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要　　旨(ZUSAMMENFASSUNG)

　『パンとぶどう酒』の中央部「至福なるギリシア」を宥和し終結するキリスト像は，同時にその

古典精神の昼と第三部「西欧の夜」との繋ぎ目を形造るレ即ち第107句でF或いはもしかすると彼

もまた･‥」と，幽かな代名詞で問いかけるように目立たず現われる唯一者は，なお明るき精神の

夕暮に言わば月影の如く隠れて働きかける空無の零点なのであるが，これは同時に作品全体の明暗

を決定する中観として，あたかも台風の目を想わせる底力を内蔵していると考えられる。

　まず神話の神々との対比の下キリストは「神自身」に他ならないが，『パンとぶどう酒』では両

者とも「無媒介直接の神」という点において，同じ厳粛な悲劇世界観の下に立ち√「人の姿」で登

場し丸く収めるF機械仕掛けの神」による牧歌風現実に余地を与えない。但し「神自身」が悲劇の

神々と同様に人間を砕けば,結局それは何処までも在りて在る者たる『旧約』の生ける神に留まり，

所詮は白昼に燦めく日輪が象徴する熾烈な古典ギリシア世界の仲間に過ぎなぐなる。そこで唯一者

キリストは，敢て古典悲劇における神界と英雄との両面を同時に表出七,十第107句の文字通り「神

自身が人の姿をとり」て受難し，竟に神郷死の如実な現実を示すことになる。　　　　　＼ニ

　ここ空無の零点キリスト像は，ヘルダーリン詩学の総決算でもあ＼る。即ち此所においてこそ「す

　■　■■　　　　　　　　　■　　　■●　●　●　●　●　●　　・　　カエス･-ﾗ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　≒べての芸術手段の内部にあるもの言わぬ力」が「中間休止」として顕在化し√作品全体に平衡あら

しめんとして，「偉大なる運命」（第62句）を峰とする讃歌燃焼の最高潮と睨み合う。かく七て古典

ギリシア悲劇における盲目の予言者テイレシアーズに「中間休止」を見る詩人は，同時に此所で理

論を実作へと移し,その予言者の如く神人キリストが空無の零点として,神々の白昼に君臨する「偉

大なる運命」の「歩みの只中へと踏みこんでぐる」よう作品を構成し，芸術上『パンとぶどう酒』

に画竜点晴を成したのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　十

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ABSTRACT　　　　　　二　　十　　　　　　　　　　尚

　Attention is first directed to the “peaceful Genius" (l.129), what concerns the Christ-figure in

Holderlin's “Bread and Wine". But it is more important to consider the personal pronoun

which already suggests the Redeemer in･a casual manner : '‘Elseh(j would come　…"(1.107).

The secret pronoun throws a bridge between the “blest Greece"(1. 55)大社nd the･“Hesperia" (1.

150), that is to say, the Christian Europe. It qｏ!meets grammatically with the masculine noun

“a god" (1.105), namely Apollo or Dionysus in the classic tragedy. But we take it contextually

for the only God :“Else he would come himself, assuming ａ shape that was human"j　　＼　＼

　We can regard the “caesura, or antirhythmic interruption"･ as Uleヶequivalenレｅχpression of

this Christ-figure, if we observe Holderlin's “Remarks on Oedipus"ノ‘Tiresias' speeches amount

to the caesura.　He makes his entrance into the course of the Ｆﾚate,keをping ａ lookout for the

power of the nature". Though ,inconspicuous, the inexpressible figure of the Redeemer in the

line 107 has power a11 over the work, in order toヶbe∧ａmatch for the “great Fate" (!.62) at the

zenith of the azure Greece. At the same time, the Christ-figure fixes its eyes on the shadowy

“Hesperia" of the “lean time" (1.122). We ａＳむertainhere a fine contrast of light and shade.

　　　Cf. the verses of Holderlin inブPoems ＆ Fragments" (Cambridge Univ. Press 1980)し
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　01! ａ tendance 4 mettre principalement le 叩aisible Geni・(vers 129) sur le tapis, quand il

s'agit de laしforme de Jesus-Christ dans こe Pain et le ｖin。 de Holderlin. Mais il est plus im-

portant de considerer le pronom personnel qui suggere deja le Redempteur sans en avoir l'air:

≪0u　il　venait ＼aussi …　。(vers･
107)｡一一Lelpｒｏｎｏｍ……secret･etablit｡一un ･pont entrむ･la　≪Grecむ

bienheureuse≫ (vers 55) et !' ≪Hesperie*･(vers 150), c'est-a-dire, l'Europe chretienne. II se rap-

porte grammaticalement a 心n dieu。(vers 1105)qｕi dom畑e dans la tragedie classique. D'apres

le　contexte, nousト1e　comprenons　autrement : ≪Ou　i1　venait　aussi　lui-meir!e　et prenant ∧forme

humaine*。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　'

　Nous pouvons tenir la 。cesure, ０ｕ suspension〕antirythraique≫ pour l'expression equivalente a

cette forme de Jesus-Christ, si nous pretons attention aux ≪Remarques sur a5dipe≫ de HSlderlin:

≪la cesure ･est constituをｅ par les paroles de Tiresias. II･ fait son entree dans le coursﾄdu des-

tin, ayant regard sur la puissance de la nature。. Quoique mysterieusement, la forme inexpri-

mable du Redemptむur dans le vers 107 a tous pouvoirs sur l'cχsuvre entiere, pour fairりequilibre

au ≪grand Destin≫(vers 62) au sommet de la Grece azuree. EUe garde a la fois l'oeil sur

r ≪Hesperie≫　au　≪temps　d'ombre　miserable)ト(vers　122). Nous　constatons　ici　un　contraste

accompli de lumiere et d'ombre.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　　Conf. la traduction de Holderlin dans les ≪CEuvres≫ de la ≪Bibliothをque de la Pleiade>i(1967):

Ｏ Grtce bienheureuse ！

Et pourquoi ce silence encore aux antiques et saints theatres ？

　/　Pourquoi la danse morte, ｄ sa rituelle allegresse ？

Et pourquoi done リn dieu ne grave-t-il p畑S le front de l'homme

　　　Comme jadis, et scellant de son sceau celui qu'il a saisi？

Lui-meme il descendait parfois et prenant forme humaine
……

　　　S　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　　　　　■　■　　　A la divine fete il donnait fin, consolateur.

Oille Pere ayant detourne des hommes son visage･

　La tristesseetablitson juste regne sur la terre；　　　/

Quand, derniere Presence, un paisibleGenie aux :divinesparoles

　　　Consolatrices,eut annoncfe１ａfin，dｕ･Jouret disparu,

Comme un signe de sa venue ici-basjadis,un gage

　　　Deson retour,le choeur des dieux nous laissa quelques dons

Mais le filsdu Tres-Haut, durant la longue attente,1e

　　　Syriendescend comme un porteur de torche parmi les ombres ；

Des sages bienheureux le voient；d'un sourire leur ame prisonniere

　　　S'etoile,et la tiede clarteranime leurs yeux morts；

Dans les bras de la Terre avec delicele Titan sommeille et songe,

　　　EtCerbとe, Cerbere mgme, 1e jaloux, boit et s'endo比

55

105

130

155

160
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　●●¨　　ｊ･。　　　　　　　　　　　　　　■　　　■　　　　■DIE ＣＵＲＩＳＴＵＳＧＥＳＴＡＬＴ犬IN HOLDERLINS
。BROD

ＵＮＤ‥ＷＥＩＮ“

（1）。DES HOCHSTEN ｉ;:OHN, DER SYRIER･･

Katsumi Takahashi

　　Christus erscheint in Holdむrlins Gedichten mehrmals, z. B. in。Der Einzige“,jn。Patmos“ ｕ,ａ.

m..　Auch in 。Brod und Wein“(1800-01) tritt uns ein ganz besonderes Christusbild.　Schon der

Titel enthalt ja Elemente des Abendmahls :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　し

　　　DA sie aber assen / Nam Jhesus das Brot / …/Das ist ｍ･einダLeib.Und er nam den Kelch /…/Das

　　ist mein Blut des･newen Testaments / 二1)　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　ニ

　　　　　(｡pEuangeliumMatheus“ χχVI.26-28)　　　ノ　　ト　　　　　　　　　　　犬

Uber das christliche Abendmahl informieren wir uns als Buddhisten∧Oder Schintoisten gemeinhin

weniger ttber die Lehre der･Kirchen als uber gewisse Kunstwerke wie etwa Leonardos 。L'ultima

Cena“(1495-97) Oder Bachs 。Matthaus-Passion“(1729),

　　Folglich mag uns schon　der Titel　。Brod und Wein“　an den christlichen Erloser erinnern,

０ｂＳｃｈｏｎユdieser　wohl　mit　Absicht　nicht　namentlich　in　dem　Gedicht　ｖｏrｋｏｍｍt.∇Jesus　wird

dｕr･chgangig　niemals　direkt･ Christus　genannt, er　heiBレallenfalls　。des　Hochsten / Sohn, der

Syrier“,und zwar in der letzten Distichentriade des ganzen べiVerks:　つ　　　　　　　∧

　　　Aber indessen kommt als Fakelschwinger des Hochsten　　　　　　フ‥　　＼

　　　　Sohn, derよSyrier,unter die･Schattenheｒab2）｡　　　　　　　　　　･･　　ノユ　　＼　　　　･･　十

　　　　几,,Brod und Wein“ Str.9. V. 155-156)　　　十　十　　　　‥

Der Dichter･ spricht also nicht offen vom 。einzigen“Ｇｏtレder･Christen.一Der･ 。Hochste“･konnte

auch den hochsten Olympier, den donnernden Zeus meinen, da sich Holderlins。Brod und Wein“

auch auf die griechische Mythologie bezieht, ｚ.Ｂレauf die Gottin der ’Fruchtbarkeit, die eleusi-

sche Demeter Oder den Weingott Dionysos :

Brod ist der Erde Frucht, doch ists vom Lichte gesegnet,

Und vom donnernden Gott kommet die Freude des WeinS3)

　　(｡Brod und Wein‘!Str.8. V. 137-138)　　　　　＼

Nichtsdestoweniger l盛t sich　。des HSchsten Sohn“　vom Kontext des Gedichts　her　am nahe-

liegendsten mit Christus assoziieren, wenn auch nicht ganz eindeutig. Vielleicht wird hier auf

die Verborgenheit des christlichen　Erlosers angespielt, der 。wie ein stiller Gott auf dunkler

1 ) Luther, M.:ﾚBiblia Germanica 1545. Faksimile･Nachdruck. Stuttgart (Deutsche Bibelgesellschaft)

　1967 / 1983. Teil2. S. 262.　　　　　　　　　　.･.･･.　　.･　　　　　　　　　　　.・　　　　　　.・　.･

2) Holderlin, Fr.:Samtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe (=StA). Stuttgartﾄ(Kohlhammer) 1946-77

　Bd. 2. S. 94.　　　　　　　＼　　　　　犬　　　　　・・　　　　　　　・･犬　　レニ　　　　　　．･･

3) StA. Bd. 2. S. 94.　　　．Ｉ　　　　　　　　犬　　　　　　　＼
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Wolke, / Verborgenwirkend iiber seiner Welt / Mit freiem Auge ruht“4)；ｅｉｎ。Deus absconditus“5)

　　Nicht nur wird Christus nicht beim Namen genannt : auch die erste Andeutung erscheint erst

im zweiten Drittel des ganzen Gedichts, zum AbschluB der sechsten Strophe :

　　　Oder er kam auch selbst　…6)　　　　　　　　　ニ

　　　　(｡Brod und Wein“ Str.6, V. 107)

Der hier angedeutete Christus ist zwanzig Verse weiter 。ein stiller Genius“ (V. 129 der achten

Strophe). Nach weiteren ftinfundzwanzig Versen erscheint er, wie erwahnt, als 。des Hochsten /

Sohn, der Syrier“｡･

　　Die Erwahnungen des christlichen Erlosers fiigeiisich folgendermalien in den Bauplan von

｡Brod und Wein“7):

　　I . TEIL ： Die Nacht

　　　1 . Str.(V.ト18)

　　　2 . Str.(V. 19- 36)

　　　3 . Str.(V. 37- 54)

　　n. TEIL : Der griechische Tag

　　　4 . StrバV. 55- 72)　　　　　　　ニ

　　　5 . StrバV.73- 90)

　　　6 . Str.(V. 91-108):。Oder er kam …“(Ｖ.107 f.)

　Ⅲ. TEIL : Die hesperische Nacht

　　　7 . Str.(V. 109-124)

　　　8 . Str.(V. 125-142):。ein stillerGenius よ“(V. 129 f.)　　　　　　　　　　　　ト

　　　9 . Str.(V. 143-160):。des Hochsten Sohn …“(V. 155 f.)

Christus erscheint also jeweils in abschlieBenden Partien, und zwar am gewichtigsten am Ende

des ganzen Gedichts, wobei er durch die sprachliche Steigerung vom unpersohnlichen 。(?r“(Ｖ，

107) bis zu 。des Hochsten Ｓｏｈｎ“(V.155) dem Leser immer deutlicher ins BewuBtsein tritt.，

4)。Emilie vor ihrem Brauttag“｡V. 29-31: StA. Bd. 1. S.278.

5)。Jesaia“45. 15 : Bibliaiuxta Vulgatam Versionem. Stuttgart(Deutsche Bibelgesellschaft)3. Aufl.

　1983. Bd. 2. S.1144.

　Vgl. Biblia Germanica 1545. Teil 2. S.25: Is.45. 15.

　　　ein verborgen Gott

6 ) StA. Bd. 2. S.93.

7 ) StA. Bd. 2. S.90-95.

　Vgl. Schmidt, Jochen : Holderlins Elegie。Brod und Wein“.Berlin(Gruyter) 1968. S.9-10.

　　　Ａ)Die erste Strophentrias: die Nacht

　　　Ｂ)Ｄｉｅzweite Strophentrias； der griechischeTag

　　　C) Die dritteStrophentrias: die hesperische Nacht

　Vgl. Pezold, Emil : Holderlins Brod und Wein. Sambor 1896-97. Faksimile-Nachdruck. Darmstadt

　(Wissenschaftliche Buchgesellschaft)1967ﾚS. 155-156.

　　　I . Die Begeisterung.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡.

　　　n . Griechisches Leben.

　　　n. Unser Leben.
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（２）。EIN STILLER GENIUS　…　DER HIMMLISCHE ＣＨＯＲ“

　Das EigentUmliche der Anspielungen auf Christus in 。Brod und Wein“ besteht darin, daB

diese Gestalt zwischer! den verschiedenen Gottern des raythischen Griechenlandes und dem ein-

zigen Gott der christlichenOffenbarungsreligionin der Schwebe gehalten wird, gleichsam um

eines vermittelnden Briickenschlags willen. Diesen Schwebezustand zwischen dem klassischen

Griechentum und dem abendlandischen Christentu皿verbildlichtder 。stilleGenius“im dammern-

den Zwielicht:

　　AIs der Vater gewandt sein Angesicht von den Menschen,

　　　　Und das Trauern mit Recht uber der Erde begann,

　　　Als erschienen zu lezt ein stillerGenius, himmlisch

　　　・Trostend, welcher des Tags Ende verkundet' und schwand,　　　　　　　　　　　　　　130　I･

　　　LieB zum Zeichen, dafl einst er da gewesen und wieder

　　　　Kame, der himmlische Chor einigeGaaben ｚｕｒUk,8）

　　　　（｡Brodund Wein“ Str.8. V. 127-132)

Im Kontext bezieht 。der Vater“ sich auf den 。gerechten Gott“9）der Bibel. Sein abgewandtes

Angesicht erinnert an die Vertreibung aus dem Paradies (｡Genesis“ III.23) Oder Jesu Einsamkeit

am Olberg (｡Ev. Matth.“χχVI. 30 ff.). Von diesem alttestamentarischen Vatergott her gesehen

ist der 。stilleGenius“ Christus, obwohl er im folgenden am Ende des griechischen Gottertags

erscheint : das verlorene Paradies ist ja in Holderlins 。Brod und Wein“ das 。seeligeGriechen-

land“(V.55).

　So verschiebt sich der Aspekt von den religiosen Anliegen der Bibel zu dem geistesgeschicht-

lichen　Thema　。Hellas　und　Hesperien“. In　diesem　Bereich treten　die　mythischen　Getter　der

Antike　mit　dem　einzigen　Gottessohn　der　christlichen　Religion　in　eine　Art　symbiotische

Beziehung : als 。stillerGenius“ gehort auch Christus zum 。himmlischen Chor“ der griechischen

Olympier, obschon diese dereinst von der Intoleranz des 。gerechten Gottes“ als Gotzen verurteilt

wurden und ihre Welt verfiel:

Seeliges Griechenland ！

　■　　●●●　f

Aber die Thronen wo ？　die Tempel, und wo die Gefafie,

Warum schweiget auch sie, die alten heilgen Theater ？

　Warum freuet sich denn nicht der geweihete Tanz ?1o）

　（｡Brod und Wein“ Str. 4 / Str. 6. V. 55 / V. 59 /V 103-104）

In 。Brod und Wein“ bildet so Christus in der Gestalt des 。stillenGenius“ eine Brucke, die

zwischen 。Hellasund Hesperien“vermittelt.

8) StA. Bd. 2. S. 94.

9) Biblia Germanica 1545. Teil 2. S. 291.

　　　gerechter Gott (Psalm. 7.10)

　　　Gott ist ein rechter Richter (Ps. 7. 12)

10) StA. Bd. 2. S. 91-93.
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　Am deutlichsten zeigt sich dies in den ｖ･｡127-132 in der Verwendung des Personalpronomens

｡er“ﾄim V. 131, das sich sowohl auf de皿。stillen Genius“ im ｖ. 139 ｗieユauf den｡himmlischen

Choｒ“im V. 132 beziehen kann. In dieser Zweideutiskeit schwingt das 。er“metaphorisch hin

und zuriick, Ｕｍ。verborgenwirkend“den Zwiespalt zwischen 。Hellas und Hesperien“zu iiberwin-

den.:　Christus　als　。verborgenwirkender“　Vermittler ･verkorpert ja gerade　solch einen　。stillen

Genius“, der 。schwand“, kaum .daB＼er 。erschienen“･:。AIs erschienen　…　ein stiller Genius。

…, welcher　…　schwand“(V.
129 f,)｡Diese unaufdringliche Erscheinung ist einer d町 wesent-

lichen Charakterzuge der Christusgestalt in HSlderlins 。Brod und Wein“｡　　　犬

（３）。EIN GOTT　…　DAS HIMMLISCHE ＦＥＳＴ“　　　　　　　　　レ

　　Vor einer eingehenden Untersuchung des 。Ｖしrborgenwirkenden'‘Christus （DeｕS absconditus)

im ｖ. 107 ist erst einmal das vorhergehende Nomen 。Ｇｏtt“(V.105) zu erlauternトauf das sich

das Pronomen 。ｅr“(V. 107) zunachst zu beziehen scheint :　　ト　つ　　犬

　　　Warum zeichnet,wie sonst, die Stirne des Mannes ein Gott nicht,　　　　　　　　　　　　105

　　　　Drukt den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen auf？　し

　　　Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an　　　　ｌ

　　Und voUendet' und schloB trbstend das himmlische FeSt11）｡　　　　　　　　　　　　　　∧

　　　　（｡Brodund Wein“ Str.6. Vﾝ105-108）

In den V. 105-106 geht es offenbar urn irgend einen 。Gott“wie etwa Ａｐｏｌｌｏｎ,＼der in eine!T klas-

sischen Tragodie einen Helden ins Verderben sttirzen kann.し

　　Fraglich lSt。0b solch 。ein Gott“ der Antike auch mit den V. 107-108 gemeint sein kann, Oder

kein griechischer Gott, sondern Christus. Nach Pezolds Auffassリng ist auch das 。（‘im
ｖバL07

eine Art 。deus ex machina“，ein Gott der Tragodieト　　　　し

　　　In den V.105-108 scheint Holderlin vorzuglich Euripidをsvor Augen gehabt zu haben. Dass dieser die

　　　Gotter haufiger als diしanderen Tragiker auf die Buhne brachte und vom deus ex machina den aus-

　　　giebigstenGebrauch machte, iStbekatlnt12）｡十　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　（｡HolderlinsBrod und Wein“ 1896-97)　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

Ein griechischer Gott stand also nicht nur i皿Hintergrund einer jeden Tragodie, sondern二er

kam　auch　selbst“　auf die Buhne　。und nahm des Menschen Gestalt an / Und voUendet' und

schloli trostend das himmlische Fest“，wie z. B. der Weingott,〉der am Schluli von Euripides

｡Bacchen“ menschliche Zuge annimmt und wie vom Ｈｉｍｍｅトherabsteigend die Biihne betritt, um

im Finale des Festspiels die erregten Gefuhle zu besanftigen.　＼　　　，

　　Die Frage, wie Holderlin selbst die griechische Tragodie verstand, laBt sich am besten mit

seinen eigenen Worten erlautern:　　　　T.･･｡･｡　　　　　　｡･.

　　Die tragische Darstellung beruhet, wie in den Ａr!merkungen zum Oedipus angedeutをtist, darauf, dafi

　　　｡derunmittelbare Gott, ganz Eines mit dem Menschen (denn der Gott eines Apostels ist mittelbarer,ist

11) StA. Bd. 2. S. 93.

12) Pezold: op. cit. S. 119
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　hochster Verstand in hochster!IGeiste),daB die unendliche Begeisterung unendlich,ﾌﾟdas:heilitin Gegen一

　　　sazzenトimBewuBtseyn, welches das Bewufitseyn aufhをbt,ﾚhelig･sichscheidend, sich fafit,und der Gott,

　　　inder Gestalt d卵TodesﾄＲｅａｅnwartigist13）｡　　　　　〉　＼

　　　　（｡Anmerkungen zur Antigona" 1804ﾝKap. 3)　:　　　　　　　　　　　　　　　＼

Holderlin wertet also das unvermittelte Eingreifen Gottes in der Tragodie nicht wie Pezold als

｡deus eχ machina“ ab, sondern sieht in dieser ｕｎ皿ittelbarkeiteinen entscheidenden Grundzug

der griechischen Getter√die nicht wie 。der Gott eines Apostels“ mittelbar wirken.

　Dieser 。unmittelbarをGott“ ist z. B.･der delphische Gott des Orakels in Sophokles 。Oedipus

Tyrannos“:，　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　∧　　　　　　　　　　　　ト

　　　　　　OEDIPUS

ApoUon wars, ApoUon, 0 ihr Lieben,

Der solch Ungluk voUbracht,

Hier meine, meine Leiden14).

｡In der Gestalt des Todes“ wird 。der unmittelbare Gott" ApoUon 。gegenwart･ig“im Schicksaトdes

Oedipus, obwohl er, der Gott des Orakels, ira Grunde 。ein verborgen Gott“（ＤｅｕSabsconditus)

bleibtレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　So erinnert der 。Gott“im V. 105 von 。Brod und Wein“ eher an den delphischen Apollon

in 。Oedipus Tyrannos“ als hﾘden Dionysos in 。Bacchen“, die Schmidt allerdings 但ｒ wichtiger

halt :　　　　　　　　　　　　　｡●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　････

Wichtig vor allem die 。Bacchen" des Euripides, die schon 乱f Grund ihres Stoffeseine fastｅ･nzyklopa-

dische Zusammenfassung des Wissens uber Gottes Wesen und Wirken enthaltenレ…15ト

　(Holderlins Elegie 。Brod und Wein“ 1968)　　　　　　:　　レ　＼　　　　　　　　　　　　　尚

｡Gottes Wesen und Wirken“ wird in Holderlins 。Brod und Wein“＼nie 〕freilichsc〕offenkundig

wie in Euripides 。Bacchen“, sondern es bleibt im Grunde 。verborgenwirkend“, sei es als 。ein

Gott“Oder Christus.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　＼　　　　　　/

　Die schon erwahnte 。tragische Darstellung“ ｋｏｎzｅｎtｒiertコsichin dem hymnischen Hfjhepunkt,

wo 。da･Sgrolie Geschik“ 。iiberdie Augen hereinbricht“:　　　　　　　　　　　　　　∧　∧

　　　SeeligesGriechenlandに｡　　　　　　　　　　　　　＼

Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffendenSpriiche？

　Delphi schlummert und wo tonet das groBe ＧｅＳぐhik？

Wo ist das schnelle？　wo brichts,allgegenwartigen Gluks voU

Donnernd aus heiterer Luft iiber die Augen herein ?16）

て｡Brod und Wein“ Str.4.しV.55 / V. 61-64)

一
一

Das　Hereinbrechen　des　。groBen　Geschiks“　verbindeレSchmidレmit　dむｍ　。Gedankenトder

13) StA. Bd. 5. S. 269,　　　　　　　　　　　　　＋

14）･Sophokles　。Oedipus　Tyrannos“∧1329-30 :　Holderlins　Ubersetzung　。Oedipus　der　Tyrann“　V

　1352-54 ； StA. Bd. 5. S. 185.　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ　　　　　　　　　　　　　　＼

15) Schmidt : op. cit. S. 107.　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　犬　　　　‥ト

16) StA. Bd. 2. S. 91 / S. 92.　　　　　　　　　　／　　　　　　　　……
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Unmittelbarkeit“17)，deｒsich gemali HBlderlins Worten im 。unmittelbaren Gott“ ausdriickt｡

　｡Die fernhintreffenden SprUche“ (V. 61) stammen von ｄｅ陽Apollo des Orakels zu 。Delphi“(Ｖ.

62), den Sophokles im ｖ｡167ヶvon 。Oedipus der Tyl･ａｎｎ“。denPhobos fernhin treffend“18)ｎ･enntじ

Ahnelnd　dem　ぷerSusch　des　silberne町 Bogens“19)Ｖｏｍ　。fernhintreffenden“　Phoebos ApoUon

｡tりnet das groBe Geschik“ im Zenith der hymnischen Begeisterungうｎ。Brod und Wein“. Es

geht hier deutlich um den。verborgenwirkenden“ ApoUon, der zwar im Ｄｒａ:ｍａﾀﾞdurchgangig。ein

verborgen Gott“ bleibt, ohne auf offener Buhne zum Vorschein zu kommen, aber im Grunde

｡der unmittelbare Gott“ ist, dessen wahrheitsgetreuer Orakelspruch alle Weisheit des Oedipus

vernichtet, die doch sogar das Ratsel der Spinx losen konnte･. Ein 。Gott“(Ｖユ05) wie der del-

phische Apollon herrscht als 。das grolie Geschik“ (V. 62) im 。himmlischen Fest" (V. 108) des

｡seeligen Griechenlandes“ (V. 55) in Holderlins 。Brod und Wein“｡

（４）　。ER　…　SELBST"

　Pezolds verharmlosende Assoziation des V. 107 mit einem 。deus ex machina“ lenkレvon der

Frage nach der eigentlichen Funktion des Pronomens 。ｅｒ“l nｕｒ〉ab. Diむses Wort bezieht sich

zwar zunachst auf den vorhergehenden 。Gott“（VL 10剛〉der griechischen TragSdien, der vom
ｖ.

55 der vierten Strophe an bis zum V. 106 der sechsten Strophe, also fast im ganzen〉zweiten

Teil des Gedichts, zum Thema gehort. Aber mit dem unbetonten 。eｒ“wechselt unauffallig der

lyrische Grundton. Das vorausgehende, Fragen eroffnende Verbindungswort 。Oder“ tragt･ja den

Akzent, wahrend das 。ｅｒ“in metrischer Senkung verhalten bleibt, obwohl es inhaltlich als Sub-

jekt der folgenden ｖユ07-108 eine immer groBere Rolleトspielen wird.　　　　　　　　　　　ト

　Die Wendung 。Oder er“ wird gleichsam zu einer bescheidenen Frage, 0b es sich immer noch

urn　einen　der　Getter　des tragischen　antiken　Lebensgeftihls handelt, oder　ob　Christus　。auch

selbst ｋａｍ“:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　／　＼

　　　Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an　　　　　　　/

　　　Und vollendet' und schloB trostend das himmlische Fest.　尚　　〉　　　　　　　　　　　　　。ニ

　　　　(｡Brod undしWein“Str. 6. V. 107-108)　　丿　し　･･。･･・・　。。・。・　。・　　　　　　　　　。･

Der Dichter subsumiert die Ankunft Christi nicht i皿Prasens, sondern in der Vergangenheits-

form in einむr semantisehen Frage:。Oder er kam　… “. Zwar kontrastiert d･as Prasens bis zum

V. 106:，工)rukt“(Ｖ.↓06)。.zeichnet“(V. 105)。.freuetソV. 104)。,,schweigenりV. 103) usf. mit dem

PrSterium in den V. 107-108 :-。ｋａｍ“ム,ｎａｈ�‘,,,vollendet'“ und。schloli“, doch ereignet sich die-

17) Schmidt :Iop. cit. S. 86.　　　　　　－，　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　.j.　･und als ･Hohepunkt das ｖ叫ig unmitte!bareへ.Hereinbrechen“ aus dem Reich des blitze-

　schleudernden Gottes, wobei der Gedanke der Unmittelbarkeit durch die uberkommene paradoxe

　Vorstellung ｄしS。Donnerns“ aus 。heiterer Luft“ unerhorte Scharfe erhaltにDies ist der Gipfel der

　Klimaχ｡…

18）・StA. Bd. 5. S. 129: 。Oedipus Tyrannos“ 163.　　　　　　　　　　　　　　　　　　･ニ　＼

19) Holderlins Prosailbersetzung 。Homers Iliade“√StA. Bd√5. S. 2: 。Ilias“I. 47-49.　　　‥‥‥‥

　Der Nacht gleich wandelte Phoebus. Abgesondert von den SchiffenレsaB er jezt, und schoB den

　Pfeil ab. Furchterlich tonte das Gerausch des silbernen Bogens.　　　　　　　　　　　犬＼
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ser Wechsel des Tempus nicht abrupt, der sich das Subjektへ,ｅr“ 1n der metrisぐhen Senkung

und der Fragestellung auferlegt ｕ皿d so eine 。verborgenwirkende" Briicke zwischen dem Prasens

und Praterium bildet, indem es sich grammatisch sowohl auf den vorhergehtきnden 。Gott“(Ｖ/105)

wie auf die nachkommenden Verben (Ｖ.107 f.) beziehtﾝ　　　　　宍　－　・　　　｡･・　・　　　｡.　I　　・　-｡

　Schmidt　beriicksichtigt　diese nuancierte　Einbettung　des Personalpronomens　in　den　Kontext

nicht, wenn er befindet :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　　　　　　　　　几

Der Gott, von dem hier die Rede ist, ist plbtzlich nicht mehr Dionysos, sondern der Bruder des

Eviers,･Christus.　Zwar wiirde auch auf Dionysos das Annehmen einer menschlichen Gestalt zutreffen,

aber:das VoUenden und trostende AbschlieBen des himmlischen Festes weist auf ChｒiStｕS2o)／　∧

　　(Holder!insElegie 。Brod und Wein“ 1968)　　　　　　　＼　∧　　　　　　　　∧

Da Schmidt sich wie Pezold eher an Dionysos orientiert und den 。verborgenwirkenden“ 。unmit-

telbaren“ ApoUon aus den Augen verliert, halt er das 。Annehmen einer menschlichen Gestalt“

nicht　als　entscheidendes　Indiz　f町　die　Annahme, daB jetzt Christus　auftritt. Mir　hingegen

erscheint die Menschwerdung Christi als ausschlaggebend dafur, daB nun nicht mehr irgendein

｡Ｇｏtt“(V.105), sondern eben Gott 。selbst“(V.107) gekommen sein muB.　　上　　ニ

　Obwohl Christus 。des Menschen Gestalt annahm“ (Ｖ.107)√war er kein offenbar erscheinしnder

｡deus eχ machina“ wie der unsterbliche Weingott in Euripides 。Baccねen“. Die Menschwerdung

Christi bedeutet, daB Gott selbst als verganglicher MenschパLeiden und Sterben durchlebt, in

Gottes Tod, d. h. der 。unmittelbare Ｇｏtt“　wirdopferbereit: die Passion und Kreuzigung. In

Christus verwirklicht sich eine Art divina tragoediaﾄ　Ａｐ０１１０ｎﾚOderDionysos dagegen bleiben in

den griechischen Tragodien unverletzlich, wahrend dieしmenschlichen Helden das todliche Schick-

sal trifft: humana tragoedia. Mit der wahrhaft gottlichen Tragodie ubertraf der christliche Gott

die Gc5tter des hellenischen Pantheons an Tragik ,,und ｖｏ･llendet'und Sch･loB trostend das himm-

lische Fest“(Ｖレ108)｡　　　ニ　　　　　‥　Ｉ　　几　　　づ　十　　ト

　Hier wandelt sich der Sinn der Verborgenheit des 。unmittelbaren Gottes“よIn der griechi-

schen Tragik bleibt ein Gott wie der Apollon des delphischen Orakels 。verborgen“,er tritt we-

der auf der Buhne des Theaters noch der des Lebens auf.しChristus aber tritt ins wirkliche

Leben hinein und verbirgt seine unverletzliche Gottheit in der beschむidenen:Gestalt eines leiden-

den' ｕnd∧sterbenden Menschen. Die Menschwerdung Christi zeugt sowohl von　einer Selbsterご

I!iedrigung Gottes wie von einem Verbergen : als Christus wird Gott vermittelt und Mittler ｚｕ一一

gleich, ist also･ nicht ･mehr ｡｡der unmittelbare ･Gott“，aber gerade dadurch･ 。verborgenwirkend“j

Denn　das　Feuer　gottlicher　Unmittelbarkeit wurde　uns　wie　die十reine　Wahrheiレverzehren,

wahrend wir uns in der zurtickhaltenden Verborgenheit Gottes unbefangen entfalten kSnnen.

　Die verhaltene Einfuhrung der Christusfigur im V. 107 entspricht dieser ･｡verborgenwirkenden“

Zuriickhaltung Gottes : 。Oder er kam auch selbst二｡“(V. 107 f.)｡Im Gegensatz zum glanzen-

den Sonnengott Apollon erscheint jetzt Christus eher im Zwielicht des Abends und beschlieBt

nun das Gotterfest des griechischen Tags:　　〉　　　　　　　　　ト

　　　Alserschienen zu lezt ein stillerGenius, himmlisch　　　　　　　　　十　　　　　　　犬　　　　＼

　　　　Trostend,･welchむrdes Tags Ende verkiindet'und schwand,〉　　　　　　　　　　ト

20) Schmidt : op. cit. S.107.
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　　(｡Brod und We�‘Str. 8. V. 129-130)犬　　　ト　　▽

Der nuancierte Ubergang im V. 107 verweist schon auf den 。stillenGenius“ im
ｖ. 129, der eine

Briicke zwischen dem klassischen Griechentum und d面1 abendlandischen Christentum schlagt,

indem er im･Zwiespalt zwischen ･｡Hellas und Hesperien" vermittelt. In den V. 107-108 erscheint

der　Vermittler Christus　im　Ubergang zwischen　dem griechischen Tag und der　hesperischen

Nacht, genau in der Mitte zwischen dem zweiten und dem dritten Teil von 。Brod und Wein“｡

（５）。ＤＩＥ之ASUR“

　Was in der Mitte eines Kontexts ein Pausieren bewirkt, nennt ｍａｎ∧inder∧poetologischen Ter-

minologie eine 。Zasur“(caesura). In diesem ･Punkt eines Texts befinden寸ch die Textteile im･

Gleichgewicht.　Gottahn!ich bildet die Zasur der Christuspassage in d叩 V. 107-108 e鋤 vermit-

telndes GIむichgewicht zwischen dem hellenischen Gottertag deSプzweitむn Teils und der hespe-

rischen Seelennacht des dritten Teils heraus. Hier verwirklicht der Dichter sein Ziel, einen

christlichen Seelenbund mit der GStterwelt Griechenlands zu schlielien, indem er mit Christus

als mittlerer Zasur den Gottertag an die Seelennacht bindet.

　犬Im　Gegensatz　zu　dieser　zuriickhaltenden　Zasur∧der　。verborgenwir･kenden“　Christusfigur　in

　｡Brod und Wein“ ist die Zasur der zweimaligen Zeilenpause zwischen den V. 22-23 und
ｖ.

　23-24in Holderlins Ode 。Blodigkeit“eher aufdringlichに　　　　　上　　　　　　　　‥

　　，　　　　　　　　　　　…, und von den Himmlischen

　　　Einen bringen.　Doch selber　　　　＼

　　　　Bringen schikliche Hande ｗir21）｡　上　　　　　　　　　　／　　　　　　　ニ

　　　　（｡Blodigkeit“Str.6レV.22-24)

Diese Verse　erlautert Benjamin　in seinem Aufsatz fiber　die尚beiden Oden 。Dichtermuth“　und

｡Blodigkeit“folgendermaiien :　　　　　　　ニ　　ノ　　　‥’

　　Die eindringlicheZasur dieser Stelle ergibt den Abstand, den der Dichter vor aller Gestalt und der

　　　Welt haben soil,als ihre Einheit. Der Aufbau des Gedichts ist ein Beweis der Einsicht dieser Schil-

　　　lerschen Worteト≫Darin　…　besteht das eigentlicheKunstgeheimnis des Meisters, dali er den Stoff

　　　durch die Form vertilgt　…　Das Gemut des Zuschauers und Zuhorers mufi voUig frei und unverletzt

　　bleiben, es muB aus dem Zauberkreise des Kunstlers rein und voUkommen wie aus den Handen des

Schopfers ｇｅｈｎｊ２）　　　　　　　　　　　　＜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　　　（｡Zwei Gedichte von Friedrich Holderlin“1914-15)　　　ダ

　Von　Schillers　Standpunkt aus　vergleicht Benjamin　den　。Zauberkreis△des　Kunstlers“　mit den

｡Handen des SchSpfers“. Die ,,eindringliche Zasur“ entsteht in der Ausbildungskraft des schop-

　ferischen Kunstlers.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　ダ　　　　　　　　　　　　　　　＼　　●，

21) StA. Bd. 2. S.66.

22) Benjamin, Walter : Gesammelte Schrifteri.Frankfurt am Main (Suhrkamp) Bd. 2. 1977. S.125.

　　Vgl. Schiller,Frレ｡Ueber die asthetische Erziehung des Menschen“ (1795) Brief 22 : Werke.

　Weimarer Nationalausgabe (=NA). Bd. 20. 1り62jS.382.し　　　　ダ　　　　　　　　　　　　＼

　　‥ｌｎeinem wahrhaft schonen Kunstwerk soill der Inhalt nichts,diをForm aber allesthun；　…
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　Die 。Eindringlichkeit“der betreffenden 。Zasur“ hangレalso wohl mit Willenskraft zusammen,

mit welcher dむｒDichter auf den Spuren jenes alttestamentarischen Gottvaters wandelt, der aus

freiem Willensakレ｡Himmel und Erden schuff“23）ｕnd/｡zu Mose Spりch / Ich werdeﾆsein der ich

sein werde〔ego sum 〕quisum)“24）／A14S01Ch einルschopferisches Subjekt ，ふ011der Dichter vor

aller Gestalt und der Welt“ den Abstand ｈａ!）en,十um。den Stoff durch die Foｒ�‘zu vertilgen.

Folglich gilt die 。eindringliche Zasur“ in den ｖ. 22-24 der Ode 。Blodigkeit“＼als ein Beispiel der

stofflichen Vernichtun:g. Die 。verborgenwirkende“ Christusgestalt hingegen bildet im Ubergang

vom zweiten zum dritten Teil der Elegie 。Brod und Weiがeine vermittelnde Zasur, die zwi。

schen HOlderlins Subjektivitat des lyrischen Ausdrucksﾀﾞund seiner gedanklichen Objektivitat in

der Gedankenlyrik eine Briicke schlagt･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十

　〇biektivitat sah Heiderlin vor allem in der plastischen Dichtu昭der griechischen Antike ｖeｒ¬

wirklicht.･　Je　griindlicher　er　sich ，miレder　klassischen　Dichtung auseinandersetzte, desto｡

weitgehender trennt er sich von der subjektiveren Form der Ode zugunsten einer als 。objekti-

ｖeｒ“aufgefaBten Hymnenform. In dieser verwendet e’ｒzur Besinnung Zasuren von der Art wie

die der Christusfigur in ｖ. 107Von。Brod und Wein". Ein。verborgenwirkむnder“ Christus bin-

detがeichsam den objektiven Gottertag an die subjektive Seelennacht, wie etwa Mondschein, der

schon unvermerkt am Tag erscheint und nachts 。auf dunkler Wolke, verborgenwirkendトuber

seiner Welt miレfreiem Auge ruht“. Weder in der hむsperischen Seelennacht noch am helleni-

Sch･（jnG5ttertag tritt das Gottliche so selbstverstandlich hervorいwie der　。H6･r？25）ｉｍersten

Teil von Goethes 。Faust“｡　　　　　　　　　　　　ダ　＝　　　　　　　　　　　　　　　　六白　犬

（６）　。DIEGEGENRHYTHMISCHE UNTERBRECHUNG･･

　Benjamin erlauterte in der oben angefuhrten Textstelle eine Zasur unter dem allgemeinen

Gesichtspunkt eines▽subiektiven Willensakts√　Holderlinトspurt dagegen ,,die:Casur Oder die

gegenrhythmische Unterbrechung“ in der objektiven Gestalt einzelner ，Kunstwerke auf； er greift

zuriick auf den blinden Propheten aus Sophokles TragSdien 。Oedipus Tyrannos“ und 。Antigona“:

　　In beiden Stuken machen die Casur die Reden des Tiresias aus. Ｅｒパtrittein in den Gang des Schik-

　　saals, als Aufseher uber die Naturmacht, ･｡26)ニ　　　　　’　＼　十　　　　　　　　　　レ　＼

　゛　（｡Anmerkungen zum Oedipus“ 1804.Ｋａｐﾝ1）　　　　　犬　　　　　　　　　　ｌ　　　　　　　　し

In 。Brod und We�entspricht den 。Reden des Tiresias“ die Einfuhrung der Christusgestalt in

den
ｖ. 107-108ト　Diese

。trittein in den Gang" des 。groBen Geschiks“（Ｖ; 62), das sich am

griechischen　Gettertag　ｉｍヌweiten　Teil　vollzieht. Wie　HSlderlins Christus　erscheint　auch

Sophokles' Tiresias 。verborgenwirkend“, denn dieser blinde Kriippel halt sich zwar nach aulien

hin zurtick, sieht aber im Verboreenen visionar ein, was sogar dem sehenden Weisen Oedipus

23）。Genesis'‘ 1.1 : Biblia Germanica 1545.･Ｔｅｉ口.S.I.　　ニ　　尚　　　∧　　　　　＼　　　　’1

24）。Exodos“ 3.14 : Bib!ia Germanica 1545. Teil 1. S. 33 ; Biblia Vulgata. Bd. 1.］S｡79.上=　‥　　犬

25）。Prolog im Himmel“ Ｖ. 243-353 : Werke. Hamburger Ausgabe. Miinch:en (Beck / dtい 1981 / 1982.

　Bd. 3. S. 16-19.　　　　　　　　　　･･　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　十　‥‥‥

26) StA. Bd. 5. S. 197.　　　　　　　y　　　　　　　　十六　　し　　　六白
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noch unbegreiflich ist.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･｡一一　　　　　　｡犬　十　　　　　　　　　　一一

　　In den Erlauterungen zum 。Oedipus十Tyrannos“ stellt H61derlin die Zasur als 。gegenrhythmi-

sche Unterbrechung“　dem Gang des 。Rhythmus der Vorstellungen“ so gegeniiber, daB in der

Auseinandersetzung der beiden Elemente ein 。Gleichgewicht“ entsteht:

　　　1st nun der Rhythmus der Vorstellungen so beschaffen, daB, in exzentrischer Rapiditat, die ersten

　　　mehr dμΓch die folgenden hingerissen sind, so muB die……Casur Oder die gegenrhythmische Unter-

　　　brechung von vorne liegen, so dafi die erste Halfte gleichsam gegen die zweite geschiizt ist, und das

　　　Gleichgewicht wird, eben weil die zweite Halfte ursprunglich rapiderしist, und schwerer zu wiegをｎ

　　　scheint, der entgegenwi八enden Casur wegen, mehr sich von hinten her gegen den Anfang ｎｅｉｇｅｎ２７）･

　　　　（｡Anmerkungen zum Oedipus“ 1804. Kap. 1卜　　十　＼　　　　　　∧　　　犬　　　　’　　十

Voiji Anfang des Dramas her betrachtet sieht sich die 。Rede des Tiresias“ ａ卜 。gegenrhythmi･

sche Unterbrechung“ 面t dem grundlegenden。Rhythmus der Vorstellungen“ konfrontiert,トdie- in

Oedipus' tragischen Untergang enden. Im Verlauf dieses Prozesses kristallisierトsich allmahlich

dieトEinsicht des Weisen in seine eigene Unwissenheit heraus, und die dramatische Spannリng

steigert sich um so mehr, je naher　die Handlung auf die schlieBliche Katastrophe zutreibt･

Eine 。entgegenwirkende Casur“ bremst die Beschleunigung der sich stetig steigernden Spannung,

um das 。Gleichgewicht“ des Gesamtwerks nicht zu gefahrden.　　　　　　　　　　　　　丿

　　In den V. 107-108 von 。Brod und Wein“ erschむint Christus als 。Casur Oder gegenrhythmische

Unterbrechung‘トaber nicht 。von vorne“， sondern erst im zweiten Drittel des TむxtesレUber diese

hintere 。CSsur“ auBert sich Holderlin wie folgt :　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　　　1st der Rhythmus der Vorstellungenプaber so beschaffen, daB die folgenden mehr gedrungen sind von

　　　den anfanglichen, so wird die Casur mehr gegen das Ende liegen, weil es das Ende ist, was gegen den

　　　Anfang gleichsam geschilzt werden muB, und das Gleichgewicht wird folglich raehr sich gegen das

　　　Ende neigenﾄweil die erste Halfte sich langer dehnt, das Gleichgewicht aber spater yｏｒｋｏｍｍt28）｡　犬

　　　　玉Anmerkungen zur Antigona" 1804. Kap. 1卜　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　・｡･｡・｡・

Die 。Rede des Tiresias“ wirkt zur Erhaltung des Gleichgewichts als 。entgegenwirkende Casur‘’

i・ Endablauf des Dramas dem Schicksalsmotiv entgegen, das schon im Beginn der Tragodie

deutlich vernehmbar wird, ahnlich wie z. B. im Ansatz ｖｏｎ犬Beethovens 5j Sinfonie : es erscheint

schon in Antigonas Worten, mit denen sie ihre jiingere Schwester zur Entscheidu･ng zwi･ngt, ob

auch sie um der Bruderliebe willen das Recht bricht. Mit einer 。Casur“ weist Sophokles dieses

Motiv in seine Schranken zuriick und stellt im へA^erk Gleichgewicht her.　’

　　Die 。entgegenwirkende Casur“ in Holderlins 。Brod und Wein“ liegt wie in Sophokles 。Anti-

gonS“ im Schlufiteil des Werks. Sie betrifft unmittelbar den hymnischen Hohepunkt : der Chri-

stus　der　ｖ. 107-108　der　sechsten　Strophe　wirkt　als　。Casur　Oder　gegenrhythmische　Unter-

brechung“･dem 。groBen Ｇむschik“･ in den ｖ. 62-64 der vierten Strophe entgegen.　Er schlagt

mithin nicht nur　eine　vermittelnde Briicke　zwisとhen　dem griechischen Gottertag des　zweiten

27) StA｡Bd. 5. S. 196.　　　づ

　Vgl.。Anmerkungen zur Antigona" Kap. 1: StＡ∠Bd.5.､S.265.

28) StA. Bd. 5. 265-266.　　　　　　　ト

　ｖg1･ 。Anmerkungen zum Oedipus'‘Kap.ユ:StA. Bd. 5. S.196.
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Ｔをilsund der hesperischen Seelennacht des dritten Tei!S，sondern bildet auch die eigentliche

Mitte des ganzen Kunstwerks, ohne die es aus dem一Gleichgewicht geriete.

（フ）　。DAS ＡＵＳＤＲＵＣＫＳＬＯＳＥ“

　Holderlins Uberlegungen zu 。Casuren‘「hangen offenbar zusammer! mit Dichotmien im abendlan-

dischen Denk･en. Im Zwiespalt zwischen griechischem Tag und hesperischer Nacht entstehen

nuancenreiぐhe Kontraste von Licht und SchattenよWiirde man das Reich der 。Schatten“dem

christlichen Abendland zuordnen, so entsprache das ewige Licht dem 。seeligen Griechenland“,･

woher auch Christus 。als Fakelschwinger“ 。unter die Schatten herabkommt“ :　　　　　　　＼，

　　　Keineswirket, denn wir sind herzlos,Schatten,｡｡.　　　　　　　　　I

　　　Aber indessen kommt als Fakelschwinger des Hochsten　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/

　　　　Sohn,der Syrier,･unterdie Schatten heｒab29）｡　　ダ　　＼　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　ニ

　　　　（｡Brodund Wein“ Str.9レV. 153/V. 155-156)し　　　　几　　　　　‥　ト　　　∧ダ　　　　　十

Die 。Fakel“entstammt dem olympischen Gottertag,トund Christus tragt so in 。Brod und Wein“

das heilige Feuer der Olympier in die abendlandische Seelennacht hiniiber. Dies ist aber erst

moglich。wenn sich die christliche Seele dem 。seeligen Griechenland“ effnet.

Schiller　schwankt　starker　in　seiner　Wendung　zum　Griechentum. Ihm　叫　。des　Ideales

Reich“30）nｕｒへ,der Schonheit Schattenreich“31），Ｗ０　。daszephyrleichte Leben l/ Im Olymp　den

Seligen dahinflieBt“:　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　／

Ewig klar und spiegelrein und eben▽

FlieBt das zephyrleichte Leben

Im Olymp den Seligen dahinダ ∧

　（｡Das Reich der Schatten“ 1795. Str. 1. V. 1-3)

Schiller anderte　die Uberschrift dieses Gedichts ・zweimal. In der ersten Auflage des ersten

Teils seiner 。Gedichte“ heiBt es 1800 。Das Reich der Formen'‘, und in der zweiten Auflage 1804

｡Das Ideal und das Leben“Dem jenseitgen 。Ideal“jdessen plastische。Formen'トdieﾄmythischen

Gotterbilder Griechenlandes verkSrpern, stellt er im Hohepunkt des Gedichts den diesseitigen

｡Ernst“ des 。schweren“ Lebens gegeniiber :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　＼

　　Nur dem Ernst, den keine Miihe bleichet,　　　　　　　　　　　　　　　　｡十

　　Rausむht der Wahrheit tief versteckter Born,　　　　　‥　　＞　　　　　＼　　　　＼

　　Nur des Meisels schwerem Schlag eｒｗeichet.・・｡｡・｡　　　＼　　　犬　　　　∧

　　Sich des MaｒｍｏｒSSpｒ6deS/ＫＯｒn33）j　.I　　　　　　　　　＼＼・　　　　＼　　　　　　　　　十　十　　犬

　　　　（｡Das Reichべler Schatten“ Str. 11. V. 107-110)　　　十　十　ト　　　　　∇　　　　。･

29) StA. Bd. 2. S. 95.　　　　　　　　　　　　　　し　　‥

30) NA. Bd. 2. Teil 1. 1983. S.397 : 。Das Ideal und das Leben" Str. 3. V. 30.

31) NA. Bd. 1. 1943, S. 248: 。Das Reich der Schatten'‘Str.4. V.40.

32) NA. Bd. 1. S. 247.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ

33) NA. Bd. 1. S. 250.　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　丿　ト
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　｡Des Erdenlebens / Schweres Traumbild“3で*' bildet auch hier einen diametralen Gegensatz zum

　｡zephyrleichten Leben“ im griechischenよ｡Schattenreich“｡¨犬Aber Schiller findet･nicht wie Holderlin .

　im Christus von 。Brod und Wein“ eine tragfahige 。Briicke“ fiber diese Kluft:　　　　　　＼

　　　Ueber diesen grauenvoUen Schlund　　　　十　　　　　　　　　　　　　　　， ト∧－

　　　Tragt kein Nachen, keiner Briicke Bogen,　　　　　　　　　　　　　　〉

　　　Und kein Anker findet Grund.　　　　　　　　　　　　　　　y　　＼

　　　Aber fluchtet aus der Sinne Schranken　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　▽　　　‥

　　　In die Freyheit der Gedanken,

　　　Und die Furchterscheinung ist entflohn,　　　　　　　　＝　　　　　ト

　　　Und der ewge Abgrund wird sichfmlen;35）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　　　　：（｡DasＲｅｉ･chder Schatten“ Str. 13-14. V. 128-134)　　　　一　･･　　　　十　　　　　　　　　　　犬

　Nur ein fliichtiger Gedankenflug ermoglicht ihm also eine･ imaginSre ･Reise ins olympische 。Reich

　der Schatten“， falls man 。die Angst des Irrdischen“ iiberwindet:　　∠　　　　　　　　　　　十

　　　Werft die Angst des Irrdischen von euch,　　　　　　　　　　　≒　　　　　‥し

　　　Fliehet aus dem engen dumpfen Leben　十

　　　In der Schonheit Schattenreich !36）　　　　・’　　　･･　犬　　　　　　‥ﾉ　　＼

　　　　人Das Reich der Schatten“ Str. 4. V. 38-40)　　　　　　　　　六十，　　j

Stets bleibt also Griechenland bei Schiller ein substanzloses。Schattenreich“, als ware eS。Nicht

der Masse qualvol! abgerungen, / Schlank und leicht,ぷie aus dem Nichts 欧Spiｕngenヂ）｡　/

　　Im　Grunde　zieht　der　Tragiker　Schiller　den　，心皿lvollen"　Daseinskonflikt　im Diesseits　dem

｡zephyrleichten Leben“ im Jenseits vor∧Davon zeueen die folsenden Verse :

　　　Der Natur furchtbare Stimme siege,　　　　　　　　　　　　　　犬　　　　犬

　　　Und der Freude Wange werde bleich,　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　ト　ノ

　　　Und der heilgen Sympathie erliege　　　　　　　　　　　I　　　ダ　　　犬

　　　Das Unsterbliche in euch ！

　　　Aber in den heitern Regionen,　　　　　　　　　　　〉　　　　　　　　　　　‥

　　　ぺA'o die Schatten selig wohnen,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ　　　　　＼

　　　Rauscht des Jammers truber Sturm nicht ｍｅｈｒ38）.　　　　　　　　　　　　　　　　　I

　　　　　（｡Das Reich der Schatten“ Str.ユ5-16. V. 147-153)　　　，＜　　･･　　丿　j

Bei der Abfassung des letzten Bandes des ,,Hyperioが(1799) hielt Heldりrlin sich wohl noch an

die　Schillersche　Auffassung　von　Tragik, die　eｒ十freilich　schon　in eine くrein　lyrische　To皿art

transponierte:　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　･十　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧

　　∧Schiksaallos, wie der schlafende

　　　　Saugling, athmen die Himmlischen ；

34) NA. Bd. 1. S. 251: 。Das Reich der Schatten･･ Str. 18. V. 175-176.

35) NA. Bd.l. S. 250.　　　　　　　　　　　し　･･　　　　　。ニ

36) NA. Bd. 1. S. 248.し　　　　　　　　　　　　　上

３７）ＮＡ．Ｂｄユ,S. 250: 。Ｄａs尽eich der･Schatten“ :Str.12. V. 11ト115.

38) NA. Bd. 1. S. 251.
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　　Keusch bewahrt　　　　　･｡　　犬

　　　　　Inbescheidener Knospe,　　十

　　　　　　Bltihetewig l

　　　　　　　　Ihnen,der Geist,

　　　　　　　　　Unddie seeligen Augen レ　　ト

　　　　　　　　　　Blikenin stiller　　　”

　　　　　　　　　　　　EwigerKlarheit.　ｊ

Doch uns ist gegeben,

　　Auf keiner Statte zu ruhn,

　　　Es schwinden, es fallen　　　　　　　∧

　　　　　Dieleidenden Menschen

　　　　　　Blindlingsvon einer ・

　　　　　　　　Stundezur andern,

　　　　　　　　　Wie･χA^asser von ･Klippe　　　　‥.

　　　　　　　　　　ZuKlippe geworfen,

　　　　　　　　　　　　Jahrlane ins Ungewisse hinab39）

　　（｡Hyperions Schiksaalslied“ Str. 2-3.･V. 7-24)

10

15

20

Dem 。Schiksaalslied“fehlt ｗie▽dem beruhmten Gedicht Schillers eine ｡｡gegenrhythmische Unter-

brechung“, die　als　vermittelnde　。Casur“den　Zwiespalt　iiberbriickt und　einen　Ausgleich　im

Kunstwerk schafft.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　∧

　Bevor Holderlin Christus in den V. 107-108 VOnミ,Brod und Wein“ einfiihrt,iibertragt er

zunachst das Motiv eines 。qｕａ!vollen‘Schicksals vom christlichen Abendland auf daS∧｡seelige

Griechenland“, so･ dafi die arkadische Tonart des bisherigen Griechen-Gesangs verklingt.　Inmit･

ten der ab･endlandischen Seelennacht bricht der griechische Gottertag miレdem 。groBen Geschik”

(V. 62) an, strahlend wie Ph6bus Apollon, im hymnischen Hohepunktイler viertしn Strophe犬von

｡Brod und Wein“. Hier ist das 。seelige Griechenland“〉also kein。Reich der Schatten“ mehr,

sondern das christliche Abendland stellt als hesperische Nacht ein二herzloses“ Schattenreich dar,

das nur noch schwach vom olympischen Feuer erleuchtet wird. Somit wird a収h ein Christus

erst von der griechischen Gりtterwelt her ermQglicht.　　　　　　　　‥　　　　　　　　　犬

　Was das 。Feuer vom Himmel“ und das 。heiligePathos“ bei den Griechen betrifft,so sagt Hoi-

derlin in einem Brief an Bohlendorff vom ４/ Dezember 1801 liber Homer, dafi 。dieser auBeror-

dentliche Mer!sch seelenvoll genug war, um die abendlandische Junonische Niichternheit f廿 sein

Apollonsreich　zu ＼erbeuten, und　so　wahrhaft　das　fremde ＼Sichトanzueignenﾌﾟ‘40）　Eben　diese

｡Junonische Niichternheit“ bringt Benjamin scharfsinnig mit der 。Casur“in denへ.Anmerkungen

zum Oedipus“ 1n Verbindung :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　ニ

　　　Dieabendlandische Junonische Niichternheit,die Holderlin einige Jahre bevor er dies schrieb als fast

　　　unerreichbaresZiel aller deutschen Kunstubung vorstellte,ist nur eine andere Bezeichnung jener Casur,

　　　inder mit der Harmonie zugleich jeder Ausdruck sich legt, um einer innerhalb aller Kunstmittel aus-

　　　druckslosen Gewalt Raum zu geben. Solche Gewalt ist kaum je deutlicher geworden als in der

　　　griechischenTragodie einer-,der Holderlinschen Hymnik ノandrerseits.･.　Tritt in jenerニLyrik das

39）

40）

StA. Bd.･3. S, 143; 。Hyperion“ Bd. 2. Buch 2√Brief 28::･StＡ｡Bd. 1. S. 265.

StA. Bd. 6.･S. 426.　　　11
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Ausdruckslose, so in Goethescher die Schonheit bis zur Grenze dessen hervor, was im Kunstwerk sich

fassen laBt"'.　　　　　　　　　　犬　　１　　　　　犬　＼　＼　　　　　　　　－　　　ノ

(｡Goethes Wahlverwandtschaften“ 1924. Ｋａｐｊ).・..･･　.･･.　　　　・･･　　　　.･　　..　　･..･.

Dem 。Apollonsreich“mit d!2m＼｡heiligen Feuer" entspricht das｡seelige Griechenland“ﾚdeS。groBen

Geschiks“in。Brod und Wein“. Ins 。himmlische Fest“ bringt derｹﾞDichter mit der ,,verborgen-

"wirkenden“ Christusgestalt 。abendlandische Junonische Niichternheit“ ein, wodurch 。mit der Har一

皿onie zugleich jeder Ausdruck sich legt“.　In der trostvoUen Vollendung Christi versohnt sich

der olympische GSttertag mit der hesperischen Seelennacht,二,um einer∧innerhalb aller Kunstmit-

tel ausdruckslosen Gewalt Raum zu geben“. Denn gerade in dem unauffallig verhaltenen Perso-

nalpronomen im ｖ.‘107,in　dem Christus zum むrstenmal in 。ＢΓφdund Wein“ auftritt。,trittdas

Ausdruckslose bis zur Grenze dessen hervor, was im Kunstwerk sich fassen laBt.“　　　　づ

　　Wenn auch Christus am Ende des griechischen GSttertagsﾚwie Mondschein in d町 Abenddan!-

merung erscheint, so bedeutet seine Erscheinung doch nicht･Schillers 。asthetischen Sぐhein“,der

｡der Wahrheit der Sitten niemals gefahrlich werden ｋａｎｎヴ☆Denn ahnlich wie 。das Reich der

Schatten“ gefahrdet zwar　。das　Reich des schOnen Scheins岬）dieTbestehende Sicherheiトvon

ｉ●●　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　.Uberzeugungen kaum. Doch Holderlins Christus, der uns unvermerkt in das 。seeligeGriechen-

land“ entfuhrt, erscheint insgeheim sehr bedenklich :　　　　　　　十丿

　　　Im Ausdruckslosen erscheint die erhabne Gewalt des Wahren, wie es nach Gesetzをn der moralischen

　　　Welt die Sprache der wirklichen bestimmt. Dieses namlichヌerschlagレwas lin･allemschonen Schein als

　　　die Erbschafトdes Chaos noch iiberdauert: die falsche,irrende Totalitat･二die absolute.･Dieses erst

　　　voUendet das Werk, welches es zum Stuckwerk zerschlagt,zum Fragmente der wahren Welt, zum Tor-

　　　so eines SymbQls44）ノ　ダ　　＼　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　ダ　十∧　犬　　　　　　上　上

　　　て｡Goethes Wahlverwandtschaften“ 1924. Kap. 3)　　ト　　∧　　　ニ　　　　＼

Heiderlins 。Brod und Wein“ kann man wohl ein∧｡vollendetes“ニKunstwerk nennen, nie und nim-

mer aber 。einｺabgerundetesニKunstwerk“や, weil in der｡ausdruckslosen“VoUendung Christト｡das

Werk zum Fragmente der wahrenしWelt“ wird, ｕｍ。sich iiber das Schauen hinaus“ 。und uber

das Hc5ren･sich zugleich hinauszusehnenｸﾞ46）∧　　　　　　･･　｡･　ノ　　　ノ　　　　　　＼　　　＼　十十

(Manuscriptum receptum

(Edium pronuntiatum

5｡10. 1989)

27ｿ12. 1989)

41) Benjamin: Gesamme!te Schriften. Bd. 1. 1974. S. 182.　＼　　　　　　　　　ト　　　　　　　レ

42) NA. Bd. 20. S. 403: 。Ueber die asthetische Erziehung ｄりＭｅｌ!schen“Brief 26，‥‥‥　‥‥‥‥

43) NA. Bd. 20. S.411: 。Ueber die asthetische Erziehung des MenschenｸﾞBrief 27｡･｡･｡･｡　　　・｡･

44) Benjamin : Gesammelte Schriften. Bd.!. S, 181.　　　＼　　十　　　十　　　‥　　＼　　〉

45) Heine, H. ■｡Die　romantische･Schu!ｅ“(1835-36) Buch I:　Werke ･ Briefwechsel･Lebenszeugnisse.

　Sakularausgabe. Berlin / Paris (Akademie / CNRS) Bd.8パ972. S. 35.　＼　　‥　‥

　　　Goethe　｡｡der Geisレwurde Materie unter seinen Handen, und･er gab ihm die schone gefallige

　Form. So wurde er der groBte Kunstler in unserer Literaturレund alles was er schrieb wurde

　　　ein abgerundetes Kunstwerk.　　　　　　　　　　　　　　　　　∧　　　　　　　　　　　＼

46) Nietzsche, Fr.･。Die Geburt der Tragodie“(1872) Kap. 24:Werke. Kritische Gesamtausgabe. Berlin

　(Gruyter) Abt. 3. Bd. 1. 1972. S. 149.
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VOM ･,SEELIGEN GRIECHENLAND” ZUR CHRISTぴSGESTALT IN ,,BR･OD UND WEIN"

Seeliges Griechenland!　　‥。　　　　　　　　　　　　　　　十　ト　　　　　∧

Aber die Thronen, wo？ die Tempel, und wo die Gefafle,　　㎜■　　■

　　Woｍ１七Nectar gefullt, Gottern zu Lust der Gesang?犬　　　＼

Wo, wo leuchten sie denn,　ｄ工ｅfernhintreffenden Sprliche？

　Delphi schlummert und ｗｏよ七６ｎｅ七dasgrofie Geschik?　　　十　：

Wo ist das schnel工ｅ？wo brichts, allgegenwartigen Gluks voll

　　Donnernd aus heitere･ｒＬｕｆ七丿uberdie Augen herein?ニ　　　’
Vater Aether! ● ● ●

Aber wo sind ｓｉｅ？・wo bliihn die Bekannten, die Kronen des Festes？

　　Thebe･welkt und Athen;　rauschen die Waffen nicht mehr　　十

工ｎOlympia, n･icht die goldnen Wagen des Kampfspiels,　　　　　ト

　　Und beranzen sich denn nimmer die Schiffe Korin七ｈｓ？

Warum schweisen auch sie, die alten hellgen The a七とｒ？十　／　　　　　十

　　Ｗａｒリｍfreuet sich denn nicht ･der geweihe七ｅ Tanz？　〉　犬　ト

Warum zeichne七, wie sonst, die S七irne des Mannes ein Gott nicht,

　Driik七den Stempel, wie sonst, nicht･ dem Getroffenen ａｕｆ?

Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Ges七alt an

　　Undvollendet' und schloB trostend das himmlische Fest.

　　　　　　　　　‥．　　　　　Indessen dunket inir ofters　　　　　　　＼

　　Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen ｚｕトseyn,　　　　‥

So zu harren und was zu thun indefl und zu sagen, ．･･．・．・．　　　　　･･

　WeiB ich nicht und wozu Dichterヽin dUrftiger Zeit?

Aber･ sie sind, sagst du, ･wie des Weingotts heilige Priester ＼

Als der ｖａ七ergewandt･sein. Angesicht von den Menschen,し

　　Und das Trauern mit Recht Uber der Ｅｒｄとbegann,十　上　　　　　ト

Als erschienen zu lezt ein stiller Genius･, himmlisch　　　　　十

　　Troster!d, welcher des Tags Ende verkiiりde七' und schwand,□　　＼

LieB zum Zeichen, dafi einst er da gewesen und wieder

　　Kame, der himmlische Chor einige Gaaben ｚμΓuk,　　　　　　　　　∧

Derer menschlich, wie sonst,　wir uns zu freuen vermochten,

　　Denn ･zur Freude mit Geist, wurde das GroBr

Unter ｄｅりMenschen und noch, noch fehlen die Starken zu hochs七en

　　Freuden, aber es lebt stille noch einiger Dank･

Brod ist der Erde Frucht, doch ists vom‘Lichte geseegnet,

　　Und vom donnernden ＧＯ七七kommet die Freude des Weins ．

Was der Alten Gesang von Kindern Gottes geweissagt,犬　ヶ　ニ

　　Siehe, wir sind es, wir;　Frucht von Hesperienしists！

Wunderbar und genau ｉｓ七．ｓals an den Menschen erfullet,

　　Glaube, wer es gepriiftトaber so vieles geschieht　　　　　　＼

Keines wirket, denn wir sind herzloｓ．Scha七七己ｎ，．･bisunse『

　Vater Aether erkannt jeden und alien gehorヽ七・

Aber ir!dessen kommt als Fakelschwinge･ｒ des Hbchsten　　　　・

　　Sohn, der Syrier, unter die Scha七七en herab.　Ｉ　　　　　＼　　十　十

Seelige Weise sehns;　ein Lacheln aus der gefangnen

　　Seele leuchtet, dem Licht thauet ihr Auge noch auf.　　　　＼

Sanfter traumet und schlaft in Armen der Erde der Titan ，
＼　　　ダ

　　Selbst der neidische, selbst Cerberu･s trinket und schlaft.

５５
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　　　　　　　　　　　　　　　　十　〇kayama ＼ 1･｡･Ｄｅｚ･T1･984　･TAKAHASHI, Katsumiレ

日ELLAS UNDくHEPERIEN BE工Ｓ図工LLER　一犬，ぶeiliger Barbar”｡　………

工。Zeitﾆtafel　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　＼　　　　　　　　＼

　1543, COPERN工cus. Nicolaus(1473-1543)ふDe revolutionibus orbium coeles-

　　　ニニｔｉｕｍ”(Niirnberg)：／ＩＴ!leoria Ptolemaea' ―> ,Theoria heriocentrica'

　　　　(Kopernikanische Wendung¬。KANT.リ81/）＼　　/｡.

　　　　Vgl. VESALIUS, Andreas(1515-64)。De humani corporis・fabrica”:

　　　　　　　　　Anatomia･二∧,,Kaitai-Shinsho”(177∠O　エ犬　……

　1609　KEPLER, Johannes(1571-1630)。Astronomia nova”(Prag):し　＜

　　　　　　,Orbis caelestis'→　.Orbis ellipt･icus・

十　　二　(.Exzentrische
Bahn' -¬ﾚＨりＬ扉虹ｴN 1794)｡し　＞　　　　　ニ

　1772　TANUMA-Pluto･kratie ｡　　　　　　＼　　　　　し　　　∧　犬　　　ト　　　　◇

　□74 。Kaitai-Shinsho”:Japanische tibersetzung aus der zweiten hollandi-

　　　　　　schen Auflage(1734) derﾀﾞ..Anatomischen Tabellen”(Dar!zig　1722)ト

　１７８Ｆ　KANT ,,Kritik der reinen Vernunft”(loAufl.)：　,,die ersten Gedanken

　ニ　　　des Copernicus”(Vorrede zur 2･｡トAuflo)¬l5)KANT　　　　　　＼

　　　＼　　　。Dieses Buch ist das Schwert, womit der Deismus hingerichtet

　　　　　　　worden'「二　3」HEINE　　　　　十　　。。　。････　　　　　。･。･　。１　　　　十

　1782　SCH工LLER 。Die Rauber”(2. Auflo)：。In Tirannos”（NAよ344/345)

1787-93　Kansei-Restauration　　　　　　　　　　　　　　し　＼　　　　　　　　　　　＼

　1788　SCH工LLER ･..Die Gotter Griechenlandes"(l.Fas。）　　　　＼

　.heiligeでBarbar'(XV。口４）ぺ1)SCHILLER　犬

　1789 Revolution franqaise:　..Declaration des droits de 1゛万homme et du

　　　　　citoyen”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

1790　Kansei一エgaku-no-Kin: Monopolistische Dogmatisierung zur Feudal-

　　　　　orthodoχie.　　　　し

1792・1804 !, Republique: ,,on ｒ＆ﾕniroit dans la Republique tｏｕ:ＳｉｅＳ･一一

　　avantages de l'etat natt!rel ａ ceux de l'etatダcivil”(ROUSSEAU
･,ぶmile"

　　1762. I工:OEuvres completes 。 ４．３･１１］。　　　　　　　　　　　　。，

　1793しGuillotinement du roi (Louisかi。) de l'Ancien Regime。

　　　　　－フレ3)HE工NE　トつト4)SAINT-JUST｡　　　‥‥‥　　‥

　1794　HOLDERLIN ,,Hyper ion (Thalia-Fragment)”;づ,Exzentrische Bahn'

　　　　　。Die exzentrische Bahn, die der Mensch, im Allgemeinen und Ein-

　　　　　　zelnen, von∧einem Punkte (der ｍｅ!ir Oder weniger vollendeten

　　十　　　Bildung) durchlauft, schei以上・ich, nach ihren wesentlichen

　　　　　犬Richtungen, iinmer gleich seyn。 ”j「StA 3･。」631）　　　　　　ニ

　1798　ＭＯＴ００Ｒ工, Norinaga ..Koj iki-Den”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/

し1800　SCHILLER　。Die
Gotter Griechenlandes”（IZ｡ＦａＳ。）　　　　　　一一

　　　　　。die bequeme Lust an einer idyllischen Wirklichkeit　・・・＼十

　　　　　　iene alexandrinische Heiterkeit”(NIETZSCHE ,,Die Geburt der Tra-

　　　　　　　gbdie”･1872o Kapol9:　ＧＡ工工工。ダ1.121）二　　　　二十

　1800-０１　HOLDERLIN 。Brod und We in”：　.Seeliges Griechenland'(工V. 55)・

　　十　　　　。die aus einem dusteren Abgrunde hervorwachsende Bliithe ｄ:er

　　＼　　　　apollinischen Cultur”（Ｎ工ETZSCHE: 6p。Ciｔ。Kap. 17: GA I工工。

　　　　　　　　1. Ill)　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
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ＩＩ一心lmerkungen丿　　　　　　犬　　　　大八　　　　　　　　　　　＼　∧　　　　　　　ニ

　1)SCHILLER 。Die Gotter Griechenlandes”L｡･Fas.し1788. Stｒ｡ﾚ14-15. Vol･０９－

　　　　116：NA Ｉ。193.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十六

■　　　11・o.･oo Schone lichte　Bilder　　‥犬　……

　　　　　scherztenauehﾀﾞｕ皿die Nothwendigkeit,

　　　　　unddas ernste Sch･icksal blickteニmilder　/

　　＼　　durchden Schleyer sanfぢer Menschlichkeit.

05)･トNach der ･Geister schrecklichen Gesetzen

richtete kein heili名er Barbar,―¬
匹

zarte We:Ｓｅ･n,die ein Weib･ gebahr。”

no

4)SAINT-JUST

8)BIBLIA　　＼

　(Gott, Zelot)

2),,DER SPIEGEL" 4o Januar　1982. Einwand。　･･.　.・..　・　　　･..･.･･・　　・.　　･･　･.･･･

　　　　,,Musterschiiler Jap a�　　　Von denﾚJapanern∧lernen?　Nein!リ　犬　＋

3)HE･工NE ,,Zur Ｇｅ･schichte der Religion und J?hilosop･hie in Deutschland" ＼

　　　　工工工：　ＳＡ犬８．･194.　　　１，　　．．　　　　つ＼　･･･　　＼　･．･･．．　　．・　　　　　　　　．･∧

　　　　,,Kant?Ｓ 。Kritik ｄ色ｒ reinen Vernunft”　．．.▽Dieses -Buchﾀﾞist ｄａＳ上

　　　　Schwert, womit der Deismus hingerichtet worden in Deutschland。十

　　　　‥．　　　工hr Franzosen,　　　000.　　　　］:hr habt hochs tens トeinen Konig十

九　　　todten konnen, und dieser hatte schon den Kopf verloren, ehe ／Ｉ!ir

し　　kopftet。”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　＼　　　　　　十　＋

4)SA工NT-JUST 。Discours prononce le･ 13 novembre 1790 concernant ＼1e j uge-

　　　ment de Louis χＶ工”　　　　　　　　　　　　　　：　●●●●●●　　　　　　　　　　　　　　　●●

　　　。Tout roi est un rebe工１ｅ et un usurpateuro"(OEuvres choisies。Ｓ。８０）

　　　。Louis ａ combattu le peuple：　il est vaincu。　C'est un barbar,
0ao

　　　　il regardait les citoyens comme ses esclaves"(S。83):

5)KANT ..Kritik der reinen Vernunft”:　Kopernikanische Wendung　　　　　＼ダ

　レ　Substantia (Ding an sich)･→･Cognitio .･(Erkenntnis)上　犬．　．
．’
ト

　　　　..Bisher nahm man an, alle unsere ErkenntniB miisse sich nach den　ｌ

　＼　　Gegenstanden richten;　　．．．‥‥‥‥ｙiｒ annehmen, die Gegenstanc!ｅ＼

　　　　　miissen sich nach unserem ErkenntniB !:icht二en,　.．.　　　Es ist

　　　　　hiemit eben so, als mit den ersten Gedanken des Copernicus be-

　　　　　wandt”＼ごCOPERN工cus 1543　　十　　＼　　　　　／　＼十

　　　　＼（２＼． Aufl. １７８７･．Vorrede： AT ３.11吋2）　　　　　ト

6)GOETHE 。Die Leiden ｄｅｓＩ ungen Werther"　・ ・ .･.・.　　・.・　･.･.　　・･･

　　　　　　　　　Brief vom l8. August 1771: ＨＡ･ 6. /52.･　十　十

　　　。Vom unzuganglichen Gebirge iiber。 die Einoc!ｅ√die kein FuB betrat ，

bis ans Ende des unbekannten Ozeans weht der Geist des Ewigschaf･
∇七言言言

sei

…

…ｅ７ｅ)……:………|ﾉ∇



7)BIBLIA. Exodos・ ｡111.14

　a）７りぎ｀写ﾀ^ n^';^N;('Ehyeh ”As her 'Ehyeh)。Biblia Hebraica Stuttgartensia”

　　‾二Ｔ．　。｡こコフl｡｡-_ ＼. y-IT7　T･－｡I 1 ｡_　T 7 3 J T.T4。1.。｡､'IC1 Q/,､1^　　　　/S.89,　Vgl. Ｈ及Ｙ盆(n:n):C.Ｈ･･Ｒａりchow ..Werden und Wirken"(1941)

S¬rlSコhnら¬Kn in　(Lexicon in Veteri台Testamenti Libros

（にesis;':' IIIoﾘ２）Ｂａ１１’
1958° S.229)

　　　　　　　　　■●　　　－　　　　　･●』･-　Ｊ　　　－　皿a　･- ¥●

　　　　　　W　　　　　　　　･●1ぬな¬こISコ￥゛1ら¬Kn jn　(Lexicon in Veteri台Testamenti Libros。 Leiden

　　≒ご　｀十≒、ごごごでし､、Brill. 1958o S.229)

　●I●　　　　　　･●　　　　　　　－5)¨首記≒感言べ笠寸苔とてに二二二ﾌﾞembe・'

ﾚ

よ

‥

]
ﾚ

。(声

∠ｺﾞｸﾞ士二言ﾆﾂﾞﾆｺﾞ芯/

－

　Iﾐ゛-　ﾐﾆ･･-八4w　9も1　･｡･｡ 11　　　　　　｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/Bd｡1.S｡90)
Vgl. PLATON ..Phaidros”

(Werke auf der Textgrundlage der 。OEuvres completes(Collec-

　tion des Universites de France)”(Paris｡Ｉ Les Belles Lettre･Ｓ。

　1955-74) Darmstadt。Wissenschaftliche Buchgesellschaft。 1971

－８１．Ｂｄ。５)

ｇ”（Ｓ。８４）一一-。daswahrhaft Seiende”（Ｓ。８５）一。Sein"

　oSata o､片ωg o?;ａ” 一一 。Das wahrhaft seiende

ｊぷ⊇!”

(S.76) (S.77： Deutsch nach
　　Schleiermacher)

-

一

一

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告

第
三
十
八
巻

（
一
九
八
九
年
）

Sein = Vlesen

潟 se = Essentia)

d),,Ego sum qui sum'

ｅ)，

|[(Biblia j exta Vulgatam. Paris. Desclee。1956. S.54)

卜斗か＝吟呻？？y¬

jj(言呼ご霖事ごとに昌問診ｙ:゜９ｅＴペブ11c･･‾

　(Eigenes Sein = Sein Eigenes = Esse Ipsum)

　　-Vgl. HOLDERLIN 。Brod und We in” 3. Str。　Ｖ｡40-42：　StA ２．９１．

　　　　　,,G6ttliches Feuer auch treibet, bei Tag und Nacht, /

　Ｉ　　　　　　

Aufzubrechen. So ｋｏｍｍ!　dafiwir das Offene schauen, /

　［

DaB ein Eig旦且旦s wir suchen, so weit ｅ? auch ｉＳｔ。”

ｆ］Esse = Essentia

　,,Deus,万　cuius essentia est三色psum suum esse"

　‖　(AQU工NAS 。De ente et essentia” Ｋａｐ。Ｖ工．　Torino。Marietti。

　1957. S.17)　：

Vgl. G工LSON, fitienne　。L'esprit de la philosophie medievale.

　　　　　　　　　■ 2o Aufl. Paris。Vrin. 1944. S。５１．

”１１
ｎ゛ｙａ ｑｕ u゙n Dieu et ce Dieu est l'gtre!　telle est la

　pierre d'angle de toute la philosophie chretienne, et ce

　c'est pas Platon, ce n'est meme pas Aristote, c'est Mo'ise

　qui １ﾀａｐｏｓｅｅ．”

g),,eTieKeしりa Trfs ouぴiaz" -一一..Jenseits des wahrhaft seienden Wesens"

　　1（ＰＬＡＴＯＮ 。Politeia” 5O9B: Werke。Bd。4.S.544）

　､,6nμしoupY^S Ttatfip xe lpΥωｙ’－ 。8 Tode TO TtS､jTｓヽ､ヽ､fiaas”

　　I (PLATON 。Timaios” 41A: Werke。Bd。7.S.64）

　（ＥＮＫＡ工nAN)十

　Koayos 一一 bv (=ens)　　　　　　　　　　　　　　|　ニ↑

｡／－－　　　　　、｡さ万一、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｎｏもχざり11-

(,Die strengste Separation")
　　↓9)SCＨIＬＬＥＲ
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8)BIBL]:Ａ。Exodos。XXo3-5/ XXXIV.12-14.

　ａ)。Dusollst keine anderen Gotter neben mir haben. Du
　　Bildnis noch irgend eil!Gleichnis machen,　。｡｡

sollst dir kein

　Bete sie nicht

b）

an und diene ihnen nicht・Denn ich. der Herr, dein Gott, bin ei旦
eifriger ･Gott, 00000　　　　Hiitedich, daS du nicht einen Bund
Ξi7石石:stmit den Einwohnern des Landes, ･･ＯＤ　　　　sondernihre
Altare sollst du umstiirzen und ihre Gbtzen zerbrechen und ihre
Haine ausrotten; denn du sollst keinen andern Gott anbeten。Denn
der Herr heiet ein Eiferer:　ein eifriger Gott ist ｅｒ。
Ｔ石昭石1 nach Luther, S.81/98)

ein eifersiichtiger Gott”（。Einheitsiibersetzung”Katholische Bibel-
|ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　anstalt。Herder。

;亡　血雫畿沙翁器

　　　　＿　　　　　　　　。。

1980. S。７２）

ein eif ersiicht

詰ま器れ二T広之ご二S,102/125)

■II臨ここJjJ･‥”『』,Septuaginta”
Bd. ■1.S,120)

　(Gott, Zelot　。･｡)

(Biblia iuxta Vulgatam, So72)

○○○○●

er Gott

Man muB sie in con皿odie-

　　　　Vgl. Novum Testamentum graece et latine。Wiirttembergische

　　　　　　　　　Bibelanstalt。1930. S。564:　,,Ad Hebraeos” Ｘ。27.

　　　　　　　　　　。Tcupos CnλOSﾚ”:　,,es bleibt nichts als ein schreck-

　　　　　　　　　　　　　　｡　　　　　　liches Warten auf das Gericht und

1st em verzehrendes Feuer夕’一一－･－･一一一一一一一一一一タ。　　　　　　。
　　　　・　　･。’・　・　　　　　　Ｈ　　　　sacherverzehren wird。Wenn j emand
回生Ｌ白白胞』些･　　das

Gesetz des Mose bricht, der mufi
（昌昆誌然≒

.
S球０）ｓ廿謡゜謡次次こ七万（27‘28）

ｆ)。ego sum Dominus Deus tuus ｊ泌互!謐旦.zelotes”

ｇ)。ego sum Dominus Deus tuus, Deus zelotes"　　　　　　　　ｙ

　　　　　　　　　　(NovaVulgata Bibliorum。Vaticana Libreria。1979o S。106-

　　　　　　　　　　　107)

9)SCHILLER:　Brief an Herder vom 4o November　1795≫

　。Daher weiB ich fur den poetischen Genius kein Heil, als daI3 er sich

　　aus dem Gebiet der wirklichen Welt zuriickzieht und anstatt jener Ko-

　alition, die ihm gefahrlich sein wiirde, auf die strengste Separation

　　sein Bestreben richtet。”(Michel 。Das Leben Fro I衰死derlins" S｡218)

　Vglo Brief an Goethe vom 17o August　1797: NA 29o 117,

　　　　　　。Sovielist auch mir bei meinen wenigen Erfahrungen klar gewor-

den, daS man den Leuten

ren, ihnen ihre Behaglichkeit verderben, sie in ｕｎ!:uheund in
Erstaunen setzen。Eins von beiden, entweder als ein Genius Oder
ein Gespenst muB die Poesie ihnen gegeniiber stehen。Dadurch ａ１－
lein lernen sie an die Existenz e゙iner Poesie glauben und bekom-
men Respekt vor den Poeten。”

　　||皿Ｏ
ゴ　　μ）
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（
真
実
在
の
彼
方
に
）

こ
の
彼
方
に
究
極
存
在
な
す
最
高
善
の
イ
デ
ア
ー
が
在
る
と
、
哲
学
者
プ
ラ
ト
ー
ン
は
見
て
お

り
ま
す
。
こ
の
「
真
実
在
「
ウ
ー
シ
ア
士
」
の
彼
方
を
合
・
Ｆ
》
と
か
（
回
沼
》
と
考
え
ま

す
れ
ば
、
『
旧
約
聖
書
』
の
み
な
ら
ず
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
き
ま
し
て
も
、
「
在
り
て
在

る
者
」
へ
の
問
い
か
け
が
為
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
但
し
、
こ
の
真
実
在
（
ウ
ー
シ
ア

士
な
す
天
地
万
有
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ン
ー
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イ
ー
パ
ー
ン
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を
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の
知
性
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は
、
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定
的
に
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の
み
に
留
ま
り
、
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有
を
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無
か
ら
創
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Ｃ
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ａ
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o
)
」

す
る
本
質
存
在
を
実
在
化
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
例
え
ば
、
プ
ラ
ト
ー
ン
が
『
テ

ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
語
る
天
地
創
造
の
神
（
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
）
は
、
あ
く
ま
で
真
実
在
（
ウ

ー
シ
ア
士
の
造
形
（
イ
デ
ア
古
を
模
範
と
し
て
万
有
を
創
造
し
た
の
で
す
。
別
様
に
申
せ

ば
、
そ
こ
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
、
混
沌
（
カ
オ
ス
）
か
ら
秩
序
（
コ
ス
モ
ス
）
を
生
み
出
し

た
と
申
せ
ま
す
。
か
く
し
て
古
典
ギ
リ
シ
ア
世
界
で
は
、
そ
こ
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
、
あ
く

ま
で
「
メ
ー
・
オ
ン
（
非
存
在
）
」
か
ら
「
オ
ン
（
存
在
者
）
」
へ
の
自
己
展
開
が
問
題
で
あ
り

ま
し
て
真
実
の
無
（
ウ
ー
ク
ー
オ
ン
）
は
積
極
的
な
話
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

ｍ
「
無
か
ら
の
創
造
」

　
こ
れ
に
反
し
ま
し
て
、
真
実
の
無
（
ニ
ヒ
ル
）
と
真
実
在
（
ウ
ー
シ
ア
士
と
の
係
わ
り
、

す
な
わ
ち
（
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
）
と
（
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
巳
と
の
対
話
（
回
巴
輿
莽
）
を
提
唱
し
ま
す
の
が
キ
リ
ス
ト

教
西
欧
な
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
此
所
で
取
り
上
げ
ま
し
た
詩
人
シ
ラ
ー
の
立
言
「
神
聖
な

る
野
蛮
人
」
も
そ
の
一
例
で
あ
り
ま
す
。
但
し
、
こ
の
場
合
の
対
話
は
大
変
悲
劇
的
な
も
の
に

終
わ
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
真
実
在
と
真
実
の
無
と
の
裂
け
目
が
、
「
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
」
と
「
神

聖
な
る
野
蛮
人
」
と
の
亀
裂
と
し
て
現
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
だ
が
正
に
こ
れ
が
、
事
態
を
丸

く
収
め
る
こ
と
な
く
直
向
に
問
い
つ
づ
け
る
悲
劇
詩
人
シ
ラ
ー
の
基
本
姿
勢
な
の
で
す
。
こ
の

こ
と
を
シ
ラ
ー
自
身
明
白
に
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。
註
の
印
を
御
覧
下
さ
い
。

　
　
従
い
ま
し
て
、
詩
歌
の
精
神
に
と
り
ま
し
て
、
私
は
こ
れ
以
外
の
救
い
を
知
り
ま
せ
ん
。

　
　
つ
ま
り
現
実
の
俗
世
か
ら
身
を
引
き
詩
歌
の
精
神
は
、
自
ら
に
と
り
危
険
と
な
る
よ
う
な

　
　
あ
の
（
和
気
蕩
蕩
と
し
た
）
妥
協
を
す
る
か
わ
り
に
、
む
し
ろ
最
も
厳
格
な
分
離
（
ｄ
ｉ
ｅ

　
　
ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｎ
ｇ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｐ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
)
に
努
力
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

此
所
に
申
し
ま
す
「
最
も
厳
格
な
分
離
」
の
証
左
が
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
に
見
い
出
せ
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
は
言
わ
ば
魂
の
深
淵
を
覗
か
せ
ま
す
怪
物
（
９
召
～
忌
で
あ
り
ま
し
て
、
こ

の
こ
と
に
関
し
ま
し
て
も
シ
ラ
ー
は
友
人
ゲ
ー
テ
ヘ
の
書
簡
で
明
言
し
て
お
り
ま
す
。
最
後
の

引
用
を
御
覧
下
さ
い
。

　
　
Ｍ
ａ
ｎ
　
m
ｕ
Ｂ
　
ｓ
i
e
　
i
n
c
o
m
m
乱
i
e
ｒ
ｅ
ｎ
（
人
々
の
心
を
掻
き
乱
し
）
、
安
逸
(
Ｂ
ｅ
ｈ
ａ
ｇ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
)

　
　
を
粉
砕
し
、
不
安
と
驚
愕
に
落
と
し
入
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
か
の
う
ち
一
つ
。

　
　
す
な
わ
ち
精
神
か
或
は
怪
物
と
し
て
詩
歌
が
人
々
に
立
ち
開
か
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
か

　
　
く
し
て
の
み
人
々
は
詩
歌
の
実
在
を
信
じ
、
詩
人
に
敬
意
を
払
う
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
批
判
革
命
精
神
の
基
底
か
ら
始
め
て
、
詩
人
シ
ラ
ー
の
瞳
目
す
べ
き
立
言
「
神
聖

な
る
野
蛮
人
」
は
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
最
後
に
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
か
ら
新
た
な
展
望
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
詩
『
パ
ッ
と

ぶ
ど
う
酒
』
の
中
心
キ
リ
ト
ス
像
へ
と
開
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
シ
ラ
ー
学
徒
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ッ

は
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
結
句
で
「
永
遠
の
女
性
」
へ
と
丸
く
収
め
る
ゲ
ー
テ
と
は
異
な
り
、
あ

く
ま
で
悲
劇
の
誕
生
を
貫
徹
し
ま
す
。
で
す
が
悲
劇
詩
人
シ
ラ
ー
に
欠
け
て
い
る
豊
か
な
抒
惰

性
を
も
同
時
に
孕
み
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
キ
リ
ス
ト
像
は
窃
訃
》
と
（
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
）
と
の
対
話

を
、
一
重
に
破
局
へ
と
も
た
ら
さ
ず
、
こ
の
両
者
の
分
裂
の
淵
を
見
据
え
つ
つ
、
こ
の
亀
裂
の

　
　
　
｀
ｘ
　
ｓ
－
　
ｉ
゛
ｓ
；
｀
一
｀
　
”
｀
゛
　
・
：
’
ヽ
４
‘
ｒ
’
‘
｀
‘
乙
り
い
い
、
し
イ
ヴ
ｙ
’
・
ノ
’
。
£
″
｀
／
’
こ
ト
［
ト
○

　
　
　
　
　
χ
Ｓ
　
　
　
Ｓ
Ｉ

只
中
に
宥
和
を
、
実
在
と
し
て
で

　
〆
―
ｌ
ｊ
一
〆
｀
／
　
　
ｊ
』
一
ｊ
　
ｘ
ｌ
　
　
モ
ン
ト
・
シ
ャ
イ
ン

即
ち
昼
夜
と
も
に
点
る
月
影
（
Ｍ
ｏ
ｎ
ｄ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
)
の
如
き
キ
リ
ス
ト
像
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ッ
の
『
パ

ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
昼
と
西
欧
の
夜
と
の
繋
ぎ
目
と
な
り
、
こ
の
慎
ま
し
く

も
厳
か
な
姿
に
（
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
）
と
（
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
t
ｓ
）
と
の
対
話
（
回
脊
三
乙
が
具
現
さ
れ
ま
す
。
別
様

に
申
し
ま
す
と
、
こ
こ
で
は
正
に
神
自
身
キ
リ
ス
ト
が
無
明
へ
と
隠
れ
、
秘
蔵
の
荘
厳
に
住
ま

う
こ
と
に
よ
り
、
天
地
万
有
（
ヘ
ン
Ｌ
八
刀
イ
ー
パ
ー
ン
）
を
ギ
リ
シ
ア
世
界
も
ろ
と
も
、
存
在

へ
と
解
き
放
つ
の
で
す
。
も
は
や
「
無
か
ら
の
創
造
」
は
「
在
り
て
在
る
者
」
た
る
「
神
聖
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヒ
ル
　
　
　
　
　
ｓ
Ｓ
４
Ｓ

る
野
蛮
人
」
の
独
裁
体
制
の
下
に
あ
ら
ず
、
そ
こ
で
「
無
」
と
化
す
天
地
万
有
が
逆
に
実
在
化

し
、
月
影
の
仮
象
の
如
き
神
自
身
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
持
ち
上
げ
ら
れ
ま
す
。
此
所
は
大
変
微
妙

な
所
で
す
。
と
に
か
く
後
日
こ
の
筋
は
詳
し
く
述
べ
る
と
致
し
ま
し
て
、
時
間
も
ご
ざ
い
ま
せ

ん
の
で
本
日
の
所
は
こ
れ
に
て
発
表
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

は
な
く
、
空
無
を
孕
む
仮
象
示
置
２
　
と
し
て
表
し
ま
す



　
　
　
　
　
一
五

　
　
　
聖
霊
た
ち
の
怖
ろ
し
い
立
法
に
よ
り

　
　
　
裁
き
を
下
す
神
聖
な
る
野
蛮
人
は
居
な
か
っ
た
。

二
五
　
女
性
よ
り
生
ま
れ
し
優
し
い
本
性
な
す

　
　
　
涙
が
眼
を
潤
す
こ
と
の
な
い
よ
う
な
野
蛮
人
は
居
な
か
っ
た
の
だ
。

こ
の
前
半
で
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
人
知
を
越
え
た
神
々
も
あ
く
ま
で
全

て
自
然
造
化
の
妙
で
美
し
く
調
律
さ
れ
た
造
形
［
イ
デ
ア
］
象
徴
の
調
べ
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
に
反
し
ま
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
の
神
は
、
こ
の
造
化
の
妙
を
厭
い
「
ね
た
む
神
」
と
し

て
裁
く
生
け
る
神
で
あ
り
ま
す
。

(6)

「
存
在
」
と
「
存
在
者
」

　
こ
の
「
ね
た
む
神
」
が
神
聖
で
あ
り
ま
す
の
は
、
何
ら
か
の
個
別
現
象
に
限
定
さ
れ
る
特
殊

の
神
々
を
越
え
た
普
遍
性
と
唯
一
性
ゆ
え
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
唯
一
・
普
遍
性
に
よ
り
ま
し

て
「
生
け
る
神
」
は
、
優
れ
て
純
粋
絶
対
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
存
在
（
？
ｙ
）
と
言
わ
れ

得
る
絶
対
者
(
ｄ
ａ
ｓ
　
Ａ
ｂ
ｓ
o
l
ｕ
t
ｅ
)
で
あ
り
ま
す
。

　
再
び
前
に
戻
り
ま
し
て
、
註
の
刀
を
御
覧
下
さ
い
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
典
で
は
「
エ
ヒ
イ
エ
ー

ア
シ
ェ
ル
ー
エ
ヒ
イ
エ
」
で
あ
り
ま
し
た
も
の
を
、
ル
タ
ー
が
《
Ｉ
ｃ
ｈ
　
w
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
｡
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｉ
ｃ
ｈ

ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
w
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
》
と
独
訳
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
言
わ
ば
、
存
在
あ
ら
し
め
る
生
け
る
神
で

あ
り
ま
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
を
越
え
た
超
越
者
な
の
で
す
。
こ
れ
を
七
十
入
訳
『
聖
書
』
で

は
、
註
０
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
「
ホ
ー
オ
ー
ン
（
｀
Ｐ
）
」
と
訳
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
が
学
問
上
の
礎
と
い
た
し
ま
し
た
プ
ラ
ト
ー
ン
の
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
対
話

篇
の
用
語
で
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
そ
の
下
に
示
し
ま
し
た
「
オ
ン
ー
オ
ン
ト
ー
ス
　
（
ｏ
ｖ

ｏ
ｐ
ｔ
ｃ
ｏ
ｃ
)

ｊ
あ
る
い
は
「
ウ
ー
シ
ア
ー
・
オ
ン
ト
ー
ス
ー
ウ
ー
サ
(
ｏ
ｌ
ａ
ｉ
ａ
　
ｏ
ｖ
ｔ
ｏ
ｉ
Ｑ
　
ｏ
ｖ
ａ
ａ
）
」

と
言
い
換
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
時
代
の
神
学
者
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ハ
ー
は

（
ｄ
ａ
ｓ
　
w
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
）
と
か
《
ｒ
ｉ
ａ
ｓ
　
w
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
W
e
ｓ
ｅ
ｎ
》
と
訳
し
て
お
り
ま
し

て
、
右
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
、
存
在
（
ｚ
Ｅ
）
と
本
質
（
Ｗ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
)
な
す
真
実
在
（
ウ
ー
シ

ア
士
を
指
示
し
て
お
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
存
在
と
本
質
と
は
、
中
世
神
学
以
来
の
思
索
上
の
重
要
な
概
念
語
で
あ
り

二
四

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像
　
（
高
橋
）

ま
し
て
、
そ
こ
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
、
（
Ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
）
と
（
Ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
i
a
）
と
申
せ
ま
す
。
蓋
し
、

中
世
思
想
に
お
き
ま
し
て
念
頭
に
あ
り
ま
す
の
は
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
真
実
在
（
ウ
ー
シ
ア
士

な
す
造
形
（
イ
デ
ア
士
の
神
で
は
な
く
、
「
在
り
て
在
る
神
「
イ
ェ
ホ
ヴ
ア
古
」
な
の
で
す
。

註
刀
の
曲
を
御
覧
下
さ
い
。
『
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
』
は
「
エ
ヒ
イ
エ
ー
ア
シ
ェ
ル
ー
エ
ヒ
イ
エ
」

を
（
Ｅ
ｇ
ｏ
　
ｓ
ｕ
m
　
ｑ
ｕ
i
　
ｓ
ｕ
ｍ
）
と
訳
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
上
の
註
０
に
示
し
ま
し
た
七
十
入

訳
『
聖
書
』
の
よ
う
に
「
存
在
者
（
ホ
ー
オ
ー
ン
）
」
す
な
わ
ち
合
Ｑ
Ｆ
・
乱
・
）
と
し
て
神

は
語
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
「
在
り
て
在
る
神
「
イ
ェ
ホ
ヴ
ア
古
」
と
は
、
あ
く

ま
で
存
在
者
と
し
て
在
る
の
で
は
な
く
、
次
の
註
ｏ
に
掲
げ
ま
し
た
『
神
学
大
全
』
の
言
葉
通

り
、
「
自
存
す
る
存
在
そ
の
も
の
（
Ｉ
～
・
ａ
・
）
」
と
し
て
「
在
り
て
在
る
者
」
な
の
で
す
。

こ
れ
を
私
は
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
詩
の
言
葉
を
鑑
み
ま
し
て
（
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
）
あ
る

い
は
（
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
）
と
訳
し
て
お
き
ま
す
。

　
こ
の
「
存
在
そ
の
も
の
」
た
る
神
に
お
き
ま
し
て
は
、
存
在
と
本
質
と
が
不
可
扮
｛
真
一
如

で
あ
麹
述
几
次
の
註
０
に
示
し
ま
し
た
ト
マ
ス
の
初
期
の
小
論
文
『
存
在
者
（
自
）
と
本

質
（
・
ｓ
～
子
）
』
に
お
き
ま
し
て
既
に
こ
の
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
　
神
の
本
質
(
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
i
a
)
は
、
神
の
存
在
そ
の
も
の
（
・
～
Ｉ
～
）
で
あ
る
。

こ
こ
に
申
し
ま
す
本
質
存
在
と
し
て
の
神
そ
の
も
の
に
関
し
ま
し
て
、
註
～
の
下
を
御
覧
い
た

だ
き
ま
す
と
、
『
中
世
哲
学
の
精
神
』
に
お
き
ま
す
碩
学
ジ
ル
ソ
ン
の
所
説
が
示
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　
唯
一
の
神
が
在
り
、
こ
の
神
が
在
り
て
在
る
存
在
余
ぼ
）
で
あ
る
と
言
う
こ
と
、
こ

　
　
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
全
体
の
基
軸
（
自
腎
）
な
す
試
金
石
で
あ
る
。
こ
れ
を
据
え
た

　
　
の
は
、
プ
ラ
ト
ー
ン
で
も
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
で
さ
え
も
な
く
、
他
な
ら
ぬ
モ
ー

　
　
セ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
ジ
ル
ソ
ン
の
力
説
す
る
所
に
よ
り
ま
す
と
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
認
識
は
、
あ
く
ま
で

存
在
者
(
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｅ
ｎ
邑
に
留
ま
り
、
存
在
そ
の
も
の
(
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
)
に
ま
で
は
達
す
る

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
脈
絡
を
再
び
考
え
直
し
て
み
ま
す
に
、
註
匂
を
御
覧
下
さ
い
。
プ
ラ
ト
ー

ン
の
『
国
家
論
』
で
は
、
先
程
註
０
で
検
討
い
た
し
ま
し
た
「
真
実
在
「
ウ
ー
シ
ア
古
」
に

関
し
ま
し
て
、
興
味
深
い
次
の
発
言
が
見
い
出
せ
ま
す
。

　
　
エ
ペ
ケ
イ
ナ
ー
テ
ー
ス
ー
ウ
ー
シ
ア
ー
ス
{
ｅ
ｎ
ｅ
Ｋ
Ｅ
ｉ
ｖ
ａ
　
ｚ
ｒ
i
c
　
ｏ
ｕ
ａ
ｉ
ａ
ｏ
}



二
五

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

れ
ま
し
た
緊
張
の
全
体
が
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
両
つ
の
焦
点
は
言
葉

を
換
え
ま
す
と
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
（
Ｆ
）
Ｆ
）
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
(
Ｈ
ｅ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
i
a
)
と
云
う
こ

と
に
な
り
、
こ
の
全
体
と
し
て
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
が
形
造
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
楕
円
と
し
て
の
理
解
は
未
だ
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
考
量
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
年
表
に
掲
げ
ま
し
た
、
一
五
四
三
年
の
名
著
『
天
体
の
回
転
に
つ
い
て
』

に
お
い
て
申
し
ま
す
「
天
体
（
ｏ
Ｒ
；
ｏ
・
ｉ
証
）
」
と
は
、
あ
く
ま
で
「
円
」
で
あ
り
ま
し
て

「
楕
円
」
で
は
こ
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
そ
の
下
に
示
し
ま
し
た
一
六
〇
九
年

の
ケ
プ
ラ
ー
の
著
作
『
新
天
文
学
』
に
よ
り
ま
し
て
初
め
て
天
体
が
「
楕
円
(
ｏ
ｒ
b
i
ｓ
　
e
l
l
i
p
ｔ
i
c
ｕ
ｓ
)
ｊ

と
し
て
認
識
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
絶
対
者
に
一
元
化
さ
れ
て
丸
く
収
ま
る
こ
と
な
く
、
両
極

の
緊
張
あ
る
対
話
(
Ｄ
ｉ
ａ
ｌ
ｅ
ｋ
t
i
k
)
か
ら
全
体
が
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　
こ
の
】
元
化
か
ら
対
話
、
す
な
わ
ち
政
治
形
態
か
ら
申
し
ま
す
と
君
主
制
か
ら
共
和
制
へ
の

移
行
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
言
葉
巧
み
に
、
「
離
心
行
路
(
Ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｘ
ｚ
ｅ
ｎ
t
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｂ
ａ
ｈ
ｎ
）
」
と
表

現
し
て
お
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
意
味
も
こ
こ
に
見

い
出
せ
ま
す
。
つ
ま
り
在
来
の
形
而
上
学
で
唯
一
な
る
実
在
へ
と
一
元
化
さ
れ
て
お
り
ま
し
た

も
の
を
、
カ
ン
ト
は
主
観
と
客
観
と
に
分
断
い
た
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
そ
の
一
方
に
「
物
自
体
」

を
秘
蔵
(
Ｖ
ｅ
ｒ
ｂ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
の
荘
厳
に
住
ま
わ
せ
、
も
う
一
方
に
自
意
識
(
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
w
ｕ
Ｂ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
)

を
先
験
的
統
覚
(
Ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｚ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
ｅ
　
Ａ
ｐ
ｇ
ｅ
ｒ
ｚ
ｅ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
の
奥
に
基
礎
づ
け
、
在
来
の
形
而
上

学
の
絶
対
者
「
在
り
て
在
る
者
」
に
立
ち
開
か
っ
た
の
で
し
た
。

５

「
ね
た
む
神
」

　
こ
こ
で
再
び
こ
の
「
在
り
て
在
る
者
」
へ
と
眼
差
し
を
向
け
ま
し
て
、
そ
の
意
味
す
る
所
を

探
究
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
資
料
の
最
後
の
頁
に
あ
り
ま
す
註
剛
の
的
を
御
覧
下
さ

い
。
此
所
で
は
、
在
り
て
在
る
神
が
「
我
と
汝
」
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
ま
す
。

　
　
汝
は
私
以
外
の
神
を
有
し
て
は
な
ら
ぬ
。
汝
は
自
ら
の
た
め
に
造
形
の
結
晶
や
象
徴
を
創

　
　
作
し
て
は
な
ら
ぬ
。
…
…
そ
れ
ら
に
祈
り
を
捧
げ
た
り
礼
拝
し
て
は
な
ら
ぬ
。
す
な
わ

　
　
ち
主
な
る
汝
の
神
た
る
私
は
ｅ
ｉ
ｆ
ｒ
i
g
な
神
で
あ
る
。

　
　
　
…
…
用
心
し
て
土
地
の
住
民
の
習
俗
に
染
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。
’
…
…
む
し
ろ
そ
の

　
　
住
民
た
ち
の
祭
壇
を
取
り
こ
わ
し
、
そ
の
住
民
た
ち
の
偶
像
を
破
壊
し
、
そ
の
住
民
た
ち

の
神
々
の
林
苑
を
絶
滅
さ
せ
な
さ
い
。
す
な
わ
ち
私
以
外
の
神
を
拝
ん
で
は
い
け
な

つ
ま
り
主
な
る
私
は
回
ｅ
ｒ
ｅ
ｒ
と
呼
ば
れ
、
気
分
な
神
な
の
だ
か
ら
。

―
○

し

此
所
に
ル
タ
ー
に
よ
り
格
調
高
く
ｅ
ｉ
ｆ
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
と
訳
さ
れ
ま
し
た
所
は
、
今
日
の
共
同
訳
『
聖

書
』
に
よ
り
ま
す
と
、
註
哨
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
ｅ
ｉ
ｆ
ｅ
ｒ
ｓ
i
i
c
h
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
t
と
平
た
く
訳
さ
れ
、

ま
た
日
本
聖
書
協
会
編
の
和
訳
『
聖
書
』
で
も
註
ｏ
に
掲
げ
ま
し
た
よ
う
に
「
ね
た
む
神
」
と

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
次
の
註
φ
に
示
し
ま
し
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
典
「
カ
ン
ナ
ー
」
は
、
こ
の
両

方
の
意
味
を
兼
ね
備
え
た
言
葉
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
古
代
の
七
十
人
共
同
訳
ギ
リ
シ
ア
語
『
聖

書
(
Ｓ
ｅ
ｐ
ｔ
ｕ
ａ
ｇ
ｉ
ｎ
t
ａ
)

ｊ
で
は
、
次
の
註
０
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
「
ゼ
ー
ロ
ー
テ
ー
ス
の
神
」

と
あ
り
、
現
代
語
で
は
「
回
ｏ
’
（
熱
狂
す
る
狂
え
る
狂
信
家
）
」
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
右
下

に
掲
げ
ま
し
た
よ
う
に
『
新
約
聖
書
』
に
お
き
ま
し
て
、
最
後
の
審
判
で
焼
き
尽
く
す
炎
の
こ

と
を
「
ピ
ュ
ロ
ス
ー
ゼ
ー
ロ
ス
」
と
申
し
ま
し
て
、
こ
れ
を
ル
タ
ー
が
「
貪
る
炎
(
ｄ
ａ
ｓ

ｇ
ｉ
ｅ
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｆ
ｅ
ｕ
ｅ
ｒ
）
」
と
真
に
追
っ
て
名
訳
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
ゼ
ー
ロ
ー
テ
ー
ス
」

と
は
強
烈
な
言
葉
な
の
で
す
。
こ
れ
を
教
父
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
は
公
認
（
ご
雷
了
）
『
聖
書
』
で
、

註
０
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
「
力
強
い
熱
狂
（
回
斥
―
・
ｉ
）
の
神
」
と
羅
典
語
訳
し
、
格

調
高
い
ル
タ
ー
訳
に
追
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
最
近
ヴ
ァ
チ
カ
ン
で
刊
行
さ

れ
ま
し
た
『
新
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
』
に
お
き
ま
し
て
は
、
註
幻
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
平
た

く
「
ゼ
ー
ロ
ー
テ
ー
ス
の
神
」
と
訳
し
て
あ
る
だ
け
で
す
。

　
と
に
か
く
、
こ
の
在
り
て
在
る
神
は
、
十
人
十
色
の
多
様
を
認
め
ず
、
専
制
独
裁
者
（
テ
ュ

ラ
ノ
ス
）
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
造
形
や
象
徴
を
偶
像
と
し
て
破
壊
し
、
自
然
造
化
の
妙
、
殊
に

そ
の
精
華
な
す
古
典
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
「
ね
た
む
神
」
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
詩
人
シ
ラ
ー
が
こ

の
暴
君
に
厳
し
く
立
ち
開
か
る
の
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
資
料
冒
頭
の
年
表
の
一
七
八

二
年
に
掲
げ
ま
し
た
『
群
盗
』
第
二
版
の
名
高
い
言
葉
「
暴
君
打
倒
（
I
n
　
T
i
ｒ
ａ
ｎ
ｎ
ｏ
ｓ
)

ｊ
の
言

葉
通
り
、
何
事
も
自
分
の
意
の
ま
ま
に
監
督
せ
ん
と
す
る
画
一
化
を
粉
砕
し
、
専
制
に
甘
え
た

高
慢
を
砕
く
の
が
、
自
由
の
闘
士
シ
ラ
ー
の
真
骨
頂
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
例
の
「
神

聖
な
る
野
蛮
人
」
も
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
先
程
の
註
～
を
詳
し
く
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
麗
し
い
明
朗
な
形
姿
が

一
石
不
可
避
必
然
（
Ｊ
塔
万
乱
噂
・
言
の
回
り
で
も
遊
び
戯
れ
、

　
　
ま
た
厳
粛
な
る
運
命
（
？
回
ｒ
監
の
眼
差
し
も

　
　
柔
和
な
人
性
の
薄
絹
の
面
紗
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｅ
ｙ
ｅ
ｒ
)
に
よ
り
和
ら
い
だ
の
だ
。



こ
こ
で
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
が
「
野
蛮
人
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
封
建
君
主
ル
イ
は
、
王
権
神
授

説
に
拠
り
ま
す
と
、
「
神
聖
不
可
侵
」
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」

の
首
は
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
国
会
決
議
に
よ
り
ギ
ロ
チ
ン
で
一
刀
両
断
に
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
現
世
の
世
俗
の
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
の
存
在
根
拠
を
な
し
て
お
り
ま
し
た
の
が
形

而
上
の
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
で
あ
り
ま
す
。
ハ
イ
ネ
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
形
而
上
の
「
神

聖
な
る
野
蛮
人
」
を
斬
首
し
た
知
性
の
剣
が
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
な
の
で
あ
り
ま

す
。

　
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
自
身
は
次
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。
註
勧
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
、
カ

ン
ト
批
判
哲
学
に
よ
り
ま
し
て
西
欧
意
識
の
焦
点
が
、
実
在
な
す
物
自
体
か
ら
認
識
へ
と
移
り
、

所
謂
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
遂
げ
た
と
カ
ン
ト
自
身
は
考
え
、
自
ら
の
哲
学
を
「
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
の
中
心
思
想
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｌ
　
ｃ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｃ
ｏ
ｐ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
）
」
の
血
脈
を
伝
え
る
も
の
で

あ
る
と
看
倣
し
ま
し
た
。
資
料
冒
頭
に
年
表
の
始
め
に
掲
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
西
暦
一
五
四
三

年
に
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
名
著
『
天
体
の
回
転
に
つ
い
て
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
興
味
深
い

こ
と
に
、
こ
こ
で
「
回
転
」
と
は
「
革
命
」
と
同
じ
、
レ
ウ
ォ
ル
ー
テ
ィ
オ
ー
（
ｇ
～
Ｆ
ｇ
）

と
云
う
言
葉
で
示
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
文
字
通
り
、
所
謂
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
（
ｇ
～
｛
鼠
ｏ
｝

と
は
、
既
成
西
欧
意
識
を
根
底
か
ら
覆
す
革
命
思
想
で
あ
り
ま
し
た
。
丁
度
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の

新
た
な
天
文
学
に
よ
り
、
在
来
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
天
動
説
(
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
　
ｒ
i
a
　
Ｐ
ｔ
o
l
e
m
.
ａ
ｅ
ａ
)
が
地

動
説
(
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
i
a
　
ｈ
ｅ
ｒ
ｉ
ｏ
ｃ
ｅ
ｎ
ｔ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
)
　
へ
と
百
八
十
度
転
回
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
哲

学
に
よ
り
現
存
把
握
の
焦
点
が
、
実
在
な
す
物
自
体
か
ら
認
識
へ
と
百
八
十
度
転
回
し
た
の
で

す
。

　
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
白
身
の
言
葉
で
確
か
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
註
句
を
御
覧
下
さ
い
。

　
　
こ
れ
ま
で
私
達
の
認
識
は
、
様
々
な
対
象
に
従
っ
て
樹
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら

　
　
れ
て
い
た
。
…
…
私
達
は
こ
う
考
え
る
。
様
々
な
対
象
が
私
達
の
認
識
に
拠
り
樹
立
さ

　
　
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
。
　
・
・
一
一
一
一
か
く
し
て
、
こ
れ
は
正
に
（
天
動
説
を
覆
し
た
）
　
コ
ペ
ル

　
　
ニ
ク
ス
の
中
心
思
想
の
血
脈
を
伝
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
カ
ン
ト
の
言
葉
が
、
一
般
化
し
た
概
念
に
落
ち
こ
ま
な
い
よ
う
に
、
こ
こ
に
言
う
「
様
々

な
対
象
に
従
っ
た
認
識
」
の
具
体
例
と
し
ま
し
て
、
註
剛
の
用
例
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

近
づ
き
難
い
山
岳
か
ら
河
川
な
き
荒
野
を
越
え
て
未
知
の
大
洋
の
果
て
に
至
る
ま
で
、
永

遠
な
る
創
造
者
の
霊
の
か
卯
き
は
吹
き
わ
た
る
。

-

．」＿

／’Ｘ

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像
　
　
（
高
橋
）

　
こ
こ
に
疾
風
怒
濤
の
浪
漫
感
情
の
表
出
と
し
て
ヽ
を
か
い
か
か
１
　
た
る
「
創
造
者
」
の
実
在

感
が
心
を
こ
め
て
表
現
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
　
㈹
「
在
り
て
在
る
者
」

　
こ
の
実
在
感
を
在
り
て
在
ら
し
め
る
天
地
の
創
造
主
を
、
『
旧
約
聖
書
』
で
は
「
在
り
て
在

る
者
」
と
申
し
ま
す
。
註
刀
の
幻
を
御
覧
下
さ
い
。
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
で
絶
対
存
在
な
す
超

越
神
は
モ
ー
セ
に
向
か
い
、
「
エ
ヒ
イ
エ
ー
ア
シ
ェ
ル
１
１
エ
ヒ
イ
エ
」
（
私
は
在
り
て
在
る
者
で

あ
る
）
と
語
り
ま
す
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
は
右
か
ら
左
に
読
み
ま
す
。
そ
の
右
始
め
と
左
終
わ
り
に

在
る
動
詞
が
辞
書
の
見
出
し
語
と
し
ま
し
て
は
そ
の
下
に
示
し
ま
し
た
形
「
ハ
ー
ヤ
Ｌ
」
で
出

て
お
り
ま
す
。
『
旧
約
ヘ
ブ
ラ
イ
語
辞
典
』
に
は
、
そ
こ
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
、
一
九
四
一

年
の
ラ
チ
ョ
ヴ
の
著
作
『
Ｗ
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
W
i
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｊ
を
参
照
す
る
よ
う
に
と
あ
り
ま
す
。
確
か

に
こ
の
眩
目
す
べ
き
表
題
『
Ｗ
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｕ
乱
W
i
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｊ
が
既
に
「
バ
ー
ヤ
ー
」
の
語
義
の
基
本

性
格
を
巧
み
に
言
い
中
て
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
語
義
を
鑑
み
ま
す
と
、
そ
の
下
に
示
し
ま
し
た
註
○
の
ル
タ
ー
の
独
訳
が
、
原
典
の
語

気
を
勢
い
強
く
伝
え
る
名
訳
だ
と
お
解
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
　
Ｉ
ｃ
ｈ
　
w
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
｡
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
w
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
.

｛
Ｑ
_
_
（
w
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
）
は
強
い
意
志
（
ぎ
）
｝
・
）
を
表
し
、
こ
れ
が
信
仰
（
Ｑ
Ｆ
ｇ
）
の
濯
玩
区
力
り
、

「
我
信
ず
(
Ｉ
ｃ
ｈ
　
ｇ
ｌ
ａ
ｕ
号
）
と
な
り
ま
す
。
こ
の
「
我
信
ず
」
と
、
カ
ン
ト
の
言
う
「
我
思
う
(
Ｉ
ｃ
ｈ

ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
)
ｊ
と
は
焦
点
が
異
な
り
ま
す
。
既
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
信
仰
（
９
・
ま
）
　
の

方
は
実
在
の
側
か
ら
在
り
て
在
ら
し
め
ら
れ
て
お
り
、
他
方
思
考
（
＆
低
ｓ
）
　
の
方
は
認
識
の

座
標
の
上
に
描
か
れ
る
の
で
す
。

(4

「
離
心
行
路
」

　
以
上
の
二
つ
の
焦
点
を
鑑
み
ま
し
て
、
シ
ラ
ー
の
立
言
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
を
考
え
ま
す

と
、
こ
れ
が
、
こ
の
二
つ
の
焦
点
を
有
す
る
楕
円
と
し
て
理
解
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
実
在
の

側
か
ら
は
「
神
聖
」
と
し
て
、
他
方
、
実
在
感
を
砕
く
認
識
の
側
か
ら
は
「
野
蛮
」
と
規
定
さ



二
七

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

シ
ラ
ー
の
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」

　
　
　
－
そ
の
背
景
な
す
諸
相
よ
り
Ｉ

１

「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」

　
ま
ず
資
料
冒
頭
に
掲
げ
ま
し
た
年
表
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
西
暦
一
七
八
八
年
こ
の
時

わ
が
国
は
田
沼
金
権
体
制
が
崩
壊
し
て
お
り
ま
し
て
、
真
面
目
人
間
定
信
に
よ
り
寛
政
の
反
動

改
革
(
Ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｕ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
)
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
。
や
が
て
こ
れ
が
、
一
七
九
〇
年
の
寛
政

異
学
の
禁
に
よ
る
朱
子
学
一
本
化
に
見
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
一
元
化
さ
れ
た
思
想
統
制
で
以
て

厳
し
く
締
め
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
に
反
し
ま
し
て
、
西
欧
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
正
に
こ
の
時
期
一
七
八
九
年
に
政
治
上
の
大

革
命
が
勃
発
し
、
年
表
に
ご
ざ
い
ま
す
通
り
、
封
権
体
制
を
真
っ
向
か
ら
粉
砕
す
る
人
権
宣
言

（
｛
｝
ｅ
ｃ
ｌ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｒ
o
i
ｔ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
l
'
ｈ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
ｄ
ｕ
　
c
i
ｔ
ｏ
ｖ
ｅ
ｎ
)
が
起
草
さ
れ
、
共
和
国
成
立
後
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
ロ
チ
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
メ
シ
ス

ー
七
九
三
年
国
王
斬
首
（
Ｐ
∃
ｏ
’
ぼ
）
と
、
事
態
は
一
刻
一
刻
と
必
然
（
ｙ
９
１
乱
器
Ｅ
平

の
歩
み
を
踏
み
出
し
ま
す
。

　
実
は
、
こ
の
政
治
革
命
に
負
け
ず
劣
ら
ぬ
精
神
革
命
が
隣
の
小
邦
分
立
な
す
ド
イ
ツ
で
既
に

始
ま
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ま
す
詩
人
シ
ラ
ー
の
大
胆
な
発
言
「
神
聖
な
る
野

蛮
人
」
も
、
こ
の
一
翼
を
担
う
反
省
と
思
索
の
瞬
く
閃
光
と
中
せ
ま
し
ょ
う
。
実
際
こ
の
発
言

は
年
表
に
記
し
ま
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
勃
発
の
前
年
一
七
八
八
年
に
、
思
想
詩
『
ギ

リ
シ
ア
の
神
々
』
の
中
で
現
れ
ま
し
た
。
先
ず
原
典
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
註
り
を
御

覧
下
さ
い
・
そ
の
第
一
石
句
を
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
（

動
右
乱
い
い
）

」
が
締
め
括
っ

て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
つ
ま
り
詩
人
シ
ラ
ー
自
身
が
、
厳
し
い
自
己
省
察
の
深
み
か
ら
西
欧
意
識
の
根
元
を

「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
と
し
て
、
む
ん
ず
と
掴
み
、
自
己
の
キ
リ
ス
ト
者
の
本
質
を
巧
み
に
も

こ
う
言
い
中
て
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
か
く
し
て
西
欧
意
識
の
批
判
・
革
命
精
神
は
、
自
己
の

選
民
意
識
を
見
事
に
粉
砕
す
る
糸
口
を
掴
ん
だ
わ
け
で
す
。

　
こ
の
選
民
意
識
と
は
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
が
自
意
識
に
現
存
の
中
心
を
有
し
、
こ
の
枢
軸
を

唯
一
の
拠
り
所
と
し
て
世
界
を
回
転
さ
せ
、
西
欧
中
心
に
丸
く
収
め
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

例
え
ば
今
尚
ド
イ
ツ
人
は
私
達
の
国
を
、
極
東
（
１
　
回
限
）
と
申
し
ま
す
。
西
欧
が
世
界
の

中
心
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
で
古
来
直
向
に
異
文
化
を
学
ば
ん
と
し
て
自
己
を

空
し
く
す
る
の
に
慣
れ
て
お
り
ま
す
私
達
の
学
問
に
は
大
変
縁
遠
い
思
考
様
式
な
の
で
す
が
、

実
は
今
尚
こ
の
選
民
意
識
が
西
欧
中
心
思
想
の
核
と
な
り
、
例
え
ば
註
の
幻
に
掲
げ
ま
し
た
発

言
「
優
等
生
ニ
ッ
ポ
ン
。
日
本
人
か
ら
学
ぶ
？
　
否
／
」
と
云
っ
た
雑
誌
『
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』

二
九
八
二
年
）
の
短
絡
し
た
論
理
が
断
然
そ
の
証
左
と
な
る
わ
け
で
記
』
こ
ろ
が
流
石
シ

ラ
ー
ほ
ど
の
力
量
あ
る
知
識
人
に
な
り
ま
す
と
、
西
欧
意
識
そ
の
も
の
を
飾
に
か
け
、
自
己
自

身
を
厳
し
く
見
詰
め
直
し
て
、
自
ら
を
「
野
蛮
人
」
と
謙
虚
に
認
め
る
心
の
ゆ
と
り
を
持
ち
あ

わ
せ
て
お
り
ま
し
た
。

②
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
中
心
思
想
」

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
鋭
い
反
省
思
索
力
の
持
主
と
し
て
、
当
時
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な

い
先
人
が
哲
学
者
カ
ン
ト
で
す
。
と
り
わ
け
そ
の
思
索
の
金
字
塔
『
純
粋
理
性
批
判
』
こ
そ
、

既
成
の
西
欧
意
識
の
大
地
に
根
ざ
す
形
而
上
の
実
在
感
の
根
元
を
一
刀
両
断
に
い
た
し
ま
し
た

不
朽
の
名
著
で
あ
り
ま
す
。
資
料
の
註
幻
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
詩
人
ハ
イ
ネ
が
巧
み
な

比
喩
で
こ
の
力
作
の
意
義
を
解
明
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
こ
の
本
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
、
ド
イ
ツ
で
超
越
神
絶
対
存
在
論
（
り
Ｅ
Ｅ
巳
を
処
刑

　
　
し
た
剣
で
あ
る
。
…
…
君
達
フ
ラ
ン
ス
人
諸
君
、
…
…
諸
君
は
高
々
一
人
の
国
王
を

　
　
ギ
ロ
チ
ン
に
か
け
る
こ
と
が
出
来
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
国
王
の
実
在
根
拠
な

　
　
す
王
権
神
授
説
の
礎
た
る
絶
対
神
の
首
は
、
こ
の
ル
イ
が
処
刑
さ
れ
る
前
に
既
に
ギ
ロ
チ

　
　
ン
に
か
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

此
所
で
ハ
イ
ネ
が
話
題
と
し
て
お
り
ま
す
国
王
ル
イ
に
関
し
ま
し
て
、
そ
の
下
の
資
料
○
を
御

覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
フ
ラ
ン
ス
第
一
共
和
制
の
国
会
で
議
員
サ
ン
こ
ソ
ユ
ス
ト
が
、
一
七
九

〇
年
十
一
月
十
三
日
に
な
し
ま
し
た
演
説
が
目
に
留
ま
り
ま
す
。

　
　
王
た
る
者
は
皆
、
反
逆
者
で
あ
り
簒
奪
者
で
沸
晩
゛
…
…
ル
イ
は
フ
ラ
ン
ス
人
民
と
戦

　
　
い
敗
北
し
た
。
こ
の
国
王
ル
イ
は
野
蛮
人
(
ｂ
ａ
ｒ
ｂ
ａ
邑
で
あ
り
、
…
…
フ
ラ
ン
ス
人

　
　
民
を
自
ら
の
奴
隷
と
看
倣
し
て
い
た
の
だ
。



付
録
そ
の
三
ｙ
ｍ
Ｉ
Ｑ
ｙ
Ｚ
Ｎ
Ｃ
Ｚ
Ｇ
　
Ｉ
Ｄ
　
＼
Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｐ
Ｌ
Ｅ
Ｍ
ｍ
Ｚ
Ｈ
白

　
　
　
－
シ
ラ
ー
の
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
よ
り
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
キ

　
　
　
　
　
　
リ
ス
ト
像
へ
の
展
望
－

　
　
　
二
九
八
四
年
十
二
月
一
日
、
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
・
第
三
四
回
研
究
発
表

　
　
　
会
、
岡
山
商
科
大
学
、
口
頭
発
表
の
原
稿
お
よ
び
欧
文
資
料
）

シ
ラ
ー
の
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」

　
　
　
－
そ
の
背
景
な
す
諸
相
よ
り
Ｉ

　
　
内
容
梗
概

研
究
発
表
要
旨

(7バ6バ5バ4バ3) (2) (1)

〔
第
3
8
巻
　
そ
の
Ｉ

「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」

「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
中
心
思
想
」

「
在
り
て
在
る
者
」

「
離
心
行
路
」

「
ね
た
む
神
」

「
存
在
」
と
「
存
在
者
」

「
無
か
ら
の
創
造
」

横
組
〕

二
八

高
　
橋
　
克
　
己

二
（
苔
頁
－

三
（
2
6
）
頁
－

三
（
2
6
）
頁
一

四
（
2
5
）
頁
－

五
（
2
4
）
頁
１

六
（
2
3
）
頁
１

一
（
2
8
）
頁

二
介
）
頁

三
（
2
6
）
頁

三
（
2
6
）
頁

四
（
2
5
）
頁

五
（
懸
頁

六
（
2
3
）
頁

欧
文
資
料
（
当
日
配
布
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
（
啓
頁

－
一
〇
（
1
9
）
頁

※
尚
こ
の
論
述
は
、
b
c
m
i
l
e
ｒ
ｓ
　
.
.
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｅ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ａ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
"
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
ｓ
　
.
.
ｓ
t
i
l
l
e
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
ｕ
ｓ
"

　
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
、
横
組
三

　
五
頁
～
五
〇
頁
）
で
も
展
開
さ
れ
て
い
る
．

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
ケ
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像
　
（
高
橋
）

研
究
発
表
要
旨

　
（
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
編
『
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
第
十
八
号
、
朝
日
出
版
社

　
　
一
九
八
五
年
十
一
月
一
日
刊
、
九
一
頁
－
九
二
頁
所
収
）

　
詩
人
シ
ラ
ー
は
内
面
省
察
の
深
み
に
お
い
て
自
己
の
キ
リ
ス
ト
者
の
本
質
を
神
聖
な
る
野
蛮

人
と
鷲
掴
み
に
し
た
。
か
く
し
て
西
欧
意
識
が
中
心
に
丸
く
収
ま
る
円
満
な
絶
対
化
は
崩
壊
し
、

古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
と
の
両
極
が
相
互
電
撃
し
厳
粛
々
吋
街
な
討
揃
神
の
磁
場

が
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
と
し
て
切
り
開
か
れ
た
と
言
え
る
。
即
ち
既
成
絶
対
者
を
斬
首
す
る
こ
の

敢
為
は
批
判
哲
学
や
大
革
命
に
一
脈
通
ず
る
西
欧
内
部
で
の
一
種
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
な

す
革
命
思
想
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ｓ
ｓ
ｓ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
ロ
チ
ッ

　
こ
の
野
蛮
人
の
背
景
に
は
、
世
俗
の
王
権
神
授
説
を
拠
り
所
と
し
つ
つ
大
革
命
で
斬
首
さ
れ

た
専
制
封
建
君
主
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
絶
対
王
制
の
礎
と
な
り
他
の
あ
ら
ゆ
る
神
々
を
西
欧
か

ら
追
放
し
た
む
た
む
神
が
血
腫
い
十
字
架
像
を
聖
体
と
し
て
控
え
て
い
る
。
優
れ
て
在
り
て
在

る
故
に
こ
の
ね
た
む
神
が
諸
民
族
の
神
話
伝
承
を
揉
調
し
た
悍
し
い
史
的
事
実
を
凝
視
す
る
シ

ラ
ー
の
鋭
い
歴
史
感
覚
が
こ
れ
を
神
聖
な
る
野
蛮
人
と
言
明
し
独
自
の
内
省
の
深
み
へ
と
誘
な

　
こ
の
ね
た
む
神
は
畢
竟
あ
ら
ゆ
る
自
然
造
化
の
妙
を
厭
い
忌
避
す
る
故
に
、
古
典
ギ
リ
シ
ア

造
形
（
イ
デ
ア
古
を
不
倶
戴
天
の
敵
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
自
ら
「
エ
ヒ
イ
エ
ー
ア
シ
ェ
ル

・
エ
ヒ
イ
エ
」
と
語
る
こ
の
在
り
て
在
る
（

有
の
全
一
　
（
ヘ
ン
ー
カ
イ
ー
パ
ー
ン
）
を
無

ヒ
ロ
古
し
た
生
け
る
神
で
あ
る
。
従
っ
て

｀かヽハ

　
　
　
χ
χ
ｓ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
″
　
　
　
一
一
　
’
‐
‐
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
一
一
ｓ
ｊ
一
／
－
　
一
ｊ
ｌ
Ｉ
　
、
、
j
1
1
1
j
・
～

言
う
存
在
者
（
オ
ン
）
と
し
て
把
え
た
点
を
、
後
世
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
批
判
し
乗
り
越
え
よ

う
と
し
、
存
在
と
本
質
と
の
一
致
に
神
そ
の
も
の
を
見
た
。

　
文
芸
復
興
以
降
既
成
形
而
上
学
の
専
制
解
体
は
造
形
結
晶
へ
の
意
志
と
呼
応
し
て
い
る
。
西

憑
選
民
意
識
が
世
界
制
覇
を
眼
差
し
た
帝
国
拡
張
は
野
蛮
と
し
て
慎
み
自
制
さ
れ
、
不
可
避
必

然
の
厳
格
な
分
離
を
認
め
つ
つ
も
尚
そ
の
絶
対
分
裂
の
淵
を
宥
和
す
る
神
性
が
西
欧
ギ
リ
シ
ア

論
の
究
竟
涅
槃
キ
リ
ス
ト
像
の
詩
歌
象
徴
と
し
て
渇
望
さ
れ
る
。
蓋
し
所
謂
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
古

典
主
義
に
は
こ
の
課
題
の
荷
が
重
過
ぎ
、
高
々
牧
歌
永
遠
の
女
性
な
す
浪
漫
情
緒
で
丸
く
収
ま

る
大
団
円
を
迎
え
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｉ
ヤ
士
神
は
蓋
し
存
在
者
（
オ
ン
）
た
る
万

ら
創
造
（
ク
レ
ア
ー
テ
ィ
オ
ー
・
エ
ク
ス
ー
ニ

七
十
人
訳
聖
書
が
神
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
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(1) Benj sunin, Walter 。Zwei Gedichte von Friedrich Holderlin　≫Dichtermut≪

一’）》Blodigkeito" 1914-1915：　Gesammelte Schriften (=GS). Frankfurt am Main.

Suhrkamp. Bcl.2. 1977. S.105-126.　　　　　　　　　．

　S.125：　Uber die V.22-24 von 。Blbdigkeit"((3)-i,)：

　Die eindringliche Zasur dieser Stelle ergibt den AbstanぶJ, den ｄｅｒ∠Dieホニ

　ter von aller Gestalt und der Welt haben soil,･als ihre Einheit.

(2)Ryan, Lawrence： Hblderlins Lehre vom Wechsel der Tone. Stuttgart.　Kohl-

hammer. 1960. S.74-76.

　Uber Holderlins Ode ,,Unter den Alpen gesungen"

{3)Hblderlin 。Blodigkeit”6.Str. V.22-24： Stuttgarter Ausgabe (=StA).

Kohlhammer. 1946-77 (Register 1985). Bd.2. S.66。

　　　　　　　　　　　　　　　　　‥・　, und von den Himmlischen

　　　　Einen bringen. Doch selber　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　　　　　Bringen schikliche Hande wir.

　　　　　(Hellingrath-Ausgabe. Bd.4： Gedichte １８００－1806． l.Aufl. 1916.

　　　　　　2.Aufl. 1923. S.68)

　　　　　　゛Gesammelte Dichtungen. Hrsg. Ｖ． B.Litzmann. 2 Bde. 1896.上上

　　　　　**Gesanimelte Werke. Hrsg. Ｖ． W.Bohm(Bd.l/Bd.3) u. P.Ernst(Bd.2)。

　　　　　　　３ Bde. 1905.

　Vgl. Benjamin： op. cit. ((１)角Ｓ．１２５．　　　　よ

　　■　　　≫und von den Himmlischen ／ Einen bringen. Doch selber ／ Bringen

　　　　schickliche Hande wir.≪

(4)Holderlin .Anmerkungen zum Oedipus"(StA ５． 195-202) /。Anmerkungen zur

Antigona”(StA ５． 265-272) 1804.　　　　　　　　　　　　　　　＼

(５)。Anmerkungen zum Oedipus” l.Kap.：　StA 5. 196.

　a)Uber 。Oedipus Tyrannos”　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　ニ

　　エst nun der ，Rhythmus der Vorstellungen so beschaffen, daI3, in exzentri-

　　scher Rapiditat, die ersten mehr durch die folgenden hingerissen sind,

　　匹四き

　　gen, so daB die erste Halfte gleichscun gegen die zweite geschiizt 幻

　　und das Gleichgewicht wird. eben weil die zweite Halfte ursprlinglich

　　rapider ist, und schwerer zu wiegen scheint, der二entgegenwirkenden Ca-

　　gur wegen, mehr sich von hinten her gegen den Anfang neigen.

　　●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　II　　・　　　　　　　　・　b)Uber 。AntigonS”　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　｡　　　　・　　I　　　・･･　・

　　工st der Rhythmus der Vorstellungen so beschaffen, dafl die folgenden

　　mehr gedrungen sind von den anfanglichen, so wird die Casur mehr gegen

　　das Ende liegen, weil es das Ende ist, was gegen den Anfang gleichsam

　　geschuzt werden muQ, und das Gleichge！ｊ£!!! wird folglich sich mehr ge-

　　gen das Ende neigen, weil die erste Halfte sich langer dehnt, d旦旦

　　Glelchgewicht folglich spater vorkommt. So viel ｖｏｍ十kalkulablen Geseze.

二
九

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
八
巻

二
九
八
九
年
）

人
文
科
学
　
そ
の
Ｉ



三
〇

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像

（
高
橋
）

(６)。Brod und Wein･･ 6.Str. V.105-108： StA ２． ９ｊ．

　Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des Msinnes ein Gott nicht

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一一　　　Drlikt den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen ａｕｆ?

　Oder er kam　auch　selbs t　ｕｎ･ｄ　　　　　　　　　　　　　，
・　　　　　　　■　・

　　　　　（Ｓ＝Ｖ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　。

　--　ｖ　り　1　－　　－　｜　－　　　11－　l

　』£翌翌ｐ７一一-７-･-→
　　　　　　Hesperien

（７）。Brod und We in” 4wStr. V.55 ／ V.61-64：　StA ２．９１　/ 92.

　Seeliges Griechenland!　　。‥

　Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Spriiche？

　　Delphi schlummert und wo 七bnet das gl:oI3e Geschik?

　Wo ist das schnelle？ wo brichts. allegegやnwartigen Gluks voll

　　Donnernd aus heiterer Luft Uber die Augen herein？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

(8)Schmidt, Jochen： Hblderlins Elegie 。Brod iind Wein”． Berlin. Gruyter.

1968. S。107.

　Ｄ ｒ Ｇ 七七 ｖ ｎ ｄ ｍ hi ｒ di Ｒ ｄ ｉ 七 ｉ ｔ 匹ｎｉ ht ｍ hr Di ny ｏ

　sondern der Bruder des Eviers, Christus. Zwar wUrde auch auf Dionysos

　das Annehmen einer menschlichen Gestalt zutreffen, aber das ｖｏ:Llenden

　und trbstende AbschlieBen des hlmmlischen Festes weist auf Christus.

　Vgl. Pezold, Emil： Hblderlins Brod und Wein.　Sambor.　1896/97. Neudruck：

　　　　Darmstadt。Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1967. S.119.

　　　　　工ｎ den V.105-108 ･scheint Holderlin vorzuglich Euripides vor Au-

　　　　　gen gehabt zu haber!． Dass dieser die Ｇ６七ter haufiger als die an-

　　　　　deren Tragiker auf die BUhne brachte und vom deus ex machina den

　　　　　ausgiebigsten Gebrauch machte, ist bekannt.

（９）。Brod und Wein” １．Ｓｔｉヽ.V.1-3 / V.14-15： StA 2. 90.

　Rings um ruhet die Stadt; s七ill wird die erleuchtete Gasse,

ダ　Und, mlt Fakeln geschmukt, rauschen die Wagen hinweg・

　Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen,

　　・・。　　十das Schattenbild unserer Erde,　der Mond

　Kommet geheim nun auch;‘die Schwarmerische, die Nacht kommt,　　　１／５

●●●●●

(10)Benjamin 。Goethes Wahrverwandtschaften" 1924：　GS Bd.l. 1974.　S.182.

●●● jener Casur. in der mit der Harmonie zugleich jeder Ausdruck sich

legt, urn elner innerhalb aller Kunstmittel ausdruckslosen Gewalt Raum
zu geben. Solche Gewalt ist kaum je deutllcher geworden als in der
grlechischen Tragbdie einer-, der Hblderlinschen Hymnik andrerseits.
●●●●● Tritt in jener Lyrik das Ausdruckslose, so in Goethescher die
Schonhelt bis zur Grenze dessen hervor, was im Kunstwerk sich fassen

　--lmt.

Die ･･Casur” in Holderlins 。Brod und Wein"

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TAKAHASH工, Katsumi



三
一
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
八
巻
　
二
九
八
九
年
）
　
人
文
科
学
　
そ
の
一

光
明
は
「
月
影
」
と
「
燈
火
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
資
料
㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
冒
頭
の
第
一
句
で
す
。
「
静
か
に
安
ら
う
都

市
。
ひ
そ
や
か
に
月
影
と
燈
火
の
光
明
に
満
た
さ
れ
る
街
路
」
と
あ
り
、
此
所
で
瞳
目
す
べ
き

は
何
よ
り
形
容
詞
「
エ
ア
ロ
イ
ヒ
テ
テ
（
光
に
み
ち
る
）
」
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
封
建
割
下
の

市
民
意
識
に
宿
る
こ
の
一
条
の
光
（
エ
ア
ロ
イ
ヒ
ト
ゥ
ン
グ
）
が
、
自
己
省
察
と
沈
思
瞑
想
を

へ
て
竟
に
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
へ
と
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
選
民
意
識
を
突
き
破
り
、
そ
の

「
ギ
リ
シ
ア
の
昼
」
の
終
結
に
お
い
て
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
中
心
点
キ
リ
ス
ト
像
「
エ
ア
」

へ
と
至
り
ま
す
。
そ
し
て
「
中
間
休
止
」
な
す
代
名
詞
「
エ
ア
」
の
音
価
は
、
既
に
第
一
句
の

形
容
詞
「
エ
ア
ロ
イ
ヒ
テ
テ
（
光
に
み
ち
る
）
」
に
文
字
通
り
宿
っ
て
い
た
の
で
し
た
。

　
以
上
で
一
字
一
句
を
話
題
と
い
た
し
ま
す
文
献
学
に
は
Ｉ
区
切
り
つ
け
ま
し
て
、
最
後
に
話

題
の
「
中
間
休
止
」
が
理
論
上
ど
の
様
な
筋
へ
と
展
望
で
き
得
る
の
か
？
　
を
も
一
瞥
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
再
び
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
中
間
休
止
」
に
関
し
ま
す
発
言
に
注
目
し
ま
す
。

資
料
�
に
引
用
い
た
し
ま
し
た
の
は
、
先
の
資
料
剛
に
ご
ざ
い
ま
す
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論
の
約
十

年
後
に
成
り
ま
す
ゲ
ー
テ
論
「
『
親
和
力
』
に
つ
い
て
」
か
ら
の
引
用
で
す
。
そ
こ
の
「
中
間

休
止
（
カ
エ
ス
士
フ
）
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
ま
し
た
所
を
、
専
門
の
方
に
よ
る
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ッ

著
作
集
』
第
五
巻
の
和
訳
で
御
紹
介
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
調
和
と
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
表
出
は
中
止
さ
れ
て
、
す
べ
て
の
芸
術
手
段

　
　
の
内
部
に
あ
る
も
の
言
わ
ぬ
力
に
席
を
ゆ
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
力
が
、
一
方

　
　
で
は
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
い
て
、
他
方
で
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
形
式
に
お
い
て
ほ
ど

　
　
明
瞭
に
な
っ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
此
所
で
果
し
て
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
キ
リ
ス
ト
像
に
ま
で
考
え
及
ん
で
い

る
の
か
ど
う
か
？
　
既
に
「
讃
歌
形
式
」
を
こ
の
思
想
詩
に
認
め
て
い
た
の
か
ど
う
か
？
　
こ

の
点
は
判
然
と
い
た
し
ま
せ
ん
。

　
確
か
に
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
形
式
」
に
は
「
も
の
言
わ
ぬ
力
」
が
如
実
に
現
わ
れ
、
例

え
ば
そ
の
代
表
作
『
パ
ト
モ
ス
』
に
見
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
無
類
の
峻
厳
な
文
体
の
母
胎
を
成

し
て
い
る
と
申
せ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
第
一
〇
七
句
の
キ
リ

ス
ト
像
「
エ
ア
」
で
は
、
当
の
「
も
の
言
わ
ぬ
力
」
が
言
わ
ば
隠
れ
て
働
い
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
は
何
故
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
の
「
も
の
言
わ
ぬ
力
」
が
「
中
間
休
止
」
の
キ
リ
ス
ト
像
と

し
て
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
〇
七
句
で
は
、
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
蓋
し
思
想
詩
で
問
わ
れ
、
竟
に
キ
リ
ス
ト
像
と
し
て
「
中
間
休
止
」
を
な
し
ま
す
「
も
の
言

わ
ぬ
力
」
が
、
後
の
「
讃
歌
形
式
」
に
お
き
ま
し
て
「
明
瞭
」
と
な
り
、
頌
歌
（
オ
ー
デ
）
形

式
の
中
で
は
未
だ
「
詩
人
の
と
る
べ
き
距
離
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
客
観
性
を
帯
び
た

詩
歌
象
徴
へ
と
成
熟
い
た
し
ま
す
。
か
く
し
て
主
観
性
に
彩
ら
れ
ま
し
た
疾
風
怒
濤
期
以
来
の

啓
蒙
と
革
命
の
時
代
の
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
抒
情
詩
歌
は
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
清
澄
な
る
霊
気
の

下
で
客
観
造
形
へ
と
浄
め
ら
れ
、
一
重
に
讃
歌
燃
焼
の
高
揚
感
へ
身
を
委
ね
彼
岸
の
空
無
に
呑

み
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
日
常
意
識
へ
と
落
ち
込
み
個
別
性
へ
と
解
消
せ
ぬ
よ
う
、
敢
て

当
の
空
無
を
「
中
間
休
止
」
な
す
「
も
の
言
わ
ぬ
力
」
と
し
て
作
品
そ
の
も
の
の
中
心
点
に
据

え
、
単
な
る
古
典
様
式
や
美
の
仮
象
以
上
の
も
の
を
目
指
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。



の
時
制
が
過
去
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
第
一
〇
七
句
で
「
カ
ー
ム
ー
ア
ウ
ホ
（
～
も
ま
た

来
臨
し
た
）
」
と
過
去
形
動
詞
と
と
も
に
副
詞
で
「
～
も
ま
た
（
ア
ウ
ホ
）
」
と
規
定
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
ま
し
て
、
第
一
〇
五
句
の
「
或
る
神
」
と
は
別
の
「
神
も
ま
た
来
臨
し
た
」
と
第
一

〇
七
句
は
読
め
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
副
詞
「
～
も
ま
た
（
ア
ウ
ホ
）
」
に
引
き
続
き
、

更
に
副
詞
で
以
て
「
ゼ
ル
プ
ス
ト
（
自
身
）
」
と
規
定
さ
れ
ま
す
と
、
明
確
に
当
の
第
一
〇
七

句
に
「
神
白
身
ヱ
ア
…
ゼ
ル
プ
ス
ト
」
」
が
読
み
取
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
か
く
し
て
「
神
自
身
」
と
解
か
る
わ
け
で
す
が
、
但
し
、
此
所
の
第
一
〇
七
句
を
始
め
か
ら

読
ん
で
参
り
ま
す
と
、
「
或
い
は
も
し
か
す
る
と
神
自
身
も
ま
た
来
臨
し
、
・
：
」
と
な
っ
て

お
り
ま
し
て
、
句
頭
の
強
弱
弱
格
（
ダ
ク
テ
ュ
ロ
ス
）
に
お
け
る
接
続
詞
「
オ
ー
ダ
ー
」
が
韻

律
上
「
エ
ア
」
よ
り
も
温
か
に
強
く
、
敢
て
「
或
い
は
も
し
か
す
る
と
」
と
私
は
訳
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
「
神
白
身
」
が
、
断
言
と
申
し
ま
す
よ
り
は
、
む
し
ろ
問
い
か
け
の
形
で
話
題
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
物
語
り
ま
す
。

　
御
存
知
の
方
も
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
「
或
る
神
」
な
ら
ぬ
「
神
自
身
」
は
『
聖
書
』
に

お
い
て
、
「
わ
れ
は
在
り
て
在
る
者
で
あ
る
ぞ
（
エ
ヒ
イ
エ
ー
ア
シ
ェ
ル
ー
エ
ヒ
イ
エ
）
」
と
モ

ー
セ
に
自
己
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
「
神
自
身
」
を
紹
介
す

る
仕
方
は
、
実
に
慎
ま
し
い
も
の
で
す
。
、
し
か
し
な
が
ら
、
控
え
目
な
こ
の
問
い
か
け
に
は
、

何
ら
押
し
っ
け
が
ま
し
く
な
い
底
力
が
宿
り
、
正
に
謹
厳
な
偉
容
が
「
神
自
身
」
に
ふ
と
感
じ

ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
し
か
も
第
一
〇
七
句
に
お
き
ま
し
て
、
こ
の
様
な
慎
し
み
深
い
力
の
宿
る
中
心
点
が
、
先
程

か
ら
話
題
に
し
て
お
り
ま
す
代
名
詞
「
エ
ア
」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
韻
律
上
も
全
く
目

立
た
ず
、
先
行
の
接
続
詞
「
オ
ー
ダ
ー
（
或
い
は
も
し
か
す
る
と
）
」
の
言
わ
ば
付
け
足
１
　
と

申
し
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
そ
し
て
韻
律
上
は
前
に
付
属
し
て
お
り
ま
す
当
の
幽
か

な
代
名
詞
「
エ
ア
」
が
、
実
は
引
き
続
く
文
章
の
主
語
と
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
ま
ず
「
カ
ー

ム
（
来
臨
し
た
）
」
と
結
び
主
述
の
繋
ぎ
を
成
し
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
代
名

詞
「
エ
ア
」
は
、
そ
の
二
句
前
の
「
或
る
神
（
ア
イ
ン
ー
ゴ
ッ
ト
）
」
を
も
受
け
て
い
ま
し
た
。

こ
の
様
に
文
法
上
「
エ
ア
」
は
前
後
の
両
方
に
繋
が
る
と
と
も
に
、
韻
律
上
で
は
手
前
に
付
属

し
、
内
容
上
そ
の
後
方
へ
「
神
自
身
（
エ
ア
…
ゼ
ル
プ
ス
ト
）
」
と
繋
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

　
こ
う
見
て
参
り
ま
す
と
、
当
の
代
名
詞
「
エ
ア
」
が
、
目
立
つ
こ
と
な
く
前
後
の
繋
ぎ
目
と

な
っ
て
お
り
、
此
所
に
お
い
て
古
典
ギ
リ
シ
ア
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
へ
の
転
調
が
成
し
遂
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
解
か
り
ま
す
。
既
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
転
調
に
つ
づ
く
第

一
〇
七
句
と
第
一
〇
八
句
は
、
そ
れ
ま
で
全
五
二
句
に
亙
り
歌
い
継
が
れ
た
「
ギ
リ
シ
ア
の
昼
」

三
二

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像
　
（
高
橋
）

の
付
け
足
し
と
で
も
言
い
得
る
末
尾
な
の
で
す
が
、
但
し
実
に
意
味
深
長
な
終
謝
゛
ロ
句
と
考
兄

ら
れ
、
わ
ず
か
こ
の
二
句
で
以
て
「
ギ
リ
シ
ア
の
昼
」
の
明
暗
は
濃
淡
細
や
か
な
駱
あ
る
陰
影

を
得
ま
す
。
そ
し
て
当
の
幽
か
で
玄
い
幽
玄
な
る
深
み
を
宿
し
隠
れ
て
働
く
、
言
わ
ば
台
風
の

目
の
如
き
作
品
全
体
の
「
中
間
休
止
」
が
、
話
題
の
代
名
詞
「
エ
ア
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
在
来
の
研
究
に
お
き
ま
し
て
は
、
例
え
ば
資
料
㈲
に
示
し
ま
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
註

解
の
場
合
、
以
上
の
様
な
微
妙
な
「
中
間
休
止
」
に
よ
る
転
調
は
顧
慮
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
は
詩
歌
象
徴
そ
の
も
の
が
話
題
と
な
り
ま
す
よ
り
は
、
む
し
ろ
言
葉
の
意
味
内
容
の
方

が
留
意
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
概
念
で
以
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
シ
ュ
ミ
ッ

ト
註
解
は
先
程
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
第
一
〇
五
句
の
「
或
る
神
（
ア
イ
ン
ー
ゴ
ッ
ト
）
」

で
あ
く
ま
で
バ
ッ
コ
ス
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
を
考
え
て
お
り
、
表
題
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

に
直
接
つ
な
が
る
葡
萄
酒
の
神
以
外
念
頭
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
様
な
結
果
、
引
用
の
文
字

通
り

　
　
此
所
で
話
題
と
な
る
神
は
、
突
然
も
は
や
酒
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
で
は
な
く
、
そ
の
バ

　
　
″
コ
ス
神
エ
ウ
イ
オ
ス
の
兄
弟
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。

と
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
へ
の
移
行
が
「
突
然
（
答
圧
ｉ
）
」
と
し
て
し

か
把
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
前
に
資
料
㈲
の
ｏ
に
掲
げ
ま
し
た
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
ヘ
の
註
解
』
の
言
葉
で
以
て
、
「
運

命
の
歩
み
の
只
中
へ
と
踏
み
込
ん
で
く
る
」
と
「
中
間
休
止
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お
り
ま
し

た
が
、
此
所
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
〇
七
句
に
お
き
ま
し
て
は
、
微
か
な
代
名
詞
「
エ

ア
」
が
キ
リ
ス
ト
像
と
し
て
、
「
ギ
リ
シ
ア
の
昼
」
に
君
臨
す
る
「
運
命
の
歩
み
の
只
中
へ
と

踏
み
込
ん
で
く
る
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
言
わ
ば
隠
れ
て
働
く
「
中
間
休
止
」

が
、
資
料
剛
に
ご
ざ
い
ま
す
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
頂
な
す
「
偉
大
な
る
運
命
」
の
讃
歌

燃
焼
と
睨
み
合
い
ま
し
て
、
両
者
の
対
立
措
抗
に
よ
り
作
品
全
体
に
平
衡
が
獲
ら
れ
る
と
言
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
是
迄
の
脈
絡
を
別
様
に
語
り
ま
す
と
、
あ
た
か
も
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
如
く
、
燦
燦

と
日
輪
が
清
澄
な
る
碧
空
に
輝
き
渡
り
ま
す
「
ギ
リ
シ
ア
の
昼
」
の
夕
方
に
、
ほ
の
か
に
白
く

青
空
に
何
時
と
は
な
し
に
点
る
月
影
に
似
て
、
第
一
〇
七
句
の
キ
リ
ス
ト
像
「
エ
ア
」
は
現
れ

ま
す
。
そ
し
て
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
終
結
の
第
三
部
「
西
欧
の
夜
」
と
な
り
ま
す
と
、
こ
の

月
影
キ
リ
ス
ト
像
は
、
「
乏
し
き
時
代
」
の
雲
に
隠
れ
て
は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
夜
と

切
り
離
せ
な
い
も
の
と
な
り
ま
す
。
他
方
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
部
の
「
夜
」
に
満
ち
る
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㈹
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
〇
七
句
の
「
エ
ア
」

　
と
こ
ろ
で
私
は
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
〇
七
句
の
キ
リ
ス
ト
像
も
、
盲
目
の
予
言
者

と
同
様
に
「
運
命
の
歩
み
の
只
中
へ
と
踏
み
込
ん
で
来
る
」
と
理
解
し
ま
す
。
こ
の
点
を
御
説

明
申
し
上
げ
る
た
め
に
、
ま
ず
当
該
の
第
一
〇
七
句
前
後
を
見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
資

料
㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
第
六
節
の
第
一
〇
五
句
か
ら
訳
し
て
ゅ
き
ま
す
。

　
　
な
ぜ
（
西
欧
の
時
空
で
は
、
）
丈
夫
の
額
に
、
或
る
神
が
。

　
　
　
古
典
古
代
の
如
く
悲
劇
の
英
雄
の
熔
印
を
撃
た
ぬ
の
か
？

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

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

第
一
〇
五
句
に
申
し
ま
す
「
或
る
神
（
ア
イ
ン
ー
ゴ
ッ
ト
）
」
と
は
、
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー

ン
と
か
バ
ッ
コ
ズ
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
な
ど
古
典
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
の
中
の
「
或
る
神
」

と
考
え
ら
れ
、
第
一
〇
六
句
ま
で
は
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
や
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
王
』
に
代

表
さ
れ
ま
す
古
典
悲
劇
祝
祭
の
時
空
が
念
頭
に
あ
り
、
こ
れ
が
旅
一
〇
八
句
の
末
尾
に
申
し
ま

す
「
天
上
の
神
々
の
祝
祭
」
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
は
悲
劇
の
英
雄
、
つ
ま
り
第
一
〇
五
句
に
申
し
ま
す
「
丈
夫
（
マ
ン
）
」
、
例
え
ば
賢

者
の
誉
高
か
り
し
王
者
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
が
英
霊
と
し
て
舞
台
に
の
せ
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
英
霊

か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
長
生
き
し
た
り
名
声
を
得
た
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は

な
く
て
正
反
対
の
こ
と
ゆ
え
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
の
第
一
〇
六
句
に
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
よ

う
に
、
神
に
「
熔
印
を
撃
だ
」
れ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
王
者
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
の
場
合
は
、
皆
様
も
良
く
御
存
知
の
よ
う
に
、
「
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ

ロ
ー
ン
に
撃
た
れ
」
て
壮
絶
に
没
落
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
の
筆
に
な

る
神
話
（
ミ
ュ
ー
ト
ス
）
こ
そ
古
典
悲
劇
の
白
眉
で
あ
る
と
は
、
『
詩
学
』
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ー
ス
も
認
め
て
い
る
点
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
第
一
〇
六
句
に
申
し
ま
す
「
神
に

撃
た
れ
し
者
」
で
以
て
、
誰
よ
り
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
を
、
ま
た
第
一
〇
五
句
の
「
或
る
神
」
で

以
て
、
ま
ず
は
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
を
念
頭
に
置
く
の
が
適
切
か
と
私
は
考
え
ま
す
。

　
こ
の
点
は
、
次
に
掲
げ
ま
し
た
資
料
剛
を
御
覧
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
一
層
と
肯
け
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
、
こ
れ
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
の
讃
歌
燃
焼
が
最
高
潮
に
達
す
る
所
で

あ
り
ま
し
て
、
そ
の
頂
は
「
偉
大
な
る
運
命
が
轟
く
」
と
ご
ざ
い
ま
す
第
六
二
句
前
後
で
す
。

そ
こ
で
は
第
五
五
句
で
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
が
召
喚
さ
れ
て
後
に
、
第
六
一
句
か
ら
第
六

四
句
ま
で
、
次
の
様
に
続
き
ま
す
。

　
　
い
ず
こ
に
、
一
体
い
ず
こ
に
輝
く
の
か
、
彼
方
を
ま
で
射
抜
く
（
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー

　
　
　
　
　
ン
の
弓
の
如
き
）
か
の
神
託
は
？

　
　
　
　
（
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
宮
居
す
）
デ
ル
ポ
イ
は
微
睡
ん
で
い
る
。
－
い
ず
こ

　
　
　
　
　
に
森
く
の
か
、
か
の
偉
大
な
る
運
命
は
？

　
　
い
ず
こ
に
か
の
神
速
の
運
命
は
、
い
ず
こ
で
砕
け
る
の
か
？
　
普
遍
の
幸
に
満
ち
て
。

　
　
　
雷
鳴
と
と
も
に
、
清
澄
な
る
大
気
か
ら
限
界
を
過
り
、
運
命
が
突
入
し
て
来
る
の
は
い

　
　
　
　
　
ず
こ
か
？

此
所
の
資
料
剛
に
示
し
ま
し
た
第
五
五
句
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
只

今
御
紹
介
い
た
し
ま
し
た
「
偉
大
な
る
運
命
が
轟
く
」
と
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
讃
歌
燃
焼
の
最

高
潮
を
越
え
ま
し
て
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
中
央
部
の
第
二
部
「
ギ
リ
シ
ア
の
昼
」
は
婉
艇

と
続
き
、
先
に
資
料
㈲
で
御
紹
介
い
た
し
ま
し
た
第
一
〇
六
句
ま
で
全
五
二
句
に
亙
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
そ
の
言
わ
ば
付
け
足
し
と
し
て
、
第
一
〇
七
句
と
第
一
〇
八
句
の
わ
ず
か
二
行
で
、

「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
に
お
け
る
「
天
上
の
神
々
の
祝
祭
を
終
結
し
宥
和
し
た
神
自
身
」
が

話
題
と
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
「
神
自
身
（
エ
ア
…
ゼ
ル
プ
ス
ト
）
」
の
代
名
詞
「
エ
ア
」

は
、
必
ず
し
も
明
確
に
「
神
白
身
」
つ
ま
り
唯
一
者
キ
リ
ス
ト
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
文
法

か
ら
考
え
ま
す
と
、
そ
の
二
句
前
に
ご
ざ
い
ま
す
第
一
〇
五
句
の
「
或
る
神
（
ア
イ
ン
ー
ゴ
ツ

土
）
を
受
け
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
は
大
変
微
妙
な
所
で
す
。
「
或
る
神
」
と
は
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
ポ
イ
ボ

ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
如
き
悲
劇
神
話
の
神
々
の
中
の
「
或
る
神
」
（
ア
イ
ン
ー
ゴ
ッ
ト
）
」
な
の

で
す
か
ら
、
無
冠
詞
で
表
記
し
ま
す
唯
一
な
る
「
神
（
ゴ
ッ
ト
）
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ

ろ
が
、
文
法
上
こ
の
「
或
る
神
（
ア
イ
ン
ー
ゴ
ッ
ト
）
」
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
第
一
〇
七
句

の
代
名
詞
「
エ
ア
」
は
、
引
き
続
い
て
読
ん
で
参
り
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
「
或
る
神
」
な
ら

ぬ
「
神
自
身
（
エ
ア
…
ゼ
ル
プ
ス
ト
）
」
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
従
い
ま
し
て
、
第
一
〇
七
句
の
代
名
詞
「
エ
ア
」
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
「
或
る
神
」
を
受

け
る
と
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
自
身
」
を
指
す
両
義
性
の
只
中
に
あ
り
ま
す
。
更
に
当

の
代
名
詞
「
エ
ア
」
の
前
後
に
ご
さ
い
ま
す
動
詞
の
時
制
に
注
意
し
て
み
ま
す
と
、
そ
の
前
の

第
一
〇
六
句
ま
で
は
動
詞
が
現
在
時
制
で
あ
り
ま
す
が
、
第
一
〇
七
句
と
第
一
〇
八
句
は
動
詞



２

『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
ヘ
の
註
解
』
第
一
章

次
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
「
中
間
休
止
」
の
理
論
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
美
学
論
文
を
見
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
詩
人
が
例
の
ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
の
両
作
品
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
王
』
と
『
ア

ッ
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
の
ド
イ
ッ
語
訳
を
一
八
〇
四
年
に
刊
行
い
た
し
ま
し
た
折
に
、
各
々
の
悲
劇

に
附
し
た
「
註
解
」
の
こ
と
で
、
資
料
㈲
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
、
一
つ
は
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー

ス
ヘ
の
註
解
』
、
も
う
一
つ
は
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
ヘ
の
註
解
』
と
申
し
ま
す
。

　
話
題
の
「
中
間
休
止
」
に
関
し
ま
し
て
は
、
両
註
解
各
々
の
第
一
章
で
同
じ
こ
と
が
語
ら
れ

て
お
り
ま
す
の
で
、
此
所
で
は
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
ヘ
の
註
解
』
か
ら
問
題
点
を
取
り
出
し
て

み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
資
料
㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
そ
こ
の
心
に
掲
げ
ま
し
た
一
節
で
念
頭
に
あ

り
ま
す
の
は
、
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
王
』
の
方
で
す
。
訳
し
て
み
ま
す
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
作
品
内
の
諸
表
象
の
律
動
の
在
り
方
が
こ
う
だ
と
す
る
と
、
つ
ま
り
、
常
軋

　
　
を
逸
し
た
迅
速
な
流
れ
に
よ
り
、
作
品
前
半
の
表
象
群
が
、
作
品
後
半
の
表
象
群
に
よ
り

　
　
拉
し
去
ら
れ
る
と
す
る
と
、
そ
の
必
然
と
し
て
、
中
間
休
止
（
カ
エ
ス
ー
ラ
）
、
換
言
す

　
　
れ
ば
、
こ
の
律
動
の
流
れ
に
逆
行
す
る
中
断
は
、
作
品
の
前
方
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
か
く
し
て
作
品
の
前
半
が
後
半
に
対
し
て
言
わ
ば
守
ら
れ
、
平
衡
が
獲
ら
れ
る
。
蓋
し
、

　
　
こ
の
平
衡
の
傾
き
は
、
正
に
後
半
部
が
元
来
迅
速
で
、
前
半
部
よ
り
重
み
が
あ
る
と
思
わ

　
　
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
対
し
て
中
間
休
止
が
（
前
方
で
）
働
く
た
め
、
む
し
ろ
後
方
か
ら
前

　
　
方
へ
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

皆
様
も
良
く
御
存
知
の
悲
劇
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
王
』
の
筋
は
、
そ
の
冒
頭
に
お
き
ま
し
て
、

賢
者
の
誉
高
い
王
と
し
て
現
れ
ま
し
た
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
の
言
わ
ば
無
知
の
知
が
、
次
第
次
第

に
緊
張
が
高
ま
り
ゆ
く
劇
の
展
開
に
織
り
成
さ
れ
顕
わ
と
成
る
必
然
過
程
に
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
の
不
可
避
の
自
己
認
識
の
様
は
、
あ
た
か
も
思
索
書
に
て
学
知
が
明
ら
か
と
な
る
姿
に

似
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
始
め
は
日
常
意
識
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
一
見
何
事
も
無
さ
そ
う
な
こ
の

常
識
の
外
観
が
解
体
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
あ
か
ら
さ
ま
な
真
理
が
立
ち
現
れ
る
と
い
う
風
で
あ

り
ま
し
て
、
『
オ
イ
デ
ィ
ー
プ
ス
王
』
の
場
合
、
全
て
が
明
ら
か
と
な
り
ま
す
破
局
に
向
か
い
、

諸
表
象
は
井
堰
切
っ
て
な
だ
れ
込
み
、
こ
の
悲
劇
で
は
後
半
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
一
層
と
緊
張

が
高
ま
り
劇
が
盛
り
上
が
り
ゆ
き
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
こ
の
様
に
後
方
へ
と
重
心
の
か
か
る

作
品
全
体
に
「
平
衡
」
を
得
さ
せ
る
た
め
に
、
「
中
間
休
止
」
が
前
方
で
伸
し
掛
か
る
こ
と
に

三
四

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像
　
（
高
橋
）

な
り
ま
す
。

　
他
方
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
の
場
合
は
、
資
料
㈲
の
哨
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
れ
も
訳
し
て
お

き
ま
す
。

　
　
今
度
は
、
作
品
の
諸
表
象
の
律
動
の
在
り
方
が
こ
う
だ
と
す
る
と
、
つ
ま
り
作
品
後
半
の

　
　
表
象
群
が
、
作
品
前
半
の
表
象
群
に
よ
り
圧
迫
さ
れ
る
と
す
る
と
、
例
の
中
間
休
止
（
カ

　
　
エ
ス
土
フ
）
は
後
方
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
（
重
い
）
前
半
に
対
し

　
　
て
守
ら
れ
る
べ
き
は
後
半
部
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
、
平
衡
は
む
し
ろ
後
方

　
　
へ
と
傾
く
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
半
が
後
半
に
乗
り
出
し
て
来
る
の
で
、
故
に
平

　
　
衡
は
後
方
に
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
が
計
測
法
則
で
あ
る
。

此
所
で
前
半
が
重
い
と
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
が
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
で
す
。
確
か
に
、

こ
の
悲
劇
で
は
既
に
作
品
冒
頭
に
お
い
て
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
の
決
断
を
迫
る
運
命
の
動
機

が
高
鳴
り
、
兄
弟
に
対
す
る
自
然
の
心
に
従
う
か
、
或
い
は
そ
れ
に
矛
盾
す
る
国
法
の
定
め
に

従
う
か
、
と
言
う
二
者
択
一
を
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
が
妹
に
迫
り
ま
す
。
か
く
し
て
破
局
へ
の
突

破
口
は
始
め
か
ら
聞
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
前
方
へ
の
決
壊
へ
と
の
め
摺
り
込
ま
な
い
よ

う
に
と
、
作
品
後
方
で
「
中
間
休
止
」
が
押
し
留
め
る
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
考
え
て
い
る
よ
う

で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
話
題
の
「
中
間
休
止
」
を
詩
人
が
、
概
念
や
観
念
と
し
て
単
に
理
論
上
で
提
示

し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
「
中
間
休
止
」
は
、
各
々
の
作
中
に
お
け
る
具
体

的
な
登
場
人
物
の
言
葉
に
現
れ
る
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
資
料
㈲
の
０
で
言
及
さ
れ
ま

す
盲
目
の
予
言
者
「
テ
イ
レ
シ
ア
ー
ス
の
発
言
」
で
す
。
後
半
の
重
い
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
王
』

で
は
前
半
に
、
前
半
の
重
い
『
ア
ン
デ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
で
は
後
半
に
、
「
中
間
休
止
を
形
造
る
テ

イ
レ
シ
ア
ー
ス
の
発
言
」
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
盲
目
の
予
言
者
の
言
葉
は
、
目
明
き
に

は
見
え
な
い
意
識
の
奥
底
に
宿
る
無
明
の
淵
を
覗
か
せ
、
こ
の
無
明
の
心
眼
（
心
の
目
）
を
通

し
て
の
み
、
一
条
の
光
明
が
悲
劇
誕
生
の
陰
惨
な
る
時
空
へ
と
、
あ
た
か
も
稲
妻
の
雷
光
の
如

く
到
来
し
ま
す
。
恐
ら
く
こ
の
「
中
間
休
止
」
に
関
し
ま
し
て
は
、
先
に
触
れ
ま
し
た
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
言
葉
で
以
て
「
世
界
か
ら
距
離
を
と
る
」
と
申
し
ま
す
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
世
界
」
そ

の
も
の
が
詩
人
も
読
者
も
諸
共
に
、
無
明
な
す
心
眼
の
空
無
へ
と
開
か
れ
る
と
言
う
べ
き
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
世
界
」
の
「
運
命
の
歩
み
の
只
中
へ
と
テ
イ
レ
シ
ア
ー
ス
が
踏
み

込
ん
で
来
る
」
か
ら
で
す
。
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パ
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歌
創
作

高
　
橋
　
克
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皆
様
の
中
に
も
御
存
知
の
方
々
が
お
ら
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
美
学
理

論
で
実
作
の
詩
歌
が
解
明
さ
れ
る
場
合
は
稀
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
事
が
後
期
の
雄
大
な
讃
歌

や
思
想
詩
と
な
り
ま
す
と
、
理
論
に
よ
る
解
明
は
一
層
と
困
難
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
従
い
ま

し
て
、
詩
人
の
美
学
理
論
を
踏
ま
え
た
考
察
が
、
と
か
く
頌
歌
（
オ
ー
デ
）
の
様
な
形
式
の
掴

み
易
い
作
品
に
傾
き
が
ち
と
な
る
の
も
止
む
を
得
な
い
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

　
例
え
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
造
詣
の
深
か
っ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
此
所
で
話
題
と
い
た
し
ま

す
「
中
間
休
止
（
カ
エ
ス
ー
ラ
）
」
を
読
み
取
り
ま
し
た
の
も
、
資
料
剛
に
示
し
ま
し
た
「
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
ー
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
二
つ
の
詩
」
、
つ
ま
り
『
詩
人
の
気
力
』
と
『
気
力
喪
失
』

の
二
つ
の
頌
歌
（
オ
ー
デ
）
を
考
察
し
た
折
で
あ
り
ま
し
た
し
、
ま
た
手
塚
富
雄
著
作
集
・
第

一
巻
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
「
音
調
転
移
説
」
の
実
作
へ
の
適
用
例
、
す
な
わ
ち
資
料
②
に

掲
げ
ま
し
た
ラ
イ
ア
ン
の
研
究
書
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
音
調
転
移
説
』
で
の
分
析
に
お
い
て
扱

わ
れ
て
お
り
ま
す
の
も
、
『
ア
ル
ペ
ン
山
麓
に
て
歌
う
』
と
題
し
た
頌
歌
（
オ
ー
デ
）
で
あ
り

ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ー
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
二
つ
の
詩
』
に
お
き
ま
し
て
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
申
し
ま
す
「
中
間
休
止
（
カ
エ
ス
ー
ラ
）
」
に
つ
い
て
多
少
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
当

該
の
頌
歌
（
オ
ー
デ
）
『
気
力
喪
失
』
の
第
二
二
句
か
ら
第
二
四
句
に
か
け
ま
し
て
は
、
資
料

③
に
示
し
ま
し
た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
え
る
「
中
間
休
止
」
と
は
、
詩
行
の
句
切
り
の
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
こ
の
句
切
り
方
に
お
い
て
詩
人
の
自
由
を
、
つ
ま
り
歌
わ
れ
ま
し
た
「
あ
ら
ゆ

る
形
象
と
そ
の
世
界
」
に
拘
束
吝
れ
る
こ
と
な
き
知
性
の
自
主
独
立
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
重
視

し
ま
し
て
、
こ
の
詩
人
の
知
性
の
自
律
（
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ア
古
を
、
作
品
の
世
界
が
統
一
さ
れ

る
根
拠
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
様
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
中
間
休
止
」
に
関
す
る
理
論
は
、
ど
ち
ら
か
と
申
し
ま
す
と
、

作
品
論
よ
り
は
、
む
し
ろ
作
家
論
へ
と
傾
い
て
い
る
と
申
せ
ま
す
。
つ
ま
り
詩
人
の
創
作
し
た

作
品
全
体
に
君
臨
す
る
知
性
（
ロ
ゴ
ス
）
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
ぃ
詩
歌
象
徴
（
ミ

ュ
ー
ト
ス
）
の
各
々
の
個
別
性
は
捨
て
去
ら
れ
、
普
遍
を
目
指
す
哲
学
知
が
凱
歌
を
奏
し
、
各

々
の
作
品
の
一
字
一
句
を
詩
人
の
世
界
全
体
へ
の
窓
と
す
る
文
献
学
の
出
る
幕
は
な
く
な
り
そ

う
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
当
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
自
身
が
、
「
中
間
休
止
」
を
考
察
い
た
し
ま
し
た
の
は
、

実
は
個
別
作
品
、
つ
ま
り
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
王
』
や
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
で
あ
り
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
古
代
ギ
リ
シ
ア
精
神
一
般
で
も
な
く
、
ま
た
両
悲
劇
の
実
作
者
ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
の
思

想
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
詩
人
は
一
重
に

ら
ず
、
更
に
神
話
（
ミ
ュ
ー
ト
ス
）
の
内
実
を
も
含
ん
だ

の
皮
衣
に
包
ん
で
後
世
に
残
し
た
の
で
す
。

離
（
ロ
ゴ
ス
）
　
の
骨
組
み
の
み
な

を
、
母
国
語
に
よ
る
詩
歌
象
徴

　
し
か
も
、
こ
の
神
話
詩
歌
の
骨
肉
皮
衣
の
化
身
が
、
他
な
ら
ぬ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
円
熟
期
の
讃

歌
や
思
想
詩
の
雄
篇
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
折
節
に
話
題
と
な
り
ま
す
頌
歌
（
オ

ー
デ
）
は
、
成
熟
し
た
個
別
作
品
の
成
立
以
前
に
、
詩
人
が
自
ら
の
創
作
方
法
を
主
体
的
に
確

立
せ
ん
と
し
て
言
葉
と
取
り
組
ん
で
い
る
現
実
と
看
倣
せ
ま
し
ょ
う
。
従
い
ま
し
て
、
言
葉
は

未
だ
実
作
者
の
意
図
を
垣
間
見
せ
る
手
段
と
化
す
る
危
険
が
あ
り
、
実
作
品
の
言
葉
そ
の
も
の

に
思
想
そ
の
も
の
が
宿
り
受
肉
し
た
詩
歌
象
徴
と
な
る
迄
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
申
せ
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
の
悲
劇
作
品
の
双
璧
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
と
『
オ

イ
デ
ィ
プ
ー
ス
王
』
の
神
話
（
ミ
ュ
ー
ト
ス
）
こ
そ
、
敢
て
古
典
の
鏡
と
言
う
に
相
応
し
い
、

ギ
リ
シ
ア
精
神
の
化
身
で
あ
り
、
実
作
者
の
「
体
験
と
創
作
」
な
ど
過
去
の
彼
方
に
遠
離
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
正
に
当
の
古
典
神
話
の
只
中
に
、
後
世
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
「
中
間
休
止
」

を
も
考
慮
し
、
単
に
理
論
を
示
す
散
文
表
現
に
留
ま
ら
ず
、
か
つ
そ
の
実
践
と
し
て
、
自
ら
の

思
想
詩
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
き
ま
し
て
、
こ
の
「
中
間
休
止
」
を
当
詩
歌
の
白
眉
キ
リ

ス
ト
像
に
具
現
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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②
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ー
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註
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第
一
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③
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ぶ
ど
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一
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七
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の
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四
（
苔
頁
丿
六
（
3
1
）
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欧
文
資
料
（
当
日
配
布
）
。

　
(
Ｍ
ａ
t
ｅ
ｒ
i
a
l
i
e
n
　
／
　
Ｍ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
i
a
ｕ
ｘ
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七
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3
0
）
頁
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八
（
2
9
）
頁

三
六

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像
　
（
高
橋
）

研
究
発
表
要
旨

　
　
（
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
編
『
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
第
二
Ｉ
号
、
三
修
社

　
　
一
九
八
八
年
一
〇
月
三
〇
日
刊
、
一
一
三
頁
所
収
）

　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
頌
歌
を
論
じ
た
折
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
中
間
休
止
」
を
「
あ
ら
ゆ
る
形
姿

と
そ
の
世
界
か
ら
詩
人
の
と
る
べ
き
距
離
」
に
関
連
せ
し
め
、
創
作
さ
れ
た
作
品
全
体
に
君
臨

す
る
知
性
の
自
由
を
重
視
し
た
。
蓋
し
こ
の
様
な
作
者
主
体
の
一
般
理
論
で
以
て
、
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ッ
が
「
中
間
休
止
」
を
考
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
詩
人
は
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス

王
』
と
か
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
と
言
っ
た
個
別
作
品
に
具
現
さ
れ
た
神
話
に
着
眼
し
、
こ
の

悲
劇
神
話
に
君
臨
す
る
「
運
命
の
歩
み
の
只
中
へ
と
踏
み
込
ん
で
く
る
盲
目
の
予
言
者
テ
～
レ

シ
ア
ー
ス
の
発
言
」
に
「
中
間
休
止
」
を
見
た
の
で
あ
る
。

　
故
に
実
作
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
「
中
間
休
止
」
を
考
察
す
る
に
し
て
も
、
「
体
験
と

創
作
」
と
言
っ
た
詩
人
主
体
の
観
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
詩
歌
作
品
そ
の
も
の
に
結
晶
し
た
一
回

限
り
の
表
現
に
留
意
す
る
の
が
本
筋
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
浮
上
す
る
の
が
、
当
詩
歌
の
第
一
〇

七
句
で
歌
わ
れ
た
キ
リ
ス
ト
像
「
エ
ア
」
で
あ
る
。
こ
の
微
か
な
代
名
詞
で
以
て
、
「
或
い
は

も
し
か
す
る
と
神
自
身
も
ま
た
…
」
と
問
い
か
け
る
よ
う
に
言
及
さ
れ
る
西
欧
キ
リ
ス
ト
教

の
唯
一
者
は
、
あ
た
か
も
前
述
の
盲
目
の
予
言
者
の
如
く
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
中
央
部
「
ギ

リ
シ
ア
の
昼
」
（
第
五
五
句
－
第
一
〇
八
句
）
に
君
臨
す
る
「
偉
大
な
る
運
命
」
（
第
六
二
句
）

の
「
歩
み
の
只
中
へ
と
踏
み
込
ん
で
く
る
」
と
考
え
ら
れ
る
。

　
４
　
加
も
そ
れ
は
昼
間
の
碧
空
に
夕
方
ほ
の
か
に
占
る
白
い
月
影
に
似
て
、
言
わ
ば
実
在
感
な

き
仮
象
と
し
て
慎
ま
し
く
密
や
か
に
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
正
に
「
ギ
リ
シ
ア
の
昼
」
か
ら
終

結
部
「
西
欧
の
夜
」
（
第
一
〇
九
句
－
第
一
六
〇
句
）
　
へ
の
微
妙
な
繋
ぎ
目
な
す
「
中
間
休
止
」

を
形
造
り
、
そ
し
て
作
品
全
体
に
お
い
て
は
、
「
偉
大
な
紡
漣
命
」
を
最
高
潮
と
し
た
讃
歌
燃

焼
に
対
し
二
言
わ
ば
空
無
の
零
点
「
エ
ア
」
と
し
て
立
ち
開
か
る
。
こ
の
様
は
作
品
前
半
の
重

い
表
象
群
に
拉
し
去
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
に
お
い
て
「
中
間
休
止
」
が

後
方
で
伸
し
掛
か
る
の
に
似
て
お
り
、
轟
然
た
る
運
命
に
よ
る
決
壊
へ
と
の
め
摺
り
込
ま
ぬ
よ

う
、
作
品
全
体
に
平
衡
を
獲
さ
せ
る
の
が
こ
の
目
的
な
の
で
あ
る
。



DAS　CHRISTUSBILD　IN　HOLDERLINS　,,BRO:Ｄ

　　　ｌ　　･･　　　・Kobe。15.11.1987

UND　WEIN"

　TAKAHASHI,･ Ｋ痘七sumi

(１)。Brod und Wein" ‾ Abendmahlselemente　　：　ｊ

　　　　,･Broc!．'ﾚｰ∧Christi ・,Leib？　　　　　　　　　　＼

　　　　,Wein' ― Christi　,Blut'　　　　　　　　　　　＞

　　゛Evangelium des Matthaus XXV工. 26ff.

(２)。Ｂｒ‘odund Wein'に9.Str. V.155-156 ：　ＳｔＵ七tgarter Ausgabe

　　Aber indessen kommt als Fakelschwinger des Hochsten

　　　Sohn, der上了lｙがＪｿr,unter die Scha七七en herab.

(3)Das Christusbild in ,,Brod und Wein"： Ｓ七Ａ２． 90-95.

　　工．ＴＥ工Ｌ：　DieNacht

　　　　l.Str･バV.1-18)　　　　　　　　　　　　ニ　　　　ニ　　･●　‥

　　　2.S七r.(V.19-36)　　ニ．　　　　　　　　　　　＼　　　．･

　　　　3.Str.(V.3ツー５４)　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　づ

　工工．ＴＥ工L:　Dergriechische Tag　　ニ

　　　・４･．Ｓ七ｒ･.(V.55-72)　　　　　　．．　　　　　　犬　ニ＼．／

　　　　５．Ｓ七r.(V.73-90)　　　　　　　　　　　犬＼　　　　　　ニ

(=StA)･2･. 95

　　　　155

　　156

　　　6.Str.(V.91-108)：　V.107f･ T, (5),,0der er kam auch selbst”

:t工I.TE工Ｌ：　Diehesperische Nacht 犬　　　．･･．･・　･･　　　　　　　　　　　　　．･．

　　　r.Str.(V･.109-124)　　　　　　　　　　　．ト　　　　　　ト　　ト

　　　８．Ｓ七r.(V.125-142)にV.129f。-１(４)。ein stiller Genius”

一･　９心七r.(V.143-160): V.155f。t- (2)･。der Syrier¶に･　　　…………

　゛Schmidt, Ｊｏｃ卜ｅｎ：　Holderlins Elegie 。Brod und Wein” 1968.　Ｓ･.9f.：

　　Der ｆｏかmale Aufbau des Gedichts

　　　A)Die ｅｒｓ七ｅＳ七rophentrias･：　die Nach七　＼し　　　　　　｀　　　・∧・　　∧

･，　B)Die　zweite Strophentrias：　ｄｅかgriechische Tag　　　　　　　十

　ト　C)Die ｄｒｉ七七eStrophentrias：　die hesperische Nacht

(４)。Brod und Weln" 8.Str. V.127-132：　StA 2. 94に　　ニ　　　　∧ニ

　。‘　　　　Alsder Vater gewand七sein Angesicht von den Menschen,
Dike　　　　　一一一一一一一一一一－一一一一－　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　Und das Trauern mit Recht uber ｄとｒErde begann,　十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿_＿_＿＿＿＿＿
　　　　Ｉ　

Als erschienen zu lezt ein stiller Genius ／himmlisch上　ゲ　　　十
咆３:Iﾆ)万ｅ’二言五百片雲ﾕｿ乱よﾆﾑﾌﾞ祐gs Ende v謡屈芯;tてご5T:;ふmnd, 130

　　　　　　　LieBzum Zeichen, daB einst旦£ｄａ gewesen und wieder ＼

Kame･,． himmlische einige Gaaben zuruk,

(5),,das himmlische･Fest"(･Ｖ．。108)

(８)。Seeliges Griechenland”(Ｖ。５５)

（５）。Brod und Wein'「6.Str. V.105-108：　ＳｔＡ･ ２．,。･９３．　　　　　　　　　　　１ト　　　･‥

　Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des しMannes ein ＧＱ七七nicht,　１０５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　Drukt den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen ａｕｆ?　　　　丿　〉

　Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an

　　　　　Ｗ　　　　　　　　-　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　Und vollendet' und schloB trostend das himmlische Fest.ﾄ

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　ｔ（４）．･,,der himmlische Chor"(V.132)

゛Oder er kam auch selbst und　．‥‥　　　　　　　　　　　　　　　ｌ

　Ｉ●　　（Ｓ=Ｖ･）　　　　　　　　　　　　　　　　　●　丿　　　　　　　　　　コ

リー

Hellas

　→蒼
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三
八

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像

（
高
橋
）

{6)Pezold, Emil：　Holderlins Brod犬und Wein. Sambor. 1896-97.　・。・・・

Neudruck：　Darmstadt. Wi串enschaftliche Buchgesellschaft。1967. S.119.

In den V.105-108 scheint Holderlin vorzuglich Euripides vor Augen ge-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿
habt zu haben. Dass dieser die Ｇ６七七ｅｒりaufiger als die ar!deren Tragi-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿_＿_＿＿＿＿＿．

ker auf die Buhne brachte und vom deus
　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿．

Gebrauch machte, ist bekannt.

＿＿＿＿＿＿

ex mach工na den ausgiebigsten

＿＿＿＿＿＿＿＿＿一　　　一一－－－－一一一

゛Schmidt： op.cit. S.107：　Uber V.105-106.　　　　　　　　　　／

　Wichtig vor allem die 。Bacchen” des Euripides, die schon〉auf Grund
　－－－－－－－－－一一－－－一一－－一一一一一－－－一一－－一一一一－－一一－－一一　ihres Stoffes eine fast enzyklopadiscれｅ Zusammenfassung des Wissens

　liber des Gottes Wesen und Ｗμ

(7)Holderlin 。Anmerkungen zur Antigona” 工工工：　StA ５，　２６り．

　Ｄｉｅ七ragische Darstellung beruhet, wie in den Anmerkungen zum Oedipus

　angedeutet ist, darauf, dafl der unmittりLbare Gott, ganz Eines mit dem

　Menschen (denn der Gott eines Apostels ist mittelbarerヽ,＼ ist hochster
　　　　　　　　　　　　　一一－－＿＿＿＿＿－－－－一一一一＿＿＿＿　　　－－－＿＿＿＿＿＿＿＿　yl旦rstand in hochstem Geis五回daB die unendliche Be,慶|でsterung十unend-　＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。。

　lich, das heiBt in Gegensazzen, im BewuBtseyn。welches das BewuBtseyn

　aufheb七' heilig sich scheidend, sich ｆ郎七, und der Gott, in der Ｇｅ一犬

　虻咳辻二des Todes, geg回避irtig ｉｓｔ･　　　　　　　　　　　　　　　　＼

(８)。Brod und Wein” ４．Ｓ七r. V.55 / V.61-64:　StA 2. 91-92.･･　　　　　　　＼

旦旦旦!igesGriechenland!　　‥．
● ● ● ● ●

ﾓ1４)。der himmlische Chorヽ"(V.132)

５)。das himmlische Fest”(V.108)

Wo, wo leuchten sie denn, die fernhintreffendenしSpriiche？
　　Delphischlummert und wo 七onet das∧ｇｌ!oBeGeschik?Ｉ
Wo ist das schnelle？ wo brichtsにallgegenwaかtigen Gluks voll
　　Donnerndaus heiterer Ｌｕｆ七liberdie Augen herein？

1
２
3
４

6
6
6
6

(9)Schiller 。Die Cotter Griechenlandes” １．Fas. 1788. Str.l5. V.113f

　Nationalausgabe (=NA) 1. 193.　　　　　レ　　　　　　　　　上　‥‥‥‥

　　　Nachder Geister schrecklichen Gese七zen

　　　richtete kein heiliger Ｂａｒりar,･　　　　　　　　　　　＿＿＿＿

(lO)Holderlin ･。iJberReligion･１：ｊStA 4. 281.

蝕竺Ｊ竺二町七暦， 孝●●●●

11３

11４

　　　Soware旦!!旦＿旦旦:りj延!２ｎihrem Wesen nach ｒ坦旦左1旦旦１．／‥

(ll)Holderlin。ＧＩ‘und zum Empedokles":　StA ４．。153f.一犬/150.

●●●

ｔ言ぽ平

, so ｄａβin diesem Moment, in dieser Geburtプder hochs七色ｎ Feind-

　　seeligkeit die hochste Versohnung wlrklich zu seyn scheint.
　　-　-　　　　　・　　　　　心　　　　　　。　　。　・ｗ

　　Allgemeiner Grund。 Es ist ｄｉｅ七iefste工nnlgt!elt, die sich im tragi-

　　schendramatischen Gedich･七ｅausdrlikt.　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥

゛。Brod und Wein”' als ein tragisches Seelendrama im ａりendlandischen Be-

　　　wuBtsein betrachtet　　　　　　　　　　　　‥　　　　　十　　　　　　　尚

Das Christusbild in Hblderliりｓ 。Brod und Wein"

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TAKAHASH工IKatsumi

　　‥　　　　　　　ヶ　　　　　　　　　　　Herbst 1987



三
九

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

　
御
存
知
の
よ
う
に
、
「
月
影
」
は
夜
の
闇
が
訪
れ
ぬ
う
ち
に
、
青
空
に
も
聯
か
に
点
り
ま
す
。

ふ
と
妙
か
と
は
な
し
に
碧
空
に
は
白
い
「
月
影
」
が
見
い
出
さ
れ
ま
す
。
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

第
一
〇
七
句
の
キ
リ
ス
ト
像
も
そ
の
様
な
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
も
「
月
影

（
Ｍ
ｏ
乱
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
)
ｊ
と
は
文
字
通
り
「
仮
象
（
シ
ャ
イ
ン
）
」
で
あ
り
、
実
在
と
し
て
「
在
り
て

在
る
者
」
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
丁
度
そ
の
様
に
第
一
〇
七
句
の
キ
リ
ス
ト
像
も
、
押
し
つ
け

が
ま
し
く
な
く
、
何
時
と
は
な
し
に
そ
れ
と
解
か
る
の
で
す
。

　
こ
れ
に
反
し
ま
し
て
、
古
典
古
代
没
落
以
降
キ
リ
ス
ト
は
太
陽
の
如
き
歴
然
と
し
た
真
理
と

し
て
君
臨
し
て
お
り
ま
し
た
。
実
際
キ
リ
ス
ト
の
神
言
（
ロ
ゴ
ス
）
の
権
威
に
よ
り
、
夥
し
い

古
典
古
代
の
神
々
が
偶
像
と
し
て
破
壊
さ
れ
、
こ
の
偶
像
破
壊
の
猛
威
は
西
欧
帝
国
主
義
の
植

民
地
拡
大
と
と
も
に
世
界
各
地
に
及
び
、
最
も
悲
惨
な
例
は
南
米
に
お
け
る
略
奪
殺
戮
と
教
会

建
設
に
見
い
出
さ
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
成
立
背
景
を
な
し
て
お
り
ま
す
十
八
世
紀
の
啓
蒙
と
革

命
の
時
代
に
は
、
こ
の
世
界
に
冠
た
る
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
に
厳
し
い
自
己
批
判
の
眼
光
が
燦
め

き
、
あ
た
か
も
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
の
如
く
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
も
自
ら
の
矛
盾
に
気
付
き
ま
す
。

例
え
ば
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
縁
の
深
い
古
典
ギ
リ
シ
ア
は
、
皆
様
も
御
存
知
の
ツ
ィ
ン
グ

ル
マ
ン
の
筆
の
力
に
よ
り
、
西
欧
の
美
意
識
の
古
里
と
し
て
堀
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
心
の
古
里
を
破
壊
し
た
の
が
、
実
は
他
な
ら
ぬ
キ
リ
ス
ト
者
自
身
で
あ
る
こ
と
も
後
に
明

確
に
自
覚
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
代
表
例
が
、
資
料
㈲
に
示
し
て
ご
ざ
い
ま
す
シ
ラ
ー
の
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
初
稿
で

あ
り
ま
し
て
、
そ
の
第
十
五
節
の
第
一
一
四
句
に
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
本
質
が
「
神
聖
な
る
野

蛮
人
(
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ａ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
)

ｊ
と
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
『
パ
ッ
と
ぶ
ど
う
酒
』

で
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
を
歌
う
に
際
し
ま
し
て
、
こ
の
シ
ラ
ー
の
作
品
を
念
頭
に
置
い
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
心
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
を
偶
像

と
し
て
し
ま
う
叡
知
（
ロ
ゴ
ス
）
の
神
自
身
キ
リ
ス
ト
が
、
太
陽
の
如
き
晴
や
か
な
姿
で
登
場

す
れ
ば
、
そ
の
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
と
し
て
の
性
格
を
隠
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
「
神
自
身
」
が
「
月
影
」
の
如
く
、
隠
れ
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
ｓ
ｓ

『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
〇
七
句
で
は
、
幽
か
に
代
名
詞
「
エ
ア
」
と
し
て
現
わ
れ
る
や
、

直
ち
に
動
詞
の
過
去
形
「
カ
ー
ム
（
来
臨
し
た
）
」
と
と
も
に
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
へ
隠

れ
る
の
で
す
。
他
方
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
中
央
部
の
「
ギ
リ
シ
ア
の
昼
」

に
お
き
ま
し
て
、
古
典
悲
劇
祝
祭
の
時
空
に
「
無
媒
介
直
接
の
神
」
と
し
て
、
英
雄
の
「
死
の

姿
を
と
り
現
前
成
就
」
し
ま
す
。
こ
れ
は
言
わ
ば
、
あ
か
ら
さ
ま
な
真
理
そ
の
も
の
が
白
日
の

下
に
破
邪
顕
正
さ
れ
る
壮
絶
な
世
界
で
す
。

　
も
し
何
処
ま
で
も
「
在
り
て
在
る
者
」
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
神
自
身
キ
リ
ス
ト
の
叡
知
（
ロ

ゴ
ス
）
は
、
西
欧
の
心
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
神
話
（
ミ
ュ
ー
ト
ス
）
の
神
々
を
偶
像
と
し
て
微
塵

に
砕
く
「
神
聖
な
る
野
蛮
人
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
あ
か
ら
さ
ま
な
真
理
な

す
「
神
自
身
」
が
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
は
敢
て
「
神
話
の
神
(
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｙ
t
邑
）
へ

と
隠
れ
、
言
わ
ば
「
月
影
」
の
仮
象
と
し
て
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
に
現
わ
れ
、
か
つ
消
え

ま
す
。
か
く
し
て
資
料
�
に
示
し
ま
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
自
身
の
言
葉
通
り
、
「
す
べ
て
宗
教

の
本
質
は
詩
歌
象
撒
込
な
る
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
の
陰
影
あ
る
「
仮
象
」
と
し
て
の
詩
歌
象
徴
キ
リ
ス
ト
像
が
同
時
に
、
古
典
ギ

リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
と
を
繋
ぐ
「
宥
和
す
る
者
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
資
料
�
に
掲
げ

ま
し
た
論
文
『
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ー
ス
の
基
底
』
に
お
き
ま
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
こ
う
申
し

て
お
り
ま
す
。

　
　
か
く
し
て
、
こ
の
瞬
間
に
、
こ
の
最
高
の
敵
意
(
Ｆ
ｅ
ｉ
ｎ
ｄ
ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
)
の
誕
生
の
只
中
で
。

　
　
至
高
の
宥
和
(
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｈ
ｎ
ｕ
ｎ
ｇ
)
実
現
の
仮
象
（
シ
ャ
イ
ン
）
が
立
て
ら
れ
る
。

こ
の
「
宥
和
」
の
「
仮
象
」
と
し
て
、
『
パ
ン
と
ぶ
よ
う
酒
』
第
一
〇
七
句
の
キ
リ
ス
ト
像
は

考
え
ら
れ
ま
す
ク
そ
し
て
、
こ
の
仮
象
な
す
月
影
の
如
き
「
神
白
身
」
に
お
き
ま
し
て
、
そ
の

資
料
�
に
掲
げ
ま
し
た
論
文
の
眼
目
と
な
り
ま
す
「
最
深
の
親
密
性
（
―
’
｛
・
ぼ
乙
～
侭
耳
｝
」

も
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
「
最
深
の
親
密
性
」
は
一
切
の
慣
れ
合
い
を
拒
む
も
の
で
あ
り
、
「
最
高
の
敵
意
」
を
前
提
と

し
て
お
り
ま
す
故
に
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
と
が
画
然
と
明
暗
を
織
り
成
し
、

昼
と
夜
と
に
分
離
さ
れ
ま
す
繋
ぎ
目
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
探
求
し
て
参
り
ま
し
た
『
パ
ン

と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
〇
七
句
の
代
名
詞
「
エ
ア
」
に
見
い
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
従
い

ま
し
て
、
こ
の
幽
か
な
代
名
詞
「
エ
ア
」
は
実
に
目
出
た
ぬ
言
葉
で
す
が
、
言
わ
ば
台
風
の
目

の
如
く
作
品
の
中
心
を
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
様
に
私
は
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
〇
七
句
の
キ
リ
ス
ト
像
を
考
え
、
こ
の
作
品
で

も
し
キ
リ
ス
ト
像
が
問
わ
れ
ま
す
な
ら
ば
、
ま
ず
第
一
に
こ
の
第
一
〇
七
句
の
代
名
詞
「
エ
ア
」

こ
そ
が
「
神
自
身
」
と
し
て
真
剣
に
問
わ
れ
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
私
の

存
じ
ま
す
限
り
、
今
ま
で
は
と
か
く
第
八
節
や
第
九
節
の
キ
リ
ス
ト
像
の
方
が
話
題
と
な
り
易

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
し
異
論
が
御
座
い
ま
し
た
ら
、
是
非
お
聞
か
せ
い

た
だ
く
と
し
て
、
私
の
発
表
は
こ
れ
に
て
閉
じ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。



９

第
一
〇
七
句
の
「
徽
（
エ
ア
）
」

　
　
　
　
　
　
　
ｓ
３
　
　
χ
ｓ
　
　
か
す

　
こ
の
微
妙
な
分
離
と
繋
ぎ
の
幽
か
な
目
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
が
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

の
第
一
〇
七
句
の
目
立
た
ぬ
代
名
詞
「
彼
（
エ
ア
）
」
と
思
わ
れ
ま
す
。
既
に
申
し
上
げ
ま
し

た
通
り
、
文
法
上
こ
の
代
名
詞
は
先
行
の
名
詞
、
第
一
〇
五
句
の
「
或
る
神
「
ア
イ
ン
ー
ゴ
ッ

上
」
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
第
一
〇
七
句
を
読
み
進
ん
で
参
り
ま
す
と
、

古
典
ギ
リ
シ
ア
の
「
或
る
神
」
な
ら
ぬ
「
神
自
身
（
エ
ア
ー
ゼ
ル
プ
ス
ト
）
」
と
し
て
「
人
の
姿
」

を
と
り
受
難
し
た
キ
リ
ス
ト
が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。

　
　
此
所
で
注
目
す
べ
き
は
第
一
〇
七
句
冒
頭
の
歌
わ
れ
方
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
断
言
を

つ
っ
し
　
　
　
　
　
　
ｓ
ｘ
ｉ
ｓ

慎
ん
だ
言
わ
ば
問
い
か
け
（
フ
ラ
ー
ゲ
ン
）
に
近
い
も
の
で
す
。

Ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｒ
　
ｋ
ａ
ｍ
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
t
　
…

或
い
は
も
し
か
す
る
と
彼
自
身
も
ま
た
来
臨
し
、
…

代
名
詞
「
エ
ア
」
で
即
キ
リ
ス
ト
と
解
か
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
の
表
現
に
よ
り

次
第
に
キ
リ
ス
ト
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
参
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
迄
内
容
上
の
語
義
に
注
目
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
当
該
の
第
一
〇
七
句
冒
頭

前
後
で
は
、
更
に
動
詞
の
時
制
に
も
留
意
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
第
一
〇
六
句
ま
で
現
在

形
を
と
っ
て
お
り
ま
し
た
動
詞
が
、
第
一
〇
七
句
で
過
去
形
「
カ
ー
ム
（
来
臨
し
た
）
」
に
変
わ

り
、
以
下
ひ
き
続
く
第
一
〇
八
句
ま
で
過
去
時
称
で
物
語
ら
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
の
時
制
の
転

調
も
目
立
た
ぬ
も
の
で
す
が
、
第
一
〇
七
句
冒
頭
に
微
妙
な
心
の
揺
れ
動
き
を
誘
い
ま
す
。
そ

の
前
の
第
一
〇
六
句
ま
で
は
動
詞
の
現
在
を
軸
に
し
た
反
語
の
形
で
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
祝

祭
の
時
空
が
力
強
く
歌
い
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
好
対
称
を
な
し
て
第
一
〇
七
句
以
下

は
、
あ
た
か
も
付
け
足
し
の
よ
う
に
、
接
続
詞
で
「
或
い
は
も
し
か
す
る
と
…
」
と
繋
げ
ら

れ
た
あ
と
、
動
詞
の
過
去
形
で
「
力
－
ム
（
来
臨
し
た
）
」
と
、
出
来
事
が
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
と

し
て
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
寸
前
に
例
の
代
名
詞
「
エ
ア
」
が
位
置
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
も
韻
律
上
こ
の
「
エ
ア
」
は
、
「
オ
ー
ダ
ー
・
エ
ア
」
と
い
う
ダ
ク
テ
ュ
ロ
ス
（
強
弱

弱
格
）
の
終
結
を
な
し
、
一
応
「
エ
ア
」
で
韻
律
は
区
切
ら
れ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
文
法
上

は
「
エ
ア
ー
カ
ー
ム
」
と
主
述
が
繋
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
の
様
に
「
エ
ア
」
は
分
離
と
繋
ぎ

の
微
妙
な
両
義
性
の
間
を
揺
れ
動
い
て
お
り
ま
す
。
但
し
、
こ
の
揺
れ
動
い
て
お
り
ま
す
の
が
、

あ
た
か
も
「
位
置
が
あ
れ
ど
も
場
を
有
し
な
い
点
」
の
如
き
代
名
詞
「
エ
ア
」
で
あ
り
ま
す
の

四
〇
　
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像
　
（
高
橋
）

で
、
変
化
が
ほ
と
ん
ど
気
に
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
こ
れ
は
実
に
慎
ま
し
い
現
わ
れ
方
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が

「
エ
ア
」
で
以
て
、
始
め
て
『
パ
ン
と
ぶ
と
う
酒
』
で
は
キ
リ
ス

ば
此
所
で
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
冒
頭
で
数
多
く
の
名
高
い

-１れiぬ
こ
の
代
名
詞

ま
す
。
例
え

主
」
な
る
親

爺
神
を
思
い
出
し
て
み
て
下
さ
い
。
あ
の
説
教
師
の
晴
が
ま
し
さ
は
、
こ
の
謹
厳
な
キ
リ
ス
ト

像
に
微
塵
だ
に
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
蓋
し
こ
の
さ
さ
や
か
な
艶
消
し
の
悄
の
幽
玄
な
能
の
如
き
味

わ
い
に
こ
そ
、
敢
て
祈
り
と
言
い
得
る
心
の
動
静
か
兆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
　
�
　
月
影
の
キ
リ
ス
ト
像

　
当
の
キ
リ
ス
ト
像
を
更
に
引
き
続
く
第
一
〇
八
句
ま
で
読
み
進
ん
で
参
り
ま
す
と
、
神
自
身

た
る
キ
リ
ス
ト
が
「
天
上
の
祝
祭
を
終
結
し
宥
和
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。
「
天
上
の
祝
祭
」
と

は
文
脈
か
ら
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
誕
生
の
祝
祭
空
間
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、

神
白
身
た
る
キ
リ
ス
ト
も
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
と
も
に
、
「
過
去
」
に
属
す
る
こ
と
に

な
り
、
実
際
そ
こ
の
時
制
は
皆
キ
リ
ス
ト
に
関
し
全
て
動
詞
の
過
去
形
で
言
い
現
わ
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　
し
か
も
第
一
〇
七
句
冒
頭
は
齢
か
に
代
名
詞
「
エ
ア
」
と
し
て
キ
リ
ス
ト
像
が
兆
す
や
、
直

ち
に
動
詞
の
過
去
時
称
で
「
力
－
ム
　
（
来
臨
し
た
）
」
と
言
わ
ば
過
去
へ
と
「
神
白
身
」
が
隠

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
現
わ
れ
る
や
隠
れ
る
性
格
は
、
既
に
第
八
節
の
キ
リ
ス
ト
像
で

も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
通
り
、
言
わ
ば
存
在
と
空
無
の
両
義
性
を
兼
ね
備
え
ま
し
た

『
パ
ッ
と
ぶ
ど
う
酒
』
な
ら
で
は
の
「
神
自
身
」
の
詩
歌
象
徴
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
両
義

性
を
此
所
で
は
更
に
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
作
品
全
体
の
明
暗
か
ら
考
え
て
参
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
資
料
㈲
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
他
の
研
究
書
に
お
き
ま
し
て
も
、
第
二
部
は
「
ギ
リ
シ

ア
の
昼
」
第
三
部
は
「
西
欧
の
夜
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
お
解
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
こ
の
第
二
部
の
「
昼
」
と
第
三
部
の
「
夜
」
と
の
繋
ぎ
目
に
、
話
題
の
第
六
節

の
キ
リ
ス
ト
像
が
見
い
出
さ
れ
ま
す
。
古
典
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
日
輪
の
燦
然
と
輝
く
昼
間
に
挙

行
さ
れ
、
輝
く
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
に
撃
た
れ
、
知
者
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
の
無
知
の
知
が

白
日
の
下
に
晒
さ
れ
ま
す
。
こ
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
太
陽
が
熾
烈
に
輝
き
渡
っ
て
後
、
日
没
に

キ
リ
ス
ト
像
は
言
わ
ば
「
月
影
」
の
如
く
密
や
か
に
現
わ
れ
ま
す
。



四

－
７

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

「
神
自
身
」

　
こ
の
「
神
そ
の
も
の
自
身
」
を
示
す
言
葉
と
到
し
ま
し
て
、
第
一
〇
七
句
で
は
「
自
身
（
ゼ

ル
プ
ス
ト
）
」
と
と
も
に
、
「
も
ま
た
（
ア
ウ
ホ
）
」
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
の
韻
律
に
注
目

し
ま
す
と
、
冒
頭
の
「
強
弱
弱
格
（
ダ
ク
テ
ュ
ロ
ス
）
」
な
す
「
オ
ー
ダ
ー
・
エ
ア
」
に
続
き
ま

し
て
、
「
カ
ー
ム
ー
ア
ウ
ホ
」
は
「
強
強
格
（
ス
ポ
ン
デ
イ
オ
ス
）
」
と
し
て
私
に
は
読
め
ま
す
。

　
詳
し
く
申
し
ま
す
と
、
「
カ
ー
ム
」
の
ほ
う
が
「
ア
ウ
ホ
」
よ
り
多
少
強
く
な
り
ま
す
が
、

両
者
と
も
に
「
オ
ー
ダ
ー
・
エ
ア
」
の
弱
音
部
よ
り
は
遥
か
に
強
い
音
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
従

い
ま
し
て
私
は
「
ア
ウ
ホ
」
を
弱
音
よ
り
は
強
音
と
看
倣
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
「
ア
ウ
ホ
」
に
続
き
ま
す
「
ゼ
ル
プ
ス
ト
」
は
当
然
強
く
読
ま
れ
、
し
か
も
此
所
で
中

間
休
止
（
カ
エ
ス
ー
ラ
）
と
な
り
ま
す
か
ら
、
先
行
い
た
し
ま
す
「
カ
ー
ム
・
７
帥
吻
」
の
大

き
な
強
い
波
動
に
続
き
増
幅
さ
れ
、
第
一
〇
七
句
の
律
動
は
「
ゼ
ル
プ
ス
ト
」
で
高
潮
と
な
り
、

こ
の
最
高
潮
な
す
「
ゼ
ル
プ
ス
ト
」
に
お
き
ま
し
て
確
実
に
、
古
典
神
話
の
神
々
な
ら
ぬ
「
神

そ
の
も
の
自
身
」
が
判
然
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
更
に
中
間
休
止
を
置
い
て
現
わ
れ
ま
す
接
続
詞
「
ウ
ン
ト
」
を
、
私
は
先
の
「
ア
ウ
ホ
」
と

同
様
に
強
い
語
気
を
含
む
と
考
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
カ
ー
ム
」
と
か
「
ゼ
ル
プ
ス
ト
」
ほ
ど

強
く
は
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
「
オ
ー
ダ
ー
・
エ
ア
」
の
弱
音
部
よ
り
は
強
い
と
看
倣
し
、

前
の
「
ゼ
ル
プ
ス
ト
」
と
共
に
「
強
強
格
（
ス
ポ
ン
デ
イ
オ
ス
）
」
を
成
す
と
考
え
ま
す
。
そ

し
て
意
味
上
こ
れ
を
単
な
る
接
続
の
「
そ
し
て
」
と
申
し
ま
す
よ
り
は
、
む
し
ろ
強
く
意
味
を

込
め
「
し
か
も
」
と
和
訳
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
こ
の
「
し
か
も
人
の
姿
を
と
り
」

と
云
う
表
現
が
、
神
自
身
た
る
キ
リ
ス
ト
を
考
え
る
上
で
重
要
な
規
定
と
看
倣
さ
れ
る
か
ら
で

あ
り
ま
す
。

　
勿
論
こ
の
「
人
の
姿
」
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
、
大
団
円
な
す
「
機
械
仕
掛
け
の
神
」
を
念
頭

に
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
会
の
圧
倒
的
勝
利
の
下
に
目

出
度
く
丸
く
収
ま
り
ま
す
、
言
わ
ば
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
描
い
た
よ
う
な
『
キ
リ
ス
ト
の
昇
天
』
な

ど
を
想
像
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
古
典
ギ
リ
シ
ア
祝
祭
悲
劇
の

誕
生
す
る
時
空
に
相
応
し
い
、
畏
怖
と
荘
厳
な
る
詩
歌
象
徴
に
織
り
成
さ
れ
て
歌
い
出
さ
れ
ま

し
た
「
神
自
身
」
は
、
そ
の
よ
う
な
晴
れ
や
か
さ
と
は
縁
遠
い
、
慎
ま
し
く
威
厳
に
満
ち
た
キ

リ
ス
ト
像
で
あ
り
ま
し
て
、
む
し
ろ
レ
オ
ナ
ル
ド
の
名
画
『
最
後
の
晩
餐
』
に
通
じ
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

８

「
人
の
姿
」

　
と
こ
ろ
で
、
「
神
自
身
」
が
「
人
の
姿
を
と
り
」
と
は
、
単
に
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
の
よ
う
に

形
式
面
で
の
み
「
人
の
姿
」
を
と
っ
た
と
言
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
正

に
内
実
に
お
き
ま
し
て
も
心
か
ら
粉
れ
な
き
「
人
の
姿
」
を
と
り
「
神
自
身
」
が
、
生
身
の
人

間
と
し
て
生
き
、
か
つ
死
ん
だ
、
す
な
わ
ち
受
肉
し
受
難
し
た
と
云
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
「
神
自
身
」
の
悲
劇
は
『
新
約
聖
書
』
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
通
り
、
多
く
の
人
々
に
は

そ
れ
と
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
罪
人
と
と
も
に
民
衆
か
ら
は
蔑
ま
れ
る
十
字
架
の
上
で

成
し
遂
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
「
神
白
身
」
が
「
人
の
姿
」
を
と
り
死
ぬ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
古
代
人
に
は
不
可
解
千
万

な
こ
と
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
弱
い
人
間
の
よ
う
な
、
死
す
べ
き
身
の
者
と
は
異
な
り
、
む
し

ろ
神
々
は
不
死
身
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
実
際
イ
エ
ス
を
深
く
愛
し
て
お
り
ま
し
た

使
徒
ユ
ダ
が
、
キ
リ
ス
ト
を
売
り
渡
し
た
の
も
、
実
は
ユ
ダ
が
「
神
自
身
」
を
不
死
身
の
超
人

と
し
て
素
朴
に
信
じ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。
ま
た
他
の
使
徒
た
ぢ
に
し
ま
し
て

も
、
恐
ら
く
十
字
架
上
で
「
キ
リ
ス
ト
の
昇
天
」
が
拝
め
る
も
の
と
期
待
し
て
い
た
模
様
で
す
。

だ
が
期
待
は
裏
切
ら
れ
、
イ
エ
ス
の
死
後
、
使
徒
た
ち
は
ば
ら
ば
ら
に
四
散
し
ま
し
た
。

　
「
神
は
死
せ
り
（
９
’
こ
に
’
ｏ
’
）
」
と
言
う
偉
大
な
思
想
を
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
キ
リ

ス
ト
像
は
前
提
に
し
、
英
雄
の
悲
劇
な
ら
ぬ
「
神
自
身
」
の
悲
劇
を
話
題
に
し
て
い
る
よ
う
で

す
。
先
の
資
料
剛
に
ご
ざ
い
ま
し
た
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
ヘ
の
註
解
』
に
再
び
注
目
し
、
そ
の

終
わ
り
の
部
分
を
再
読
し
て
み
ま
す
と
、
「
神
が
死
の
姿
を
と
り
現
前
成
就
」
い
た
し
ま
す
折
に
、

「
神
聖
な
霊
感
そ
の
も
の
に
亀
裂
が
入
る
」
と
あ
り
ま
す
。
十
字
架
上
で
神
の
死
を
眼
の
当
に
し
、

イ
エ
ス
の
使
徒
た
ち
の
「
神
聖
な
霊
感
そ
の
も
の
に
亀
裂
が
入
る
」
と
言
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
様
に
「
悲
劇
の
誕
生
」
と
い
う
観
点
に
お
き
ま
し
て
、
当
該
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

第
六
節
終
結
部
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
か
ら
キ
リ
ス
ト
ヘ
と
繋
が
っ
て
お
り
ま
す
。
但
し
、

そ
の
悲
劇
の
内
実
は
異
な
り
、
一
方
で
「
無
媒
介
直
接
の
神
」
が
悲
劇
の
英
雄
の
「
死
の
姿
を

と
り
現
前
成
就
す
る
」
の
に
対
し
ま
し
て
、
他
方
で
は
「
神
自
身
」
が
「
死
の
姿
を
と
り
現
前

成
就
」
し
ま
す
。
前
者
は
英
雄
を
撃
つ
無
慈
悲
あ
か
ら
さ
ま
な
古
典
神
話
の
神
で
あ
り
、
後
者

は
大
い
な
る
慈
悲
ア
ガ
ペ
ー
ゆ
え
受
難
に
死
せ
る
神
白
身
キ
リ
ス
ト
な
の
で
す
。
そ
し
て
問
題

な
の
は
、
こ
の
両
者
が
全
く
無
縁
な
異
分
子
な
の
で
は
な
く
、
確
か
に
分
離
し
て
い
な
が
ら
も

繋
が
っ
て
い
る
点
な
の
で
す
。



㈲
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」

　
一
応
ペ
ツ
ォ
ル
ド
の
読
解
は
、
そ
れ
な
り
に
筋
が
通
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
解
釈
の
難
点
は
、
そ
の
祝
祭
悲
劇
の
理
解
に
ご
ざ
い
ま
し
て
、
む
し
ろ
こ
の
ペ
ツ
ォ
ル
ド
の

観
点
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
悲
劇
論
と
真
正
面
か
ら
対
立
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。

こ
れ
に
関
し
ま
し
て
は
、
資
料
帥
に
掲
げ
ま
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
美
学
論
文
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ

ネ
ー
の
註
解
』
の
一
節
を
御
覧
下
さ
い
。

　
　
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
ヘ
の
註
解
』
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
悲
劇
の
表
出
は
、
次
の
点
に
依
る
。

　
　
つ
ま
り
、
無
媒
介
直
接
の
神
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｕ
n
m
i
ｔ
ｔ
ｅ
ｌ
ｂ
ａ
ｒ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
)
が
人
と
全
き
一
体
と
な
る
点

　
　
で
あ
る
。
（
こ
れ
に
反
し
て
）
即
ち
使
徒
と
し
て
の
神
は
、
よ
り
間
接
的
で
あ
り
、
こ
れ

　
　
は
精
神
の
最
も
知
的
領
域
に
あ
る
最
も
分
別
あ
る
悟
性
で
あ
る
か
ら
（
問
題
と
な
ら
な

　
　
い
）
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
神
と
人
と
の
一
体
は
、
無
限
の
霊
感
が
無
際
限
に
自
ら
を
掴
む

　
　
こ
と
詐
抽
る
。
無
際
限
と
は
つ
ま
り
、
意
識
を
揚
棄
（
ア
ウ
フ
ー
ヘ
ー
ベ
ン
）
す
る
意
識

　
　
で
の
諸
々
の
相
克
に
よ
り
、
神
聖
な
霊
感
そ
の
も
の
に
亀
裂
が
入
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く

　
　
し
て
、
神
は
死
の
姿
を
と
り
現
前
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

先
程
ペ
ッ
オ
ル
ド
の
申
し
ま
し
た
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス
風
の
「
機
械
仕
掛
け
の
神
」
に
よ
り
丸

く
収
ま
り
ま
す
大
団
円
を
裏
切
り
ま
し
て
、
正
に
「
死
の
姿
を
と
り
現
前
成
就
す
る
」
「
無
媒

介
直
接
の
神
」
を
表
出
い
た
し
ま
す
の
が
、
実
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
悲
劇
論
で
あ
り
ま
し
て
、

実
際
こ
の
詩
人
の
観
点
は
思
想
詩
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
四
節
に
お
き
ま
し
て
確
か
め
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
資
料
㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
此
所
で
は
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
召
喚
と
と
も
に
、
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ッ
の
悲
劇
論
が
詩
歌
象
徴
の
調
べ
と
な
り
、
畏
怖
と
荘
厳
な
る
古
典
祝
祭
悲
劇
誕
生
の
時

空
を
形
造
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
何
処
に
、
一
体
何
処
に
輝
い
て
い
る
の
か
、
彼
方
ま
で
射
抜
く
（
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー

　
　
　
　
　
ン
の
弓
の
如
き
）
あ
の
神
託
は
？

　
　
　
デ
ル
ポ
イ
は
微
睡
ん
で
い
る
Ｉ
何
処
に
轟
く
の
か
、
あ
の
偉
大
な
る
運
命
は
？

四
二

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像
　
（
高
橋
）

　
　
何
処
に
あ
の
神
速
の
運
命
は
、
何
処
で
砕
け
る
の
か
？
　
普
遍
の
幸
に
満
ち
て
。

　
　
　
雷
鳴
と
と
も
に
清
澄
な
る
大
気
か
ら
、
眼
界
を
過
り
、
運
命
が
突
入
し
て
来
る
の
は

　
　
　
　
　
何
処
か
？

こ
の
よ
う
に
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
神
託
が
、
熾
烈
な
日
輪
の
如
く
輝
き
ま
す
畏
怖
と
荘

厳
な
る
古
典
悲
劇
誕
生
の
時
空
に
お
き
ま
し
て
、
先
程
の
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
ヘ
の
註
解
』
に

申
し
ま
す
「
無
媒
介
直
接
の
神
が
人
と
全
き
一
体
と
な
る
」
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
徒
な
ら
ぬ

神
と
人
と
の
一
体
は
、
悲
劇
の
英
雄
が
破
局
へ
と
見
事
に
滅
び
ゆ
く
美
し
さ
に
お
き
ま
し
て
気

高
い
表
現
へ
と
到
り
ま
す
。
こ
の
崇
高
美
の
表
出
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
悲
劇
論
の
眼
目
と
看
倣

さ
れ
ま
す
。

　
こ
う
考
え
て
参
り
ま
す
と
、
先
に
資
料
㈲
で
示
し
ま
し
た
思
想
詩
・
第
六
節
終
結
の
第
一
〇

七
句
以
下
を
、
ペ
ツ
ォ
ル
ド
の
よ
う
に
「
機
械
仕
掛
け
の
神
」
の
大
団
円
で
以
て
締
め
括
る
わ

け
に
は
ゆ
か
な
く
々
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
此
所
は
、
む
し
ろ
別
様
に
解
さ
れ
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
問
題
点
は
「
神
白
身
（
ゼ
ル
プ
ス
ト
）
」
の
解
釈
に
懸
か
っ
て
お
り
ま
す
。
ペ
ツ
ォ
ル

ド
の
場
合
こ
れ
は
、
悲
劇
の
大
団
円
を
丸
く
収
め
る
（
或
る
神
デ
イ
ン
ー
ゴ
ッ
ト
）
」
で
あ
り
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
神
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
機
械
仕
掛
け
の
神
」
は
、

「
天
上
の
祝
祭
」
な
す
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
畏
怖
と
荘
厳
な
る
古
典
悲
劇
誕
生
の
時
空

に
真
正
面
か
ら
背
く
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
神
と
人
と
の
全
き
一
体
を
目
指
し
ま
す
古
典
悲
劇
で
表
出
さ
れ
ま
す

「
或
る
神
」
は
「
無
媒
介
直
接
の
神
」
に
他
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
古
典
ギ
リ
シ

ア
悲
劇
神
話
の
「
或
る
神
」
は
、
悲
劇
の
英
雄
が
破
局
へ
と
滅
び
ゆ
き
ま
す
「
至
福
な
る
ギ
リ

シ
ア
」
の
「
天
上
の
祝
祭
」
に
お
き
ま
し
て
既
に
、
「
死
の
姿
を
と
り
現
前
成
就
」
し
て
い
た

の
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
第
一
〇
七
句
に
お
き
ま
し
て
敢
て
、

　
　
或
い
は
も
し
か
す
る
と
神
自
身
も
ま
た
来
臨
し
、
・
：

と
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
「
神
自
身
（
ゼ
ル
プ
ス
ト
）
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
古
典
ギ
リ
シ
ア
神

話
の
神
な
ら
ぬ
神
そ
の
も
の
白
身
、
つ
ま
り
第
一
〇
五
句
に
申
し
ま
す
よ
う
な
（
或
る
神
デ

ィ
ン
ー
ゴ
ッ
ト
）
」
と
し
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
き
無
冠
詞
の
「
神
（
ゴ
ッ
ト
）
」
と
考
え
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。



四
三

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

リ
ス
ト
像
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
の
第
八
節
の
考
察
か
ら
、
思
想
詩
の
詩
歌
象
徴
キ
リ
ス
ト
像
の
基
本
性
格
が
読
み
取
れ

ま
す
。
そ
れ
は
大
（
い
な
る
慈
）
悲
（
ア
ガ
ペ
古
の
神
キ
リ
ス
ト
が
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
祝
祭

と
微
妙
に
触
れ
合
い
つ
つ
、
現
わ
れ
る
と
も
隠
れ
る
と
も
な
き
、
言
わ
ば
存
在
と
空
無
の
両
義

性
を
兼
ね
備
え
て
い
る
点
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
基
本
性
格
が
第
八
節
で
始
め
て
提

示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
既
に
第
六
節
終
結
部
で
、
す
な
わ
ち
思
想
詩
『
パ

ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
で
始
め
て
キ
リ
ス
ト
が
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
詩
歌
象
徴
に
、
こ
の
基
本
性
格

は
具
現
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

４

第
一
〇
五
句
の
「
或
る
神
」

　
資
料
㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
只
今
の
基
本
性
格
が
読
み
取
れ
ま
す
の
は
、
第
六
節
を
締
め
括
り

ま
す
詩
節
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
「
神
自
身
（
キ
リ
ス
ト
）
」
が
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」

の
「
天
上
の
祝
祭
を
終
結
し
宥
和
し
た
」
と
歌
わ
れ
て
お
り
、
第
八
節
と
同
様
に
「
安
ら
ぎ
（
ト

ロ
ス
ト
）
」
が
こ
の
神
の
属
性
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
脈
絡
を
含
み
お
き
ま
し
て
第
一
〇

七
句
冒
頭
を
読
み
ま
す
と
。

　
　
或
い
は
彼
の
神
キ
リ
ス
ト
も
ま
た
来
臨
し
、

と
解
釈
で
き
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
解
釈
は
韻
律
上
の
微
妙
さ
を
考
え
併
せ
て
お
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
此
所

は
「
オ
ー
ダ
ー
・
エ
ア
」
で
Ｉ
区
切
り
と
な
り
ま
す
「
強
弱
弱
格
（
ダ
ク
テ
ュ
ロ
ス
）
」
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
力
点
は
接
続
詞
の
頭
に
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
続
き
ま
す
「
エ
ア
」
は
実
に
幽

か
な
響
き
と
し
て
読
め
ま
す
。
こ
の
文
脈
の
微
妙
さ
は
、
こ
の
第
一
〇
七
句
に
先
行
い
た
し
ま

す
詩
節
を
考
え
併
せ
ま
す
と
、
一
層
と
判
然
と
し
て
参
り
ま
す
。
そ
こ
に
掲
げ
ま
し
た
第
一
〇

五
句
か
ら
見
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
何
故
（
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
の
時
空
で
は
）
丈
夫
の
頓
に
或
る
神
が
。

　
　
　
か
つ
て
の
（
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
の
）
如
く
、
悲
（
劇
の
英
）
雄
の
熔
印
を
撃
た
ぬ
の
か
？

　
　
或
い
は
も
し
か
す
る
と
神
も
ま
た
来
臨
し
、
…

こ
の
よ
う
に
強
く
「
オ
ー
ダ
ー
（
或
い
は
も
し
か
す
る
と
）
」
と
発
語
さ
れ
ま
し
た
後
に
、
弱

く
幽
か
に
「
エ
ア
」
と
代
名
詞
で
歌
わ
れ
ま
し
た
「
神
」
に
、
突
如
「
キ
リ
ス
ト
」
を
読
み
込

み
ま
す
の
は
唐
突
な
印
象
を
逸
か
れ
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
し
か
も
文
法
を
考
え
ま
す
と
、
第
一
〇
七
句
の
代
名
詞
「
エ
ア
」
は
、
ま
ず
第
一
〇
五
句
の

名
詞
「
ア
イ
ン
ー
ゴ
ッ
ト
（
或
る
神
）
」
を
受
け
る
の
が
自
然
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
ま

す
と
、
こ
の
「
神
」
で
ま
ず
念
頭
に
浮
か
び
ま
す
の
は
、
「
或
る
（
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
）
神
」
、

例
え
ば
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
と
か
バ
ッ
コ
ス
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
な
ど
の
古
典
悲
劇
誕

生
に
君
臨
い
た
し
ま
す
神
で
あ
り
、
こ
の
神
に
撃
た
れ
ま
し
て
、
あ
た
か
も
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス

の
如
く
破
局
へ
と
没
落
い
た
し
ま
す
「
悲
（
劇
の
英
）
雄
」
が
、
第
一
〇
五
句
と
第
一
〇
六
句

で
話
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

５

「
機
械
仕
掛
け
の
神
」

　
こ
の
よ
う
に
古
典
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
ま
ず
念
頭
に
置
い
て
読
ん
で
参
り
ま
す
と
、
例
え
ば
資

料
㈲
に
示
し
ま
し
た
前
世
紀
の
ペ
ツ
ォ
ル
ド
の
解
釈
に
ゆ
き
着
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
論

旨
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
〇
五
句
か
ら
第
一
〇
八
句
に
か
け
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
の
は
、
就
ん
ず
く
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス
が
、
他
の

悲
劇
詩
人
よ
り
も
頻
繁
に
神
々
を
舞
台
に
登
場
さ
せ
、
こ
の
「
機
械
仕
掛
け
の
神
」
を
類

な悲

く劇
不丈詩

断交人

に
活
用
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ペ
ツ
ォ
ル
ド
の
解
釈
に
よ
り
ま
す
と
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
一
〇
七
句
は
次
の
よ
う

に
訳
さ
れ
得
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
　
或
い
は
ま
た
（
悲
劇
の
英
雄
の
み
な
ら
ず
）
神
自
身
も
ま
た
登
場
し
、
人
の
姿
を
取
り
（
機

　
　
　
　
　
械
仕
掛
け
の
神
と
し
て
人
間
に
現
わ
れ
）
、

　
　
　
そ
し
て
神
々
し
い
（
悲
劇
）
祝
祭
（
の
大
団
円
）
を
終
結
し
、
（
心
を
浄
め
る
カ
タ
ル

　
　
　
　
　
シ
ス
の
）
慰
め
を
与
え
（
悲
劇
）
祝
祭
（
の
幕
）
を
閉
じ
た
の
だ
。

こ
の
読
解
に
よ
り
ま
す
と
、
第
一
〇
七
句
に
申
し
ま
す
「
神
自
身
（
ゼ
ル
プ
ス
ト
）
」
と
は
、

古
典
ギ
リ
シ
ア
祝
祭
悲
劇
の
晴
れ
の
檜
舞
台
に
颯
爽
と
登
場
し
、
大
団
円
を
丸
く
収
め
ま
す
「
機

械
仕
掛
け
の
神
」
に
他
な
ら
な
い
と
云
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。



歌
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
敢
て
こ
の
終
結
の
三
度
目
で
明
確
に
語
り
出
だ
さ
れ
ま
し
て
も
、
唐

突
と
も
不
自
然
と
も
思
わ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
こ
の
三
度
目
の
場
合

は
、
既
に
そ
れ
以
前
に
キ
リ
ス
ト
像
が
十
分
に
形
造
ら
れ
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
そ
れ
以
前
の
第
八
節
と
第
六
節
の
キ
リ
ス
ト
像
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
解
か

り
易
い
と
思
わ
れ
ま
す
の
は
、
む
し
ろ
第
八
節
の
キ
リ
ス
ト
像
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
二

度
目
の
場
合
も
、
事
情
は
先
の
三
度
目
の
場
合
に
似
て
お
り
ま
し
て
、
既
に
一
度
キ
リ
ス
ト
像

が
第
六
節
で
歌
い
出
さ
れ
ま
し
て
か
ら
、
二
度
目
に
現
わ
れ
ま
す
キ
リ
ス
ト
像
の
場
合
は
、
第

［
前
提
が
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
素
直
に
そ
れ
と
解
か
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
に
か
く
資
料
困

を
御
覧
下
さ
い
。
そ
の
第
八
節
で
は
、
次
に
よ
う
に
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
　
彼
の
父
（
な
る
神
）
が
人
間
か
ら
顔
を
背
け
、

　
　
　
そ
し
て
悲
し
み
が
当
然
、
大
地
を
覆
い
始
め
た
時
、

　
　
最
後
に
、
静
か
な
霊
（
キ
リ
ス
ト
）
が
現
わ
れ
、
神
々
し
い
天
上
の

　
　
　
安
ら
ぎ
を
与
え
、
（
天
上
の
祝
祭
な
す
ギ
リ
シ
ア
の
）
昼
の
終
結
を
告
げ
、
姿
を
消
し

　
　
　
無
明
へ
と
隠
れ
つ
つ
、

印
相
と
し
て
、
か
つ
て
現
存
し
い

来
臨
す
る
か
も
知
れ
ぬ
、
幾
何
か
の
恵
み
を
、
天
上
の
祝
祭
合
唱
が
残
し
た
。

此
所
で
キ
リ
ス
ト
像
の
決
め
手
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
第
二
Ｉ
七
句
か
ら
第
一
一
冗
句
に

か
け
て
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
「
顔
を
背
け
る
父
（
な
る
神
）
」
の
峻
厳
な
姿
と
明
確
な
対
比
を

な
し
ま
し
て
、
引
き
続
き
ま
す
第
コ
ー
九
句
以
下
で
「
静
か
な
霊
（
ゲ
ー
ニ
ウ
ス
）
」
と
し
て

現
わ
れ
、
「
安
ら
ぎ
を
与
え
」
ま
す
大
（
い
な
る
慈
）
悲
（
ア
ガ
ペ
古
の
神
の
姿
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
ア
ガ
ペ
ー
の
神
が
、
正
義
（
デ
ィ
ケ
古
の
神
、
す
な
わ
ち
第
コ
ー
八
句
に
申
し
ま
す
「
レ

ヒ
ト
」
の
神
と
好
対
称
を
な
し
て
お
り
ま
す
。
先
に
語
ら
れ
ま
す
「
正
義
」
の
「
父
（
な
る
神
）
」

が
、
第
一
二
七
句
で
「
背
け
（
ゲ
ヴ
ァ
ン
ト
）
」
と
決
然
と
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
に
対
し
、
「
安

ら
ぎ
」
の
「
静
か
な
霊
（
キ
リ
ス
ト
）
」
に
関
し
ま
し
て
は
、
第
一
二
九
句
で
動
詞
の
過
去
分

詞
に
よ
り
「
現
わ
れ
（
エ
ア
シ
ー
ネ
ン
）
」
、
更
に
第
一
三
〇
句
で
動
詞
の
過
去
形
に
よ
り
「
消

え
隠
れ
（
シ
ュ
ヴ
ア
ン
ト
）
」
と
密
や
か
に
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
但
し
こ
の
慎
ま
し
い
姿
に

威
厳
を
そ
え
る
べ
く
、
第
一
二
九
句
で
は
「
神
々
し
い
天
上
の
（
ヒ
ン
ム
リ
シ
ュ
）
」
と
補
な

わ
れ
ま
し
て
、
「
静
か
な
霊
」
は
謹
厳
な
神
の
子
の
姿
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

四
四
　
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像
　
（
高
橋
）

　
こ
の
『
旧
約
』
の
「
正
義
」
の
神
と
、
『
新
約
』
の
大
（
い
な
る
慈
）
悲
の
神
と
の
対
比
は
、

成
程
『
新
約
聖
書
』
の
主
要
な
関
心
事
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
是
が
思
想
詩
『
パ
ン
と
ぶ
ど

う
酒
』
の
中
心
主
題
を
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
の
思
想
詩
の
関
心
は
、
西

欧
キ
リ
ス
ト
教
会
内
部
の
聖
典
の
釈
義
と
は
趣
を
異
に
致
し
て
お
り
ま
す
。
実
際
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ッ
は
本
来
キ
リ
ス
ト
教
会
の
牧
師
職
に
就
く
べ
き
宗
教
教
育
を
受
け
な
が
ら
も
い
生
涯
こ
の
教

会
の
公
務
を
拒
み
続
け
た
詩
人
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
期
待
さ
れ
る
人
間
像
に
背
い
て

ま
で
、
あ
く
ま
で
詩
人
と
し
て
自
ら
納
得
ゆ
く
言
葉
を
求
め
、
自
己
の
道
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が

貫
徹
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
『
聖
書
』
の
よ
う
な
教
会
の
聖
典
の
中
に
だ
け
「
神

自
身
」
を
見
い
出
す
こ
と
が
、
詩
人
に
は
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
し
た
。
ヽ

③
「
天
上
の
祝
祭
合
唱
」

　
な
ら
ば
神
自
身
は
何
処
に
在
る
の
か
？
　
こ
の
問
に
対
し
ま
す
解
答
が
、
思
想
詩
の
第
一
三

二
句
に
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
「
天
上
の
祝
祭
合
唱
」
、
詳
し
く
申
し
ま
す
と
、
や
が
て
扱
い
ま

す
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
「
天
上
の
祝
祭
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
天

上
の
祝
祭
合
唱
」
と
「
静
か
な
霊
（
キ
リ
ス
ト
）
」
と
の
係
わ
り
は
微
妙
で
あ
り
ま
す
。
先
程
、

私
は
第
一
三
一
句
の
代
名
詞
「
エ
ア
」
を
訳
さ
な
い
で
お
き
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
代

名
詞
が
「
静
か
な
霊
」
と
も
「
天
上
の
祝
祭
合
唱
」
と
も
取
り
得
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

両
義
性
は
蓋
し
、
詩
人
の
表
現
の
到
ら
な
さ
を
証
明
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
こ

れ
は
詩
歌
象
徴
の
弾
力
性
あ
る
豊
か
な
調
べ
に
基
因
し
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧

と
の
微
妙
な
触
れ
合
い
を
物
語
っ
て
い
る
と
読
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
に
か
く
、
こ
の
代
名
詞
「
エ
ア
」
が
、
キ
リ
ス
ト
で
あ
れ
ギ
リ
シ
ア
で
あ
れ
、
こ
の
「
静

か
な
霊
（
キ
リ
ス
ト
）
」
は
、
あ
く
ま
で
過
去
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
「
祝
祭
合
唱
」
に
属
し
て
お

り
ま
し
て
、
現
在
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
に
自
明
の
真
理
で
は
な
い
と
、
思
想
詩
『
パ
ン
と
ぶ
ど

う
酒
』
は
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
興
味
深
い
キ
リ
ス
ト
の
提
示
の
仕
方
に
思
わ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
西
欧
意
識
に
と
り
、
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
世
の
直
観
や
霊
感
に
係
わ
り
積
極
的
に
働
き
か

け
る
か
わ
り
に
、
む
し
ろ
あ
の
世
で
秘
蔵
の
荘
厳
に
住
ま
う
「
静
か
な
霊
」
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
静
か
な
霊
」
を
思
想
詩
で
は
、
第
コ
ー
九
句
か
ら
第
一
三
〇
句
に
か
け

ま
し
て
「
現
わ
れ
（
エ
ア
シ
ー
ネ
ン
）
」
「
消
え
隠
れ
た
「
シ
ュ
ヴ
ア
ン
上
」
と
、
生
成
と
消

４
　
と
の
濃
淡
細
や
か
な
明
暗
を
帯
び
、
現
わ
れ
る
と
も
隠
れ
る
と
も
な
き
齢
か
な
詩
歌
象
徴
キ



四
五

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

『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
キ
リ
ス
ト
像

―
第
一
〇
七
句
の
「
エ
ア
」
を
中
心
に
し
て
Ｉ

「
シ
リ
ア
人
」

高
　
橋
　
克
　
己

　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
は
キ
リ
ス
ト
を
歌
い
ま
し
た
詩
歌
が
幾
多
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
で
取
り
上

げ
ま
す
思
想
詩
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
ま
し
て
、
既
に
表
題
「
パ
ン
と
ぶ

ど
う
酒
」
か
ら
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
名
画
な
ど
で
世
に
知
ら
れ
ま
し
た
。
「
最
後
の
晩
餐
」
に
お

け
る
中
心
存
在
キ
リ
ス
ト
像
が
想
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
資
料
剛
に
示
し
ま
し
た
『
新

約
聖
書
』
「
マ
タ
イ
福
音
書
」
第
二
十
六
章
に
記
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
神
の
子
キ
リ

ス
ト
は
弟
子
た
ち
と
の
「
最
後
の
晩
餐
」
に
お
き
ま
し
て
、
「
パ
ン
が
キ
㈹
≒
ト
の
肉
」
で
あ

り
「
ぶ
ど
う
酒
が
キ
リ
ス
ト
の
血
」
で
あ
る
旨
を
述
べ
伝
え
ま
す
。
こ
の
件
は
別
に
キ
リ
ス
ト

教
会
へ
赴
か
な
い
方
で
も
、
ド
イ
ツ
の
芸
術
音
楽
に
親
し
ま
れ
て
お
ら
れ
ま
す
方
な
ら
ば
、
例

え
ば
十
七
世
紀
の
シ
ュ
ッ
ツ
作
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
や
、
ま
た
十
八
世
紀
の
バ
ッ
ハ
作
『
マ
タ

イ
受
難
曲
』
を
通
じ
ま
し
て
、
よ
く
御
存
知
の
箇
所
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
表
題
「
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
」
は
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
神
へ
の
追
想
を
誘
う
の

で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
思
想
詩
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
作
品
そ
の
も

の
に
お
き
ま
し
て
は
、
「
神
自
身
」
が
む
し
ろ
隠
れ
て
い
る
と
申
せ
ま
し
て
、
直
接
に
キ
回
ス

ト
と
は
一
度
も
名
指
し
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
終
結
部
の
第
九
節
末
尾
で
「
シ
リ
ア
人
」

と
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
が
、
最
も
明
確
な
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
言
及
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
資
料
②

を
御
覧
下
さ
い
。
第
一
五
五
句
か
ら
第
一
五
六
句
に
か
け
ま
し
て
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
お
り

ま
す
。だ

が
、
か
べ
す
る
う
ち
忙
、
松
明
を
暦
す
者
、
至
高
な
る
者
の

　
息
子
、
彼
の
シ
リ
ア
人
（
イ
ェ
ス
ー
キ
リ
ス
ト
）
が
、
（
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
住
ま
う
）

　
　
　
　
　
幽
魂
の
闇
の
世
界
へ
と
降
り
て
来
る
。

こ
の
引
用
箇
所
か
ら
も
お
解
か
り
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
確
か
に
あ
か
ら
さ
ま
に
神
の
子
キ
リ

ス
ト
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
決
し
て
こ
の
神
自
身
が
黙
殺
さ
れ

無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
思
想
詩
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
関
心
は
、

詰
ま
る
所
こ
の
神
自
身
キ
リ
ス
ト
に
向
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
神
自

身
に
対
し
て
、
教
会
内
陣
で
の
祈
り
の
よ
う
に
、
「
天
に
ま
し
ま
す
わ
れ
ら
の
父
よ
！
」
な
ど

と
声
高
ら
か
に
表
明
い
た
し
ま
せ
ん
所
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
歌
象
徴
の
味
わ
い
深
い
点
か

と
思
わ
れ
ま
す
。

　
更
に
詳
し
く
申
し
ま
す
と
、
こ
の
思
想
詩
で
は
、
神
自
身
キ
リ
ス
ト
が
直
接
あ
か
ら
さ
ま
に

言
及
さ
れ
な
い
だ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
実
は
表
題
が
「
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
」
と
銘
を
打
っ

て
あ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
肝
心
の
キ
リ
ス
ト
像
は
な
か
な
か
現
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

資
料
㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
そ
こ
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
よ
う
に
、
全
体
で
百
六
十
句
に
亙
り
ま

す
思
想
詩
全
九
節
の
う
ち
、
只
今
話
題
と
致
し
ま
し
た
第
一
五
五
句
か
ら
第
一
五
六
句
に
か
け

ま
し
て
の
第
九
節
終
結
に
近
い
詩
節
と
と
も
に
、
第
一
二
九
句
か
ら
第
一
三
〇
句
に
か
け
ま
し

て
の
第
八
節
と
、
更
に
第
一
〇
七
句
か
ら
第
一
〇
八
句
に
か
け
ま
し
て
の
第
六
節
終
結
部
の
三

ヶ
所
に
、
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
言
及
と
看
倣
さ
れ
る
箇
所
が
ご
ざ
い
ま
す
。
御
覧
の
よ
う
に
、
実
際

こ
の
三
ヶ
所
は
全
て
皆
、
後
半
部
に
寄
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
う
ち
二
例
は
、
終
結
な
す
第

八
節
と
第
九
節
に
位
置
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
、
既
に
資
料
②
で
考
察
い
た
し
ま
し
た
よ
う

に
、
第
九
節
の
終
結
近
く
で
始
め
て
、
「
シ
リ
ア
人
」
と
明
確
な
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
言
及
が
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

２

「
静
か
な
霊
」

　
確
か
に
、
こ
の
思
想
詩
全
体
の
終
結
な
す
第
九
節
の
キ
リ
ス
ト
像
は
、
味
わ
い
深
い
詩
歌
象

徴
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
こ
の
三
度
目
の
キ
リ
ス
ト
像
に
お
き
ま
し
て
は
、
「
シ
リ
ア
人
」

と
と
も
に
「
至
高
な
る
者
の
息
子
」
と
ま
で
明
確
に
定
義
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
異
論
な

く
神
の
子
キ
リ
ス
ト
を
指
す
と
読
み
取
ら
ざ
る
を
得
ず
、
読
者
の
意
識
は
キ
リ
ス
ト
ヘ
と
釘
づ

け
に
さ
れ
ま
す
。
蓋
し
、
こ
の
釘
づ
け
は
、
詩
歌
全
体
の
終
結
部
に
位
置
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、

あ
ま
り
無
理
が
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
も
は
や
既
に
二
度
ま
で
も
、
キ
リ
ス
ト
像
が
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二
九
八
七
年
十
一
月
十
五
日
、
阪
神
ド
イ
ツ
文
学
会
・
第
一
二
四
回
研
究
発
表
会
、

　
　
　
甲
南
女
子
大
学
、
ロ
頭
発
表
の
原
稿
お
よ
び
欧
文
資
料
）

『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
キ
リ
ス
ト
像

　
　
　
－
第
一
〇
七
句
の
「
エ
ア
」
を
中
心
に
し
て
Ｉ

　
　
　
　
　
内
容
梗
概

研
究
発
表
要
旨

叫(9)(8)(7)(6回5) (4) (3) (2) (1)

「
シ
リ
ア
人
」

「
静
か
な
霊
」

一
第
3
8
巻
　
そ
の
Ｉ
　
横
組
〕

「
天
上
の
祝
祭
合
唱
」

第
一
〇
五
句
の
「
或
る
神
」

「
機
械
仕
掛
け
の
神
」

「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」

「
神
自
身
」

「
人
の
姿
」

第
一
〇
七
句
の
「
彼
（
エ
ア
）
」

月
影
の
キ
リ
ス
ト
像

欧
文
資
料
（
当
日
配
布
）

　
　
　
　
　
　
一
（
4
6
）
頁

二
（
4
5
）
頁
－
　
ニ
（
4
5
）
頁

二
（
4
5
）
頁
－
　
三
（
4
4
）
頁

三
（
4
4
）
頁
－
　
四
（
4
3
）
頁

四
（
4
3
）
頁
－
　
四
（
4
3
）
頁

四
（
4
3
）
頁
―
　
四
（
4
3
）
頁

五
（
4
2
）
頁
－
　
五
（
4
2
）
頁

六
（
4
1
）
頁
－
　
六
（
4
1
）
頁

六
（
4
1
）
頁
一
　
六
（
4
1
）
頁

七
（
4
0
）
頁
－
　
七
（
4
0
）
頁

七
（
4
0
）
頁
－
　
八
（
3
9
）
頁

九
（
3
8
）
頁
－
一
〇
（
3
7
）
頁

　
　
研
究
発
表
要
旨

　
　
　
　
（
阪
神
ド
イ
ツ
文
学
会
編
『
ド
イ
ツ
文
学
論
孜
』
第
三
〇
号
、
一
九
八
八
年
十
二
月
二

　
　
　
　
十
五
日
刊
、
一
六
九
頁
－
一
七
〇
頁
所
収
）

　
こ
れ
ま
で
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
キ
リ
ス
ト
像
と
し
て
は
、
主
に
「
静
か
な
霊
」
（
第
一

二
九
句
）
と
「
シ
リ
ア
人
」
（
第
一
五
六
句
）
が
話
題
と
さ
れ
、
敢
て
第
一
〇
七
句
の
代
名
詞
「
彼

（
孔
）
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
作
品
全
体
の
中
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
ｓ
ｌ

始
め
て
「
神
自
身
」
が
、
「
或
い
は
も
し
か
す
る
と
彼
も
ま
た
「
２
・
；
こ
…
」
と
問
い
か

け
る
よ
う
に
歌
わ
れ
る
此
所
に
こ
そ
、
当
詩
歌
の
キ
リ
ス
ト
像
は
探
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
六

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
像

（
高
橋
）

　
と
こ
ろ
で
、
「
彼
」
は
文
法
上
二
句
前
の
「
或
る
神
「
會
９
巳
」
を
ま
ず
受
け
、
一
応
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る
古
代
神
話
の
「
或
る
神
」
に
繋
が
る
が
、
但
し
引
き
続
く
言
葉
に
よ
り

「
神
自
身
（
ｑ
　
一
Ｉ
Ｉ
　
Ｉ
ｇ
｛
｝
」
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
無
冠
詞
の
「
神
」
た
る
キ
リ

ス
ト
を
指
し
示
す
。
蓋
し
、
こ
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
へ
の
転
調
は
微
妙
で
、

決
し
て
「
突
然
（
昌
圧
ｉ
）
」
（
シ
ュ
ミ
ヴ
ト
註
）
と
は
看
倣
さ
れ
な
い
。
詞
蕩
韻
律
上
ダ
特

テ
ュ
ロ
ス
（
強
弱
弱
格
）
で
「
オ
ー
ダ
ー
・
エ
ア
　
（
或
い
は
も
し
か
す
る
と
彼
も
）
」
と
、
幽

　
　
　
３
ｓ
χ
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ア
　
　
　
　
　
ひ
そ

か
に
問
い
か
け
る
よ
う
に
目
立
た
ず
現
わ
れ
た
代
名
詞
「
彼
」
で
、
ま
ず
密
や
か
に
転
調
の
機

が
兆
し
、
引
き
続
く
言
葉
で
次
第
に
何
時
と
は
な
し
に
「
神
自
身
（
エ
ア
…
ゼ
ル
プ
ス
ト
）
」

へ
と
繋
が
り
や
く
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
更
に
「
神
白
身
も
ま
た
来
臨
し
、
人
の
姿
を
と
り
(
ｅ
ｒ
　
ｋ
ａ
ｍ
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
t
　
ｕ
ｎ
ｄ

ｎ
ａ
ｈ
ｍ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｔ
a
l
t
　
ａ
ｎ
）
」
と
第
一
〇
七
句
は
歌
い
継
が
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
人

の
姿
」
で
以
て
円
満
な
大
団
円
な
す
「
機
械
仕
掛
け
の
神
(
ｄ
ｅ
ｕ
ｓ
　
ｅ
ｘ
　
ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
）
」
（
ペ
ツ
ォ

ル
ド
註
）
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
に
お
い
て
表
出
さ
れ
ん
と
し
て
い

る
「
無
媒
介
直
接
の
神
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｕ
n
m
i
ｔ
ｔ
ｅ
ｌ
ｂ
ａ
ｒ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
巳
）
を
見
損
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
故
に
「
或

る
神
」
（
第
一
〇
五
句
）
と
て
、
在
来
の
研
究
が
格
別
に
留
意
し
て
い
る
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス

の
『
バ
ッ
コ
ス
の
信
女
』
に
お
け
る
酒
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
よ
り
は
、
む
し
ろ
ソ
ポ
ク
レ
ー

ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
王
』
で
「
悲
雄
に
熔
印
を
撃
つ
」
（
第
一
〇
六
句
）
と
言
え
る
ポ
イ

ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
方
が
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
に
お
い
て
こ
そ
、

「
無
媒
介
直
接
の
神
が
、
人
と
仝
き
一
体
と
な
る
」
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
話
題
の
神
人
キ
リ
ス
ト
は
、
古
典
悲
劇
に
お
け
る
神
界
と
英
雄
と
の
両
面
を
同
時
に
表
出
し
、

「
神
自
身
」
文
字
通
り
「
人
の
姿
を
と
り
」
受
難
し
、
神
の
死
の
如
実
な
現
実
を
示
す
。
他
方
「
無

媒
介
直
接
の
神
」
が
古
典
神
話
の
神
の
如
く
人
間
を
砕
け
ば
、
神
は
何
処
ま
で
も
在
り
て
在
る

者
た
る
生
け
る
神
と
な
る
。
こ
れ
が
言
わ
ば
白
昼
に
燦
然
と
輝
く
日
輪
の
如
き
熾
烈
な
古
典
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
世
界
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
詩
人
は
古
典
世
界
を
西
欧
の
夜
に
繋
ぐ
契
機
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
％
Ｉ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ア
　
　
　
ｓ
ｓ
ｓ

て
、
あ
た
か
も
夕
方
の
碧
空
に
宿
る
月
影
(
Ｍ
ｏ
ｎ
ｄ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
)
に
似
た
幽
玄
な
「
彼
」
を
問
い
か

け
る
よ
う
に
歌
う
。
か
く
し
て
「
無
媒
介
直
接
の
神
」
そ
の
も
の
が
死
の
無
明
か
ら
「
隠
れ
て

働
き
か
け
る
(
ｖ
ｅ
ｒ
ｂ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
w
i
ｒ
ｋ
ｅ
乱
）
」
こ
と
に
な
り
、
「
神
自
身
」
は
多
彩
な
神
々
の
昼
に
も

寛
大
に
開
か
れ
、
同
時
に
当
の
ギ
リ
シ
ア
の
昼
と
明
暗
を
織
り
成
す
西
欧
の
夜
の
「
乏
し
き
時

斌
恰
｛
ｓ
懸
け
橋
と
な
る
。
こ
の
繋
ぎ
目
に
「
彩
」
が
埼
り
、
作
品
全
体
を
平
衡
あ
ら
し
め
る

中
間
休
止
を
形
造
る
。
故
に
こ
の
中
観
キ
リ
ス
ト
像
「
彼
」
を
考
量
し
な
い
な
ら
ば
、
必
ず
や

作
品
解
釈
は
色
槌
せ
る
で
あ
ろ
う
。
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