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｆ　　　　　　　　へ　　Laraison humaine。ａ cette ｄｅリ

　　connaissancesタ　d'etre accablee de questions ｑｕ゛ellene ｐｅｕ!?ecarter:　car

　　elles lui ｓｏｎ七proposees par la nature de la raison elle-meme, mais elle

七pouvoir de la rai-

ｅ de ces combats

26)Takahashi, Katsumi：　tJber die ｅｒｓ七ｅＳ七rophevon Holderlins 。Brod und

(44)
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.●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬●　　　　　　　　　　　　し　　･j　　　　･V(5)12-21

　　Mit dem as the七ｉｓｃねen Theile ｄｅｒﾄｋｒｉ七ischen Phil：osophie such ，゙ich vorzug-

　　lich ver七raut zu werden.　　　　　　　　　　ｌ　　　　　＞　　ト　・

　Vgl. ･Ｌｅ･七廿ｅde Holderlin ａ Hegel (工e 10 iuillet 1ﾂ９４)：OEuv･res(V(5)2)√

５．３工4-316(Traduction･par Naville, Denise).・　．　・　･．･．・　．・　　．･　･･，・．．･・．．　　　・・

　　Waltershausen, ores Meiningen,:le 10 juille七1794.しChφΓトｆｒ&･re, Je suis

　　sur que七ｕ as parfois pense ａ moi depuis queねous nous sommes qui七七es

　　sur oe mot de ralliement∧― Royaume de Dieu!　Ａ ｃ９ﾚmot de ralliement nous

　　nous reconnaitrions, .ie crois, aDres n'imDorte auelle ｍ石七amorphose. (S.

　　314//S.316) ...　Mes occupations sont maintenant assez ：concentrees･．　Kant

　　　　・　　　　　　　　　　ち　　　　　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　et les｡Grecs sont a peu pres ma seule lecture. J゛essaie surtout de me

　　familiariser avec la partie esthetique de laﾄｐｈｉ工osophie critique・　‥・

13) Vgl. (V(5)12).　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　六白　　：　　　　　　▽

14)Hegels Brief an Schelling vom Januar 1795：　Ｓ七り七ｔｇａ･rter･Holderlin-Ausga-

be. Bd.フ. 2. S.19.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　土●

　　Holderlin schreibt mir zuweilen aus Jena,　‥レ　ｉ　und sein･工ｎ七eresse fur

　　weltburgerliche工deen nimmt, wie mirs scheint, immer zu. Das Reich Got-

　　tes ｋｏｍｍｅコund unsere ･Hande seven nich七miiBig ｉｍ。Schoose･!‥　‥‥

15) Vgl. (V(5)12).△　　　　　　　　犬　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　．･･･．．･．　　　．･･

工６)Ｎｏｖｕｍ　Testamentum graece et latine・∧Stuttgart (WUrttembergische Bibelan-

ｓ七alt)!930. S.85 ：　Secvndvm Marcvm. １. 15.

十色白KOl pSら　・・‥　　1!; ･BaaiXEioプtou ･6eo＼j･十･　　　　　　．．　･Ｉ　　　　　　＼

　　Postquam autem七raditus ｅＳ七工oannes, venit工esus in Galilaeam, praedi-

　　cans Evangelium regni Dei, e七 dicens：(1.14/15) Quoniam impletum es七十

　　tempus, et appropinquavit reenum Dei:　poenitemini, et credi七やEvangelio.

17)B6ckmann, Paul 。Formensprache”(Hamburg 1966)しS.330¬344; Die deutsche　＼

Lyrik・　Hrsg.　Ｖ． Wiese, B.　DUsseldorヽf (August Bagel) 1956. S.398-413：　Das

Bild deかNach･七in Holderlins 。Ｂｉヽodund Wein”．ト　十　＼十　　く　＋

18) Vgl. (V(5)2).　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　犬　‥

19)Augustinus。Confessiones" X工工工．３８：Bibliotheca Teubneriana. Stu七七gart

(Teubner) 1934(1.Auf1.).･ 2.Aufl。1969. S｡371.　ニ　　　　．･．．・　・　．･．　∧　　十

　　ｒ!OS requieturos in tua grandi sanctificationeしsperamus。tリ. autem bonum

　　nullo indigens ：bono semper quietus es, quoniam tua quies tu ipse es.　　■■

20)Nietzsche：　Ｋｉヽitisむhe Gesamtausgabe(V(5)l). 3.Abt. Bd.l.　１９７乙　Ｓ．１７．．．･．　．・

　　ＤエＥ／ﾚGEBURT DER TRAGODｴＥ Ａ AUS DEM / GEエＳ詑DER十ＭＵＳ工Ｋ．．い犬LEIPZエＧ･．／

　　VERLAG VON E.W. FR工TZSCH. / 1872.　　　　　　　し　　　　　ト

21)Holderlin 。Deutscher Gesang" V.15-20：　Stuttgarter八usgabe. Bd.2。

　　　　　　　　　　　　dannｓｉｚ七im tiefen Schatten,　　　　　　＼

　　Wenn uber dem Haupt die Ulme sauselt,　：　＼　　　　　　＼

　　Amkuhlathnenden Bache der deutsche Dichter

　　Undsing七。,wenn er des heiligen nuch七ernen Wassers

　　Genug getrunk･en, fernhin lauschend in die Stille,

　　Den Seelengesang.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　Vgl. Holderlin ,,Chant allemand"(Traduction par Fedier,

２０：　0Euvres(V(5)2).･S.883・

　　　　　犬　　　　　　　alorsest assis ．dans ･1'ombre profonde,

S.202.

　　　　１５

２０

Francois)･vers １５７

Quand par-dessus la ｌｔＳ七e 1' orme murmuΓｅ，　　　　　　　　／

　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　入　　　　　　　・　・Au ruisseau qui exhale la fraicheur, le poete allemand

Et chan七e, quand il ａ de l'eau sain七ement sobre

Assez bu, ecoutant au loin dans le calme,　　，

Le chant de １゛ame.　　　　　　　　　　・　　　．･　　　　・　　．ｊ　　．・　･･・

Et encore, encore est-il de １゛esprit trop empli,

Ｅｔ１タame pure　∧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

(45)
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　　　　尚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V(5)9-12

Vμ・Holderlin 。Le Pain e七ﾕ．ｅ vin"(V(5)2) vers･119-124： ･ＯＥｕｖｒ･６ｓ･..S.813.
● ● ● Mais jusqu'au jour de ･:te4･Ｉ‘･venue･，

　Ｌｅ一一sommeil〉souvent me ｐａｒ･ａｌｔ･moin自白lourdへque cette万一veille・　犬　　　　１２０

Sans compagnon, ce七七ｅ＼fievreuse atten七９‥．几Ａｈ!ﾚque dire ｅﾊﾟcor?……Quefaire？

　Je ne sais plus,一一et pouΓquoi,十dans ce temps ｄ:'ombre miserable, des

　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧･　　へ　　　　　　　　　　　　　　　し　　　Ｉ∧　・ ・　　一一　　poetes？

　Mais ils ｓｏｎ七, nous dis-tu, pareils aux sain七s pre七iヽes du dieu des vignes,

　　j　Vaguan七de terre en 七erre au long ｄ６ la nui七sain七斗＼　　　　　　ト　　犬

10)Holderlin 。Brod und Weiri”･ Str.4にV.55-65:　5七ｕ七tgar七er Ausgabe.　Bd.2.

S.91(V.55-56)/S･．･92(V.57-65).　　　　　犬･　ト　　¨　　　　　　．．・　・

　　Seeliges Griechenland!　du Haus der Himmlischen alle,　　　　　　　　　：　５５

　　　　Also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehort？　　ニ　　　　　　　　ｊ

　　FestlicheかSaal！　ｄｅｒ：Boden ist Meer！　und Tische die Berge,

　　　　Wahrlich zu einzigem Brauche vor Ａ１七ers gebaut!　　　　･．．．･･．　．・・　･･

　　Aber ･die Thronen, wo？･die Tempel,･ｕｎｄ．．ｗｏ･ die GefaBe,　･：　　　　　　＼　　・．･･･．

　　　　Wo mit Nee七ar gefullt, Gottern zu Ｌｌｕｓ七der Gesang？　大工　　　　し　　　　６０

　　Wo, wo leuch七en sie denn, die fernhintreffenden Spriiche?ニ　　　　　　ダ

　　　　Delphi schl･ummert und・ｗｏ七onet das・groBe Geschik?　　・‥

　　Ｗｏ尚ist das schnelle？トwo brichts, allgegenwartigen GlUksトvoll　　　　　　∧

　　　　Donnernd ･aus ｈｅｉ七erer Luft uber die Augen herein?　　　コ＜

Ｖ

ｖａ七er Ａｅ七ｈｅｒ!
● ● ●

ｇ１．　Holderlin 。Le Pain et le vin"(V(5)2) vers 55-65：　OEuvres. S.810

0 Grece bienheureuse!　Ｏし七〇i, demeure ａ tous les dleux donnee,　／

５
　
　
５

６
　
　
５

。Quoi！　c 'es七 done vrai, ce qu'en notre jeunesse un jour nous entendimes？

Ｏ salle des ｆｅｓ七ｉｎｓ！　Ton sol？ Mais Ｃ゛ｅｓ七１ａ ｍ６ｒ！　ＴｅＳ十七ables？Ｌｅｓ ｍｏｎ一犬

　　Jadis ａ ｃｅ七te seule fin baties, en ｖｅ･rite.　・
・．．・．．･　　　･．　　･tagnes

Mais les tronｅｓ.，０ｕ ｓｏｎ七-ils done？ Les temples？Ou, les urnes　▽　＜

　　De nee七ａｒ･, et ．１ｅchant qui ｄｏｉ七ｒ句心uir le coeur des dieuχﾔ　　　　犬

･Ou brille･nt-ils, ou･done, les oracles･ frappan七au loin･む〇mme 111 e゙clair？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・●　　●　　　　く　　　●Ｉ　・　　・　　Delphes dort, et la ｖｏｉχ du grand Destin, ou sonneこ七-elle？

　　ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　.　　　－・　　・Ou １･e dieu ぐpromp七？Lourd･d'un un･iversel･ｂｏｎｈｅｕ･ｒ･，．･６ｔｉ･,de quels cieuχ en

　　　　Jalli,･一一frappe-t-il les regai'ds de sa splende･ｕｉヽtonnante？

　　Ether･，０ Pere！　　ト‥．Ｔ　　　　　　Ｉ　　　Ｉ　　　・・．･■　　■■■・■　■･･

１ﾕﾑ)Holderl･in 。Reflexion･'：　Ｓｔｕ七七garter 一一Ausgabe. Bd.4.ニS.23･３く．

６０

　Ａfete

　　　６５

　　Man kann auch in die Hohe fallen, so wie in die Tiefe. Das leztere ver-

　　hinder七der elastische Geis七, das erstere die Schwerkraft, die in niich-

　　ｔｅ･rnem Besinnen liegt.　　　‥．　　　　　　　　　十

　Vgl.　Holderlin ･。Reflexion･"(Trヽaduction par Naville, Denise)：　0Euvres(V(5)

2). S.605.　　　／　　　　　　　十　　し　．･　･･．．･．．　　　　　　．・　．．･．　･･　=．　　■■　■　■■･■

　　On ｐｅｕ七七〇mber dans Ｊ.タalti七ude, comme dans la profondeur. L'elastici七石

　　de 1'esprit empeche ce七七ｅ chute-ci, la force de gravite propre ａ:１ａ

sobre reflexion:previen･t celle-la.　　　‥･。　。し　　十　　=ニ｡∧　　ニ

ｖｇ１・　Reflexion" Ｓ・２３３／Ｉ。ReflexionリS.605：∧　犬　　　　　＼　　‥　二　　　十　Ｉ

　Da ｗ(５die Ｎりchternhei七dich verlaBt, da ist ｄｌｅ一Granze deine･ｒ Begeis七ｅ－
　　●　　　　　　　　　　　－　　皿　　　　　　　・
rung・　‥・・

ｅｎ七housiasme

　　　　－　－　　　　　　　　ｆ　／　　一一Ｉ･　・
・　　　　　．／　La ou la

sobriete 七･'ababdonne, la est la limite de ton

　b),,REICH ･GOTTES"　　　　　　．．････　･．　・・･･　　　．･．　・．･．･　　　・　．･．・．　　･･．･．　　　･．･　・・

12)Holderlins Brief ８４ an Hegel vom 10. Juli 1794：　Ｓ七ｕ七七garter Ausgabe.

Ｂ･d.6. S.126f.･/S.128・　　　　　　　　　　　　　・．　．･．･　　　　　　　　　　　　　　･･．　・

　　Ｗａ１七ershausen bei Meinungen.　d. 10 Jul.・1794. Lieber Brヽuder！　ﾚｴch bin

　gewis, daB Du indessen zuweilenプmeiner gedach七est, seit wir mit der Loo-

　　sung ― Reich Ｇｏ七七ｅｓ！　von einander schleden.八ｎ ｄ･ie- ･(S.126/S.127) ser

　　Loosung wUrden wir uns nach jeder Ｍｅ七amorpねose, wie ich glaube, wieder-

　　erkennen.十　. .. (S.127/S.128) ...　Meine Beschaf七igung ｉｓ七ｊｅｚ七ziemlich

　・konzen七ｒｌｒ七. Kant und die Griechen sind beinahe meine einzige Ｌｅｃ七lire.
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V(5)2-9

　　　15　　Mysterieusemen七paraitre;　et la fervente, la Nuit vient,

　　　　Peuplee d'etoiles, e七七〇ut indifferen七ｅ ａ notre vie;

　　La Donneuse d'emerveillements, l'Etrangere parmi :Les hommes

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　　〆　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　Aux cimes des monts la-bas ｓ゛ｅｐ１：oie et brille dans sa melancolique

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　magnificence.

　3)Unger, Richard：　Holderlin':s Major Poetry.　The Dialectics of ｕｎｉ七ｙ，

Blooming七〇ｎ（工ndiana Univ. Press) 1975. S.70.

　　... bells and cries of watchmen enforce their awareness of time 's divi-

　　sions and its transiency.　These sounds thus induce authentic conscious-

　　nes of temporality・

　4)Schmidt, Jochen：　Holderlins Elegie Brod und Wein”. Berlin (Gruyter)

1968. S.35.

　　‥・　,bleibt der Ｗｅｒ七bereichdes geschaftigen Lebens doch abgegrenzt

　　gegen den des hohen, geistesinnigen Lebens, is七beschrankt, nocht nicht

　　von tiefstem Daselnssinn erfull七. Spater wird im Gedicht nicht mehr von

　　den。Freuden des Tags”, sondern von der ganz anders gear七eten dionysi-

　　schen Freude in nachtlicher Zeit die Rede sein.　und doch viel tie-

　　feres Symbol unseres Daseins ist als die Gegenstande, denen unsere Auf-

　　merksamkeit wahrend der hellen Stunden gilt：　das Abbild des Lebens

　　selbst,　der 。immerquillende” Brunnen, welcher vom steten Werden und vom

　　steten Vergehen spricht;　die Glocken, deren Tonen den groBen Puls der

　　Zeit erfUhlen laBt. ― Zwei Hauptmo七ive der romantischen Poesie, das der

　Feme und das des VerflieBens der Zeit, sind in der zweiten Distichen二

　　trias in seltener Reinheit verkorpert.　　　‥．．

　5)Brentano, Clemens　Aus einem Tagebuchbrief fur Luise Hensel”(Dezembe･『

1816： Stuttgarter Holderlin-Ausgabe(V{5)2). Bd.7. 2. S.434.

　　Sind die ersten sechs Verse nicht das weltliche Treiben ins Reale bis

　　zurErmiidung, die folgenden sechs nicht die Sehnsucht der Zeit und das

　　Gefuhl der Verlorenheit. Tri七七im siebten Vers nich七 der Ruckblick zur

　　verlorenen Unschuld ein, und sprechen･ die immer quillenden Brunnen

　　nicht von dem ewigen Quell der VerheiBung, an dem die Gerechten sich

　　laben? Mahnt diese die Glocke nicht durch die ｄとｎKlang verhlillende

　　Welt zu harren und zu beten, und rufe七 der Wach七er nicht die ErfUllung

　　der Zeit aus？

　6)Schmidt：Holderlins Elegie 。Brod und Wein”(V(5)4). S.53. Vgl. V{5)53・

　　工ndemder Dichter sich durch die Kraft der Erinnerung, der Mnemosyne,

　　das Leben ｇ６七tllch erfullter Vergangenheit vergegenwartig七, sich mit

　　denhohen, begeisternden Gestalten der ａ１七enHelden, Halbgo七ter und

　　Dichter umgibt, rette七er sich vor der leben- und sinnzerstorenden

Mach七der jetzigen Zeit. ●●●

　7)Takahashi, Katsumi：　Hellas und Hesperien bei Holderlin - 。Seeliges

Griechenland”(Forschungsberichte der Universitat Kochi fur die Jahre

ﾕ。984,1985 und 1986. Vol.33, Vol.34 und Vol 35. Geisteswissenschaften.

S.13-72/S.1-72/S.1-66。

　8)Takahashiア　Ｋａ七sumi：　Uberdie erste Strophe von Holderlins 。Brod und

Wein”：　.Heilige Nacht'。５ Teile (Forschungsberich七e der Universi七at Kochi

fur die Jahre 1985/1986/1987/1988/1989. Vol.34/Vol.35/Vol.36/Vol.37/Vol.

３８．Geisteswissenschaften. S.155-201/S.67-102/S.15-42/S.1-90/S.Iff.)

　9)Holder］Lin ,,Brod und Wein” Str.7. V.119-124： Stuttgarter Ausgabe. Bd.2.

S.94.
● ● ● 工ndessen dUnke七mlr ofters

　　Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu seyn,

So zu harren und was zu 七hun indefl und zu sagen。

　　WeiB ich nich七 und wozu Dichter in diirftiger Zeit？

Aber sie sind, sags七du, wie des Weingotts heilige Pries七ｅ『

　　Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht。

(47)
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QUELLENNACHWEIS

〔ＶＪ　VON　DER　ABENDDAMMERUNG　ZUR　ＨＥ工Ｌ工GEN　NACHT

(5) E:leusis

　ａ)。TRAUR:[ＧUND PRACHTIG'「

V(5)1-2

　１）Ｎ工etzsche。Also sprach Zarathustra"(1883-85)･4.Teil. 1885.χＩχ. Das

Nach七wandler-Lied：　Werke.　Kritische Gesam七ausgabe. Berlin (Gruyter) 6.Abt。

Bd.l. 1968. S.400.

　　０ｈ　Mensch･!　Gieb　Acht！

　　Was　spri cht　die　tief e　Mitternacht？

　　。工ch　schlief, ich　schl工ef － ７

　　。Aus　tief em　Traum一一bin. i ch　erwach七：　－

　　,,Die　Welt is七　七iefﾀ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
　　。Und　tief er　als　der　Tag　gedacht.

　　,,Tief　ist　ihr　Weh - ｙ　　　　　　　　　　　　　　’

　　。Ｌｕｓ七　‾　七iefer　nooh　als　Herzeleid：

　　。Weh　sprich七：。V er g e h !

　　。Doch　ａ１工ｅ　Ｌｕ５七　will　Ewigkeit　－　，　　　　　　　　　　　１０

　　１１　－　will　七iefe,七ief e　Ewigkeit！”

　2)Holderlin 。Brod und Wein" Str.l. V.1-18：　Samtliche Werke. S七ｕ七七garter

Ausgabe.　Ｓ七ｕ七七gart(Kohlhammer)ﾕ。946-77 (Regis七er 1985). Bd.2. S.90｡

　　Rings um ruhet die Ｓ七ad七；　stillwird die erleuchtete Gasse,

　　　　Und,mit Fakeln geschmukt, rauschen die Wagen hinweg･

　　Ｓａ七七gehnheim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen, ■■　　　　　■

　　　　UndGewinn und Verlus七wagetレein sinniges Ｈａμｐ七

　　Wohlzufrieden zu Haus;　leer steht von Trauben und Blumen,　　　　　　　　５－

　　　　Undvon Werken der Hand ruht der geschafftige Markt.

　　Aber das Saitenspiel七ont fern aus Garten;　vieleicht, daB

　　　　Dortein Liebendes spiel七〇der ein ･einsamer Mann

　Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit;　und die Brunnen　　　　　　　　ト

　　　　工mmerquillendund frisch rauschen an duftendem Ｂｅｅ七。　　　　　　　　　　１０

　　still in dammriger Luft ertonen gelautete Gloken,

　　　　Undder Ｓ七unden gedenk rufe七ein Wachter die Zahl.

　　Jezt auch ｋｏｍｍｅ七einWehn und regt die Gipfel des Hains auf,

　　　　Sieh！　unddas Scha七七enbild unserer Erde, der Mond

　　Kommet geheim nun auch:トdie Schwar･merische, die Nach七kommt,　　　　プ１５

　　　　Vollｍｉ七Ｓ七ernenund wohl wenig bekUmmert urn uns,

　　Glanz七die Ｅｒｓ七aunendedor七, die Fremdlingin unter den Menschen

　　　　UberGebirgeshohn traurlg und prachtig herauf.

　Vgl. Holderlin ,,Le Pain et le ｖｉｎ”(Traduction par Roud, Gustave) vers １－

１お：　OEuvres. Bibliotheque de la Pleiade. Vol.191. Paris　(Gallimard)ﾕ。967.

S.807(vers 1-2)/S.808{ソers 3-18)。　　　　　　十　　　　　　　　　　〉

　　Laville autour ｄ･ｅnous･ ｓ･'endort. La rue illuminee accueille le silence,

　　　Etle brui七des voitupes卜avecくI' eclat des torches s'eloigne ｅ七meurt.

　　Rassasies des plaisirs du jour, vers le repos s'en vont les hommes,

　　　　Etsatisfait, songeur, un front penche soupese

　　Pertes ｅ七gains. Depouille de ses fleurs, depouille de ses grappes,　　５

　　　　Lasdu labeur de mille mains。desert, le marche dort。

　　Mais au coeur des jardins ｓ゛eveille et 七remble une musique lointaine,

　　　　La-basｊoue un amant√ｑｕｉｿｓa1ゼ?'ou peut-etre un homme saisi de ｓ011七ude

　　Quise souvien七de　ses amis perdus ・ ｄｅ。ｓ５!jeunesse,　et dans １゛arome

　　　　Desｐａｒ七erresfleuris chantent les fraiches fontaines infatigables. 10
　　Lavoix des cloches vibre au calme crepuscule

　　　　Etle veilleur, gardien des heures, crie un nombre ａ pleine voix.

　　Ｏｈ！　voicinaitre et fremir la brise aux feuilles ｅχtremes du bbcage。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八　　　　Regarde！　etle ｆａｎ七〇mede ｎｏ七reunivers, al lune,
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HOLDERLIN'S "BREAD AND WINE'･(V(5)85)工Ｎ ＯＵＴＬ工詑　∧　　　　　　　　一一

Round us 七ｈｅ七〇wn is ａ七ｒｅｓ七；　theｓ七reet, in pale lampligh七, grows quiet

　Ａｎ４√their torchesしablaze, coaches rush through and away.　＼

People ｇｏしhome to rest, replete ｗｉ七ｈ七りｅday and ｉ七s pleasures,

　　There七〇weighリｐ in their heads,･pensive, the gain and 七he loss,上

Finding the balance good;　ｓ七ripped bare now of grapesしand of flowers,　　５

　　As of their hand-made goods, quie七七he marke七stal:Is lie.　　　　一　＼∧

But faint music of strings comes drif七ing from gardens ；　it could be

　　Someone in !ｏｖｅ‥ｗｈｏplays 七here, could be a man all alone　　　十　　　　コ

Thinking ＼９ｆdistan七 トfriends, the days of his youth; and the fountains,

　　Ever welling aれd new, plash amid fragrance from beds.　　　　　　　　　　　．１０

Church-bells ring;　every stroke hangs still in the quivering half-light

　　Ａｎｄ七he watchman白calls： out, mindful, no less, of七he hour･．

Now ａ breeze rises ｔ･oo and ruffles 七he crests of the coppice,

　　Look, and in secre七＼ｏｕｒ＼globe's shadowy image, the十moon,十　　　　　　　ニ

Slowly is rising七〇〇；　and Night, the ｆａｎ七astical,犬comes now　　＼　　　＼　　１５

　　Ｆｕ１:Lof starヽs and〕，工七hink, lit七１ｅ concerned about us ，　　　　　　　十　犬

Nigh七, the astonishing,七here,･the strangerﾚ七〇all that is human,　　　ダ

　　Over the mountain-tops ｍｏｕ】r-nfuland gleaming draws∧on.

Ｗｈｅ･re,then, where do they shine,七he oracles winged for far targets？

　　Delphi゛ｓasleep,･and where now is great ｆａ七ｅ.･七obe heard？　∧　　　十

Where is the swift？And full ０ｆjoy omnipresen七, where does it

　　Ｆｌａ台ｈリpondazzled eyes,･thundering fall from clear skies？ し

Father Ae七ｈｅｒ！　onecried, and tongue after七〇ngue took it up七hen,

Why no more does ａ god imprint on the brow of ａ mortal

● ●

● ● ●

S.247

S.243
-
S.247

６５

１０５

S.249
-
S.251

１２０

１３０

S.251
-
S.253

１５０

１５５

S.249

　　struck, as by lightning, the mark, brand him, as once he would ｄ（ｊ?

Else he would come himself, assuming ａ shape that was human,

　　And, consoling the guests,ニcrowned ａｎｄつconcluded七ね:ｅ ｆｅａｓt，‥‥‥‥

‥．　　　　　　　　　‥．　　　　＼　Ｂｕ七meanwhile too often ｌ think･ it s

　　Better to sleep than ｔ(ｊbe friend:Ｌ･ess as ｗｅ･are , alone･， 一一　土．　．上

Always waiting, and ｗｈａ七七〇do or to say ｉｎ七he mean七Ime　　　　土

　工don't know, and who wants poets at all in lean years？　‥

Ｂｕ七七hey are,∧you say, like七hose holy ones, priests of the wine-god

　　Who in holy Nigh七roamed from one place to the next.　　　　　＼

When the ･Father ･ had 七urned his face from ･七he ･sight of us ｍｏｒ七als

　　And all over the earth, rightly。they started to mourn,∧　　　＼

Las七ly ａ Genius had come, dispensing heavenly･comfor七，土入　　　　・．

　　He who proclaimed the Day'･s end, then himse!ｆ went away,

Then, as ａ token 七hat once they had been down here and once ｍＱかｅｗｏリ１ｄ

　ＩCome, the heavenly choir left a few presen七ｓ ｂｅねind,　　　十十　　　　　＼

What of the children of God was foretold in the songs of the ancients,

　　Look, we are it, ourselves;　fruit of Hesperia･ it is！
strictly １七has come七rue,･fulfilled as in men by ａ marvel,

　　Ｌｅ七七hosewho have seen it believe！　Much, however, occurs.

ＮＯ七hingsucceeds, because we are hear七less, mere shadows un七il ou『

　　Father Ａｅ七her,made known,･recognized, fathers ･us all･．コ　　　　プニ

Meanwhile,七hough,七〇us shadows comes the Son of七he Highest,

　　Comes the Syrian and ･down ｉｎ七〇･･our･gloom bears his 七〇rch･.

Blissful, the wise ｒｒ!ensee ｉｔ;　inｓＱｕ!ｓthat were captive there gleams ａ

　　Smile, and their eyes shall yet thaw in reponse 七〇七he light.　　　∧上

十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(49)し



ELEUSIS　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　し・　　●●●●･●●　　　　●●●　　　　　　　　●●
　　一一Ｏｎ the lines　14-18　in Holderlin's ”Bread and wine" ―

　ト　　　　　　　ト　六十･　　　　　　　　Kat sumi　TAKAHASHI

　　　　　　　　ＡＢＳＴＲＡＣＴ●　　　　　．．　　　　　　　犬-　　　一一・　　　　　　　　　　く　　f

　　In t二hef1りt strophe of "Bread and Wine”ﾉ,∧Holder］Lin describ･es ａ ”holy

Night”, which resembles tﾆｈｅ‥”mysteriφus Nightﾋﾘin∧the "Hymns to the

Night”（1800），ｆｏｒ the "holy Night” is similarlyし”romanticized”, as Nova-

lis demands ｉｔ：　”The world･must：ｂｅ一々omanticized.工ｎ〉this way,ニwe find

againねhe original sense. Romanticize is nothing but a qualitﾆative po-

tentializing・”「”Fragments”ﾀﾞ」798) Ａｌｒざady, theしfl･ｔ琵･line of Holderlin゛ｓ＼

poem is typical of a ”romanticized”j･1かなge of卵己crepuscular t･own:　　ダ

　　　Round us the town .1Sトａt二rest: the street.しin pale lamplightﾆ, growsし

　　　　("Bread ａｎｄ∧Wine" 1800⊥jol√tﾆranslated by M. Hambur･get）＼＼q゛1iet

In the original, there is not only the ”pale lamplight", but a1ｹso the

inconspicuous moonlight:　”die erleuchtete Gasse"(tﾆhe illuminated lane).

Beethoven's Moonlight Sonata １Ｓ of the ｓ･ame kind. BoねｈコQf〉them unite ，the

inner　light∧with the quiet moonlight, like√ａ∧sort二of Eleusinian mys･………

teries.　　　　　　　　　.･　　　　　　　　　　　　　　　　　
●.

　　Although the moonlight illuminate! the who工ｅ town in tb:ｅ beginning of

the poem, itﾆremains almost unnoticed. It 1S only intimated with Holder-

lin, justﾆ”likeﾄa peaceful God on obscure clouds, / Ａｃｔﾆing secretly over

his world”（”Emilia before her Bridal" 1799. 11｡29-30). No皿ention is made

of the moon till the line　13. Finally, it shows itself in the line １４，＼

although, first in ｔｈｅﾚ”shadowy image" ，i.･ｅ･, notﾆ１ｈ any bright form: ∧

　　づ　Look, and in secret our globe's shadowy in!age, the moonﾀ十

　　　Slowly １Ｓ rising too;　and Night, the fant芦stica！, comes now　　　　　　15

　　　　（”Bread and Wine”, tran･s. by Hamburger)　　　　　犬　　　　　　　．･　　　　十

The "moon"(1.14) remains so ”ｉｎsecret!’．!ｐ such･a manner。Christ comes

out also in lines　129-130 of ”Bread and wine”；　’!Lastly ａ Genius had come.
９●　　　　●　　・　　　．＝　　　　－　・　　●
di?!?ensing he叩吽1ｙ comfort, / He ｗｈｏしproclaimed theダ辰y's end then him-
　　　　　　　　　　－　　　　・　w f.'　　　　・&'・‾‾':･----"－‾　-"－一一j　i~　-4s丁4ヌ　ssa.aし&a

･･ふ
self went away”(tr. by Hamburger) .　ＴｈｅニMediator ･stands　inﾆ the middle of

light and shade, namely in ｔｈｅ cヽhiar･oscuro nuance between the Olympian

||Ｔ,＿　Ｈ／¶　ｌｎ八χ　　　¶　．・　--．　・　・●　，-･　一・　　　・　・　　　　　・"Day"(l･．り0) and the Hesperian Night.∧In a‘ｍｏｄ･estway, he throｗｓ　
　ａ.bridge

across the abyss between the hereaftﾆer of t二he．”blest Greece”(1.55) and

this･world in "lean years”(1.122) of t二ｈ６･Christian ”Hesperia”「１．」５０）く．
　　ｒ･●　●¶・　・　　．¶　　●●　　　・●　．・　=●●　　　　＝　　similarly, the ”ｒｏｌ!lant･icized”moonlight in the first strophe mediates

also between the otﾆher world of the ”mysterious Night" and the here and

now　of the town in its historical reality around the year　1800。This ar-

tifice elevates∧the ”romanticized” sentﾆiment and moreover ｔｒａ!isfigures

ｔｈｅしcivic daily life of the town. Therewith, tﾆhe everyday life tﾆends t二６

ａ ”moral greatness”， which is clearly connected with Schiller's enlight-

ened ｉｎｔﾆerpretation of the ａ:ncient mysteries.　By way of ｉ･llustration, we

can give his ･”civic Song”(1799), inにhe climax of which, Demeter, the　万

goddess of corn, sits enthroned in Eleusis and lets the mankind show ａ
secret：

　　　　And only by means of its morals,　　　　　　　　　　　　　　　･･　　　　ヶ　　２０７

　　　　１ｔ‘can be free and mighty･　　　　　　　　　　犬

　　　　　（”civicSong":：later ”The Eleusinian Feast” 1800. Strophe 26)

In conf oをmity with such an 。”open field of the ｃｏ･nsciousness”， Hegel　ｃｏｎ“

siders the classic Greece as the ”Ｒｅａﾕｍof morals”。that is still illus-

trated for us in the ”Eleusinian Relief”(first excavated in 1859) among

other ancient relics of the fifth century before Christ.　＼Ｉ
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ELEUSIS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞

　　　― Sur les vers　14-18‘ dans ≪Le Pain et le ｖｉｍ〉de Holderlin ―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Katsumi　TAKAHASH工

　　　　　　　　　　SOMMA工RE

　　C'estﾆｕｎｅ《:<Nuitﾆsacreeがqui coinmence 〈Le Pain et le ｙｉｎ･》de Holderlin.

　Elle ressemble ａ la ≪Nuit mysterieu･se≫(V(5)72)･dans ｌｅＳ･≪Hymnes　a la　＼

Nuit冷(1800), car elle est aussi ≪romancisee≫ que Noval is l'exige:《くLe

　monde doit etre romancise. C'estﾆainsi qu'on trouve de nouveau le sens

　originel. Romanciser, ce n'est qu'une potentialisation qualitative. >>

　(≪Fragments冷　1798： V(5)68). Quant ａ la ≪Nuit≫ de Holderlin, nous trou-

　vons cette (くpotentialisation>> dej ａ au debut du poeme：　　　　　　　　－

　　　　La ville autour de nous s'endort. La rue illuminee accueille le si-

　　　　　(≪LePain et le ｖｉｎ汐1800-01, vers １：Ｖ(５)１８)　　　　　　　lence.

Void　une ambiance romantique qui se fait valoir dans la traduction an-

glaise de Hamburger(V(5)85)：≪la rue, ４ １ａ lumiere faible des lampes〉》

　(the street, in pale lamplight)。Mais ａ la f ois, nous　ｙ regardons dej ａ

　〈:<lalune mysterieusement paraitﾆｒｅ)》(vers　14-15);　elle repand sa lumiere

　douce sur toute la ville sans etre frappantﾆe. II en est de meme pour la

　sonate ｄｅ≪;<Clair de lune≫　de Beethoven;　Ｐ interieur et l'univers vont

　bien ensemble dans cette <(illumination)) des lampes　ｅｔﾆde la lune. On se

　diraitﾆdans une sorte des raysteres eleusiniens.

　　La lune restﾆe presque〉inaper9ue, quoique ay ant paru au debut du poeme;

　１ｅpoete�万en parle que par allusions. Ｃ゛万estcomme si elle etait ≪un

ヽpaisible Dieu au-dessus des nuages obscurs　qui regne secretement sur son

　monde≫(V(5)45). Jusqu'au vers　13, elle n'est pas mentionee.　Å１ａ fin.

elle s'avance dans le vers　U, et cependant elle n'est pas un corps lu-

　mineuχ;　elle ｅｓｔﾆｕｎ《xfantome de ｒ!otre univers≫；

　　　　　Regarde! et le fantome de notre univers, la lune,

　　　　Mysterieusement paraitre;　et la ferventﾆe, la Nuit vient.　　　　　　１５

　　　　　(４ＬｅPain et le ｖｉｎ≫,vers　14-15： Ｖ(５)２２)

　C'est aussi Jesus-Christ conune ≪un paisible Genie>〉(vers　129) qui ａ cette

forme　ｄｅくsparaitre mysterieusemenひ．工１ se situe au clair-obscur entre

　１ｅJour des ‘dieux grecs et la Nuit europeenne. Son essence existﾆｅ dans

　１゛intervalle de l'autre tnonde et de cette terre, en d'autres mots, entre

　ｌａ〈〈Grecebienheureuse〉〉(vers 55) etﾆ≪ce tﾆemps d'ombre miserable>:》(vers

　122) de ｉりHesperie≫(vers　150) chretienne.

　　１１ en va de inerne de la lune ≪romancisee>:》au debut du poeme. Elle s' en-

　tremet dans １．ｉ゙ｎｔﾆervalle entre la ≪nuit mysterieuse>> et ｌａ･ville actuel-

１ｅ qui est conforme a la realite historique vers　1800． D'un cote cet ar- ・

　tifice Sieve le sentiment ａromancise* ｅｔﾆde l'autre cote il transfigure

　la vie quotidienne　de la ville, II en resulte que la vie civile tend ａ

　une ((grandeur moraleカ(V(5)93) qui a certﾆainement rapportﾆavec l'intﾆerpre-

　tation eclairee de Schiller sur １色ｓmystﾆ己res antiques.　En est la preuve

　son ａChant des Citoyens>:》(□99) qui s'appelle ≪La Fete eleusinienne以1800)

　apres le changement de titre. Au sommetﾆdu chant, Demeter, la deesse-m(：ire

　eleusinienne de la fecondite, revele a l'homme le secret des mysteres：

　　　　Et seulement par sa morale ■㎜　　　　　　　　　■　　　　　　　　■

　　　　ｎ peut etre libre et puissant・

ニ　　(≪Chant des Citoyens>); ≪La Fete eleusinienne>:〉，･vers 207－2･08: Ｖ(5)94)

　Sur un tel 《≫champ ouvertﾆde la conscience)》, Hegel se f onde pour consid石．'

　rer la Grece classique eomme le くxRoyaume　de la morale≫(V(5)99). Ce royau-

　me se fait saisir encore aujourd'hui par le c<Relief eleusinienヵ(Ｖ(５)７８)

du Ve siecle A.C. qu'on ａ fouille 1859 pour la premiere f ois.

(51)



ELEUSIS　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　― Uber die V.lA-18 in Holderlins 。Brod und Wein･’一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Katsumi　TAKAHASHI

　　　　　　　　ZUSAMMENFASSUNG　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’Ｉ

　In der ersten Strophe von　。Brod und Wein” wird eine 。heilige Nacht” be-

schrieben, die der 。geheimnisvollen Nacht” in ｄ巨ｎ。Hymnen an die Nacht”

（Ｖ（ぢ)72)von 1800 gleicht, da sie ahnlich ..romantisiert" wurde. wie es

Novalis verlangt:　i.Die Welt mu6 romantisiert werden. So findet man den

urspriinglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitati-

ve Potenzierung。... Indem ich dem Gemeinen　einen hohen Sinn, dem Gewohn-

lichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die Wiirde des Unbekann一犬

ten, dem Endlichen einen unendlichenﾚSchein gebe, so romantisiere ich ｅｓ”

｀（。Fragmente”1798: Ｖ（4）68）｡　工ｎ。Brod und Wein” findet sich schon im V.I

ein typisch 。romantisiertes” Stadtbild：

　　　Rings tun ruhet die Stadt:　still wird die erleuchtete Gasse,

　　　　（。Brodund Wein" 1800-01. Str.lo V.I： Ｖ（５）１８）

Diese 。Erleuchtung” entsteht, indem der 。Mondschein” mit dem 。bleichen

Lampenlicht” in eins verflieBt, was etwa in Hamburgers englischer Uber-

setzung (。the street, in pale lamplight, grows quiet”) nicht mehr zum

Ausdruck komtnt。Ahnlich wie in Beethovens Mondscheinsonate geht es hier

van ein Einheitserlebnis, eine Verschmelzung vom Innenraum der Seele mit

dem AuSenraum der in die Natur eingebetteten Stadt, ja gleichsam um eine

Art von Eleusischen Mysterien.　　　　　　　　　　　　　犬

　　Obwohl der 。Mondschein” schon im Anfang des Gedichtes da ist, verbleibt

er fast unbemerkt。Er wird nur angedeutet, so als ware er 。wie ein stil-

ler Gott auf dunkler WoIke, / Verborgenwirkend liber seiner Welt"(V(5)45).

Bis zum V.13 wird der Mond nicht erwahnt. Erst im V.14 tritt er hervor,

doch zunachst als 。Schattenbild", d.ｈ。nicht als Lichtgestalt:

　　　　　Sieh！　unddas Schattenbild unserer Erde, der Mond

　　　Koniinetgeheim nun auch; die Schwarmerische, die Nacht kommt,

　　　　（。Brodund Wein" Str.l, V。14-15: Ｖ（5）22）

Er verbleibt so geheim. Derart ,,verborgenwirkend” erscheint auch Christus

in 。Brod und Wein”, als 。ein stiller Genius”(V.129) im　nuanc enr ei ch en　＼

Helldunkel zwischen dem griechischen G'ottertag und der hesperischen Nacht.

Er erscheint also als Vermittler zwischen dem jenseitigen 。seeligen Grie-

chenland"(V.55) und der diesseitigen 。diirftigen Zeit”（Ｖ。122)der Christ-

lichen 。Hesperien”(V.150).

　jAhnlich vermittelt auch der 。romantisierte” Mondschein in der ersten

Strophe zwischen der jenseitigen 。geheimnisvollen Nacht” und dem diessei-

tigen Stadtb･ild von 1800 ｡１ｎseiner historischen Wirklichkeit. Dieser

Kunstgriff steigert einerseits das 。romantische” Geftihl der Sehnsucht

nach dem unendlichen Geheimnis;　ander‘erseits verklart er aber auch das

burgerliche Alltagsleben der Stadt. Damit wird das alltagliche Leben in

eine ..sittliche Grofie”(V(5)93) eingespannt, die sicherlich mit Schillers

aufklarerischer Auffassung von den Ｍｙ･sterien der Antike zusammenhangtﾆ･

Man denke nur an sein ,,Burgerlied”(1799), das spater in 。Das Eleusische

Fest”(1800) umbenannt wird, in dessen Hohepunkt Demeter, die in Eleusis

thronende Gottin der Fruchtbarkeit, dem Menschen das Geheimnis der Myste-

rien offenbartこ　,,Und allein durch seine Sitte ／Kann er frei und machtig

seyno"(Str。２６．Ｖ．２０７－８：V(5)94). Aufgrund eines derart 。offenen Felds des

BewuBtseins”(V(5)80) erklart auch Hegel das klassische Griechentum fiir

das ･.Reich der Sittlichkeit”(V(5)99), das uns heute noch das erst　1859

aufgedeckte ,,Eleusische Relief”（Ｖ（５）７８）ａｕＳdem 5. Jahrhundert v。Chr.

veranschaulicht。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉
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Civ) ,,ein SINNIGES HAUPT"(Neufassung)：　≪SONGEUR, UN FRONT

　　　・　PENCHE')ばdi七ionrevue)：　”Ａ THOUGHTFUL HEAD"(Revised
edi七ｉｏｎ） (XXXVII工．工工. 44-57)

LANDAUER ― ,,ein sinniges Haupt" in･Holderlins　。Brod
　　und Wein”(Deu七sche Neufassung)［ＸＸＸＶ工工工．工］:. 83-90)

〔Ｖ〕VON ＤＥＲ、ABENDDAMMERUNG ZUR HEILIGEN NACHT　：　DU CREPUSCULE

　　DU ＳＯ工RA LA NU工Ｔ SACREE　:　FROM THE EVEN工NG ＴＷ工Ｌ工GHTTO

　　THE HOLY Ｎ工GHT

（１）。Abgeschiedenheit”
●

● ≪Renoncia七ion).》

(2) Brunnen"：　《;< Fontainesヵ

（３）。Gloken" und　。Ｓ七unden”：

●
・

一
一 　”Fountains”

く（Ｌａｖｏｉχ des

"Renouncement"

　　　（ＸＸＸＶ:［. 16-21］

　　　（ＸＸＸＶ工. 21-27)

cloches≫　ｅ七《１ｅ

veilleur, gardien des heures≫：　”Church-bells”and "the

ｗａ七chman ｃｌａ:LIing out of七he hour”　　　　　　　　（ＸＸＸＶ工工．２－８）

(4) ,,Hain”und　。Bund"　：≪Bocage*　ｅ七ａＡ１１１ａｎｃｅ分　：　"Grove"　and

　　　”Covenant”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（χχχＶ工工工．工工．　92-123)

(5) Eleusis　：　Eleusis　：　Eleusis ｌ　　　　　（ＸＸＸ工Ｘ．２－２０）

a),,Traurig und prachtig" ：ｄ
　”Mournful　andgleaming”

・
ｅ

ｂ）。Reich Gottes”：≪Royaume　de Dieuヵ　，：　"Kingdom of Heaven"

ｃ）。Mondnacht”：　≪Nui七珍ａ clair de　^<Lune〉｝：　”Moonlight

　Night”

ｄ）。Sternen"：《１ Etoiles≫　：＼”stars”

ｅ）。Das　工deal　urtd das　Leben”- ：　なＬ’工deal e七１ａ Vie>:》：　”The

　:［deal　and the　Life”

ｆ］。Heilige Nacht”。：　《くNuit sacree》:　"Holy Nigh七”

g),,Suchen" und ･。Prufen" ：　４Chercher≫　et ≪examiner*　：

　”Seek”and　”examine”
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