
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
　
そ
の
二

ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
－

　
　
内
容
梗
概

ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
－
－
‐
Ｉ
ハ
ラ
～
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』

　　　　　　　　一一

　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　－

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)要｀‾'｀‾'

ｉ序

言

の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）

旨

〔
第
3
6
巻
〕

〔
第
3
8
巻
そ
の
二
〕

「
創
造
の
不
可
思
議
」

「
鯨
」
と
「
象
」

「
不
可
測
の
万
有
」
と
「
神
性
の
大
国
」

「
無
限
宇
宙
」
と
「
結
晶
の
如
き
天
界
」

「
遍
き
無
」
と
「
良
く
効
く
無
」

「
途
方
も
な
い
流
暢
さ
」
と
「
或
る
内
な
る
声
」

一
（
4
3
）
頁
－
　
四
（
4
6
）
頁

八
（

2
1
8
）
頁
－

九
（

2
1
9
）
頁
－
一

五
（

2
1
5
）
頁

七
（

2
1
7
）
頁

七
（

2
1
7
）
頁

八
（
ｍ
）
頁

九
（

2
1
9
）
頁

○
（

2
2
0
）
頁

一
〇
（
2
2
0
）
頁
－
一
二
2
2
1
）
頁

「
或
い
は
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
、
或
い
は
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
…
」

-

一
（

2
2
1
）
頁
－
一
二
（
2
2
2
）
頁

㈲
　
「
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
ヴ
ァ
ル
ダ
ウ
の
残
滓
」

　
　
剛
　
「
神
」
と
「
虫
嫂
」

　
　
和
文
註
解

　
　
欧
文
註
解
（
Ｑ
ｕ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｎ
ａ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｉ
ｓ
）

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

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

〔
三
〕
　
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
（
一
七
二
九
年
）

一一
四二

⌒⌒224222
）
頁
－
一
四
（
2
2
4
）
頁

）
頁
－
一
五
（
2
2
5
）
頁

（

2
2
6
）
頁
－

（

2
3
2
）
頁
ｉ

（

2
4
9
）
頁
－

（

2
5
2
）
頁
－

（

2
3
1
）
頁

（

2
4
8
）
頁

（

2
5
1
）
頁

（

2
5
4
）
頁

〔
四
〕
　
『
理
性
、
迷
信
、
不
信
仰
に
つ
い
て
の
考
え
』
（
一
七
二
九
年
）

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

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

〔
七
〕
　
結
　
　
語

　
　
※
既
刊
部
（
［
一
］
）
は
註
解
お
よ
び
要
旨
と
も
に
、
一
九
八
七
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研

　
　
究
報
告
、
第
三
六
巻
、
人
文
科
学
篇
、
四
三
頁
丿
五
四
頁
に
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

二
Ｉ
五

高

橋
　
克
　
己

　
人
文
学
部
独
文
研
究
室

　
　
要
　
　
旨

　
一
七
二
五
年
頃
の
詩
歌
で
後
世
シ
ラ
ー
が
「
驚
嘆
の
念
を
以
っ
て
引
用
し
た
」
ほ
ど
の
作
品

は
恐
ら
く
若
き
ハ
ラ
ー
の
『
朝
の
思
い
』
以
外
に
見
い
出
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
当
時
詩
壇

の
大
御
所
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
盛
時
の
成
果
『
神
に
お
け
る
地
上
の
楽
し
み
』
は
続
々
と
公
刊
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
で
は
何
故
に
『
地
上
の
楽
し
み
』
が
新
た
な
時
代
を
担
う
世
代
に
疎
ま
れ
て
ゆ
く

の
か
を
考
え
て
み
る
と
、
ハ
ラ
ー
の
言
う
通
り
「
余
り
に
も
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
が
途
方
も
無
い
流
暢

さ
に
感
け
て
、
筆
先
か
ら
韻
文
を
捻
り
出
し
た
」
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
シ
ラ
ー
が
時
流
の
寵
児

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
「
才
気
に
富
む
頭
」
に
「
心
情
の
貧
困
の
み
」
を
見
い
出
し
た
様
に
、
『
地

上
の
楽
し
み
』
に
敢
て
「
魂
の
歌
声
」
を
聴
き
取
る
の
は
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
の

み
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
様
に
、
『
地

ガ
イ
ス
ト

精
神
に
は
望

　
他
方
『
朝
の
思
い
』
に
は
「
百
合
の
竜
挺
香
の
薫
り
」
と
か
「
繊
細
な
玉
葉
の
嬬
子
灰
色
」

な
ど
所
謂
十
七
世
紀
バ
ロ
ッ
ク
後
期
の
「
口
Ｉ
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ホ
ー
・
フ
マ
ン
ス
ヴ
ァ
ル
ダ

ウ
の
残
滓
」
が
第
一
部
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
第
二
部
に
至
る
と
、
シ

ラ
ー
を
も
動
か
し
た
「
或
る
内
な
る
声
」
が
響
き
渡
た
り
、
「
波
濤
を
潮
吹
き
、
尾
鰭
で
猛
く

進
む
鯨
」
と
、
「
大
地
よ
り
塔
の
如
く
聳
え
立
つ
象
」
が
物
語
ら
れ
、
就
く
後
者
の
「
そ
の
骨

の
山
に
魂
を
吹
き
込
ん
だ
」
と
歌
わ
れ
る
「
創
造
の
不
可
思
議
」
を
示
す
詩
歌
象
徴
に
て
最
高

潮
と
な
る
・
即
ち
９
　
師
と
１
　
１
　
と
の
明
暗
が
此
所
で
は
見
事
に
織
り
成
さ
れ
ヽ
こ
の
訃
と
６
　
と

の
両
面
の
緊
張
に
よ
り
独
自
の
悲
壮
美
が
形
造
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
更
に
詩
想
は
果
し
無
き
「
不
可
測
の
万
有
」
を
話
題
と
し
て
「
無
限
宇
宙
」
へ
と
開
か
れ
、

古
来
の
天
動
説
が
描
く
「
結
晶
の
如
き
天
界
」
を
破
り
奎
無
へ
と
突
き
抜
け
る
・
他
方
ブ
ロ
ッ

ケ
ス
で
は
「
無
限
の
途
方
な
く
深
い
空
所
」
へ
の
眼
差
し
も
結
局
は
「
遍
在
す
る
神
」
に
拠
り

「
良
く
効
く
無
」
へ
と
丸
く
収
ま
る
。
同
様
に
『
朝
の
思
い
』
終
結
な
す
第
三
部
で
も
、
そ
の

前
で
「
遍
き
無
」
へ
の
展
開
の
契
機
を
孕
ん
だ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
所
詮
は
「
虫
煌
」
へ
と
卑
下

し
た
人
間
が
「
神
の
全
能
」
を
讃
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



二
一
六

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
二

ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）

　
剛
　
「
創
造
の
不
可
思
議
」

　
　
『
シ
ラ
ー
の
逃
亡
』
に
お
け
る
シ
ュ
ト
ラ
イ
ヒ
ヤ
、
’
‐
の
叙
述
に
よ
る
と
、
十
六
歳

そ
こ
ら
の
若
き
医
学
生
シ
ラ
ー
に
と
り
、
生
理
学
や
解
剖
学
の
大
家
の
み
な
ら
ず
偉

大
な
詩
人
で
も
あ
っ
た
ハ
ラ
ー
の
存
在
が
、
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
解

か
る
。

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

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

　
　
は
な
い
か
？
　
創
造
の
不
可
思
議
を
ハ
ラ
ー
よ
り
も
美
し
く
壮
麗
に
誰
が
歌
っ
た
で
あ
ろ

　
　
う
か
？

　
　
　
　
汝
は
大
地
よ
り
象
を
塔
の
如
く
聳
え
立
た
せ
。

　
　
　
　
そ
の
骨
の
山
に
魂
を
吸
き
込
ん
だ
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
（
『
朝
の
思
い
』
一
七
二
五
年
、
第
九
節
、
第
三
五
句
－
第
三
六
句
）

　
　
こ
の
表
現
を
シ
ラ
ー
は
、
ハ
ラ
ー
の
別
の
詩
句
と
と
も
に
、
当
時
（
一
七
七
五
年
頃
）
の

　
　
み
な
ら
ず
、
青
清
欝
代
初
期
が
疾
う
に
過
ぎ
去
っ
て
後
も
、
な
お
驚
嘆
の
念
を
以
て
引
用

　
　
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
｛

此
所
に
引
用
さ
れ
た
詩
句
は
、
ハ
ラ
ー
の
代
表
作
、
例
え
ば
『
亜
劣
根
源
に
つ
い
て
』

二
七
三
四
年
）
と
か
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
詩
』
二
七
三
六
年
）
か
ら
で
は
な
い
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
は
何
と
僅
か
十
七
才
に
も
満
た
ぬ
一
七
二
五
年
隻
詩
人

自
身
の
記
し
た
日
付
に
よ
る
と
（
一
七
二
五
年
三
月
二
十
一
９
　
１
　
４
）
に
゛
ヽ
し
か
も
一
気

呵
成
に
出
来
上
っ
た
ら
朝
の
思
い
』
か
ら
で
あ
る
。

　
ハ
ラ
ー
自
身
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
十
三
年
後
の
自
作
詩
集
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試

み
』
第
四
版
（
一
七
四
八
年
）
以
降
、
左
記
の
断
り
書
き
を
附
し
て
い
る
。

　
　
こ
の
詩
の
小
品
は
、
私
か
残
し
て
お
く
に
な
お
幾
ら
か
価
値
あ
り
と
認
め
た
諸
作
品
の
う

　
　
ち
、
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ほ
ん
の
一
時
の
う
ち
に
成
っ
た
。
従
っ
て
不

　ｉ．

ノベ

完
全
な
た
め
に
、
こ
れ
を
保
存
し
て
お
く
の
を
私
は
多
少
た
め
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に

識
者
は
、
更
に
著
者
の
未
熟
な
（
当
時
の
）
年
齢
を
考
え
併
せ
て
、
こ
の
作
品
に
手
厳
し

い
こ
と
は
申
さ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
（
『
朝
の
思
い
』
へ
の
断
り
書
き
）

　
一
応
は
不
満
を
抱
き
な
が
ら
も
、
ハ
ラ
ー
は
当
詩
歌
を
刊
行
し
続
け
た
。
始
め
『
ス

イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
初
版
（
一
七
三
二
年
）
と
再
版
（
一
七
三
四
年
）
で
は
、
巻
頭

が
出
色
の
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
（
一
七
二
九
年
）
で
飾
ら
れ
て
、
『
朝
の
思
い
』
は
四

番
目
（
初
版
）
や
二
番
目
（
再
版
）
に
位
置
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
詩
人
ハ
ラ
ー

の
名
声
確
立
後
の
第
三
版
（
一
七
四
三
年
）
以
降
は
、
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
の

巻
頭
に
『
朝
の
思
い
』
が
来
る
。
す
な
わ
ち
、
も
は
や
瞳
目
す
べ
き
代
表
作
で
初
頭
か

ら
衆
目
を
牽
か
ず
と
も
、
読
者
は
ハ
ラ
ー
の
作
品
を
未
熟
な
も
の
か
ら
で
も
受
容
す

る
素
地
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
詩
人
自
身
が
「
不
完
全
（
ｕ
ｎ
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
）
」
と
か
「
未
熟
（
～
１
次
）
」

（
註
（
５
）
）
を
話
題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
解
か
る
と
お
り
、
一
七
三
〇
年
前
後

の
力
作
の
類
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
『
朝
の
思
い
』
が
見
劣
り
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

だ
が
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
や
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
が
当
時
と
し
て
は
群
を
抜
い

た
破
格
の
作
品
で
あ
る
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
瞳
目
す
べ
き
は
、
後
世

の
大
家
シ
ラ
ー
が
前
述
の
如
く
、
就
く
『
朝
の
思
い
』
の
一
節
を
「
驚
嘆
の
念

（
Ｂ
ｅ
w
ｕ
乱
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）
を
以
っ
て
引
用
し
た
」
（
註
（
２
）
）
こ
と
の
方
で
あ
る
。
果
し
て

他
に
一
七
二
〇
年
代
の
詩
歌
類
で
、
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
を
担
う
世
代
に
よ
り
、
こ

の
様
な
格
別
の
扱
い
を
受
け
た
作
品
が
外
の
何
処
に
見
い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
当
一
七
二
〇
年
代
に
頭
角
を
現
わ
し
て
詩
壇
に
君
臨
し
て
い
た
の
は
、
ハ
ム
ブ
ル

グ
の
教
養
人
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
（
一
六
八
〇
年
－
一
七
四
七
年
）
で
、
こ
の
詩
人
の
作
品

集
『
神
に
お
け
る
地
上
の
楽
し
み
』
の
第
一
部
は
、
一
七
二
一
年
に
初
版
、

一
七
二
四
年
に
再
版
、
一
七
二
六
年
に
第
三
版
、
一
七
二
八
年
に
第
四
版
、

一
七
三
二
年
に
第
五
版
と
刊
行
さ
れ
続
け
る
。
更
に
そ
の
第
二
部
（
初
版

一
七
二
七
年
）
お
よ
び
第
三
部
（
初
版
一
七
二
八
年
）
も
各
々
再
版
が
、
同



一
七
三
〇
年
に
出
版
の
運
び
と
な
る
。
当
ブ
ロ
。
ケ
ス
盛
時
に
、
目
立
た
ず
ア
ル
ペ

ン
山
麓
ベ
ル
ン
市
に
、
今
な
ら
中
等
教
育
を
う
け
る
年
頃
の
青
年
ハ
ラ
ー
が
、
四
十

歳
を
越
え
た
当
世
一
流
の
文
人
と
競
お
う
と
す
る
。
創
作
技
法
の
熟
達
と
か
人
生
経

験
の
多
彩
を
此
所
で
取
り
上
げ
て
も
、
畢
竟
シ
ラ
～
の
歌
心
を
揺
さ
ぶ
り
続
け
た

「
内
な
る
声

蓋
し
こ
の
Ｉ

(
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｓ
ｔ
i
m
m
e
）
」
（
註
（
２
）
）
を
静
聴
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

途
な
「
魂
の
歌
声
（
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
ｎ
ｇ
ｅ
ｓ
ａ
ｎ
ｇ
）
Ｊ
と
も
言
え
る
純
粋
な
調
べ
を
、

若
き
シ
ラ
ー
が
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
の
『
地
上
の
楽
し
み
』
で
な
く
、
ハ
ラ
ー
の
『
朝
の
思

い
』
に
聞
き
取
っ
た
こ
と
が
興
味
深
い
の
で
あ
る
。

　
②
　
「
鯨
」
と
「
象
」

　
ま
ず
此
所
で
は
、
シ
ラ
～
の
脳
裡
に
焼
き
付
い
た
詩
節
（
註
（
１
）
）
に
注
目
し

て
み
た
い
。
そ
れ
は
各
節
四
句
ご
と
で
全
十
二
節
（
全
四
十
八
句
）
の
『
朝
の
思
い
』

の
中
央
部
（
第
六
節
～
第
一
〇
節
）
後
半
に
位
置
し
て
い
る
。

　
　
　
｝
）
e
m
　
F
i
ｓ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ｏ
ｍ
ｅ
　
ｂ
ｌ
ａ
Ｂ
ｔ
　
／
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
m
i
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ａ
ｎ
ｚ
ｅ
　
ｓ
ｔ
i
i
ｒ
m
e
ｔ

　
　
　
　
Ｈ
ａ
ｓ
ｔ
　
Ｄ
ｕ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ａ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
　
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ｅ
ｈ
ｏ
ｈ
ｌ
ｔ
;

三
五
　
Ｄ
ｕ
　
ｈ
ａ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｅ
ｌ
ｅ
ｆ
ａ
ｎ
ｔ
　
ａ
ｕ
ｓ
　
Ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
　
ａ
ｕ
ｆ
ｇ
ｅ
ｔ
h
i
i
ｒ
m
e
ｔ

／

　
　
　
　
Ｕ
ｎ
ｄ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｋ
ｎ
ｏ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
-
Ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
　
ｂ
ｅ
ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｔ
.

　
　
　
波
濤
を
潮
吹
き
、
尾
鰭
で
猛
く
進
む
鯨
に

　
　
　
　
（
創
造
主
た
る
）
汝
は
血
脈
を
穿
ち
、

三
五
　
汝
は
大
地
よ
り
象
を
塔
の
如
く
聳
え
立
た
せ
、

　
　
　
　
そ
の
骨
の
山
に
魂
を
吹
き
込
ん
だ
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朝
の
思
い
』
初
稿
、
第
九
節
）

話
題
の
「
鯨
」
（
第
三
三
句
）
と
「
象
」
（
第
三
五
句
）
の
両
者
は
、
若
き
シ
ラ
ー
も

親
し
ん
だ
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
著
『
道
徳
家
』
（
一
七
〇
九
年
）
第
三
部
の
第
一
章
で
、

既
に
話
題
と
さ
れ
た
巨
獣
類
で
あ
る
が
、
目
下
こ
こ
で
肝
要
な
の
は
瞳
目
す
べ
き
形

象
ｅ
･
Ｅ
ｉ
ｉ
で
は
な
く
て
ヽ
む
し
ろ
後
世
シ
ラ
～
が
正
に
「
驚
嘆
の
念
を
以
っ
て
引
用

し
た
」
（
註
（
２
）
）
ほ
ど
の
詩
人
ハ
ラ
ー
の
歌
い
振
り
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
ぜ
格
別
に
『
朝
の
思
い
』
第
九
節
（
第
三
三
句
－
第
三
六
句
）
が
心
に
刻
み
込

ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
恐
ら
く
「
鯨
」
と
「
血
脈
」
、
さ
ら
に
「
象
」

と
「
魂
」
の
結
び
つ
き
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
殊
に
「
象
」
は
、
「
大
地
よ

り
塔
の
如
く
聳
え
立
つ
」
「
骨
の
山
（
Ｚ
～
・
ｒ
甲
皆
蔵
）
」
と
歌
わ
れ
た
後
に
、
「
魂

を
吹
き
込
ま
れ
」
と
規
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
骨
肉
と
霊
魂
と
言
う
、
物
と
心
と
の
明

暗
が
見
事
に
織
り
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
様
に
相
反
す
る
両
要
素
が
対
立

を
孕
み
な
が
ら
も
均
衡
を
保
つ
所
に
、
一
種
の
悲
壮
美
（
７
ゆ
ｏ
巳
が
醸
し
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　
正
に
シ
ラ
ー
こ
そ
当
の
悲
壮
美
を
抒
情
表
現
に
も
、
悲
劇
創
作
に
お
け
る
と
同
様

に
生
涯
求
め
続
け
た
詩
人
で
あ
っ
た
。
翻
っ
て
考
え
て
’
み
る
に
、
こ
の
礎
は
ハ
ラ
～

の
場
合
も
シ
ラ
ー
の
場
合
も
医
学
研
究
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち

生
理
学
な
ど
で
体
と
心
と
の
係
わ
り
を
、
更
に
自
然
と
精
神
の
相
互
作
用
と
し
て
眺

め
る
眼
が
、
い
つ
し
か
詩
歌
象
徴
の
衣
を
ま
と
う
「
骨
の
山
」
と
「
魂
」
に
辿
り
着

く
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
「
鯨
」
（
第
三
三
句
）
ほ
ど
巨
怪
な
郎
登

な
い
。
但
し
こ
の
肉
塊
に
幾
重
に
も
「
血
脈
」
（
第
三
四
句
）
が
走
り
通
い
、
物
質

な
ら
ぬ
生
物
と
看
傲
さ
れ
る
。
つ
ま
り
巨
怪
な
肉
魂
が
生
息
し
て
い
る
霊
妙
さ
に
、

肉
と
魂
と
の
不
可
思
議
な
結
び
付
き
が
驚
嘆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

③
「
不
可
測
の
万
有
」
と
「
神
性
の
大
国
」

前
述
の
印
象
深
く
「
鯨
」
と
「
象
」
が
歌
わ
れ
た
第
九
節
で
「
創
造
の
不
可
思
議
」

（
註
（
２
）
）

創
造
に
よ

・
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
後
に
、
引
き
続
く
第
一
〇
節
に
お
い
て
は
天
地

り
成
る
宇
宙
が
話
題
と
な
る
。
’

広
大
な
天
空
の
碧
玉
な
す
蒼
宵
は
、

　
（
創
造
主
た
る
）
汝
の
御
手
の
容
易
き
業
。
に

の
不
可
測
の
万
有
（
｛
｝
ａ
ｓ
　
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
Ｂ
ｎ
ｅ
　
Ａ
已
は
、
唯
そ
れ
自
体
に
よ
り
限
界
づ

　
　
　
け
ら
れ
、

二
Ｉ
七

ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
　
そ
の
ニ
ー
ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
－
Ｉ
　
（
高
橋
）

七



二
一
八

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
二

四
〇
　
　
汝
に
は
こ
餓
欲
す
（
～
よ
在
れ
！
・
）
」
の
一
言
こ
Ｉ
Ｓ
ｏ
ユ
）
の
み
で
事
足
り
る

　
　
　
　
　
　
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朝
の
思
い
』
初
稿
、
第
一
〇
節
）

後
に
当
詩
節
は
次
の
様
に
変
更
さ
れ
る
。

　
　
　
広
大
な
天
空
の
碧
玉
な
す
蒼
寫
は
、

　
　
　
　
空
（
ｌ
ｅ
ｅ
ｒ
）
所
を
礎
に
築
か
れ
、

　
　
　
こ
の
神
性
の
大
国
（
｛
｝
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｇ
ｒ
ｏ
Ｂ
ｅ
　
Ｓ
ｔ
ａ
ｄ
ｔ
）
は
、
唯
そ
れ
自
体
に
よ
り
飾

　
　
　
　
　
　
ら
れ
、

四
〇
　
　
無
（
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
）
か
ら
他
な
ら
ぬ
汝
の
一
言
（
ｄ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｚ
ｉ
ｇ
　
Ｗ
ｏ
ｒ
ｔ
）
が
高
め
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朝
の
思
い
』
改
稿
、
第
一
〇
節
）

『
旧
約
聖
書
』
の
「
創
世
記
」
冒
頭
の
「
天
地
創
造
」
を
念
頭
に
置
い
た
「
無
か
ら

の
創
造
（
Ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
　
ｅ
ｘ
　
Ｎ
ｉ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
）
」
が
、
両
稿
と
も
に
詩
想
の
中
心
を
な
し
て
お
り
、

し
か
も
宇
宙
像
の
有
様
は
所
謂
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
風
に
有
限
な
閉
じ
た
系
を
前
提
と

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
初
稿
で
は
、
宇
宙
が
「
そ
れ
自
体
に
よ
り
限
界
づ
け
ら
れ
」
た
被
造
物
と
看

倣
さ
れ
、
た
と
え
人
知
に
は
「
不
可
測
」
で
も
、
悠
久
無
限
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
無
限
の
宇
宙
空
間
に
「
限
界
」
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
「
不
可
測

（
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
Ｂ
ｎ
ｅ
）
」
と
は
気
に
な
る
言
葉
で
、
場
合
に
よ
り
当
語
は
「
果
し
無
き
」
つ

ま
り
「
無
限
」
を
指
す
。
例
え
ば
ハ
ラ
～
の
別
の
詩
『
永
遠
に
っ
い
て
の
未
完
詩
』

で
は
、
「
（
死
後
も
続
く
）
厳
粛
な
永
遠
の
空
怖
ろ
し
き
海
原
（
Ｆ
ｏ
ｒ
ｃ
ｈ
ｔ
ｂ
ａ
ｒ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｅ
ｒ

ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｒ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｅ
w
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
言
）
（
第
三
一
句
）
を
踏
ま
え
て
、
「
神
（
（
）
ｏ
霖
）
」
（
第
七
五

句
）
が
「
果
し
無
き
時
の
規
矩
（
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｍ
ａ
ａ
Ｂ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
Ｂ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
」
（
第

七
六
句
）
つ
ま
り
「
永
遠
」
の
「
規
矩
」
と
言
わ
れ
る
。

　
も
し
、
「
不
可
測
の
時
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
Ｓ
ｎ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
）
Ｊ
が
（
永
遠
合
乱
賢
耳
）
」

な
ら
ば
、
『
朝
の
思
い
』
初
稿
（
註
（
1
2
）
）
第
一
〇
節
に
あ
る
「
不
可
測
の
万
有

（
｛
｝
ａ
ｓ
　
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
Ｂ
ｎ
ｅ
　
Ａ
ｌ
ｌ
）
」
（
第
三
九
句
）
は
、
無
訃
の
宇
宙
空
間
と
解
さ
れ
る
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

あ
ろ
う
。
す
る
と
引
き
続
く
詩
句
（
唯
そ
れ
自
体
に
よ
り
限
界
づ
け
ら
れ
Ｃ
ｂ
ｅ
ｇ
ｒ
ａ
ｎ
ｚ
ｔ

ｎ
ｕ
ｒ
　
ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｅ
ｒ
）
」
（
第
三
九
句
後
半
）
と
矛
盾
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
こ

で
後
年
ハ
ラ
ヽ
’
‐
は
、
恐
ら
く
こ
の
矛
盾
を
回
避
す
る
た
め
に
、
当
詩
句
を
「
こ
の
神

性
の
大
国
は
、
唯
そ
れ
自
体
に
よ
り
飾
ら
れ
」
（
註
（
1
3
）
）
と
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

古
来
ア
リ
ス
ト
テ
レ
～
ス
な
ど
に
見
ら
れ
る
所
謂
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
風
の
「
宇
宙

（
Ｋ
ｏ
ａ
／
ｉ
ｏ
ｇ
　
）
Ｊ
は
、
野
を
飾
る
菊
科
の
花
の
名
前
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
解

か
る
よ
う
に
、
「
秩
序
」
と
か
「
世
界
」
と
共
に
「
装
飾
」
を
も
意
味
す
る
。
改
稿

後
の
『
朝
の
思
い
』
第
三
九
句
は
正
に
こ
の
筋
の
「
世
界
秩
序
」
を
物
語
ら
ん
と
し

て
い
る
。

　
㈲
「
無
限
宇
宙
」
と
「
結
晶
の
如
き
天
界
」

　
焚
刑
に
て
受
難
し
た
思
想
家
ブ
ル
ー
ノ
を
弾
劾
す
る
の
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
当
時
力

ト
リ
ッ
ク
教
会
権
力
が
異
端
視
し
た
重
要
文
献
が
、
こ
の
殉
教
者
の
著
書
『
無
限
、
牢
宙

お
よ
び
諸
世
界
に
つ
い
て
（
Ｄ
ｅ
　
ｒ
ｉ
ｎ
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｏ
｡
　
ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
｡
　
ｅ
ｔ
　
ｍ
ｏ
ｎ
ｄ
ご
）
（
一
五
八
四

年
）
で
あ
り
、
此
所
に
述
べ
ら
れ
た
「
無
限
宇
宙
」
の
世
界
観
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で

法
外
な
権
威
と
し
て
仰
が
れ
た
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
風
ア
リ
ス
ト
テ
レ
～
ス
の
天
動
説

は
微
塵
に
砕
か
れ
亙
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
目
下
話
題
の
ハ
ラ
ー
初
期
の
詩
歌
『
朝

の
思
い
』
第
一
〇
節
の
第
三
九
句
に
関
し
て
ヽ
か
訃
の
「
神
性
の
大
国
」
よ
り
も
捺

稿
の
「
不
可
測
の
万
有
」
の
方
が
優
れ
る
の
は
、
こ
の
世
界
観
の
革
命
の
余
波
を
伝

え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
通
例
こ
の
革
命
は
所
謂
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
命
名
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
天
文
学
者
の
著
書
『
天
体
の
回
転
に
つ
い
て
（
｛
｝
ｅ
　
ｒ
ｅ
ｖ
ｏ
ｌ
ｕ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｉ
ｂ
ｕ
ｓ
　
ｏ
ｒ
ｂ
ｉ
ｕ
ｍ

ｃ
ｏ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｕ
m
）
』
（
一
五
四
三
年
）
に
言
う
「
天
体
」
は
、
あ
く
ま
で
著
書
表
題
の
文

字
通
り
「
円
（
ｏ
ふ
ｒ
）
」
を
意
味
し
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
業
績
は
単
に
「
天
体
」
の

中
心
点
を
「
地
球
」
か
ら
「
太
陽
」
に
移
し
変
え
た
点
に
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
所
詮

「
丸
く
収
ま
っ
た
世
界
秩
序
」
た
る
「
神
性
の
大
国
」
（
註
（
1
3
）
）
は
崩
壊
し
て
い

な
い
。
そ
し
て
就
く
ブ
ル
ー
ノ
の
説
く
「
無
限
」
が
、
此
所
に
は
未
だ
孕
ま
れ
て
い



な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
｀
ハ
ラ
ー
の
言
う
「
不
可
測
の
万
有
（
Ｄ
ａ
ｓ
　
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｆ
ｉ
ｎ
ｅ

Ａ
ｌ
ｌ
）
」
（
註
（
1
2
）
）
か
ら
期
待
さ
れ
る
「
無
限
宇
宙
」
は
望
み
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
「
天
体
の
回
転
」
に
お
け
る
「
天
動
説
」
か
ら
「
地
動
説
」
へ
の

所
謂
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
衝
撃
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
何
と
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
話

題
の
書
が
、
ロ
’
‐
マ
教
皇
庁
の
禁
書
目
録
か
ら
外
さ
れ
た
の
は
、
西
歴
一
七
五
七
年

で
あ
る
。

　
　
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
説
は
虚
偽
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
根
拠
が
な
い
こ
と
を
誰
も
疑
わ
な
い
。

竟
に
夜
明
け
が
来
て
、
結
晶
の
如
き
天
界
、
世
界
の
中
心
を
占
め
る
地
球
の
高
慢

な
地
位
、
太
陽
や
恒
星
郡
の
無
用
の
速
度
、
そ
れ
に
当
学
説
の
別
の
誤
謬
が
色
々
と
、
真

理
か
ら
隔
て
ら
れ
た
の
だ
。

一
七
六
一
年
ビ
ュ
フ
ォ
ン
『
博
物
誌
』
独
訳
へ
の
「
序
言
」
で
、
ハ
ラ
ー
自
身
が
こ

う
語
っ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
此
所
で
「
誤
謬
（
７
Ｚ
Ｑ
）
」
と
し
て
「
結
晶
の

如
き
天
界
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｋ
ｒ
ｙ
ｓ
ｔ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｅ
　
Ｈ
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｌ
）
」
が
挙
げ
ら
れ
、
宇
宙
が
も
は
や
閉
じ

た
「
世
界
秩
序
」
と
解
さ
れ
ず
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
ブ
ル
ー
ノ
風
の
「
無
限
」

へ
と
開
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
思
い
が
け
ず
も
詩
人
ハ
ラ
ー
の
語
気
は
、
「
神
性
の
大
国
」
を
「
果
し
無
き
万
有
」

へ
と
開
い
て
し
ま
っ
た
。
恐
ら
く
若
き
当
時
一
七
二
五
年
の
段
階
で
は
不
如
意
と
思

わ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
後
年
ハ
ラ
ー
は
、
こ
れ
を
昔
日
の
天
動
説
に
よ
る
了
解
に

近
づ
け
て
し
ま
う
。
か
と
言
っ
て
ハ
ラ
”
‐
自
身
が
新
た
な
世
界
観
あ
る
い
は
宇
宙
像

に
背
を
向
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
右
記
の
「
序
言
」
（
註
（
2
1
）
）
の
み

な
ら
ず
、
何
よ
り
前
述
（
註
（
1
5
）
－
（
1
6
）
）
の
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
詩
』

（
一
七
三
六
年
）
が
雄
弁
に
物
語
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
第
三
七
句
で
「
無
限

（
Ｕ
ｎ
ｅ
乱
Ｆ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）
Ｊ
が
、
更
に
第
八
二
句
で
は
「
遍
き
無
（
３
１
ｒ
）
」
（
註
（
2
5
）
）

㈲
　
「
遍
き
無
」
と
「
良
く
効
く
無
」

未
だ
『
朝
の
思
い
』
に
は
ヽ
敢
て
１
　
無
を
観
ず
る
詩
想
が
な
い
。
改
稿
後
の
「
空
」

二
Ｉ
九

と
か
「
無
」
（
註
（
1
3
）
）
と
て
、
「
天
地
創
造
」
の
た
め
の
消
極
条
件
に
過
ぎ
な
い
。

む
し
ろ
「
結
晶
の
如
き
天
界
」
（
註
（
2
1
）
）
が
「
唯
そ
れ
自
体
に
よ
り
限
界
づ
け
ら

れ
」
（
註
（
1
2
）
）
て
い
る
姿
を
想
い
浮
か
べ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
ハ
ラ
ー

の
詩
想
は
当
時
一
七
二
〇
年
代
中
頃
の
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
の
も
の
と
比
べ
る
と
遅
れ
た
感

じ
を
抱
か
せ
る
。
例
え
ば
後
者
の
詩
集
『
神
に
お
け
る
地
上
の
楽
し
み
』
（
註
（
７
）
）

第
一
部
（
初
版
一
七
二
一
年
／
再
版
一
七
二
四
年
／
第
三
版
一
七
二
六
年
）
の
巻
頭

を
飾
る
『
天
空
『
Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｆ
ｉ
ｒ
ｍ
ａ
ｍ
ｅ
ｎ
こ
』
は
、
齢
四
十
を
過
ぎ
た
円
熟
し
た
筆
致
で

以
て
、
「
碧
玉
な
す
深
淵
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ａ
ｐ
ｐ
ｈ
ｉ
ｒ
ｎ
ｅ
　
Ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｅ
）
Ｊ
（
第
一
句
）
か
ら
歌
い
始
め

て
、
「
無
限
の
途
方
な
く
深
い
空
所
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｕ
ｎ
ｅ
乱
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
｡
　
ｕ
ｎ
ｍ
ａ
Ｂ
ｉ
ｇ
-
ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｅ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｅ
）
」

（
第
七
句
）
を
「
永
遠
な
る
諸
世
界
の
心
像
（
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
w
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
）
」
（
第

八
句
）
と
掴
み
つ
つ
、
竟
に
「
わ
が
全
存
在
（
Ｍ
ｅ
ｍ
　
ｇ
ａ
ｎ
ｔ
ｚ
ｅ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
）
は
塵
と
な

り
、
点
と
な
り
、
一
つ
の
無
（
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
）
と
な
っ
た
」
（
第
十
六
句
）
と
認
め
て

い
る
。

　
　
　
そ
し
て
私
は
自
分
自
身
を
喪
失
し
、
こ
の
こ
と
が
私
を
突
然
打
ち
の
め
し
た
。

一
八
　
絶
望
が
、
完
全
に
動
揺
し
た
わ
が
胸
を
脅
し
た
。

　
　
　
然
れ
ど
も
、
お
お
良
く
効
く
無
（
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｓ
a
m
ｓ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
）
よ
！
・
　
幸
運
な
喪
失
よ
！
・

二
〇
　
遍
在
す
る
神
よ
、
汝
に
お
い
て
私
は
自
己
を
再
び
見
い
出
し
た
の
‰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
天
空
』
第
一
七
句
―
‐
第
二
〇
句
）

仮
に
第
十
八
句
で
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
が
筆
を
絶
っ
た
の
な
ら
ば
、
『
地
上
の
楽
し
み
』
に

特
有
の
屈
託
な
さ
で
興
を
殺
が
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
望
む
ら
く
は
、

後
世
ハ
ラ
ー
の
詩
句
が
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
詩
』
か
ら
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
の
「
絶

望
（
が
ｇ
ｇ
Ｓ
～
凹
）
」
（
『
天
空
』
第
十
八
句
）
へ
と
見
事
に
協
和
し
得
る
と
思
わ

れ
る
。

八
〇
　
そ
う
だ
。
万
が
い
ち
汝
（
神
）
の
堅
固
な
諸
力
が
沈
み
得
る
な
ら
ば
、

　
　
　
　
や
が
て
深
淵
の
口
が
開
き
、

　
　
　
遍
き
無
（
Ｅ
ｉ
ｎ
　
ａ
ｌ
ｌ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
）
が
、
存
在
の
国
全
体
を
（
呑
み
）
、

　
　
　
　
時
を
も
永
遠
を
も
同
時
に
（
呑
む
）
で
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
　
そ
の
ニ
ー
ー
ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
－
　
（
高
橋
）

九



二
二
〇
　
　
一
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
二

　
　
　
　
あ
た
か
も
大
海
原
が
一
滴
の
水
を
呑
む
如
く
。

　
　
　
　
　
（
『
永
遠
に
っ
い
て
の
未
完
詩
』
一
七
三
六
年
、
第
八
〇
句
－
第
八
四
句
）

厳
粛
な
「
遍
き
無
」
と
は
裏
腹
に
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
の
『
天
空
』
は
（
良
く
効
く
無

９
Ｅ
ｓ
a
m
ｓ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
）
Ｊ
を
落
と
し
て
、
「
遍
在
す
る
神
（
Ａ
Ｕ
ｇ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
w
ａ
ｒ
ｔ
'
ｇ
ｅ
ｒ

｛
｝
ｏ
は
）
」
（
註
（
2
4
）
）
で
楽
天
の
大
団
円
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
ハ

ラ
ー
の
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
詩
』
で
は
、
詩
想
が
空
無
へ
と
開
か
れ
、
昔
日
に

「
無
限
」
の
説
ゆ
え
殉
教
し
た
ブ
ル
ー
ノ
の
姿
に
恥
じ
る
こ
と
な
く
、
思
索
す
る
歌

心
は
何
時
し
か
パ
ス
カ
ル
の
『
省
察
』
の
言
葉
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
Ｌ
ｅ
　
ｓ
ｉ
ｌ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｌ
　
ｄ
ｅ
　
ｃ
ｅ
ｓ
　
ｅ
ｓ
ｐ
ａ
ｃ
ｅ
ｓ
　
ｉ
ｎ
ｆ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
　
m
'
ｅ
ｆ
ｆ
ｒ
ａ
ｉ
ｅ
.

　
　
　
こ
の
無
限
の
空
間
の
永
遠
の
沈
黙
は
、
私
に
恐
怖
を
ひ
き
お
こ
ち

　
㈲
　
「
途
方
も
無
い
流
暢
さ
」
と
「
或
る
内
な
る
声
」

　
右
に
引
用
し
た
『
省
察
令
§
私
―
』
』
の
著
者
パ
ス
カ
ル
（
一
六
二
三
年
－
六
二

年
）
の
活
躍
し
た
時
期
十
七
世
紀
を
、
通
例
ド
イ
ツ
文
学
で
は
バ
ロ
ッ
ク
期
と
呼
び

啓
蒙
期
十
八
世
紀
と
区
別
す
る
。
そ
し
て
普
通
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
風
の
先
に
見
た
兪
知
大

団
円
の
落
（
註
（
2
4
）
）
こ
そ
、
新
た
な
光
の
時
代
の
啓
蒙
思
潮
を
特
色
づ
け
る
指

標
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
時
流
の
啓
蒙
家
ヴ
ォ
ル
テ
～
ル
は
『
哲
学
書
簡
』

（
一
七
三
四
年
）
で
あ
け
す
け
に
こ
う
告
白
す
る
。

私
は
と
い
え
ば
、
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
を
こ
う
見
渡
し
て
、
ジ
ス
カ
ル
氏
の
い
う
あ
の
絶
望

（
ｄ
ｅ
ｓ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｉ
ｒ
）
と
や
ら
に
陥
る
理
由
は
何
一
つ
見
当
ら
ぬ
。

此
所
に
は
同
じ
頃
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
が
『
天
空
』
第
十
八
句
で
歌
い
上
げ
た
「
絶
望
」
の

入
る
余
地
が
な
い
。
更
に
そ
の
第
二
〇
句
に
来
る
「
遍
在
す
る
神
（
（
）
ｏ
霖
）
」
（
註

（
2
4
）
）
も
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
も
し
神
が
存
在
し

ば
な
る
ま
い
（
Ｓ
ｉ
　
Ｄ
ｉ
ｅ
ｕ
　
ｎ
'
ｅ
ｘ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
ｉ
ｔ
　
ｐ
ａ
ｓ
｡
　
ｉ
ｌ
　
ｆ
ａ
ｕ
ｄ
ｒ
ａ
ｉ
ｔ
　
Ｔ
ｉ
ｎ

度
の
も
の
で
あ
る
。

Ｕ
ら
発
明
せ
ね

」
と
言
う
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
か
く
明
快
に
割
り
切
っ
た
啓
蒙
期
を
、
詩
人
ハ
ラ
ー
は
無
味
乾
燥
な
散
文
の
時
代

と
見
て
い
た
よ
う
で
、
昔
日
を
振
り
返
っ
た
回
想
に
は
こ
う
あ
る
。

私
達
（
ハ
ラ
ー
と
ハ
ー
ゲ
ド
ル
ン
）
二
人
が
生
ま
れ
た
の
は
、
詩
歌
（
｛
｝
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
巳

が
ド
イ
ツ
か
ら
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ブ
ロ
″
ケ
ス
と
ピ
ー

チ
ュ
は
幾
篇
か
、
前
者
は
時
折
壮
大
な
佳
作
を
物
し

途
方
も
無
い
流
暢
さ
（
ｕ
ｎ
ｅ
ｎ
ｄ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｆ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
巴

を
猷
り
出
し
た
・
゛
：
（
2
9
）

ﾔ2
余
り
に
も
ブ
ロ
。
ケ
ス
は

筆
先
か
ら
韻
文
｛
｝
｛
ａ
ヨ
の
｝

一
七
七
二
年
三
月
ゲ
ミ
ン
グ
ン
宛
書
簡
で
ハ
ラ
ー
が
こ
の
よ
う
に
語
る
「
詩
歌
」
の

精
髄
な
す
歌
心
は
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
の
『
地
上
の
楽
し
み
』
と
か
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の

『
哲
学
書
簡
』
に
見
受
け
ら
れ
る
「
途
方
も
無
い
流
暢
さ
」
（
註
（
2
9
）
）
と
は
全
く

別
の
所
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
ら
ば
単
な
る
「
韻
文
」
な
ら
ぬ
「
詩
歌
」
（
註
（
2
9
）
）
が
何
処
に
存
す
る
か
と

言
え
ば
、
そ
れ
は
既
に
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
を
担
う
世
代
と
の
関
連
で
触
れ
た
よ
う

に
、
後
世
シ
ラ
ー
を
も
「
驚
嘆
の
念
」
で
満
た
し
た
「
或
る
内
な
る
声
」
（
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ

ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｓ
ｔ
i
m
m
e
）
」
（
註
（
２
）
）
に
他
な
ら
な
い
。

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

一
八
二
　
も
し
魂
か
ら
（
ａ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
）
こ
み
上
げ
、

　
　
　
　
根
源
の
力
に
溢
れ
る
快
音
で

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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
初
稿
、
一
七
七
三
年
－
七
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
　
　
　
Ｎ
　
　
　
　
　
ｓ
　
　
　
ガ
イ
ス
ト

詰
る
所
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
や
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
「
韻
文
」
は
、
心
で
は
な
く
頭
で
、
精
髄

で
は
な
く
才
気
で
担
ね
上
げ
た
も
の
と
、
後
世
ゲ
ー
テ
た
ち
に
は
映
じ
た
と
思
わ
れ

る
。
例
え
ば
『
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
五
年
－
九
六
年
）
に

お
い
て
シ
ラ
ー
が
ヴ
ォ
辺
け
Ｉ
ル
の
「
才
気
に
豊
む
頭
（
w
ｉ
ｔ
ｚ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｋ
ｏ
ｐ
ｆ
）
」
を
話

題
と
し
つ
つ
此
所
に
Ｔ
心
情
の
貧
困
の
み
（
ｎ
ｕ
ｒ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ａ
ｒ
m
ｕ
ｔ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｚ
ｅ
ｎ
ｓ
）
」



を
目
撃
し
、
「
私
達
が
出
会
う
の
は
常
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
分
別
悟
性
（
が
品
除
乱
）

の
み
で
あ
り
、
そ
の
感
情
（
Ｇ
ｅ
ｆ
ｉ
ｉ
ｈ
ｌ
）
で
は
な
い
」
と
論
ず
る
段
が
こ
れ
で
あ
る
。

ハ
ラ
ー
は
こ
の
脈
絡
に
「
詩
歌
が
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
時
代
」
（
註
（
2
9
）
）
を
既

に
見
て
お
り
、
自
ら
は
決
然
と
時
流
の
啓
蒙
思
潮
に
反
旗
を
翻
し
、
敢
て
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
詩
語
で
「
魂
の
歌
声
」
（
註
（
９
）
）
と
言
わ
れ
る
新
た
な
詩
魂
を
目
指
し
創

作
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
剛
　
「
或
い
は
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
、
或
い
は
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
・
：
」

　
未
だ
ハ
ラ
～
の
前
に
は
シ
ラ
ー
も
ヘ
ル
ダ
～
リ
ン
も
い
な
い
。
む
し
ろ
新
た
な

「
魂
の
歌
声
」
は
こ
れ
か
ら
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
や
が
て
十
八
世
紀
中
葉
に
雄

飛
す
る
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
歌
声
が
こ
れ
を
聴
き
取
り
称
揚
す
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
Ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｄ
ｏ
ｒ
i
ｓ
｡
　
ｓ
ｉ
ｅ
　
ｓ
ａ
ｎ
ｇ
｡
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｓ
　
w
ｅ
ｒ
ｔ
ｈ
.

二
二
　
Ｈ
ｉ
ｒ
ｚ
e
l
ｓ
　
Ｄ
ａ
ｐ
ｈ
ｎ
ｅ
｡
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｋ
ｌ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
　
ｚ
ａ
ｒ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
　
w
ｉ
ｅ
　
Ｇ
ｌ
ｅ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
　
ｌ
ｉ
ｅ
ｂ
ｔ
｡

　
　
　
　
Ｕ
ｎ
ｄ
　
w
ｉ
ｒ
　
Ｊ
ｉ
ｉ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
　
ｓ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
｡

　
　
　
　
Ｕ
ｎ
ｄ
　
ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
｡
　
w
i
e
　
Ｈ
ａ
ｇ
ｅ
ｄ
ｏ
ｒ
ｎ
.

　
　
　
ハ
ラ
ー
の
『
ド
ー
リ
ス
』
、
こ
れ
を
歌
い
し
は
、
自
身
こ
の
歌
に
相
応
し
き

二
二
　
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
夫
人
ダ
フ
ネ
ー
。
こ
の
夫
を
ク
ラ
イ
ス
ト
は
心
か
ら
、
ク
ラ
イ
ム
同
様
の

　
　
　
　
　
　
親
友
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
し
て
私
達
若
者
は
歌
い
、

　
　
　
　
か
っ
感
受
し
た
、
ハ
ー
ゲ
ド
ル
ン
の
如
仁

９

　
　
　
　
　
　
（
『
チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖
』
一
七
五
〇
年
）

こ
こ
で
自
作
の
『
救
世
主
』
（
一
七
四
八
年
以
降
）
を
も
加
え
、
ハ
ラ
～
の
歌
曲

『
ド
ー
リ
ス

‘
』
（
一
七
三
〇
年
）
や
ハ
”
‐
ゲ
ド
ル
ン
（
註
（
2
9
）
）
の
諸
詩
篇
を
、
ク

ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
医
師
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
た
ち
と
朗
唱
す
る
。
こ
の
医
師
の
親
友
た
ち

グ
ラ
イ
ム
や
ク
ラ
イ
ス
ト
も
新
た
な
時
代
の
詩
人
で
あ
り
、
既
に
壮
麗
な
ク
ラ
イ
ス

ト
の
佳
作
『
春
（
｛
｝
ｅ
ｒ
　
Ｆ
ｒ
ｉ
ｉ
ｈ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
）
　
Ｊ
初
版
も
一
七
四
九
年
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

三
二

興
味
深
い
こ
と
に
後
に
シ
ラ
～
が
右
記
（
註
（
3
2
）
）
詩
論
に
お
い
て
、
「
理
念
に
よ

り
わ
れ
わ
れ
を
感
動
さ
せ
る
」
「
情
感
詩
人
」
と
し
て
挙
げ
た
三
巨
頭
「
ハ
ラ
ー
、

ク
ラ
イ
ス
ト
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
」
が
『
チ
ュ
’
‐
リ
ヒ
湖
』
第
六
節
（
註
（
3
3
）
）

を
機
に
集
い
、
夙
に
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
以
前
の
詩
人
た
ち
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。

　
若
き
ハ
ラ
～
が
『
朝
の
思
い
』
執
筆
の
一
七
二
五
年
に
、
こ
の
様
な
輝
か
し
い
将

来
を
既
に
予
見
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
む
し
ろ
詩
壇
の
大
御
所
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
が

若
者
の
眼
の
前
に
控
え
、
た
と
え
「
途
方
も
無
い
流
暢
さ
に
感
け
て
」
い
た
に
せ
よ
、

「
時
折
壮
大
な
佳
作
を
物
し
」
（
註
（
2
9
）
）
て
創
作
の
範
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
疑

い
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

私
達
二
人
（
ハ
ラ
ー
と
ハ
ー
ゲ
ド
ル
ン
）
は
早
く
か
ら
詩
作
に
勤
し
ん
だ
。
そ
し
て
十
五

歳
に
な
る
前
に
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
詩
句
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ

）
を
途
方
も
な
く
（
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ

Ｕ
ｎ
ｅ
ｎ
ｄ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
巴
書
い
た
。
或
い
は
プ
ロ
ッ
ケ
ス
、
或
い
は
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、

或
い
は
別
に
低
地
ザ
ク
セ
ン
の
詩
人
た
ち
を
私
は
模
倣
し
た
・
　
’
：
（
″
）

前
述
一
七
七
二
年
三
月
ゲ
ミ
ン
グ
ン
宛
書
簡
で
ハ
ラ
ー
は
、
こ
の
様
に
「
或
い
は
ブ

ロ
ッ
ケ
ス
、
或
い
は
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
…
」
と
語
っ
て
い
る
。
前
者
ブ
ロ
ッ

ケ
ス
が
啓
蒙
期
十
八
世
紀
前
半
の
文
人
で
あ
る
こ
と
は
解
か
っ
て
い
る
。
で
は
後
者

ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
は
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
を
解
く
に
文
学
史
上
の
知
識
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
筆
者
は
ま
ず
南
大

路
振
一
著
『
一
七
二
〇
年
代
の
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
と
ス
イ
ス
１
　
子
九
七
四
年
』

に
注
目
し
て
み
た
。
な
ぜ
な
ら
当
論
が
「
一
七
二
〇
年
代
と
い
う
、
近
代
ド
イ
ツ
文

学
の
胎
動
期
－
言
い
か
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
『
バ
ロ
ッ
ク
時
代
』
か
ら
『
啓
蒙
主

義
時
代
』
へ
の
移
行
期
に
人
び
と
が
直
面
し
た
基
本
問
題
」
に
触
れ
、
「
ホ
ー
フ
マ

ン
ス
ヴ
ァ
ル
ダ
ウ
や
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
『
第
二
次
シ
ュ
レ
ー

ジ
エ
ン
詩
派
』
の
華
美
・
誇
張
・
奇
矯
・
虚
飾
の
趣
味
」
を
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
に
も
関

連
さ
せ
て
論
述
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
就
く
当
論
に
は
通
例
の
文
学
研
究
や
詩
歌

解
釈
で
は
ま
ず
取
り
上
げ
ら
れ
そ
う
に
な
い
当
時
一
七
二
五
年
頃
の
「
道
徳
週
誌

ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
　
そ
の
ニ
ー
ー
　
ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
－
－
　
（
高
橋
）

一

一



二
二
二
　
　
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
二

（
m
o
ｒ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｗ
ｏ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
i
f
ｔ
ｅ
ｎ
）
」
、
例
え
ば
啓
蒙
家
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ド
の
『
理

性
に
従
い
叱
責
す
る
女
性
た
ち
（
Ｄ
ｉ
ｅ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｔ
ｉ
ｎ
ｆ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ａ
ｄ
ｌ
ｅ
ｒ
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
）
Ｊ
全
一
〇
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｎ
χ
Ｎ
χ
χ
ゝ
ｓ

篇
（
一
七
二
五
年
－
二
六
年
）
な
ど
基
本
資
料
が
原
典
の
ま
ま
例
示
し
て
あ
る
の
で
、

此
所
で
は
以
下
さ
ら
に
当
啓
蒙
家
の
論
敵
ボ
ー
ド
マ
ー
と
ブ
ラ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
唾

に
成
る
「
十
八
世
紀
に
ド
イ
ツ
語
圏
で
発
行
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
最
初
の
道
徳
週
誌
」

と
言
わ
れ
る
。
『
画
家
談
論
（
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｏ
ｕ
ｒ
ｓ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ａ
ｈ
ｌ
ｅ
ｒ
ｎ
）
』
（
一
七
二
一
年
－

二
三
亀
Ｊ
）
と
か
、
ボ
ー
ド
マ
ー
宛
ケ
ー
ニ
ヒ
の
書
簡
二
七
二
四
年
－
二
六
乳

Ｊ
）
も
ヽ

当
邦
語
文
献
よ
り
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
㈲
　
「
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
ヴ
ァ
ル
ダ
ウ
の
残
滓
」

　
ま
ず
此
所
で
翻
っ
て
話
題
の
詩
歌
『
朝
の
思
い
』
そ
の
も
の
の
中
か
ら
、
例
の

「
い
わ
ゆ
る
『
第
二
次
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
詩
派
』
の
華
美
・
誇
張
・
奇
矯
・
虚
飾
の

趣
味
」
（
註
（
4
0
）
）
に
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
詩
句
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は

全
三
部
に
分
か
れ
る
『
朝
の
思
い
』
の
第
一
部
に
あ
た
る
第
一
節
よ
り
第
五
節
に
か

け
て
、
つ
ま
り
第
一
句
よ
り
第
二
〇
句
に
至
る
箇
所
に
見
い
出
さ
れ
る
。

五

一
〇

天
は
自
ら
彩
る
、
紫
衣
令
に
召
ａ
）
と
碧
玉
（
Ｓ
ａ
ｐ
ｈ
ｉ
ｒ
ｅ
）
で
以
て
。

　
暁
の
曙
光
は
笑
い
、

そ
の
（
曙
の
女
神
の
）
額
を
飾
る
薔
薇
色
の
輝
き
を
前
に
し
て

　
逃
げ
去
る
は
、
夜
の
蒼
白
な
（
星
辰
の
）
軍
団
（
ｄ
ａ
ｓ
　
ｂ
ｌ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
　
Ｈ
ｅ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）
°

清
澄
な
星
辰
の
舞
台
（
Ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
ｅ
ｎ
-
Ｂ
ｉ
ｉ
ｈ
ｎ
ｅ
）
の
紅
色
な
す
暁
の
門
を
通
り

　
近
付
く
は
、
晴
や
か
な
世
界
の
眼
（
ｄ
ａ
ｓ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
　
Ａ
ｕ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ｅ
芒
（
つ
ま
り

　
　
　
太
陽
）

群
雲
の
白
馬
（
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ｏ
ｌ
ｋ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｌ
）
は
、
煌
め
く
紅
玉
（
図
¢
知
己
の
輝
き

　
　
　
な
し
、

　
燃
え
る
黄
金
色
（
（
）
ｏ
Ｅ
）
が
野
を
つ
つ
む
。

薔
薇
は
花
開
き
、
朝
日
に
映
す
、

　
暁
の
真
珠
の
露
（
Ｐ
ｅ
ｒ
ｌ
ｅ
ｎ
-
Ｔ
ｈ
ａ
巳
を
。

二
一

一
五
　
百
合
の
竜
挺
香
の
薫
り
（
Ａ
ｍ
ｂ
ｒ
ａ
-
Ｄ
ａ
ｍ
ｐ
ｆ
こ
は
、
私
達
の
喜
び
に
と
生
気
を
与

　
　
　
　
　
　
え
る
。

　
　
　
　
繊
細
な
玉
葉
の
編
子
灰
色
（
Ａ
ｔ
l
a
ｓ
　
ｇ
ｒ
ａ
巳
に
0
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
朝
の
思
い
』
初
稿
、
第
二
節
Ｉ
第
四
節
、
第
五
句
－
第
一
六
句
）

以
上
の
引
用
に
見
受
け
ら
れ
る
「
華
麗
な
こ
と
ば
の
彩
」
が
、
言
わ
ば
「
ロ
ー
エ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
と
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
ヴ
ァ
ル
ダ
ウ
の
残
滓
（
Ｌ
ｏ
ｈ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
ｕ
乱

Ｈ
ｏ
ｆ
ｍ
ａ
ｎ
ｎ
ｓ
w
ａ
ｌ
ｄ
ａ
ｕ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｂ
ｒ
ｏ
ｃ
ｋ
ｅ
ｎ
）
」
と
看
傲
さ
れ
、
才
気
あ
る
啓
蒙
家
ゴ
ッ
ト

シ
ェ
ー
ド
の
考
え
る
「
当
代
の
趣
味
か
ら
い
え
ば
、
韻
文
で
も
ほ
と
ん
ど
Ｉ
ま
し

て
や
散
文
で
は
許
容
さ
る
べ
ぐ
も
な
い
」
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　
蓋
し
「
当
代
の
趣
味
」
と
は
、
所
謂
「
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
の
今
日
の
よ
き
趣
味

（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｈ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
　
ｇ
ｕ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｍ
ａ
ｃ
ｋ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｚ
ｏ
ｓ
ｅ
ｎ
）
Ｊ
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
と
の

対
比
で
昔
日
十
七
世
紀
バ
ロ
ッ
ク
期
よ
り
「
こ
れ
ま
で
噛
延
し
た
悪
し
き
趣
味

（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｂ
ｉ
ｓ
ｈ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｒ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｅ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｄ
ｏ
ｒ
ｂ
ｅ
ｎ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｍ
ａ
ｃ
乙
」
が
糾
弾
さ
れ
る
。
こ

れ
は
更
に
「
悪
し
き
誇
張
趣
味
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｉ
ｉ
ｂ
ｌ
ｅ
　
ｓ
ｃ
ｈ
w
i
i
l
ｓ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｍ
ａ
ｃ
ｋ
）
」
と
換

言
さ
れ
、
「
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、

の
追
随
者
た
ち
の
放
恣
な
言
い
回
し
（

ブ
ロ
ッ
ケ
ス
、
ア
ン
ド
ー
ル
、
お
よ
び
彼
ら

（
ａ
ｕ
ｓ
ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｉ
ｆ
ｆ
ｅ
乱
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｄ
-
Ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｎ
）
Ｊ
と
評
さ

れ
る
。
こ
う
な
る
と
興
味
深
い
こ
と
に
、
当
一
七
二
五
年
頃
の
詩
壇
の
大
御
所
ブ
ロ
ッ

ケ
ス
の
『
地
上
の
楽
し
み
』
第
一
部
（
初
版
一
七
二
一
年
）
再
版
（
一
七
二
四
年
）

も
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
第
一
部
か
ら
は
讃
歌
『
太
陽
（
｛
｝
｛
・

ｒ
～
・
｝
』
第
七
節
を
引
く
の
が
此
所
で
は
適
切
で
あ
ろ
う
。

五
〇

五
五

更
に
（
太
陽
よ
）
汝
の
光
輝
は
生
み
形
造
る
、

　
色
彩
、
曙
、
そ
し
て
露
を
。

描
き
、
紫
色
化
（
ｂ
ｅ
ｐ
ｕ
ｒ
ｐ
ｅ
ｒ
ｔ
）
し
、
黄
金
化
（
ｖ
ｅ
ｒ
ｇ
ｕ
ｌ
ｄ
ｅ
ｔ
）
す
る
、

　
（
夜
闇
に
）
混
じ
た
銀
灰
色
（
Ｓ
ｉ
ｌ
ｂ
ｅ
ｒ
-
Ｇ
ｒ
ａ
巳
を
。

し
て
天
は
薄
絹
の
面
紗
（
Ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｅ
ｙ
ｅ
ｒ
）
の
如
く
、

薔
薇
（
Ｒ
ｏ
ｓ
ｅ
ｎ
）
や
黄
金
（
（
）
ｏ
Ｓ
）
や
炎
か
ら
成
り
、

　
大
気
の
碧
玉
（
Ｓ
ａ
ｐ
ｐ
ｈ
ｉ
ｒ
）
で
区
切
ら
れ
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
わ
ざ
　
（
5
0
）

不
可
思
議
に
麗
し
き
御
業
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
太
陽
』
第
四
九
句
１
第
五
六
句
）

『
朝
の
思
い
』
第
二
節
以
下
（
註
（
4
6
）
）
と
同
様
に
『
太
陽
』
第
七
節
で
も
擬
人
化
、

お
よ
び
宝
石
な
ど
の
色
彩
に
よ
る
装
飾
に
よ
り
、
「
自
然
」
の
森
羅
万
象
が
描
か
れ

て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。

　
や
が
て
啓
蒙
期
も
盛
時
へ
と
近
付
く
と
、
こ
の
様
な
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
の
表
現
が
一
層

と
厳
し
く
批
判
さ
れ
例
え
ば
『
比
喩
の
本
性
、
意
図
目
的
お
よ
び
使
用
に
っ
い
て
の

批
判
論
文
』
（
一
七
四
〇
年
）
に
お
い
て
フ
ラ
イ
デ
ィ
ン
カ
～
に
よ
り
、
「
豊
満
過
多

の
装
飾
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｉ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
f
l
i
i
ｓ
ｓ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｚ
ｉ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）
’
こ
れ
に
ぶ
肋
自
然
本
性
の
真
正
な
規

矩
（
ｄ
ａ
ｓ
　
w
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
　
Ｍ
ａ
Ｂ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
）
が
等
閑
視
さ
れ
る
」
と
評
さ
れ
る
。
こ
の
観

点
は
当
ス
イ
ス
派
の
盟
友
ボ
ー
ド
マ
～
が
既
に
『
ド
イ
ツ
詩
歌
の
性
格
（
Ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ａ
ｃ
ｔ
ｅ
ｒ

Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
）
』
二
七
三
四
年
）
第
三
四
九
句
以
下
で
、
第
二
次
シ
ュ

レ
ー
ジ
ェ
ン
詩
派
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
ヴ
″
ル
ダ
ウ
に
関
し
次
の
よ
う
に
述
べ
た
内
容
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ヴ
ァ
ル
ダ
ウ
は
想
念
を
比
喩
（
Ｇ
ｌ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
ｎ
ｉ
Ｂ
）
と
文
飾
（
Ｆ
ｉ
ｇ
ｕ
ｒ
）
に
包
み
、

三
五
〇
　
あ
た
か
も
牢
獄
へ
と
押
し
込
め
、
私
達
に
自
然
本
性
を
隠
蔽
し
（
ｖ
ｅ
ｒ
b
i
ｒ
ｇ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｓ

　
　
　
　
　
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
）
’

そ
し
て
明
瞭
さ
（
｛
｝
ｅ
ｕ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
巳
を
避
け
、

ａ

－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ド
イ
ツ
詩
歌
の
性
格
』
一
七
三
四
年
）

第
二
次
シ
テ
レ
ー
ジ
ェ
ン
詩
派
や
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
に
対
し
、
ボ
ー
ド
マ
～
と
ブ
ラ
イ
テ
ィ

ン
ガ
ー
は
此
所
で
「
華
麗
な
こ
と
ば
の
彩
」
（
註
（
4
7
）
）
を
戒
め
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
他
方
ハ
ラ
～
の
『
朝
の
思
い
』
が
誕
生
し
た
当
時
一
七
二
五
年
に
は
、
当
ス
イ

ス
派
自
身
が
宿
敵
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
の
啓
蒙
批
評
の
思
う
壷
に
は
ま
っ
て
い
た
点
も

見
過
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

　
す
な
わ
ち
『
理
性
に
従
い
叱
責
す
る
女
性
た
ち
』
（
註
（
4
2
）
）
第
一
部
の
第
三
十
四

篇
（
一
七
二
五
年
八
月
二
十
二
日
付
）
に
お
い
て
啓
蒙
家
は
、
ス
イ
ス
派
の
道
徳
週

二
二
三

誌
『
画
家
談
論
』
（
一
七
二
一
年
－
二
三
年
）
第
二
部
の
第
一
篇
（
註
（
4
4
）
）
に
あ

る
「
喜
び
の
国
「
Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
乱
乙
」
の
描
写
か
ら
、
「
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
と
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
ヴ
ァ
ル
ダ
ウ
の
残
滓
」
（
註
（
4
7
）
）
と
し
て
こ
ん
な
所
を
引

用
す
る
。

　
　
そ
の
丘
陵
群
で
は
、
諸
所
で
花
が
首
筋
（
Ｈ
ａ
ｌ
ｓ
ｅ
）
を
こ
ち
ら
へ
と
伸
ば
し
、
…
　
そ
し
て

　
　
（
芳
香
の
）
賦
香
剤
（
Ｂ
ａ
ｌ
ｓ
a
m
）
や
乳
香
（
妬
４
１
ｐ
ｇ
巴
や
没
薬
（
Ｍ
ｙ
ｒ
ｒ
ｈ
ｅ
ｎ
）
の
薫

　
　
り
゛
（
Ｊ
ｅ
ｒ
ｉ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
）
を
私
達
の
鼻
口
へ
と
吹
き
こ
ん
だ
・
　
゛
：
（
5
3
）
私
達
の
花
は
手
入
れ
さ

　
　
れ
ず
此
所
で
紅
玉
（
Ｒ
ｕ
ｂ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
）
の
如
く
燃
え
、
か
し
こ
で
は
そ
の
玉
葉
を
綸
子
織

　
　
゛
゛
″
’
ｒ
Ｓ
や
緞
子
織
゛
｛
゛
帥
日
謡
こ
で
飾
る
・
：
゜
（
ｓ
）

此
所
に
は
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
の
『
太
陽
』
第
七
節
（
註
（
5
0
）
）
以
上
に
、
ハ
ラ
ー
の

『
朝
の
思
い
』
第
二
節
以
下
（
註
（
4
6
）
）
に
類
似
の
表
現
が
見
ら
れ
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ス

に
も
共
通
な
装
飾
用
宝
石
の
み
な
ら
ず
、
「
纒
子
」
の
彩
色
織
物
と
か
、
様
々
な

「
芳
香
の
薫
り
」
ま
で
も
が
「
自
然
を
隠
蔽
し
」
（
註
（
5
2
）
）
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
常
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
き
た
詩
人
口
～
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
ニ
八
三

五
年
－
八
三
年
）
そ
の
人
の
作
品
は
、
果
し
て
「
豊
満
過
多
の
装
飾
」
（
註
（
5
1
）
）

で
出
来
た
「
悪
し
き
誇
張
趣
味
」
（
註
（
4
9
）
）
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
例

を
引
こ
う
。

　
　
　
ｄ
ａ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｚ
e
i
ｔ
　
w
i
ｒ
ｄ
　
ｂ
ｒ
ａ
ｕ
ｔ
　
／
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｂ
ｌ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
-
ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
i
n
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｍ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ

一
〇
　
Ｉ
ｈ
ｒ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ａ
ｓ
　
ｂ
ｒ
ａ
ｕ
ｔ
-
ｇ
ｅ
w
ａ
ｎ
ｄ
　
／
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
i
h
ｒ
ｅ
　
ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
-
ｈ
ａ
ｎ
ｄ
　
ｓ
ｔ
ｉ
ｉ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ

　
　
　
　
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｒ
ｉ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
　
ｒ
ｏ
ｃ
ｋ
　
m
i
ｔ
　
ｆ
ｒ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｍ
　
ｒ
ｏ
ｓ
ｅ
ｎ
-
ｓ
ｃ
ｈ
ｎ
ｅ
ｅ

　
　
　
　
Ｕ
ｎ
ａ
　
w
ｅ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
　
１
１
１
１
ｅ
ｎ
　
ａ
ｕ
ｓ
.

　
　
　
そ
う
だ
時
そ
の
も
の
が
花
嫁
と
な
り
、
花
の
女
神
が
飾
る
、

一
〇
　
そ
の
花
嫁
自
身
の
衣
装
を
。
し
て
女
神
の
巧
み
な
手
は
（
細
か
く
）
継
ぎ
合
わ
せ
る
、

　
　
　
　
大
地
の
緑
衣
を
、
瑞
々
し
き
薔
薇
の
雪
（
花
び
ら
）
と
、

　
　
　
　
し
て
純
白
な
百
合
で
も
っ
て
（
5
5
）
・

『
ウ
ェ
ヌ
ス
』
と
題
さ
れ
る
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
詩
歌
か
ら
取
ら
れ
た
こ
の
詩

ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
　
そ
の
Ｉ
▽
－
Ｉ
ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
－
　
（
高
橋
）

一

一
一
一



二
二
四
　
　
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
二

句
（
第
九
句
－
第
一
二
句
）
は
、
今
ま
で
例
証
さ
れ
た
「
い
わ
ゆ
る
『
第
二
次
シ
ュ

レ
ー
ジ
エ
ン
詩
派
』
の
華
美
・
誇
張
・
奇
矯
・
虚
飾
の
趣
味
」
（
註
（
4
0
）
）
と
は
聊

か
風
情
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
少
く
と
も
『
ウ
ェ
ヌ
ス
』
の
引
用
箇
所
（
第
十
一
句
－
第
十
二
句
）
と
『
朝
の
思

い
』
第
四
節
（
註
（
4
6
）
）
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
同
じ
く
「
薔
薇
」
と
「
百
合
」

が
歌
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
後
者
に
言
う
「
真
珠
の
露
」
（
第
十
四
句
）
と
か

「
竜
誕
の
薫
り
」
（
第
十
五
句
）
の
方
が
、
前
者
に
見
ら
れ
る
「
緑
衣
」
（
第
十
一
句
）

と
か
「
雪
（
花
び
ら
）
」
（
第
十
一
句
）
よ
り
も
、
言
葉
が
「
豊
満
過
多
の
装
飾
」
を

施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
む
し
ろ
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
詩
歌
象
徴

の
方
が
「
自
然
」
な
成
り
ゆ
き
に
沿
い
つ
つ
写
り
映
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
今
日
バ
ロ
″
ク
詩
歌
の
再
評
価
に
よ
り
、
も
は
や
啓
蒙
家
た
ち
の
視
点
で
の
み
事

を
片
付
け
る
一
面
性
は
留
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
新
た
な
詩
風
を

求
め
た
ハ
ラ
ー
た
ち
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
「
軽
い
泡
の
如
き
暗
喩
の
上
を
泳
ぐ

（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ａ
ｕ
ｆ
　
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｏ
ｒ
ｅ
ｎ
　
w
ｉ
ｅ
　
ａ
ｕ
ｆ
　
ｌ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｌ
ａ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｓ
ｃ
ｈ
w
i
m
m
ｔ
）
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
膨
ら
み
浮
腫
ん
だ
本
質
（
ｄ
ａ
ｓ
　
ｇ
ｅ
ｂ
ｌ
ａ
ｈ
ｔ
ｅ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ａ
ｕ
ｆ
ｇ
ｅ
ｄ
ｕ
ｎ
ｓ
ｅ
ｎ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

ｄ
ｅ
ｓ
ｓ
　
Ｌ
ｏ
ｈ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
）
　
I
（
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
四
版
へ
の
序
言
）
は
乗
り
越

え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
但
し
そ
の
前
に
「
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
私

の
最
初
の
模
範
（
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｓ
　
Ｖ
ｏ
ｒ
ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
）
で
あ
り
、
わ
が
詩
作
へ
の
激
励
（
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ

Ａ
ｕ
ｆ

m
ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｚ
ｕ
m
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｎ
）
で
あ
っ
た
」
（
右
「
序
言
」
）
と
告
白
す
る
ハ
ラ
ー

の
言
葉
に
も
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
啓
蒙
家
が
躍
進
す
る
屈
託
な
き
散
文
の

晰
優
に
あ
っ
て
は
、
ま
ず
「
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
膨
ら
み
浮
腫
ん
だ
本
質
」
が

詩
歌
の
礎
と
さ
れ
、
『
朝
の
思
い
』
第
一
部
に
足
跡
を
残
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
だ
が
『
朝
の
思
い
』
第
二
部
（
中
央
部
）
は
、
前
世
紀
の
名
残
り
を
忘
れ
さ
せ
る

程
の
飛
躍
を
示
し
、
後
世
シ
ラ
ー
の
脳
裏
へ
と
第
三
五
句
以
下
（
註
（
１
）
）
が
焼

き
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
当
の
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
を
担
う
詩
人
と

て
も
、
創
作
の
初
期
に
は
所
謂
「
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
ヴ
ァ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

ダ
ウ
の
残
滓
」
（
註
（
4
7
）
）
を
垣
間
見
せ
て
い
る
。
例
え
ば
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
版
シ
ラ
～

全
集
の
第
一
巻
の
頭
を
飾
る
詩
歌
『
夕
べ
（
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
）
』
（
一
七
七
六
年
）
の
第

三
節
で
は
、
第
二
六
句
と
第
二
七
句
に
重
ね
て
「
黄
金
（
（
）
ｏ
ぼ
）
」
が
句
頭
に
、
引

き
続
く
第
二
八
句
と
第
二
九
句
の
句
頭
に
も
「
黄
金
化
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｇ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｔ
）
Ｊ
が
繰
り
返

さ
れ
、
や
が
て
第
三
三
句
は
「
紅
玉
の
如
く
（
Ｗ
ｉ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｒ
ｕ
ｂ
ｉ
ｎ
　
…
　
）
・
：
　
」

と
始
ま
る
。
蓋
し
、
シ
ラ
ー
の
眼
前
に
は
ハ
ラ
ー
の
範
が
あ
り
、
既
に
「
黄
金
」
や

「
紅
玉
」
の
文
飾
（
註
（
4
6
）
）
と
共
に
、
「
鯨
」
や
「
象
」
の
造
形
（
註
（
1
0
）
）
も

控
え
て
お
り
、
更
に
壮
大
な
詩
魂
を
喚
起
す
る
思
想
詩
（
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
ｒ
ｉ
ｋ
）
の
黎

明
も
あ
け
そ
め
て
い
る
。
や
が
て
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
初
版
（
一
七
三
二
年
）

や
再
版
（
一
七
三
四
年
）
の
刊
行
と
と
も
に
、
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
詩
歌
は
内
面
性
豊

か
な
省
察
と
探
求
に
う
ね
る
思
索
の
道
を
決
然
と
歩
み
始
め
、
通
例
の
教
訓
詩
や
自

然
詩
の
枠
を
越
え
て
出
で
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
㈲
「
神
」
と
「
虫
蛙
」

　
当
論
の
締
め
括
り
は
『
朝
の
思
い
』
終
結
な
す
第
三
部
（
第
十
一
節
―
第
十
二
節
）

の
考
察
と
な
り
、
此
所
（
第
四
四
句
－
第
四
八
句
）
で
明
暗
を
織
り
成
す
の
は
、

「
三
重
に
偉
大
な
る
神
（
ｄ
ｒ
ｅ
ｙ
ｍ
ａ
ｈ
ｌ
　
ｇ
ｒ
ｏ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
〇
は
ぐ
（
第
四
一
句
）
と
「
一
匹

の
虫
嫂
の
誉
め
言
葉
（
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｗ
ｕ
ｒ
m
e
ｓ
　
Ｌ
ｏ
ｂ
-
Ｓ
ｐ
ｒ
ｕ
ｃ
ｈ
）
Ｊ
（
第
四
八
句
）
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
上
は
「
神
」
か
ら
、
下
は
「
虫
嫂
」
に
ま
で
至
る
言
わ
ば
「
存
在
の
巨
大

な
鎖
（
Ｖ
ａ
ｓ
ｔ
　
ｃ
ｈ
ａ
ｉ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
ｂ
ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
）
Ｊ
な
す
「
世
界
秩
序
」
（
註
（
1
7
）
）
が
、
厳
然
と

控
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
何
た
る
鎖
（
Ｋ
ｅ
ｔ
ｔ
ｅ
）
　
-
　
神
（
（
）
ｏ
巳
に
由
来
し
、
い
か
（
に
多
様
）
な
本
性
を
な
し
。

　
　
天
界
お
よ
び
地
上
の
も
の
、
天
使
（
Ｅ
ｎ
ｇ
ｅ
ｌ
ｎ
）
そ
し
て
人
間
（
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
）
よ
り
獣

　
　
　
　
（
く
芯
已
に
至
り
。

　
　
熾
天
使
（
Ｓ
ｅ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｉ
ｍ
）
よ
り
虫
嬢
（
（
）
Ｑ
Ｓ
回
日
）
に
至
る
Ｉ
：
：

後
に
ハ
ラ
ー
は
詩
歌
『
理
性
、
迷
信
、
不
信
仰
に
つ
い
て
の
考
え
』
（
一
七
二
九
年
）



第
十
辻
川
に
お
い
て
、
人
間
存
在
を
「
天
使
と
獣
と
の
中
間
存
在
（
Ｍ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｌ

-

Ｊ
Ｊ
ｉ
ｎ
ｇ
）
」
と
把
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
『
朝
の
思
い
』
第
四
八
句
で
「
虫
嫂

（
１
～
～
）
」
（
註
（

5 8
）
）
と
は
「
人
間
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
神
」
を
讃
え
る
た
め
、
「
人
間
」
は
「
虫
譲
」
へ
と
身
を
屈
め
る
。
宗
教
上
の
謙

虚
ゆ
え
若
き
篤
信
家
ハ
ラ
～
は
、
人
知
の
及
ぶ
こ
と
余
り
に
遠
い
「
創
造
主
」
と
の

落
差
を
前
面
に
押
し
出
し
、
『
朝
の
思
い
』
全
四
八
句
を
閉
じ
る
。
か
く
し
て
詩
篇

は
在
来
の
聖
歌
の
一
種
と
し
て
丸
く
収
ま
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
後
世
ボ
ー
ド
レ
～

ル
の
言
葉
を
知
る
者
に
は
こ
の
結
末
が
何
と
な
く
歯
疹
く
思
わ
れ
る
。

　
　
Ｏ
ｕ
ａ
ｎ
ｄ
　
m
e
m
e
　
Ｄ
ｉ
ｅ
ｕ
　
ｎ
'
ｅ
ｘ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ａ
ｉ
ｔ
　
ｐ
ａ
ｓ
｡
　
ｌ
ａ
　
ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｓ
ｅ
ｒ
a
i
ｔ
　
ｅ
ｎ
ｃ
ｏ
ｒ
ｅ
　
ｓ
ａ
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ

　
　
　
　
ｅ
ｔ
　
ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｎ
ｅ
.

　
　
縦
ん
ば
神
が
存
在
し
な
く
と
も
、
宗
教
は
な
お
神
聖
に
し
て
神
々
し
い
で
あ
ろ
う
。

新
時
代
の
鋭
い
逆
説
は
ハ
ラ
ー
の
み
な
ら
ず
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
に
も
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ

ク
に
も
疎
い
。
更
に
『
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
（
一
七
七
四
年
）
の
神
観
に
も

疎
い
。
即
ち
ゲ
ー
テ
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

　
　
も
し
僕
が
草
の
間
の
小
世
界
の
姦
き
や
、
小
さ
な
虫
竣
（
W
i
i
ｒ
ｍ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
）
や
蚊
の
無
数
の

　
　
究
め
難
い
姿
の
あ
れ
こ
れ
を
胸
下
に
感
じ
、
私
達
を
自
ら
の
似
姿
と
し
て
創
造
し
た
全
能

　
　
な
る
神
の
現
在
を
感
じ
る
と
、
・
：
　
そ
の
時
に
僕
は
し
ば
し
ば
憧
憬
の
念
に
か
ら
れ
て

　
　
思
う
の
だ
・
’
：
（
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
七
一
年
五
月
一
〇
日
付
書
簡
）

「
春
の
小
さ
な
虫
蝶
（
Ｆ
ｒ
ｕ
ｈ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
w
i
i
ｒ
ｒ
ｍ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
）
よ
！
　
…
　
汝
が
生
き
て
少
て
、

そ
し
て
恐
ら
く
　
…
　
不
死
な
ら
ぬ
と
は
！
（

・
：
　
ｎ

ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
　
!
　
）
Ｊ
と

『
春
の
祝
祭
』
（
一
七
五
九
年
）
で
唱
っ
た
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
歌
声
の
残
響
が
此

所
に
は
あ
る
。
つ
ま
り
「
存
在
の
巨
大
な
鎖
」
の
最
下
位
に
置
か
れ
る
よ
う
な
「
虫

嫂
」
に
も
「
全
能
な
る
神
の
現
在
」
は
拒
ま
れ
て
お
ら
ず
、
森
羅
万
象
は
ハ
ラ
～
が

『
朝
の
思
い
』
第
二
Ｉ
句
で
言
う
如
く
、
「
創
造
主
（
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆ
ｆ
ｅ
ｒ
）
Ｊ
の
「
全
能
の
業

（
Ａ
ｌ
ｌ
ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
）
」
の
証
左
と
見
ら
れ
る
。

二
二
五

　
と
こ
ろ
が
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
に
は
、
在
来
の
「
神
」
の
「
全
能
」
の
意
味
が
問

い
直
さ
れ
る
。
就
く
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
初
稿
（
一
七
八
八
年
）
で
シ
ラ
ー
は
敢

然
と
「
神
」
の
「
全
能
」
を
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
感
性
美
の
鏡
へ
と
映
し
出
さ
ん
と

す
る
。

　
　
　
　
何
で
あ
ろ
う
か
？
　
汝
の
傍
で
至
高
の
精
神
、

　
　
　
　
死
す
べ
き
人
の
子
ら
の
（
至
高
の
精
神
は
）
？

一
九
〇
　
虫
煌
ど
も
（
詞
回
目
～
）
の
筆
頭
に
過
ぎ
ぬ
、
所
詮
は
虫
蝶
の
王
（
Ｅ
ｄ
ｅ
ｌ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
）
な

　
　
　
　
　
　
の
だ
。

　
　
　
　
神
々
が
一
層
と
人
間
ら
し
か
っ
た
昔
日
に
は
、

　
　
　
　
人
間
が
一
層
と
神
々
し
か
っ
た
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
初
稿
、
第
二
四
節
）

『
聖
書
』
に
よ
り
「
神
の
似
姿
（
Ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）
　
I
（
註
（
6
3
）
）
と
ま
で

言
わ
れ
る
「
至
高
の
精
神
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
）
」
も
、
崇
高
美
の
古
里
ギ
リ
シ

ア
の
「
神
々
（
（
Ｊ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
）
!
を
前
に
色
捕
せ
「
虫
嫂
ど
も
の
筆
頭
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｗ
ｉ
ｉ
ｒ
m
e
ｒ

Ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
）
Ｊ
へ
と
落
ち
込
む
。
あ
た
か
も
ゲ
ー
ア
の
描
い
た
フ
″
ウ
ス
ト
博
士
の
如

く
に
。

六
五
二

六
五
三

神
々
（
（
Ｊ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
）
に
私
は
似
て
い
な
い
！
　
・
：

虫
蝶
（
詞
自
日
）
に
私
は
似
て
、
塵
芥
を
衰
め
」
ｉ
'

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
一
部
、
一
八
〇
八
年
）

更
に
「
虫
嫂
」
の
「
神
」
は
９
リ
シ
ア
の
神
々
』
初
稿
の
第
十
五
節
で
「
神
聖
な

る
野
蛮
人
（
Ｅ
百
・
ｌ
Ｓ
臨
ご
（
第
一
一
四
句
）
と
規
定
さ
れ
ヽ
古
典
弗
Ｌ
い
い
気

χ
Ｎ
χ
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
イ
ラ

の
福
音
丿
唯
大
な
る
運
命
の
如
く
轟
き
、
も
は
や
ハ
ラ
～
の
見
知
ら
ぬ
「
至
福
な
る

ギ
リ
シ
ア
」
へ
の
巨
歩
が
踏
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
　
そ
の
ニ
ー
ー
ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
－
　
（
高
橋
）

－

五



二
二
六註

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
二

解

剛
「
創
造
の
不
可
思
議
」

（
１
）
　
『
朝
の
思
い
』
全
十
二
節
（
全
四
八
句
）
は
、
初
版
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
（
一
七
三
二

　
　
年
）
二
八
頁
以
下
を
底
本
と
し
て
、
一
応
レ
ク
ラ
ム
文
庫
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
詩
集
』

　
　
（
一
九
八
七
年
）
五
八
頁
（
第
一
句
－
第
二
六
句
）
と
五
九
頁
（
第
二
七
句
－
第
四
八
句
）

　
　
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
諸
所
今
日
の
正
書
法
に
拠
り
綴
り
方
を
改
め
て
い
る
。
従
っ
て

　
　
当
の
初
版
所
収
の
原
典
を
此
所
で
は
、
む
し
ろ
専
門
書
『
バ
ロ
ッ
ク
期
ド
イ
ツ
抒
情
詩
』

　
　
（
一
九
七
三
年
）
所
収
の
論
文
、
グ
ー
ト
ケ
『
人
工
楽
園
で
の
祈
り
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・

　
　
ハ
ラ
ー
の
「
朝
の
思
い
」
』
（
三
二
七
頁
－
三
四
七
頁
）
の
三
二
九
頁
（
第
一
句
－
第
二
一

　
　
句
）
と
三
三
〇
頁
（
第
一
三
句
Ｉ
第
四
八
句
）
に
引
用
さ
れ
た
形
で
取
り
扱
う
こ
と
に
し

　
　
た
い
。

（
２
）
　
レ
ク
ラ
ム
文
庫
『
シ
ラ
ー
の
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
逃
亡
と
マ
ン
ハ
イ
ム
滞
在
（
一
七
八
二

　
　
年
－
八
五
年
）
』
（
一
八
三
〇
年
頃
）
一
九
六
八
年
、
一
九
頁
。

　
　
　
　
詩
人
た
ち
の
中
で
は
正
に
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
が
シ
ラ
ー
の
心
を
最
も
満
足
さ
せ
た
。

　
　
　
　
そ
れ
は
シ
ラ
ー
の
心
が
、
宗
教
の
厳
粛
で
崇
高
な
諸
対
象
の
下
に
留
ま
る
こ
と
を
、

　
　
　
　
な
お
依
然
と
し
て
最
も
好
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
…

　
　
こ
の
後
に
本
文
に
引
用
し
た
ハ
ラ
ー
ヘ
の
言
及
が
来
て
、
「
創
造
の
不
可
思
議
」
が
話
題

　
　
と
な
る
。

（
３
）
　
ハ
ラ
ー
誕
生
は
一
七
〇
八
年
十
月
。
詳
細
は
メ
ッ
ツ
ラ
ー
研
究
叢
書
の
第
五
七
巻
『
ハ

　
　
ラ
ー
（
ジ
ー
ク
リ
ス
ト
著
）
』
（
一
九
六
七
年
）
五
頁
参
照
。

（
４
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
三
版
（
一
七
四
三
年
）
に
『
朝
の
思
い
』
の
成
立
年
月
日

　
　
が
「
一
七
二
五
年
三
月
二
十
一
日
」
と
あ
り
、
第
五
版
（
一
七
五
一
年
）
よ
り
第
十
版

　
　
二
七
六
八
年
）
ま
で
は
、
日
付
が
「
一
七
二
五
年
」
と
の
み
記
し
て
あ
り
、
決
定
版
の

　
　
第
十
一
版
（
一
七
七
七
年
）
に
は
「
一
七
二
五
年
三
月
二
十
五
日
」
と
あ
る
。
但
し
、
ベ

　
　
ル
ン
市
立
図
書
館
所
蔵
の
草
稿
に
は
当
詩
歌
が
「
一
七
二
五
年
三
月
二
十
一
日
」
と
記
さ

　
　
れ
て
い
る
等
々
、
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
編
一
八
八
二
年
刊
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
（
復
刻
一
九
一
七
年
）

（
三
）

　
　
二
八
〇
頁
や
、
註
（
１
）
『
人
工
楽
園
で
の
祈
り
』
三
四
四
頁
で
話
題
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
恐
ら
く
決
定
版
に
拠
り
、
歴
史
批
判
版
ド
イ
ッ
国
民
文
学
（
Ｄ
Ｎ
Ｌ
）
第
四
一
巻
の
第
二

　
　
分
冊
（
一
八
八
五
年
頃
、
三
修
社
写
真
復
刻
一
九
七
四
年
）
所
収
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
フ

　
　
ラ
イ
編
）
序
論
一
〇
頁
に
は
、
コ
七
二
五
年
三
月
二
十
五
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
け
れ

　
　
ど
も
、
草
稿
や
第
三
版
に
見
ら
れ
る
「
一
七
二
五
年
三
月
二
十
一
日
」
の
方
が
妥
当
で
あ

　
　
ろ
う
。

　
　
　
な
お
右
一
八
八
二
年
刊
『
ハ
ラ
ヽ
Ｉ
詩
集
』
は
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
大
学
に
留
学
中
の
岸

　
　
本
雅
之
助
教
授
（
岡
山
商
科
大
学
）
よ
り
複
写
を
御
送
付
い
た
だ
き
参
照
で
き
た
。
御
厚

　
　
情
に
対
し
此
所
で
謝
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

（
５
）
　
引
用
の
断
り
書
き
は
、
註
（
１
）
『
人
工
楽
園
で
の
祈
り
』
三
二
九
頁
に
第
四
版
よ
り
、

　
　
註
（
４
）
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
所
収
『
朝
の
思
い
』
三
頁
表
題
下
に
決
定
版
の
第
十
一
版

　
　
二
七
七
七
年
）
よ
り
引
用
し
て
あ
る
。

　
　
　
な
お
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
は
、
初
版
が
一
七
三
二
年
、
再
版
が
一
七
三
四
年
、
第

　
　
三
版
が
一
七
四
三
年
、
第
四
版
が
一
七
四
八
年
、
第
五
版
が
一
七
四
九
年
、
第
六
版
が

　
　
一
七
五
一
年
、
第
七
版
も
一
七
五
一
年
、
第
八
版
が
一
七
五
三
年
、
第
九
版
が
一
七
六
二

　
　
年
、
第
十
版
が
一
七
六
八
年
、
ハ
ラ
ー
没
年
一
七
七
七
年
に
決
定
版
が
刊
作
付
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
　
詳
細
は
註
（
３
）
メ
ッ
ッ
ラ
ー
研
究
叢
書
『
ハ
ラ
ー
』
三
三
頁
－
三
四
頁
を
参
照
。

（
７
）
　
『
地
上
の
楽
し
み
』
は
更
に
一
七
三
〇
年
代
に
は
、
第
一
部
の
第
六
版
が
一
七
三
七
年
、

　
　
第
二
部
の
第
三
版
が
一
七
三
四
年
、
そ
の
第
四
版
が
一
七
三
九
年
、
第
三
部
の
第
三
版
が

　
　
一
七
三
六
年
、
第
四
部
の
初
版
が
一
七
三
二
年
、
そ
の
再
版
が
一
七
三
五
年
、
第
五
部
の

　
　
初
版
が
一
七
三
六
年
、
第
六
部
の
初
版
が
一
七
三
九
年
と
ハ
ン
ブ
ル
グ
で
刊
行
さ
れ
、
別

　
　
に
テ
ュ
ー
ビ
ン
グ
ン
で
第
一
部
よ
り
第
六
部
ま
で
が
一
七
三
九
年
に
出
版
さ
れ
る
と
共
に
、

　
　
『
選
集
』
（
一
七
三
八
年
）
ま
で
編
ま
れ
る
。
そ
の
後
一
七
四
〇
年
代
に
は
、
第
一
部

　
　
の
第
七
版
が
一
七
四
四
年
、
第
三
部
の
第
四
版
が
一
七
四
七
年
、
第
四
部
の
第
三
版

　
　
が
一
七
四
五
年
、
第
五
部
の
再
版
が
一
七
四
〇
年
、
第
六
部
の
再
版
も
一
七
四
〇
年
、

　
　
第
七
部
の
初
版
が
一
七
四
三
年
、
そ
の
再
版
が
一
七
四
八
年
、
第
八
部
の
初
版
が

　
　
一
七
四
六
年
、
第
九
部
の
初
版
が
一
七
四
八
年
に
ハ
ム
ブ
ル
ク
で
、
別
に
テ
ュ
ー
ビ
ン

　
　
グ
ン
で
第
七
部
が
一
七
四
六
年
に
公
刊
さ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
一
七
五
〇
年
に
は
第
八
部

　
　
と
第
九
部
が
、
ま
た
第
一
部
か
ら
第
六
部
ま
で
の
復
刊
が
一
七
五
三
年
に
テ
ュ
ー
ビ
ン
グ

　
　
ン
で
、
か
つ
ま
た
第
二
部
の
第
五
版
が
ハ
ム
ブ
ル
ク
で
一
七
六
七
年
に
刷
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）
　
若
き
ハ
ラ
ー
は
、
十
五
歳
そ
こ
ら
で
テ
ュ
ー
ビ
ン
グ
ン
大
学
（
一
七
二
三
年
－
二
五
年
）
、



　
　
更
に
十
八
歳
春
ま
で
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
こ
七
二
五
年
－
二
七
年
）
で
学
び
、

　
　
当
十
八
歳
一
七
二
七
年
夏
に
は
医
学
博
士
と
し
て
英
国
に
渡
っ
て
い
る
。

（
９
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
『
ド
イ
ツ
の
歌
』
第
二
〇
句
。
シ
ュ
ト
ウ
″
ト
ガ
ル
ト
版
全
集
、
一
九

　
　
四
六
年
－
七
七
年
（
索
引
一
九
八
五
年
）
、
第
二
巻
、
二
〇
二
頁
。

閉
「
鯨
」
と
「
象
」

（
1
0
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
初
版
（
註
（
１
）
）
よ
り
。

　
こ
の
第
九
節
は
改
稿
後
に
第
三
三
句
と
第
三
四
句
の
表
現
が
二
ヶ
所
変
わ
り
、
「
波
濤

を
潮
吹
き
、
尾
鰭
で
猛
く
進
む
鯨
を
｛
｝
‥
）
ｅ
ｎ
　
Ｆ
ｉ
ｓ
ｃ
己
／
汝
は
血
脈
で
（
∃
ｉ
ｔ
　
Ａ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
）

　
　
穿
ち
」
（
註
（
４
）
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
四
頁
）
と
成
る
。
ま
た
次
の
第
三
五
句
と
第
三
六
句

　
　
は
改
訂
な
し
な
の
で
、
結
局
は
改
稿
の
前
後
で
文
意
に
変
更
を
来
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
‥
１
１
）
　
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
『
道
徳
家
』
（
一
七
〇
九
年
）
第
三
部
の
第
一
章
終
結
部
。
『
性
格
論
』

　
　
初
版
（
一
七
一
一
年
）
三
八
四
頁
／
再
版
（
一
七
一
四
年
）
三
八
四
頁
「
海
原
の
巨
大
な

　
　
怪
獣
が
（
ｖ
ａ
ｓ
ｔ
　
Ｓ
ｅ
ａ
-
Ｍ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
）
浮
か
ぶ
氷
山
を
貫
き
猛
進
す
る
（
ｐ
ｉ
ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
　
ｔ
ｈ
ｒ
ｏ

　
　
ｆ
ｌ
ｏ
ａ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
　
Ｉ
ｓ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｓ
）
」
ノ
初
版
三
八
五
頁
／
再
版
三
八
五
頁
「
何
と
厳
そ
か
に
歩
む
こ
と

　
　
か
（
Ｈ
ｏ
w
　
ｇ
ｒ
ａ
ｖ
ｅ
ｌ
ｙ
　
m
o
ｖ
ｅ
）
陸
上
で
最
大
の
被
造
物
は
（
ｔ
ｈ
ｅ
　
l
a
ｒ
ｇ
ｅ
ｓ
ｔ
〇
ｆ
　
Ｌ
ａ
ｎ
ｄ
-

　
　
Ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
ｓ
）
こ
の
麗
し
い
河
川
の
両
岸
を
！
・
（
ｏ
ｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｂ
ａ
ｎ
ｋ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
h
i
ｓ
　
R
i
ｖ
ｅ
ｒ
　
!
）
」
。

　
　
英
独
対
訳
「
標
準
版
」
全
集
（
西
独
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
版
）
第
二
篇
の
第
一
巻
、
一

　
　
九
八
七
年
、
三
〇
〇
頁
ノ
三
〇
二
頁
。

　
　
　
尚
こ
の
西
独
版
に
は
『
道
徳
家
』
初
版
に
あ
た
る
匿
名
刊
行
物
『
社
交
的
熱
狂
家
』

　
　
（
一
七
〇
四
年
）
も
そ
の
第
二
篇
の
第
一
巻
に
収
め
ら
れ
、
当
該
の
原
典
一
七
七
頁
と
一

　
　
七
八
頁
以
下
に
登
場
す
る
「
海
原
の
巨
大
な
怪
獣
（
ｖ
ａ
ｓ
ｔ
　
Ｓ
ｅ
ａ
-
ｍ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
）
」
と
「
陸

　
　
上
で
最
大
の
被
造
物
」
は
、
三
〇
一
頁
と
三
〇
三
頁
に
見
ら
れ
る
。

　
　
　
果
し
て
『
朝
の
思
い
』
を
執
筆
し
た
一
七
二
五
年
に
ハ
ラ
ー
が
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
の

　
　
著
作
に
通
じ
て
い
た
か
ど
う
か
？
　
少
く
と
も
一
七
四
五
年
刊
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
独
訳

　
　
よ
り
前
に
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
を
ド
イ
ツ
語
で
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
当

　
　
一
七
二
五
年
に
は
仏
訳
も
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
原
典
を
英
語
で
触
れ
る
以
外
道
は
な
か
っ

　
　
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
前
述
（
註
（
８
）
）
の
渡
英
（
一
七
二
七
年
）
よ
り
前
に
ハ
ラ
ー

　
　
は
英
語
を
学
ん
で
い
な
い
。
す
る
と
耳
学
問
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
脈
絡
は
註
（
１
）

　
　
『
人
工
楽
園
で
の
祈
り
』
三
四
六
頁
参
照
。

③
　
「
不
可
測
の
万
有
」
と
「
神
性
の
大
国
」

（
1
2
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
初
版
（
註
（
１
）
）
よ
り
。

（
1
3
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
（
註
（
４
）
）
五
頁
。

　
　
「
国
（
Ｓ
ｔ
ａ
ｄ
ｔ
）
」
と
訳
す
の
は
、
「
神
の
国
（
ｃ
ｉ
ｖ
ｉ
ｔ
ａ
ｓ
　
Ｄ
ｅ
ｉ
）
」
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で

　
　
あ
る
。

（
1
4
）
　
ド
イ
ツ
聖
書
協
会
刊
シ
ュ
ト
ウ
″
ト
ガ
ル
ト
版
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
、
一
九
六
七
年
／

　
　
七
七
年
／
八
四
年
、
一
頁
。
同
協
会
刊
同
版
ギ
リ
シ
ア
語
七
十
入
訳
聖
書
、
一
九
三
五
年

　
　
／
七
九
年
、
第
一
巻
、
一
頁
。
同
協
会
刊
同
版
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
、
一
丸
六
九
年
／
八
三

　
　
年
、
第
一
巻
、
四
頁
。
同
協
会
刊
同
版
ル
タ
ー
訳
一
五
四
五
年
ド
イ
ツ
語
聖
書
、
一
九
六
七

　
　
年
／
八
三
年
、
前
篇
、
一
頁
。

（
1
5
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
三
版
（
一
七
四
三
年
）
　
一
四
九
頁
－
一
五
三
頁
所
収
『
永

　
　
遠
に
つ
い
て
の
未
完
詩
（
Ｕ
ｎ
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｎ
ｅ
　
Ｏ
ｄ
ｅ
　
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｅ
w
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）
』
第
三
一

　
　
句
。
レ
ク
ラ
ム
文
庫
『
詩
歌
と
解
釈
』
第
二
巻
「
啓
蒙
主
義
と
疾
風
怒
濤
」
（
一
九
八
三

　
　
年
）
六
七
頁
－
七
一
頁
（
第
三
版
よ
り
原
典
刊
行
）
所
収
。

（
1
6
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
三
版
（
註
（
1
5
）
）
よ
り
。

（
1
7
）
　
ラ
ン
グ
ン
シ
ャ
イ
ト
社
刊
メ
ン
グ
編
ギ
ュ
ー
ト
リ
ン
グ
『
希
独
大
辞
典
』
第
二
二
版
、

　
　
一
九
七
三
年
、
四
〇
】
頁
参
照
。
「
混
沌
」
が
「
宇
宙
」
の
対
極
で
あ
り
、
「
無
限
」
は

　
　
「
世
界
秩
序
」
を
破
る
の
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
世
界
観
の
下
で
「
劣
悪
」
と
な
る
。

㈲
　
「
無
限
宇
宙
」
と
「
結
晶
の
如
き
天
界
」

（
1
8
）
　
岩
波
文
庫
『
無
限
、
宇
宙
お
よ
び
諸
世
界
に
つ
い
て
』
清
水
純
一
訳
、
一
九
八
二
年
、

　
　
訳
註
二
五
七
頁
。

　
　
　
　
ブ
ル
ノ
ー
ノ
自
身
の
校
訂
に
な
る
一
五
八
四
年
刊
本
の
本
文
の
始
ま
り
に
Ｄ
ｅ
　
l
'
ｉ
ｎ
ｆ
ｉ
-

　
　
　
　
n
i
ｔ
ｏ
｡
　
ｕ
n
i
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
｡
一
～
∃
ｏ
～
９
と
あ
り
、
…

（
1
9
）
　
『
無
限
、
宇
宙
お
よ
び
諸
世
界
に
つ
い
て
』
（
註
（
1
8
）
）
　
コ
ー
五
頁
（
一
九
五
八
年
版

　
　
原
典
四
三
三
頁
）
。

　
　
　
　
し
た
が
っ
て
天
は
一
つ
で
す
。
そ
れ
は
広
大
無
辺
の
空
間
で
あ
り
、
胸
で
あ
り
、
宇

　
　
　
　
宙
を
包
む
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
を
万
物
が
通
過
し
動
い
て
い
る
エ
ー
テ
ル
界
な
の
で

　
　
　
　
す
。
そ
こ
で
は
数
知
れ
ぬ
星
や
天
体
や
天
球
や
太
陽
や
地
球
が
、
感
覚
に
よ
っ
て
見

　
　
　
　
ら
れ
、
理
性
に
よ
っ
て
無
限
だ
と
推
論
さ
れ
る
の
で
す
。
広
大
無
辺
で
無
限
の
宇
宙

二
二
七
　
　
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
　
そ
の
Ｉ
∇
－
ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
ｉ
－
　
（
高
橋
）

（
四
）



二
二
八

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
二

　
　
　
　
は
、
こ
う
し
た
空
間
と
そ
こ
に
含
ま
れ
る
た
く
さ
ん
の
物
体
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

　
　
　
　
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
第
二
対
話
』
冒
頭
）

（
2
0
）
　
『
無
限
、
宇
宙
お
よ
び
諸
世
界
に
つ
い
て
』
（
註
（
1
8
）
）
二
Ｉ
頁
（
一
九
五
八
年
版
原

　
　
典
三
五
三
頁
）
。

　
　
　
　
か
く
し
て
、
世
界
を
無
限
と
す
る
人
々
に
反
対
し
て
、
世
界
の
中
心
な
い
し
周
辺
を

　
　
　
　
想
定
し
、
有
限
者
や
無
限
者
の
中
心
を
地
球
に
お
こ
う
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

　
　
　
　
議
論
が
、
空
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
結
局
、
『
天
体
論
』

　
　
　
　
の
第
一
巻
や
『
自
然
学
』
第
三
巻
に
、
世
界
の
無
限
性
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
こ
の

　
　
　
　
哲
学
者
が
論
じ
て
い
る
言
葉
は
、
舌
足
ら
ず
で
、
何
の
意
味
も
な
い
も
の
な
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
序
文
書
簡
』
所
収
「
第
二
対
話
の
所
論
し

（
2
1
）
　
ハ
ラ
ー
『
諸
著
作
家
と
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
観
察
日
記
』
全
二
部
（
一
七
八
七
年
）

　
　
写
真
復
刻
版
二
巻
本
（
一
丸
七
一
年
）
第
二
部
、
一
一
四
頁
以
下
。

（
2
2
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
三
版
（
註
（
1
5
）
）
よ
り
。

（
2
3
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
三
版
（
註
（
1
5
）
）
よ
り
。

㈲
　
「
遍
き
無
」
と
「
良
く
効
く
無
」

（
2
4
）
　
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
『
選
集
』
（
一
七
三
八
年
）
写
真
復
刻
版
一
九
六
五
年
、
四
七
七
頁
。
『
独

　
　
逸
シ
ラ
ー
協
会
年
鑑
』
第
十
二
巻
（
一
九
六
八
年
）
所
収
（
一
三
二
頁
－
一
六
九
頁
）
リ

　
　
ヒ
タ
ー
著
『
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
よ
り
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
ま
で
の
抒
情
詩
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ

　
　
ク
ス
的
転
回
』
一
三
九
頁
以
下
に
解
説
あ
り
。

（
2
5
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
三
版
（
註
（
1
5
）
）
よ
り
。

（
2
6
）
　
パ
ス
カ
ル
全
集
（
プ
レ
ヤ
ー
ド
版
）
　
一
九
五
四
年
、
1
　
1
二
一
頁
（
当
全
集
編
『
省
察
』

　
　
九
一
番
）
。
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
版
『
省
察
』
二
〇
六
。

㈲
　
「
途
方
も
な
い
流
暢
さ
」
と
「
或
る
内
な
る
声
」

（
2
7
）
　
ガ
ル
ニ
エ
古
典
叢
書
『
哲
学
書
簡
』
一
九
六
四
年
、
書
簡
二
五
、
一
四
八
頁
。
岩
波
文

　
　
庫
『
哲
学
書
簡
』
林
達
夫
訳
、
一
九
五
一
年
、
二
Ｉ
七
頁
。

（
2
8
）
　
旺
文
社
『
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
仏
和
中
辞
典
』
一
九
八
五
年
、
五
八
〇
頁
。
当
の
引
用
句
に
関

　
　
し
て
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
批
判
の
形
で
、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
訳
『
キ
リ
ス
ト
教

　
　
史
』
第
七
巻
「
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
」
（
講
談
社
一
九
八
一
年
）
第
一
章
「
宗
教
と
啓
蒙

（
五
）

　
　
思
想
」
三
六
頁
に
こ
う
論
述
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
晩
年
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
は
、
理
神
論
者
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
不
可
知
論
者
、

　
　
　
　
あ
る
い
は
無
神
論
者
で
さ
え
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
じ
か
あ
る
ノ
：

　
　
　
　
二
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
、
彼
は
あ
る
一
つ
の
神
に
対
す
る
信
仰
を
語
っ
て
や
ま
な

　
　
　
　
か
っ
た
。
そ
の
神
と
は
、
こ
の
世
界
の
感
嘆
す
べ
き
機
構
を
作
り
上
げ
た
後
、
限
り

　
　
　
　
な
い
英
知
に
よ
っ
て
そ
の
被
造
物
で
あ
る
人
間
た
ち
に
自
由
意
志
を
与
え
、
そ
の
使

　
　
　
　
用
を
か
れ
ら
の
自
由
に
任
せ
て
身
を
隠
し
た
偉
大
な
る
時
計
技
師
な
の
で
あ
る
。
更

　
　
　
　
に
後
年
に
な
っ
て
、
彼
は
「
も
し
神
が
存
在
し
な
い
な
ら
、
そ
れ
を
創
り
出
さ
ね
ば

　
　
　
　
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
既
に
以
前
の
よ
う
な
確
信

　
　
　
　
は
失
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
不
信
仰
は
一
部
の
エ
リ
ー
ト
だ
け
の
も
の
に

　
　
　
　
と
っ
て
お
き
、
△
民
衆
▽
の
た
め
に
は
宗
教
を
い
わ
ば
道
徳
と
秩
序
の
守
護
者
と
し

　
　
　
　
て
維
持
し
て
い
こ
う
と
い
う
彼
の
本
心
を
つ
い
洩
ら
し
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
。

（
2
9
）
　
ハ
ラ
ー
『
観
察
日
記
』
（
註
（
2
1
）
）
第
二
部
、
一
一
九
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
４
）
）

　
　
一
五
六
頁
の
は
、
諸
所
今
日
の
正
書
法
に
綴
り
を
改
め
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
編

　
　
で
は
典
拠
と
し
な
い
。

（
3
0
）
　
ハ
ム
ブ
ル
ク
版
作
品
集
、
一
九
八
二
年
、
第
三
巻
、
三
七
二
頁
（
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第

　
　
五
三
四
知
以
下
、
二
五
頁
）
。

　
　
　
心
情
の
奥
底
か
ら
溢
れ
る
歌
声
を
唱
導
す
る
傾
向
は
、
十
九
世
紀
ロ
マ
ン
主
義
に
か
け

　
　
て
疾
風
怒
濤
期
十
八
世
紀
一
七
七
〇
年
代
頃
か
ら
次
第
に
一
般
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ

　
　
の
傾
向
は
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
に
も
見
ら
れ

　
　
る
新
た
な
思
潮
で
あ
る
。
仏
文
学
で
は
就
く
革
命
下
一
七
九
四
年
に
断
頭
台
上
の
露
と
消

　
　
え
た
シ
ェ
ニ
エ
（
一
七
六
二
年
生
）
の
詩
篇
に
お
い
て
、
こ
の
趨
勢
が
見
ら
れ
る
。
例
え

　
　
ば
「
新
た
な
想
念
を
礎
に
古
来
の
韻
文
を
創
ろ
う
（
ｂ
ｕ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
ｓ
　
ｎ
ｏ
ｕ
ｖ
ｅ
ａ
ｕ
ｘ

　
　
ｆ
ａ
ｉ
ｓ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
）
Ｊ
（
第
一
八
四
知
。
プ
レ
ヤ
ー
ド
版
全
集
、
一
二
七
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
イ
モ
ー
ツ

　
　
頁
）
と
語
る
『
創
意
『
Ｌ
'
Ｉ
ｎ
ｖ
ｅ
ｎ
ｔ
i
o
巳
』
第
三
三
一
句
で
は
、
「
真
正
な
霊
感
が
迫
り
、

　
　
燃
え
立
た
せ
、
君
臨
す
る
者
（
Ｃ
ｅ
ｌ
ｕ
ｉ
　
ｑ
ｕ
'
ｕ
ｎ
　
ｖ
ｒ
a
i
　
ｄ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
　
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
｡
　
ｅ
ｎ
ｆ
ｌ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
｡

　
　
ｄ
ｏ
ｉ
ｎ
ｉ
ｎ
ｅ
｡
）
Ｊ
（
全
集
、
一
三
一
頁
）
が
話
題
と
さ
れ
、
ま
た
『
詩
歌
雑
録
（
Ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ａ
）
Ｊ

　
　
の
「
終
結
詩
篇
（
Ｅ
ｐ
ｉ
ｌ
ｏ
ｇ
ｕ
ｅ
）
」
第
二
知
心
咄
乍
て
は
、
「
技
芸
は
韻
文
を
作
る
に
過
ぎ

　
　
ず
（
Ｌ
'
ａ
ｒ
ｔ
　
ｎ
ｅ
　
ｆ
ａ
ｉ
ｔ
　
ｑ
ｕ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
;
）
’
心
情
の
み
が
詩
人
で
あ
る
（
l
e
　
ｃ
ａ
ｅ
ｕ
ｒ
　
ｓ
ｅ
ｕ
ｌ

　
　
ｅ
ｓ
ｔ
　
ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｅ
.
）
Ｊ
（
全
集
、
六
一
四
頁
）
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。

（
3
1
）
　
ソ
ー
ニ
エ
『
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
』
（
一
九
四
八
年
／
改
訂
第
七
版
一
九
六
三
年
）



白
水
社
ク
セ
ジ
ュ
改
訳
、
一
丸
六
五
年
、
五
六
頁
－
五
七
頁
。

　
　
詩
　
叙
情
詩
も
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
、
不
朽
の
名
声
を
保
証
す
る
は
ず
だ
っ
た
。

　
　
古
典
主
義
の
影
響
が
身
に
し
み
つ
い
て
い
た
彼
は
、
も
っ
と
も
高
級
な
様
式
、
叙
事

　
　
詩
で
腕
だ
め
し
を
や
っ
た
。
『
ア
ン
リ
ヤ
ッ
ド
』
（
一
七
二
三
年
－
二
八
年
）
は
、
・
：

　
　
伝
統
的
な
主
題
と
手
法
と
を
尊
重
し
た
Ｉ
〇
節
の
詩
で
物
語
る
。
嵐
、
戦
闘
、
主
人

　
　
公
に
か
ん
す
る
物
語
り
、
予
言
的
な
夢
、
地
球
の
外
へ
の
誘
惑
。
こ
れ
ら
い
っ
さ
い

　
　
が
、
生
彩
を
か
い
た
、
寓
意
的
超
自
然
談
　
…
　
と
と
も
に
え
が
か
れ
て
い
る
。
こ

　
　
の
着
想
は
斬
新
だ
。
…
　
古
典
主
義
文
学
の
主
要
様
式
で
名
声
を
え
た
い
と
い
う

　
　
同
じ
意
欲
が
、
『
真
理
に
よ
せ
る
抒
情
短
詩
』
や
『
フ
ォ
ン
ト
ノ
ワ
の
詩
』
に
も
う

　
　
か
が
わ
れ
る
が
、
二
つ
と
も
、
今
日
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
出
来
ば
え
は
い
か
に
も
ま

　
　
ず
い
。

　
　
　
こ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
哲
学
詩
の
ほ
う
が
価
値
が
高
い
。
『
社
交
界
の
人
』
（
一
七
三
六

　
　
年
）
は
、
物
資
文
明
の
進
歩
に
た
い
す
る
才
気
に
み
ち
た
弁
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

　
　
贅
沢
は
国
家
的
必
要
性
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
労
働
と
生
活
の
幸
福
に

　
　
た
い
す
る
愛
好
が
確
固
た
る
も
の
に
な
る
と
い
う
の
だ
。
七
篇
か
ら
な
る
『
人
間
論
』

　
　
二
七
三
八
年
）
は
、
感
情
に
う
っ
た
え
か
け
る
よ
う
な
主
題
（
Ａ
身
分
の
平
等
Ｖ
、

　
　
Ａ
自
由
Ｖ
、
Ａ
す
べ
て
に
お
け
る
中
庸
Ｖ
）
に
そ
っ
て
、
か
な
り
単
純
な
思
想
を
展

　
　
開
し
て
い
る
。

　
　
　
最
後
に
、
短
詩
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
風
刺
詩
、
あ
る
い
は
特
に
、

　
　
シ
ャ
ト
レ
夫
人
の
た
め
に
創
作
し
た
牧
歌
の
な
か
で
、
お
し
み
な
く
機
知
を
ま
き
ち

　
　
ら
し
て
い
る
。

大
旨
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
詩
歌
作
品
に
対
し
て
は
、
普
通
こ
の
よ
う
に
辛
い
評
価
が
与
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
目
下
言
及
さ
れ
て
い
な
い
「
哲
学
詩
」
と
し
て
此
所
で
は

『
自
然
法
に
つ
い
て
の
詩
篇
』
（
一
七
五
六
年
）
を
挙
げ
、
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
を
担
う
後

世
シ
ェ
ニ
エ
（
一
七
六
二
年
－
九
四
年
）
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
当
詩
篇
を
、
右
『
人
間
論
』
と

「
同
様
に
壮
大
で
坐
局
な
内
容
の
も
の
（
m
a
ｔ
i
e
ｒ
ｅ
　
ａ
ｕ
ｓ
ｓ
i
　
ｖ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
ａ
ｕ
ｓ
ｓ
i
　
ｓ
ｕ
b
l
i
m
e
）
」

　
（
註
（
3
0
）
全
集
、
六
六
九
頁
）
と
評
し
、
一
応
「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
余
り
に
し
ば
し
ば

性
急
に
下
絵
（
ｅ
ｓ
ｑ
ｕ
i
ｓ
ｓ
ｅ
ｓ
）
を
刷
り
、
作
品
（
ｔ
ａ
ｂ
ｌ
ｅ
ａ
ｕ
ｘ
）
を
仕
上
げ
な
か
っ
た
」
と

不
満
を
述
べ
な
が
ら
も
、
こ
の
詩
篇
を
（
不
完
全
な
素
略
Ｃ
ｕ
ｎ
　
ｃ
ｒ
ｏ
ｑ
ｕ
ｉ
ｓ
　
ｉ
ｎ
ｆ
ｏ
ｒ
m
e
）
」

と
し
て
片
付
け
て
い
な
い
点
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
就
く
当
詩
篇
の
思
想
に
お
い
て
は
、

「
理
性
が
私
達
を
照
ら
す
（
ｌ
ａ
　
ｒ
ａ
ｉ
ｓ
ｏ
ｎ
　
ｎ
ｏ
ｕ
ｓ
　
l
ｕ
言
）
（
第
二
部
、
第
一
一
三
句
。
プ
レ

二
二
九

　
　
ヤ
ー
ド
版
『
雑
録
』
一
九
六
一
年
、
二
八
〇
頁
）
の
み
な
ら
ず
、
「
私
達
の
心
情
の
底
に

　
　
規
律
と
道
徳
が
あ
り
（
ａ
ｕ
　
ｆ
ｏ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｅ
　
ｎ
ｏ
ｓ
　
ｃ
ｃ
Ｅ
ｕ
ｒ
ｓ
　
l
a
　
ｒ
ｅ
ｇ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
ｌ
ａ
　
m
o
ｒ
ａ
ｌ
ｅ
.
）
／
こ

　
　
れ
が
純
粋
な
源
泉
と
な
っ
て
い
る
（
Ｃ
'
ｅ
ｓ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｅ
　
ｓ
ｏ
ｕ
ｒ
ｃ
ｅ
　
ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
）
」
（
同
部
、
四
二
句
以

　
　
下
。
『
雑
録
』
二
七
九
頁
）
と
言
う
筋
が
本
論
に
関
係
が
深
い
点
で
あ
る
。
な
お
当
詩
篇

　
　
に
は
形
而
上
の
高
次
元
よ
り
ル
ソ
ー
が
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
宛
一
七
五
六
年
八
月
十
八
日
の

　
　
書
簡
で
論
述
を
展
開
し
て
い
る
。
詳
細
は
「
ル
ソ
ー
書
簡
全
集
」
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
）
第

　
　
四
巻
（
一
七
五
六
年
一
一
七
五
七
年
）
　
一
九
六
七
年
、
三
七
頁
－
五
〇
頁
。

（
3
2
）
　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
版
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
〇
巻
、
一
九
六
二
年
、
四
四
八
頁
。

剛
「
或
い
は
プ
ロ
ッ
ケ
ス
、
或
い
は
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
　
・
：
　
」

（
3
3
）
　
一
七
七
一
年
版
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
『
頌
歌
集
『
ｏ
ｌ
已
』
写
真
複
刻
版
一
九
七
一
年
、

　
　
　
一
一
七
頁
。

　
　
　
頌
歌
『
チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖
』
の
背
景
は
、
当
一
七
五
〇
年
七
月
三
〇
日
の
出
来
事
を
報
じ

　
　
た
書
簡
類
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
シ
～
ヽ
ふ
ト
宛
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
一
七
五
〇

　
　
年
八
月
一
日
付
書
簡
で
、
こ
れ
は
一
九
六
二
年
刊
パ
ン
サ
ー
版
『
選
集
』
一
〇
九
一
頁
－

　
　
　
一
〇
九
二
頁
や
、
一
九
六
六
年
刊
レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
『
頌
歌
集
』
の
註
解
一
三
六
頁
－

　
　
　
一
三
七
頁
に
収
め
ら
れ
、
も
う
一
つ
の
ク
ラ
イ
ス
ト
宛
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
の
一
七
五
〇
年
八
月

　
　
四
日
付
書
簡
は
、
右
レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
『
頌
歌
集
』
の
註
解
一
三
八
頁
－
一
四
二
頁
に
あ

　
　
る
。

（
3
4
）
　
シ
ラ
ー
全
集
（
註
（
3
2
）
）
第
二
〇
巻
、
四
五
二
頁
。

（
3
5
）
　
シ
ラ
ー
全
集
（
註
（
3
2
）
）
第
二
〇
巻
、
四
三
六
頁
。

（
3
6
）
　
シ
ラ
ー
全
集
（
註
（
3
2
）
）
第
二
〇
巻
、
四
五
二
頁
。

　
　
　
　
こ
の
種
の
ド
イ
ツ
詩
人
の
中
で
私
は
此
所
で
、
ハ
ラ
ー
、
ク
ラ
イ
ス
ト
、
ク
ロ
プ
シ
ュ

　
　
　
　
ト
ッ
ク
に
の
み
言
及
七
た
い
。

（
3
7
）
　
ハ
ラ
ー
『
観
察
日
記
』
（
註
（
2
1
）
）
第
二
部
、
一
一
九
頁
。
『
ハ
ラ
ー
選
集
』
（
註
（
４
）
）

　
　
　
一
五
六
頁
参
照
。

（
3
8
）
　
『
人
文
研
究
』
（
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
）
二
六
の
二
二
九
七
四
年
）
初
出
。
後
に
南

　
　
大
路
振
一
著
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
（
三
修
社
一
九
八
三
年
）
所
収
（
一
頁
－

　
　
五
五
頁
）
。

（
3
9
）
　
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
（
註
（
3
8
）
）
五
頁
。

（
4
0
）
　
右
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
一
頁
。

ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
　
そ
の
ニ
ー
’
ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
（
高
橋
）

（
六
）



二
三
〇

（
4
1
）

（
4
2
）

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
二

右
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
三
頁
、
脚
註
７
．

右
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
四
頁
－
五
頁
、
脚
註
1
0
。

　
本
論
文
の
筆
者
は
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ン
大
学
付
属
図
書
館
な
ら
び
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
在

　
の
バ
イ
エ
ル
ン
国
立
図
書
館
蔵
の
「
初
版
」
を
複
写
に
よ
っ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で

　
き
た
。
両
者
は
版
元
が
同
じ
で
は
な
く
、
正
字
法
も
僅
か
な
が
ら
異
っ
て
い
る
。
・
：

　
本
論
文
で
の
引
用
は
前
者
に
よ
っ
た
。

（
4
3
）
　
右
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
二
五
頁
。

（
4
4
）
　
『
画
家
談
論
』
複
刻
一
九
六
九
年
。
こ
の
第
二
部
の
第
一
篇
は
、
註
（
４
）
ド
イ
ツ
国

　
　
民
文
学
（
Ｄ
Ｎ
Ｌ
）
第
四
二
巻
（
一
八
八
四
年
、
三
修
社
写
真
復
刻
一
九
七
四
年
）
　
一
一

　
　
頁
－
一
八
頁
に
も
所
収
。
以
上
右
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
　
一
四
頁
の
脚
註
1
9

　
　
参
照
。

（
4
5
）
　
註
（
3
8
）
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
三
五
頁
の
脚
註
5
6
、
お
よ
び
三
七
頁
の
脚

　
　
註
6
1
参
照
。
一
七
二
四
年
三
月
二
八
Ｒ
付
書
簡
／
一
七
二
五
年
五
月
一
五
日
付
書
簡
／
一
七

　
　
二
六
年
六
月
一
五
日
付
書
簡

㈲
　
「
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
ヴ
ァ
ル
ダ
ウ
の
残
滓
」

（
4
6
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
初
版
（
註
（
１
）
）
よ
り
。

　
　
　
改
稿
後
（
註
（
４
）
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
三
頁
以
下
）
は
多
少
表
現
に
変
更
が
あ
り
、
例

　
　
え
ば
第
八
句
「
蒼
白
な
」
が
「
青
ざ
め
た
（
ｂ
ｌ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
）
Ｊ
と
、
第
一
〇
句
「
眼
」
が
「
光

　
　
（
に
Ｑ
ぼ
）
」
と
、
第
十
一
句
「
群
雲
の
白
馬
は
煌
め
く
」
が
「
灰
黄
色
の
群
雲
（
Ｄ
ｉ
ｅ

　
　
ｆ
ａ
ｌ
ｂ
ｅ
ｎ
　
Ｗ
ｏ
ｌ
ｋ
ｅ
ｎ
）
は
燃
え
る
」
と
、
第
十
二
句
「
燃
え
る
（
ｇ
ｌ
ｉ
ｉ
ｈ
ｅ
ｎ
ｄ
）
」
が
「
燃
焼

　
　
す
る
（
ｂ
ｒ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
ｄ
）
」
と
、
第
十
四
句
「
暁
つ
ま
り
早
朝
の
（
｛
｝
ｅ
ｓ
　
i
ｒ
ｕ
ｈ
ｅ
ｎ
　
M
o
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｓ
）
」

　
　
が
「
涼
し
き
朝
の
（
｛
｝
ｅ
ｓ
　
ｋ
ｉ
ｉ
ｈ
ｌ
ｅ
ｎ
　
Ｍ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｓ
）
Ｊ
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
話
題
の
第
四
節
（
第
一
三
句
－
第
ヱ
ハ
句
）
は
当
時
一
七
五
四
年
刊
シ
ェ
ー
ナ
イ
ヒ
著
『
新

　
　
語
辞
典
『
Ｎ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｗ
ｏ
ｒ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｕ
ｃ
巴
』
（
『
十
八
世
紀
・
十
九
世
紀
文
学
記
念
碑
』

　
　
七
〇
／
八
一
所
収
一
八
九
八
年
－
一
九
〇
〇
年
復
刻
）
二
七
頁
に
お
い
て
、
「
全
き
ロ
ー
エ
ン

　
　
シ
ュ
タ
イ
ン
風
珍
語
宝
石
箱
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ａ
ｎ
ｚ
ｅ
　
Ｌ
ｏ
ｈ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｒ
ａ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
ｅ
ｎ
ｋ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
）
」

　
　
と
評
さ
れ
、
そ
の
証
左
と
し
て
「
真
珠
、
薔
薇
、
百
合
、
竜
泥
香
、
露
、
楊
子
」
（
二
七

　
　
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
当
四
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
啓
蒙
家
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
の
筋
に

　
　
あ
る
『
新
語
辞
典
』
の
著
者
は
、
「
五
十
年
前
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
風
の
名
の
下
に
周

　
　
知
で
あ
っ
た
ハ
ラ
ー
流
（
文
飾
）
の
渦
こ
ｅ
ｒ
　
ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｗ
ｉ
ｒ
ｂ
ｅ
Ｄ
Ｊ
二
四
七
頁
）

（
七
）

　
　
を
鄭
楡
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
当
二
七
頁
に
て
第
一
六
句
末
Ｃ
ｇ
ｒ
ａ
巳
が

　
　
形
容
詞
と
誤
解
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
併
さ
れ
、
改
稿
後
ハ
ラ
ー
は
当
句
末
を
「
繩
子
灰
色

　
　
「
Ａ
ｔ
l
a
ｓ
-
ｇ
ｒ
ａ
巳
」
（
註
（
４
）
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
四
頁
、
原
典
は
欧
文
註
（
1
0
）
参
照
）
と

　
　
変
更
し
て
い
る
。

（
4
7
）
　
註
（
3
8
）
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
三
三
頁
。

　
　
　
引
用
の
典
拠
は
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
の
道
徳
週
誌
『
実
直
な
男
（
｛
｝
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
巴
』

　
　
二
七
二
七
年
上
一
八
年
刊
二
部
百
篇
、
バ
イ
エ
ル
ン
国
立
図
書
館
蔵
原
典
複
写
）
第
二

　
　
部
の
第
五
六
篇
（
一
七
二
八
年
五
月
三
十
一
日
）
に
て
、
ボ
ー
ド
マ
ー
と
ブ
ラ
イ
テ
ィ
ン

　
　
ガ
ー
の
『
想
像
力
の
影
響
と
使
用
に
つ
い
て
』
（
一
七
二
七
年
）
が
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
て

　
　
い
る
箇
所
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
他
に
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
の
主
著
た
る
『
批
判
的
詩
論
の
試
み
』
（
初
版
一
七
三
〇

　
　
年
）
第
四
版
（
一
七
五
一
年
）
写
真
複
刻
版
（
一
九
八
二
年
）
第
一
部
の
第
十
一
章
の
第
二
五

　
　
節
で
は
、
「
誇
張
文
体
（
ｓ
ｃ
ｈ
w
ｕ
ｌ
ｓ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ｅ
ｉ
ｂ
ａ
ｒ
ｔ
）
」
の
模
範
と
し
て
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
々
χ
ル
テ

　
　
イ
ン
を
挙
げ
、
そ
の
具
体
的
な
詩
節
に
表
現
さ
れ
た
「
銀
梅
花
の
冠
（
Ｍ
ｙ
ｒ
ｔ
ｅ
ｎ
ｋ
ｒ
ａ
ｎ
ｚ
ｅ
）
」
、

　
　
「
黄
金
」
、
「
金
剛
石
（
Ｄ
ｉ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
）
」
、
「
真
珠
」
な
ど
を
例
証
と
し
、
当
バ
ロ
ッ
ク
詩
人

　
　
を
「
ド
イ
ツ
の
セ
ネ
カ
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｎ
ｅ
ｃ
ａ
）
!
（
三
六
九
頁
）
と
呼
ん
で
い
る
。

（
4
8
）
　
右
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
三
六
頁
以
下
。

　
　
　
引
用
は
一
七
二
四
年
三
月
二
十
八
日
付
ボ
ー
ド
マ
ー
に
宛
て
た
ケ
ー
ニ
ヒ
の
書
簡
よ
り
。

（
4
9
）
　
右
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
四
〇
頁
以
下
。

　
　
　
引
用
は
一
七
二
六
年
六
月
十
五
日
付
ボ
ー
ド
マ
ー
に
宛
て
た
ケ
ー
ニ
ヒ
の
書
簡
よ
り
。

（
5
0
）
　
レ
ク
ラ
ム
文
庫
『
神
に
お
け
る
地
上
の
楽
し
み
』
選
集
（
一
九
六
六
年
）
五
四
頁
に
は

　
　
第
一
部
の
第
七
版
（
一
七
四
四
年
）
を
典
拠
に
『
太
陽
』
第
七
節
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
綴
り
を
今
日
の
正
書
法
に
従
い
変
更
し
て
あ
る
の
で
採
用
せ
ず
、
此
所
で
は
当
時
の
刊
本

　
　
そ
の
ま
ま
を
複
写
し
再
刊
し
た
一
七
三
八
年
版
『
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
選
集
』
（
註
（
2
4
）
）
　
一
八
二

　
　
頁
所
収
の
『
太
陽
』
第
七
節
を
底
本
と
す
る
。

（
5
1
）
　
写
真
複
刻
版
一
九
六
七
年
、
四
三
〇
頁
以
下
（
第
一
四
節
「
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
詩
歌
の
比
喩

　
　
に
つ
い
て
」
）
。

（
5
2
）
　
ボ
ー
ド
マ
ー
／
ブ
ラ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
『
文
芸
著
作
集
』
（
レ
ク
ラ
ム
文
庫
）
　
一
九
八
〇

　
　
年
（
今
日
の
正
書
法
に
綴
り
を
改
め
ず
初
版
本
よ
り
刊
行
）
六
〇
頁
。

（
5
3
）
　
註
（
3
8
）
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
一
五
頁
。
『
画
家
談
論
』
原
典
四
頁
。
註

　
　
（
4
4
）
ド
イ
ツ
国
民
文
学
（
Ｄ
Ｎ
Ｌ
）
第
四
二
巻
、
一
三
頁
以
下
参
照
。



（
5
4
）
　
右
『
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
論
集
』
ニ
八
頁
。
『
画
家
談
論
』
原
典
六
頁
。
註
（
5
3
）

　
　
Ｄ
Ｎ
Ｌ
第
四
二
巻
、
ニ
八
頁
参
照
。

（
5
5
）
　
ハ
ル
ス
デ
ル
フ
ァ
ー
の
『
詩
学
速
修
法
（
Ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
）
Ｊ
第
二
巻

　
　
（
ニ
八
四
八
年
）
の
Ｉ
〇
の
こ
一
や
、
マ
ル
テ
ィ
。
ン
著
『
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
劇
の

　
　
文
体
』
（
一
九
二
七
年
）
七
四
頁
と
か
、
更
に
『
新
語
辞
典
』
（
註
（
4
6
）
）
二
Ｉ
　
一
頁
に

　
　
言
及
し
、
『
人
工
楽
園
で
の
祈
り
』
（
註
（
１
）
）
三
四
六
頁
に
引
用
。

（
5
6
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
（
註
（
４
）
）
二
四
八
頁
以
下
に
引
用
。

　
　
　
緊
密
な
当
時
の
英
詩
と
比
べ
「
浮
腫
ん
だ
」
の
意
。

（
5
7
）
　
シ
ラ
ー
全
集
（
註
（
3
2
）
）
第
一
巻
、
三
頁
。

㈲
　
「
神
」
と
「
虫
蛙
」

（
5
8
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
初
版
（
註
（
１
）
）
よ
り
。

　
　
　
改
稿
後
も
話
題
の
文
言
は
変
わ
ら
ず
、
「
三
重
に
偉
大
な
る
神
（
ｄ
ｒ
e
i
m
a
l
　
ｇ
ｒ
ｏ
ｆ
ｉ
ｅ
ｒ

　
　
｛
｝
ｏ
＃
）
」
（
第
四
一
句
）
／
コ
匹
の
虫
嫂
の
誉
め
言
葉
（
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｗ
ｕ
ｒ
m
e
ｓ
　
Ｌ
ｏ
ｂ
ｓ
ｐ
ｒ
ｕ
ｃ
ｈ
）
Ｊ

　
　
（
第
四
八
句
）
と
あ
る
（
註
（
４
）
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
五
頁
）
。

（
5
9
）
　
ホ
ー
プ
『
人
間
論
』
第
一
書
簡
（
一
七
三
三
年
）
第
二
三
七
句
。
マ
ク
ミ
ラ
ン
英
文
古

　
　
典
叢
書
『
人
間
論
』
（
初
版
一
八
九
五
年
）
　
一
九
一
九
年
、
一
〇
頁
。

（
6
0
）
　
カ
ン
ト
『
天
界
の
一
般
自
然
史
と
理
論
』
（
一
七
五
五
年
）
第
三
部
「
補
遺
」
に
註

　
　
（
5
9
）
『
人
間
論
』
第
一
書
簡
の
第
二
三
七
句
以
下
が
独
訳
に
て
引
用
。
プ
ロ
イ
セ
ン
学
士

　
　
院
版
カ
ン
ト
全
集
に
拠
る
写
真
複
刻
版
作
品
集
、
一
九
六
八
年
、
第
一
巻
、
三
六
五
頁
。

（
6
1
）
　
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
（
註
（
４
）
）
四
四
頁
。
当
該
箇
所
に
は
ハ
ラ
ー
自
身
が
脚
註
を
附
し
、

　
　
同
様
の
考
え
を
ホ
ー
プ
よ
り
も
早
く
述
べ
た
点
を
注
記
し
て
い
る
。

　
　
　
「
天
使
と
獣
と
の
中
間
存
在
（
Ｍ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
）
」
と
更
に
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
第

　
　
二
書
の
第
一
〇
七
句
に
も
登
場
す
る
（
右
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
一
二
九
頁
）
。

（
6
2
）
　
『
仏
和
中
辞
典
』
（
註
（
2
8
）
）
五
八
〇
頁
。

（
6
3
）
　
作
品
集
（
註
（
3
0
）
）
第
六
巻
、
九
頁
。

（
6
4
）
　
一
七
七
一
年
版
『
頌
歌
集
』
（
註
（
3
3
）
）
三
三
頁
（
第
七
節
、
第
二
五
句
－
第
二
八
句
）
。

　
　
『
春
の
祝
祭
』
初
版
（
一
七
五
九
年
）
は
レ
ク
ラ
ム
文
庫
『
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
頌
歌
集
』

　
　
（
註
（
3
3
）
）
五
八
頁
以
下
に
改
訂
一
七
七
一
年
版
と
併
せ
て
刊
行
さ
れ
、
引
用
箇
所
は
そ

　
　
の
六
〇
頁
（
第
六
節
、
第
二
九
句
－
第
三
四
句
）
に
あ
る
。

（
6
5
）
　
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
初
版
（
註
（
１
）
）
よ
り
。

　
　
　
改
稿
後
（
註
（
４
）
『
ハ
ラ
ー
詩
集
』
四
頁
）
も
文
言
は
変
わ
ら
ず
。

（
6
6
）
　
シ
ラ
ー
全
集
（
註
（
3
2
）
）
第
一
巻
、
一
九
五
頁
。

（
6
7
）
　
『
創
世
記
』
第
一
章
の
第
二
六
節
－
第
二
七
節
を
踏
ま
え
、
ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

　
　
第
五
一
六
句
（
註
（
3
0
）
作
品
集
、
第
三
巻
、
二
四
頁
）
を
参
照
。

（
6
8
）
　
作
品
集
（
註
（
3
0
）
）
第
三
巻
、
二
八
頁
。

（
6
9
）
　
シ
ラ
ー
全
集
（
註
（
3
2
）
）
第
一
巻
、
一
九
三
頁
。

（
7
0
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
第
四
節
、
第
五
五
句
。
註
（
９
）
全
集
、
第
二

　
　
巻
、
九
一
頁
。

※
本
研
究
（
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
〔
二
〕
）
は
、
平
成
元
年
度
「
特
定
研
究
費
」
（
西
欧
啓

蒙
主
義
の
比
較
研
究
）
に
よ
る
学
術
研
究
成
果
そ
の
二
で
あ
り
、
そ
の
Ｉ
　
（
『
パ
ン
と
ぶ
ど

う
酒
』
第
一
節
「
聖
な
る
夜
」
そ
の
五
）
と
の
両
方
で
、
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
・
第
三

十
八
巻
・
人
文
科
学
籍
の
第
二
分
冊
（
全
二
五
四
頁
）
を
特
輯
号
と
な
す
。

　
研
究
代
表
者
、
高
橋
克
己
（
人
文
学
部
助
教
授
、
研
究
者
番
号
五
二
二
四
二
〇
一
一
七
〇

　
　
一
三
）

　
刊
行
費
　
こ
一
六
〇
千
円
（
そ
の
一
と
そ
の
二
の
合
本
と
抜
刷
に
給
付
）
よ
り

二
三
一

ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
　
そ
の
ニ
ー
ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）
Ｉ
‐
’
（
高
橋
）

（
平
成
元
年
一
九
八
九
年
　
九
月
　
一
日
受
理
）

（
平
成
元
年
一
九
八
九
年
Ｔ
一
月
二
七
日
発
行
）

（
八
）
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Welch eine Kette, die von Gott den Anfang niimnt. was fur Naturen

Von himmlischen und irdischen. von Engeln, Menschen bis zum Vieh,
　・　　ミ　　・●･　・●　・　　　　　･●　．・　　．　・．．ミ　＿　．．．　　　●　　　　　　　　　　　．
Vom .Seraphim bis zum Gewiii°゜１０ Weite,

Erreichen ｔﾕnd betrachten kann.

die das Auge nie

　　Vondem Unendlichen EU dir, von dir zum Nichts！　　　　　　　　　　　　　　｡
＼(Ｐｏｐｅ。Ein Versuch iiber den Mensch･ｅｎｌ!/工。Brief.V.237-241)　　＼

61)Haller ,,Gedanken ･liberVernunft, Aberglauben und Unglauben”(1729) V.17:

。Hallers Gedichte"(2(l)4) S.44・　　　　　　　十　　　　二　･･
　　Unselig Mittel-Ding von Engeln und von Vieh!

　17. Dieses ist einer der Gedanken, den der Verfasser mit dem Pope gemein

　hat. Er iｓt十aber einige Jahre eher von ｄ,=･万mSchweizer als von dem万Englan-

der gebraucht worden.　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．･．・．・

Vgl.耳aller nijber den Ursprung des Obels" Buch IIレV.107： ，ぷallers Gedich-

tｅ”(2(:1)4)ニS.129.　　　　　　　　　　　　　　　犬

　　Zweideutig Mittelding von Engeln und von Vieh,　　　■　■■　㎜　　　　　　■　　　　■

62)Dictionnaire Frangais-Japonais ROYAL (2(6)28). S.580.　犬

　　Quand meme Dieu n'existerait p:ａ６ １ａ religion serait encore sainte ｅｔ上

●　divine.　　　十　　　　　ト　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Baudelaire)
63)Goethe 。Die Leidenﾄdes j ungen Werthers”(177A) Brief vom 10.5.1771: Ham-

burger Ausgabe (2(6)30). Bd.6.　S.9・

　　に・　; wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwis chen Halmen, die unzah-

　　ligen, unergriindlichen Gestalten der Wiirmchen, der Miickchen naher an

　meinem Herzen fiihle, und fiihle die Gegenwart des Allmachtigen, der uns

　　nach seinem Bilde schuf,　.‥　― dann sehne ich mlch oft und denke:　.，.

64)Klopstock 。Die Friihlingsf eier”〕(1 .Fas ・ ,,Das Landleben” 1759) 6.Str. V・

29-34:/ Reclain-Oden(2(7)33) S.60; 。Klopstocks Oden und Elegien” Darmstadt

(Johann Georg Wittich) 1771. Faksimile-Nachdruck. Stuttgart (Metzler)

1974 ・ 。Das Landleben. 1759"(S.1-6). S.2.　　　　　　　　　十

　　Aber, du Fruhlingswiirmchen,　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　/　　　　　Ｖ工

　　Das griinlich golden　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋３０

　　Neb en mir spielt.　　　　　　　　　　　　十

　　Du lebst;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　・．　　　　　　　　･．

　　Und bist, vielleicht 一 Ｔ

　　Ach, nicht unsterblich!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

65) Vgl. (2(1)1)/(2(1)4)・

66) Schiller ,,Die Gotter Griechenlandes”1.Fas.　1788.　24.Str. V.188-192：犬

Weima!rer Nationalausgabe. Bd.1(2(8)57)。S.195.し

　・Was ist neb en Dit der hochste Geist　　． ・

　　derer。welche Sterbliche gebahren?　　　　　　　　　　　　　‥

　　Nur der･･Wiirmer Erster, Edelster.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・１９０

　　Da die Gotter menschlicher noch waren,

　　waren Menschen gottlicher.

６７)。Biblia Germanica 1545"(2(3)14) I.Teil.　Ｓ．２：　。Vulgata"(2(3)14) I. S.5・

　　Gott schuff den Menschen Jm zum Bildｅ / ｚum bilde Gottﾆes schuff er jn･，

ダ　ad imaginem Dei creavit ilium　　　(■■Genesis":I. 27)犬

ｖｇ１レGoethe ,,Faust" V・516: Hamburger Ausgabe (2(6)30). Bd.3. S.2A. FAUST:

　.工ch Ebenbild der Gottheit！

68)Goethe 。Faust"- V.652f.: Hamburger Ausgabe (2(6)30). Bd.3. S.28･/ FAUST:

　　Den Gottern gleich' ich nicht! Zu tief ist es gefiihlt;

　　Dem Wurme　gleich' iむｈ，ﾚder den Staub durchwiihlt･， ・　　　　　　　　　　　　　上

69)Schiller 。Die Gotter Griechenlandes" I.Fas.(2(9)66). 15.Str. V.113f.：

Weimarer Nationalausgabe. Bd.1(2(8)57). S.193.　　　十

　　Nach der Gelster schrecklichen Gesetzen

　　richtete kein heiliger Barbar,　　　　　　　　　　．･．．･　・．　　･･

７･0)H61derlin ,,Brod und We in”(1800-01) 4.Str. V.55f.：　Stuttgarter Ausgabe

(2(1)9). Bd.2. S.91.　　　　ニ

　　Seeliges Griechenland! du Haus der Himmlischen alle,

　　　Also ist wahr. was einst wir in der Jugend gehort？

二
三
二

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
二

（
九
）



一
三
三

ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明

そ
の
二

ハ
ラ
ー
『
朝
の
思
い
』
（
一
七
二
五
年
）

（
高
橋
）

二
〇
）

Er hiillet die Begriff in GleichniB und Figur,
Als einen Kercker ein. verbirgt uns die Natur,
Und meidt die Deutlichkeit, die uns　｡・・

2(8)52-(9)60

　　　　　350

53)Bodmer/Breitinger uDie Discourse der Mahlern" Erster Discours　des II.

Theils (Bodmer) iiber 。Das Reich der Freude”. S.4/S♪6: Minamiozi nStudien

‥に"(2(7)38) S.15f。　　　　　　　　　　　　ト

　mit Hiigeln　｡.. . / au£ welchen Blumen ihre Halse hervorreckten / die die
　heitersten Strahlen der Morgenrothe nachmahlten　｡und die Geriiche

　von Balsam / Weyrauch und Myrrhen in unsere Nasen blieB. (S.4/S.6:S.15/

・ S.16) unsere Blumen　/ die ungepfleget hier wie Rubinen brennen　/ dort

　ihre Blatter mit AtlaB und Damas t schmiicken.　　ト

54)Vgl. (2(8)53)・

55)Lohenstein iiVenus” V.9-12: Martin, Walther iiDer Stil in den Ｄｒａ万menLo-

hensteins"(Diss. Leipzig 1927) S.74; Guthke ,,Andachtハ‥”(2(1)1) S.346;

Harsdorffer, Georg Philipp( 1607-58) ,,Poetischer Trichter”(Theil I. 1650 /

II. 1648 /工II. 1653) Faksimile-Nachdruck. Hildesheim (01ms) 1971. S.49-69
(Die zehende Stund); Schonaich 。Neologisches Worterbuch”(2(8)46) S.211.

　Ja selbst die zeit wird braut ／die blumen-gottinぐschmiicket

　　Ihrselbst das braut-gewand / und ihre kunst-hand stucket　　　　　　　　　10

　　　Der Tellus griinen rock mit frischem rosen-schnee

　　　Und weissen liljen aus.

56)Haller 。Versuch Schweizerischer Gedichte” 4.Aufl.　1748. Vorrede：　nGe-
dichte”(2(1)4) S.248f.　　　　　　　　　　　　　　ダ

　　MeineFreunde werden mir es nach meiner so ernstlich bezeugten Sinnes-
　　Aenderung vergeben. wann ich sage, daB Lohenstein mein erstes Vorbild

　　undmeine Aufmunterung zum Dichten gewesen･　　　‥・

　　　Ich hatte indessen die englischen Dichter mir bekannter gemacht und

　　vondenselben die Liebe zum Denken und den Vorzug der schweren Dicht-

　　kunst angenommen. Die philosophischen Dichter, deren GroBe ich bewunder-
　　te,verdrangen (S.248/S.249) bald bey mir das geblahte und aufgedunsene

　　Wesen dess Lohensteins, der auf Metaphoren wie auf leichten Biasen

　　schwimmt.

57)Schiller 。Der Abend"(1776) 3.Str. V.25-34: Weimarer Nationalausgabe(2

(6)32). Bd.l.　1943. S。3.

　ＯAnblik, wie entziikstdu mich!
　Gold, wie das Gelb gereifter Saaten,
　Gold liegt um alle Hiigelher.
　Vergoldet sind der Eichen Wipfel,
　Vergoldet sind der Berge Gipfel,
　Das Thai beschwimmt ein Feuermeer,
　Der hohe Stern des Abends stralet
　Aus WoIk en. welche um ihn gliihn.
　Wie der Rubin am falben Haar, das wallet
　Urn's Angesicht der Konigin.

(9),,G0TT”UND　,,WURM”
58)Vgl. (2(1)1)/(2(1)4).

25

30

59)Pope 。An Essay on Ｍａｎ”(1733-34)London (Macmillan's English classics)
1895(1.Aufl.)。1919. Epistle I. V.237-241. S.lOf.

　Vast chain of being! which from God began.

　Natures aethereal. human, angel, man.
　Beast, bird, fish, insect, what no eye can see,
　No glass can reach; from infinite to thee.　　　　　　　　　　　　　S.IO　240

　From thee to nothing.
●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了二T

60)Kant 。Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels”(1755) Teil ３

Anhang･　,Von den Bewohnern der Gestirne': Werke. Akademie-Textausgabe.

Berlin (Gruyter) 1968. Bd.l. S.365.



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2(8)47-52

　Was sind alle diese herrliche Bliimchen anders, als Lohensteinische und

　Hofmannswaldauische Brocken, die nach dem heutigen Geschmacke kaum in

　der Poesie, geschweige denn in der Prosa zu dulden sind.　．‥　eine aus一

　schweifende Einbildungs-Krafft　.‥

Vgl. Gottsched nVersuch einer Critischen Dichtﾆkunst”(l.Aufl. 1730) 4・, ver一

mehrte Aufl. Leipzig (Bernhard Christoph Breitkopf) 1751 ， Faksimile-Nach-

druck. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982. S.369 （L I1）・

　25.§. Im Deutschen kann uns　Lohenstein die Muster einer so schwiilsti-

　gen Schreibart geben. Seine Tragodien sind iiberall damit angefiillt, und

　er verdienetﾆdeswegen der deutsche Seneca zu heiSen. 一 ‥　　　一一　　　　.

　　　　Mit was fiir neu und ungewohnten Stralen,

　　　　Seh aber ich Burg, Stadt und Land gekront？　　　　　　　　　　（工.Theil・

　　　　Ja einen neuen Stuhl mit Purpur aufgethront?　　　　　　　　　　Das X工ｉ

　　　　Der Donau Haupt mit Myrtenkranzen pralen?　　　　　　　　　　Hauptstvick)

　　　　Sich ihren Sand in Gold, ihr Schilf in Zuckerrohr, ■　　　　　　　　　　■■

　　　　Sein Schmelz in Diamant, den Schaum in Perlen kehren?

　　　　Was leuchtet aus Tyrol fur ein Gestirn hervor？

　　　　Kann sein Erztreich Gebirg auch Sonnen nun gebahren?

　Hier sind alle lohensteinische Schonheiten beysammen zu finden.　．‥

48)K6nigs Brief an Bodmer vom 28.3.1724： Minamiozi ,,Studien　．．．”（２（７）３８）

S.36f.

●●● wider den bisher eingerissenen verdorbenen Ges ch!nack　｡‥　Broks

so hat er doch das Ungliick, daB er die italienische Poesie mittle-●ａ●　Ｑりぷ馬u●dゝ-&s4v●sa● us･¥｡｀゛“64｀゛｀’゛｀1｀゛｀‘″｀’‘｀^＾｀“’｡゛‘－｀’¨゛”¨’一－”－う’－一一’一一
rer (S.36/S.37) Zeiten dem heutigen gut en Geschmack der Franzosen, alien

　Kennern zu Trotz, liber all vorgezogen wissen will;　　　‥・

49)K6nigs Brief an Bodmer vom 15.6.1726： Min一犬iozi ,,Studien　...万”(2(7)38)

Ｓ．４１．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●∧
● ● ● mit deｕ】Beyspiele eines Patrons des iiblen schwiilstigen Ges chmacks

sonst es sehr leicht ware, alle ausschweiffende Ｒｅｄ一八rtenaus Lohen-Ｉ”　ａりIID U cs> OClll. 1.C↓Ｕｎ゛WCLJ. C‘l u↓4“りｕｕ｀７りり“”｀’゛゛゛-｀’“゛｀ａ●ｔ

stein, Brocks, Amthorn und ihren Folgeでｎ zu beschiitzen.

50)Brockes 。Aus zug　... "(2(5)24) S.182：　。Die Sonne” 7.Str. V.49-56.

　　Drauf erzeugt dein Glanz und bildet

　　　　Farben, Morgenroth' und Thau;

　　Malt, bepurpert und vergiildet

　　Dasgemischte Silber-Grau:
Und der Himmel scheint ein Schleyer,

Der aus Rosen, Gold und Feuer

　　(Ｖｏｎder Luft Sapphir bezirckt)

　　Wunderbarlich schon gewirckt.

(Aus dem ｌ． Teil voin

ｉ･工rdischen Vergniigen

in Gott” 1721)

50

55

5I)Breitinger, J.J. ,,Critische Abhandlung von der Natur,･den Absichten und

dem Gebrauche der Gleichnisse”(Zurich. Conrad Orell und Comp. 1740) Faksi-
mile-Nachdruck. Stuttgart (Metzler) 1967. S.430f.(14.Abschn.: Von den

Gleichnissen in Brockes irdis chem Vergniigen in GOtt) .
　Mich diincket aber. daB den schonsten von seinen Beschreibungen noch ５ｆ－

　ters Fehler von dem unreinen Ges chmack des Marino ankleben ; daS er　‥.，

　daS die iiberfliissige Auszierung, dadurch das wahre MaB der (S.430/S.431)

　Natur aus der Ａ･cht gelassen wird, bfters die wesentlichen Schonheiten
　　deren Dinge, die er beschreiben soil, nur verdunckeln･．　　　．．．　　　　　　■

52)Bodmer, J.J･　。Character Der Teutschen Gedichte"(1734) V.321f./V.331£./

V.349ff.：: Bodmer/Breitinger. Schriften zur Literatur. Reclam-Universal-Bib-

liothek Nr.9953.･Stuttgart・1980. S.59f.

Ein zorniges Gestirn hat Waldau hergebracht.
Den SchlefiischenMarin. ・・.　　　　　　　　　　　　　■

　　　　　　　●●●
Ihm fehlt' es an Verstand, den Geist geschickt zu lencken
Und in die Fabel selbst der Wahrheit Schein zu sencken

S.59

S.60

321

322

331
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2(7)33-(8)47

　D.Hirzels Frau, Jung, mit vielsagenden blauen Augen, die HalleでｓDoris
　unvergleichlich wehmiithig singt. war die ＨｅｒがLnder Gesellschaft;　．‥　プ

Vgl. Jojiann Kaspar Hirzels Brief an Kleist, Ewald aus Zurich vom 4. August

1750:ＩReclam-Klopstock-Oden. S.138ff.

　Unser neun Freunde entschlossen uns, Klopstock durch〉eine Lustschifffahrt

　die Schonheiten der Gegenden am Ziirchers色ｅund zugleich die Schbnheit
　unsrer Madchen kennen zu lehren.　‥ . Die siiBe Harmonie achtzehn edler

　Seelen machteﾆdiesen Tag (30.7.1750) zu einem der gliicklichsten unsers

　Lebens und werth,ﾆｴhnen beschrieben zu werden. ―　.‥……Klopstock wiirdig-

　te meine zartliche Doris an seiner Hand zu fiihren. ―一一　し... (S.138/)

34)Schiller犬。Ueber naive･　・.. "(2(6)32) Bd･20.ニS.436ｿS.452.　　　ト

　Der Dichter, sagte ich, ist entweder Natur, oder er wird ｓ16 ｓｕｃりen.Je-

　ｎｅＳトmachtden naiven, dieses den sentimentaでischer! Dichter.　. .. (S.436/

　S.452) ... Unter Deutschlands Dichterh i･n dieser Gattung will ich hier
ｎ皿ｙHallers ，トKleists　und　Klopstocks　erwahnen. Der Charakter ihrer

　Dichtung ist s entimentali sch; durch Ideen rtihren sie uns, nicht durch▽
　sinnliche Wahrheit, nicht sowohl well sie selbst Natur sind. als weilニ
　　sie uns ﾄfiir Natur ｚりbegeistern wissen.　　　■

35)Schiller。Ueber naive　。｡｡" S.436(2(7)34)・

36)･Schiller･,,Ueber ･naive 二･･｡ ” S.･452(2(7)34)｡

● ●

37)Hallers Brief an Gemmingen vom Marz 1772: 。Tagebuch seiner Beobachtun-

gen　。。。”Teil ２，Ｓ．１19(2(6)29)。　　　　　　　　　ニ　　　I犬

38)Minamiozi, Sin-iti: Studien zur Deutschen Literatur im 18. Jahrhundert.

Tokyo (Sansyusya) 1983. S.1-55.　　　　　　　　づ　　　ト　　　　　＼

39)Minamiozi：op. ｃｉｔ√S.5.　　　　　　　　　　　ニケ

40)Minamiozi : op . cit.乱１・し　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜上　　レ

41)Minamiozi: op. cit. S.3. A一犬erkung 7 . Vgl . Martens ， Wolfgang: Die Bot-

schaft der Tugend. Die Aufklarung im Spiege:1 der deutschen Moralischen Wo-

chenschriften. Stuttgart ! 968 ｡　　い　……　＝　　　ニ　ト　　　　　　＜

42)Minainiozi:op. cit・S.4f. liber Gottscheds i,Die Verniinftigen :Tadlerinnen”

(1725-26).犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　＞　　　六大　　　犬

A3)Minamiozi: op. cit. S.25. Uber 。Die Discourse der Mahlern"(1721-23)｡づ

4A)Mina!niozi： op ． cit. S.14. Anmerkung １９．iiber ,,DieトDiscourse犬，=‥”し

45)Minamiozi: op. cit. S.35. Anmerkung 56 liber Johann Ulrich Konigs Brief

an J.J.Bodmer vom 28.3.1724 (i.Literariヶsche Pamphlete aus der Schweiz. Nebst

Briefen an Bodmern" hrsg･ ｖ. J.Ｊ･ｹBodmer･:Z{iでich 1781) / S.37. Anmerkung 611

iiber･ Konigs. Brief e an Ｂ･odmer vom 15.5.1725, vom 15.6.1726 usw. (Brandl, A-

lois。B.H.Brockes　... Ein Beitrag zur deutschen Literatur im 18.Jahrhun-

dert” 工nnsbruck 1878. Erganzuiig).　　　　　　　　　　　　　　　ゾ

(８)。LOHENSTE工NISCHE　UND　HOFMANNSWALDAUｴSCHE　BROCKEN”

46)Haller 。Morgen-Gedanken" Str。2-4:(2(1)1)/(2(2)10)

Vgl. Schonaich, Christoph otto: Die ganze Asthetik in einerﾚNuss oderしneo-

logisches Worterbuch. 1754. Faksimi!e-Nachdruck. Deutsche Literaturdenk皿ａ－

１ｅ des　１８．und １９．Jahrhunderts ． Nr.70/81. 1898-1900. Nendeln/Liechtenstein

(Kraus Reprint) 1968. S.27/S.147.　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　＼

　Ambra.工B vier Versen ist hier ｄｅｔ･ganze Lohensteinische　Raritaten-

　kasten. Perlen, Rosen, Lilgen, Ambra, Thau, At!二las;犬nicht grauer Attlas。

　sondern Attlas grau; nach Hans　Sachs ens　loblichen Ｍｕｓねer.　Ｈ･ａ１！ｅｒ。

　２．Ｓ・　Die Rosen offnen sich. und　・‥　Blatter Attlas　grau .　･･・‥(Ｓ。

　27/S.147)。‥　5. haben wir ｄむｎhallerischen Wirbel, der vor funfzig

　Jahren unterm Ｎａ万mendes Lohensteinischen bekannt war. ...

Vgl. Guthke ･.Andacht　‥。"(2(1)1) S.331.　　　　　　一一　　　。｡

　“Atlas-grau>> in spateren Ausgaben, nachdem Schonaich ≪grau〉'>als nachge-

　stelltes Adj ektiv miSvers tanden hatte.　　　　　　　　　十　　　　二　上　　　し

47)Gottsched 。Der Biedennaim"(1727-28) II.Teil. LVI(31.5.1728) liber　。Von

dem Einfli;iS und Gebrauche der Einbildungs-Krafft”(1727) von Bodmer Ｕｎｄ犬

Breitinger: Minamiozi n犬Studien　・・｡　"(2(7)38) S･:313:,T　　　　　　　　　し



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2(6)31-(7)33

　Nous　n'avons qu'un flambeau, gardons-nous　de l'et･eindre.　　　　　　　　　　ニ

Vgl. Rousseaus Brief an Voltaire vom 18. August 1756 iiber ,,Poeme sur １．ｅＤ６－

sastﾆre de Lisbonne”(1756) und ,,Poeme sur la Loi naturelle”(1756)：Corres-

pondance complete de Jean Jacques Rousseau. Ｔに3me工V 1756-1757. Geneve (工ｎ-

stitut ･et Musee Voltaire) 1967.　S.37/S.49f.　　　　　　　　　　　　　　十　　　｀

　　Vos deux diでniers Poemes, Monsieur, me sont parvenus dansﾚma Solitude, ...

　D'ailleurs, plus votre second Poeme ｍ゛enchante, plus je prends librement

　parti contre le premier,　Tous mes griefs　sont二done contre votre

　　..Poeme sur le desastre de Lisbonne, parce que j 'en･attendrais十des effets

　　plus dignes〉de L'humanit:e qui parait vous 1'avoir inspire・　・.. (S.37/S.

　　49) ...　Vous nous avez donne dans votre 。Poeme sur jla:Religion (S.49/S.

　　50) naturelle”, Le ｃａtﾆhechisme de L'homme, donnez-nous maintenant dans

　　celui que ｊｅ vous prop･ose Le Cathechisme du Citoyen. C'esｽt une matiere

　'ａｕ reste a mediter longtemps, et peut-etre a rese･rver pourニ１ｅ dernier de

　　vos Ouvrages ， af in d'acホever, par un bienfait au genre-humain la plus

brillante ｃａｌ･riereque jamais homme de Lettres ait parcouriie. ● ●

　　Toutes les ｓりblimites de la metaphysique pourront bien aigrir mes dou-

　　leurs, mais elles n'ebranleront point en moi １４foi de Ｌリmmortalite de

　　L'ame. Je la Sens,・ｊｅ la crois, je la vevtx, je L'espere, je la deffendrai

　　jusquりimon dernier Soupir,･ et ce sera de toutes les ･dispi再tesque j'aurai
　　soutenues, la seule ｏ£１mon interest ne sera pas oublie.　.‥　L'hermita-

　　ge●Le １８ｅ/aoust 1756.　　　　　　　　　＼　　　　＼　　　　　　　..

32)Schiller 。Ueber naive und sentimentalische Dichtung”(1795-96):Weimarer

･Nationalausgabe. (Hermann Bohlaus Nachfolger) Bd･.20.!962. S.448.◇　　　　し

　　Von der Voltairis chen Satyre　・‥　ｄ４kann er uns zwar als witziger Kopf

　belustigen, aber gewiB nicht als Dichter･ bewegen. ﾄAber seinem Spott liegt
　　iiberallzu wenig Ems t zum Grunde, und dieses macht seinen Dichterberuf

　　mitRecht verdachtig. Wir begegnen immer nur seinem Verstande, nicht sei-

　　nem Gefiihl. Es zeigt sich kein 工deal unter ｊener luftigen Hiille, und kaum

　ニetwasしabsolut Festes in ｊｅｎとｒewigen Bewegung・ Seine ･wunderbare Manni ch-

　　faltigkeit in aussern Formen, weit entfernt fiir die innere Fiille seines

　　Geistes etwas zu beweisen, legt vielmehr ein bedenkliches ZeugniB dagegen
　　ab, denn ungeachtet aller ｊener Fonnen hat er auch nicht Eine gefunden, ｊ

　　worinn er sein Herz hatte abdriicken konnen. Beynahe muB man also fiirch一

　≒ten, es war in diesem reichen Genius nur die Armuth des Herzens. die sei-

　　nenBeruf zur Satyre bestiirante.　　　　‥．　　　　　　　　　　　　　－　．

Vgl. Goethes Brief an Stein, Charlotte vom 7.Jun.l784： Hamburger Ausgabe.

Briefe. Bd.l. 1･962. S..440.　　犬

　　Diesist iiberhaupt der Charackter aller Voltairischen Witz Produckte, der

　　beydiese!１Bo gen recht auffallt. Kein menschlicher Blutstrophe, kein

　　Funcke Mitgefiihl, und Honettetat. Dagegen eine Leichtigkeit, Hohe des
　　Geistes, Sicherheit die entziicken.工ch sage Hohe des Geistes nicht Ho-

　　heit.Man kann ihn einem Luftballon vergleichen der sich durch eine eigne

　　Luftart iiber alles weg schwingt und da Flachen unter sich sieht wo wir
Berge sehn. ● ● ●

（７）‘。BALD　BROKES,ニBALD　LOHENST!ＥＩＮ”
33)Klopstock 。Der Ziirchersee”(1750) 6.Str. V.21-24： Oden. Hamburg (Johann

Joachim Christoph ･Bode) 1771. Faksimile-Nachdruck. Bern (Herbert Lang)

1971 . S.117.

Hallers･Doris,･sie sang, selber des Liedes werth,･
Hirzels Daphne, den Kleist zartlich ｗieﾚGleimen liebt,
　Und wir Jiinglingesangen.
　　　　Undempfanden, wie Hagedorn･.ヶ

VI

22

Vgl. KlopstocksﾄBriefﾚan Johann Chris toph Schmidt vom ｌ. August 1750:Oden

Reclam-Universal-Bibliothek Nr.l391 .　Stuttgart 1966. S.136f.

　　工chhatte Ihnen sehr viel zu schreiben; ich will mich aber nur bey der

　　Farth auf dem ZiirCher see aufhalten, die mir ehegestern ungemein viel
Vergniigen gemacht hat 。 ● ● ● (S.136/S.137) ● 噂 ●

－
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　　　レ　　　　　　　　∧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧　　　　2(6)31

31)Saulnier, Verdun-L.:La LitteΓature fran§aise du siecle philosophique

(1715-1802) QUE SAIS-JE? Paris (Presses Universitaires de France) 1948.

S.43,ﾀﾞ　　　　十　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　．．

　　Poernes . ― La万g17万万８万ndepo万岳:sieｄｅ７万８万iｔ万８万ussi　assurera Voltaire 1゛万immortali-

　にg.工mbu de gでand siecle, il s'essaya dans le genre supreme, 1'epopee.∧

　　,,La Henriade” narre le siege de Paris par Henri III, sa mort, l'avene-

　　ment de Henri∧IV; dix chants respectueux〉des themes et procedes tradi-

　　tionnels; tempete, combats, recits ４ｕ heros, songes propねきtiques, ravis一

白sements hors de la terre, tout s゛ｙ retrouve,△avec un merveilleux allego-

　　rique tres froid:　1a Discorde et la Politique sont divinites sans chair.

　　L'inspiration est nouvelle:l philosophique, conme toujours Chez Voltaire,

　　heureux de placer un plaidoyer pour 14 tolerance. 1:1･!1e ･souffrira plus

　　de rechute epique qu'avec la
■■Pucelle”.

Meme volonte:de s'illustrer dans

　　les grands genres classiques avec Ｐ。Ode a la verite” ou １６ ,,Poeme de

　・Ｆｏｎねenoy”, de factuでe auj ou!rd゛ｈｕibienyfade.‥‥‥‥‥‥1　　　　　　　　　　　上

　　　Les poemes philosophiques ont plus de valeur.　。Le Mondain"(1736) est上

　　une apologie intelligente des progres de !ａ civilisation materielle:，1･e

　　luxe est une necessite de l'etat, il assure a la fois le gout du travail

　　et du bien-etre. Les 7 ..Discours sur l'homme”(1738) developpent sur des

　　themes evocateuがs (l'Egalite des conditions, la Liberte,く1a Moderation

　　en tout) des pensers assez simples.十　十　　　　し十＼　　　十　　　　　　‥‥‥

　　　Enfin aux petits vers ｖｏ!taire prodigue son espriﾚt. epigr amines ou mad-

　　rigaux adresses〉９ｎ particulier ａ Mme du Chatelet.∧ソ　　　　　，　　　つ

ｖgl・Chenier。Ｅ芦sai sur les causes et les effets de ｌａしperfection et de la

decadence des L:ettres et des Arts” Deuxieme Partie｡∧Chapitre IV. Hiｓねoire

du style et dｕニgout: OEuvres completes(2(6)30). S.666/S.668£.　　　　　　上

　　Voltaire　‥･. (S.666/S.668)・‥Ｊｅ suis done bien loin de lｕ1∧vouloir

　　contester des talents faits pour atteindre aux plus hautsトpoints de per-

　　fection dans les arts.　Si le ciel les lui avait reﾚfuses√je ne 1'accuse-

　　rais point; je le plaindrais sans venir 1タinsulter sur sa faiblesse et

　　lui faire un crime de sa pauvrete・　士･.. (S.668/S.66:9)･，‥十Je ･me plains

　∧que, dans la confiance ｅね 1a securite que !ui inspirait l'aveugle admi-

　　ration d6 ses contemporains pour tout ce qui sortﾆ４１ｔ de sa plmne. ｉ１ se

　soit trop souvent hate de pub Her des esquisses au lieu d'achever des

　tableaux, et ｑｕ?il ait mis au jourヶnombre d'ouvrage･Ｓ qui devaient plus

　　compter sur son nom que sur leur merite. Je ne voudrais point que son

　　poeme de la ,,Loi naturelle”， matiere aussi vaste et aussi sublime queし

　　celle de 1‰Essai Sｕｒ∧l'Homme", et qui eut du lui faire produire une poe-

　　me aussi bien que celui de Pope, ０１１la nature entiere se presentait a

lui pour etre peinte de sa main, qui enfin lui fournissait en abondance

　　tout ce que la morale ａ- de plus propre 2i toucher。a△penetrer:１ｅ coeur

　　des homines, et tout ce que la poesie a de犬ｐ!us magnifique et de plus

　grand, ne fut qu'un croquis informeｽ, sans plan, sans suite.　sans liaison.

　　ecrit d'un ton absolefflent indigne de la noblesse et de la majeste du su-

　　jet, ou les plus grandes choses sont etranglees et ne sont二jamais trai-

　　tees avec l'etendue et 19S devel･oppements qui leur conviennent･. et ou

　　plusieurs endroits excellents, et faits cornmG ils devaient l'etre, de-

　mandent grace pour la faiblesse du reste et ne servent qu'a la f aireト

　　mieuχ sentir.　．．．　　し　　ニ　　　　　　　　　　　　　犬＝　　　　　　　　∧＼

Vgl. Voltaire 。Poeme sur la Loi naturelle"(l756) Deuxieme Partie. V.41-43/

Ｖ．１１２－１１４： Melanges･．　Biblioth≒ue de la Pleiade. Paris (Gallimard) 1961.

S.279f.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ．

　　De nos desirs fougueux la ｔｅ耳ipete fatale　　　　　　∧　　∧　　　　　　　　　　犬

Laisse au fond ｄ６nos coeurs la ｒ４
C'es t une source：pure： ● ● ●

Mais, dans les profondeurs de cette obscurite,　　＼

Si la raison nous luit, qu'avons-nous a nous plaindre？

　　　42

S.279一

一S.280｡

　　113



　　2(6)29-30

　　weilen grosse Schonheiten, er iiberlie･Ｓ sich aber allzusehr der unendli- /

　　chen Fertigkeit, mit welcher ihm die Reime aus der Feder giengen.　.‥十

　　und ich schrieb eine UII!endlichkeit von Versen von alien Arten, ehe ich

fiinf zehnjahrig wurde; meine Begierde ｗａｒ∧unersattlich;トich ahmte bald

　Brokes, bald Lohenstein, und bald andere∧niedersachsischeトDichter nach.

　　indem ich eines∧von ihren Gedichten zum Muster vor mii･ nahm. und ein an-

　　deres ausarbeite,▽das nichts〉dem Must･1ｒ nachgeschrieben, und doch ihm

　　ahnlich seyn so･lite.ダノ　‥√(Ｚ(７)３７)ノ‥‥‥‥‥‥‥‥1　　.1

　　　(Brief an Eberhard Fr. Gemmingen vom Marz 1772: Sammlung kleiner Halle-

　　・　rischer･Schriften. ･1756.ト２ぺverbes:Ｓ.叫vermehrte Aufl･j in 3: Theilen.

　　　Bern (Emanuel Haller)」ﾌﾌ2 (nur Theilﾚ!in 2.Aufl･√トentsprichtﾀﾞder Aus-

　　　gabe von 1756; Theil 2/ und 3 sind neu hinzugekommen)ニTheil 3. S.337ff.)

30)Goethe ..Faust" .Nacht'･V.534-537; Werke. Hamburger Ausgabと. Miinchen

(Beck/dtv) 1981/1982. Bd,3. S。25， FAUST:　レ　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　ニ

　Wenn ihr's nicht fiihlt, ihr werdet's nicht erjag

　　Wenn es nicht aus der Seele dringt ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼/　　535

　Und mit urkraftigem Behagen

　　Die Herzen aller Horer zwingt.

ＶｇＬ:Goethe .■Urfaust”(1773:-75) .Nachtﾅi V･:181-184: Ｈａ万mburger Ausgabe. Bd:･:31.

S.372. FAUST:　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

　　Wenn Ihrs nicht fiihlt, Ihr werdets nicht erjagen.ト

　Wenn･Ｓ Euch nicht aus der Seele:dringt　　　　ニ　　　　　　ニ

　　Ｕｎｄ耳liturkraftigem Behagen　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　・ ．．・　・．・・・

　　Die Herzen aller Horer zwingt.　　　　尚　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　：

Vgl. Chenier, Andred 762-94)。L'Invention” V.173-18A/V.331・338: OEuvres　ト

complete･Ｓ . Bibilotheque de la Pleiade. P･arisニ(Gallimard) 1958. S.127/S.13I.･

　　Ｏterre de Pelops ！ avec le monde･ entler　　　　　　　(

　Ai!ons voir d'Epidaure un agile coursier　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ

　　Couronne dans les champs de Nemee ｄ= ｄりtlide;　　　▽　　　　ニ・

　　Allons voir au theatre, aux accents d'Euripide,

　　D'une sainte folie un peupl･e furieuχ..　　　ニ　　　　　犬‥

　　Chanter:　Ａ加･our, tyran　des　hommes　et　des　Dieu･ｘ．　■■■■　■

　　Puis, ivres des transports qui nous viennent surprendre,

　　Parmi nous, dans nos vers ， revenons les repandre;

　　Changeons en notre miel leurs plus ａｈ･tiques fleurs;

　　Pour peindre notre idee, empruntons ｌｅリｒｓ＼couleurs;　　　　　　尚

　　Allumons nos flambeaux ｌ leurs feux poetiques ；　　　　　　ニ

　　.･Surde･ｓ pens ers nouveaux faisons des vers antiques i

　　　　　　　　●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　・

　　Celui qｕタun vrai demon presse, enflainme, domine.　　〉

　　工gnore un tel supplice：　n pense, il imagine;　　　　　犬

　　Un langage imprevu, dans son ame produit.

　　Nait avec sa pensee, et 1'embra叩ｅ et la ｓリｉｔ；

　　Les images, les mots｡ que le genie inspire,ト　　犬　　　ト

　Ou l'univers entier vit. se meut et respire.ニレ　＼ニ

　　Soｕでcevaste et sublime et qu'on ne peut tarir.
■　■　■　Ｉ

　　En foule en son cerveau se hatent de courir.　　　　犬

Vgl. Chenier ■■Varia”, fipilogue' V.1f.: OEuvres completes. S.614

　　L'art des transports de l'ame est un faible interprete; ＼

　　L'art ne fait que des vers;ト１ｅ coeur　seul est poete.

175

180

S.127

-
S.131

335

Vgl ．Baude!aire： OEuvres completes ．Ｂｉｂ!iotheque de la Pleiade. Tome II.

Critique litteraire.。Theophile Gautier. I”.I工工。･S.I１０。。　　　　　＼

　　Tout ecrivain fran^ais, ardent pour 14 gloire ｄ．６son pays, ne peut pas,

　　sans fierte et sans regrets, reporter ses regards vers cette epoque de

　　crise feconde ｏ£ila litterature romantique s'epanouissait avec tant de

　　vigueur. Chateaリbriand, tpujours　ｐ!ein de force, mais　　ｏ・・　;Victor Hu-
　　go, Sainte-Beuve,　。。Car Andre Chenier, avec sa molle antiquite ａ･１ａ

　　Louisｘｖ工,n'etait pas un symptome de renovation assez vigoureuse, et 。‥
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2(5)24-(6)29

Die, wohl ｍｉｔ尽echt, ein Bild der Ewigkeiten heiBt。

So nur aus Gott allein. ０ｈｎ万'Endﾀ' und Anfang, ｓｔｊ゛”゛ｅｌｎ･

Es schlug des Abgrunds Raum, wie eine dicke Fluth

Des Boden-。losen Meers auf sinckend一Eisen thut,　　　■　■　　■㎜　■　■

工ｎeinem Augenblick, auf meinen Geist zusa皿罪ｎ．　　　　　∧　　　＼

Die ungeheure Gruft voll unsichtbaren Lichts,　　　　上

Voll lichter Dunckelheit, ohn' Anfang。ohne Schrancken;ニ

Verschlang so gar die Welt, begrub selbst ｄｉｅｲGedancken;　‥

Mein gantzes Wesen ward ein Staub, ein Punct, ein Nichts,

Und ｉｃねverlohr /・μh selbst. DieB schlug mich･plotzlich nieder;

Verzweiflung drohete der gantz verwirrten Brust:十

Allein, o heilsams Nichts！　gliickseliger Verlust！

Allgegenwartﾆ'ger Gott, in Dir fand ich mich wieder.

１０

１５

Vgl. Richter, Karl ,,l>ie kopernikanische Wende in der Lyrik von Brockes bis

Klopstock”工工: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaftﾆ. Bd.l2. 1968.

Ｓ。139f.　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。．

　Verdeutlichen wir uns dieｓｅｎSachverhalt am Gedic!It ,,Das Firmament", mit

　　dem Brockes das erste Buch seines neunbandigen Werkes eroffnete :　‥ .

　　Die vom Blick in das All ausgeloste Erregungﾄgeht nicht nur in die Weise

　　des lyrischen Sprechens ein, sondern sie bestimmt zugleich den ganzen〉

　inneren ｖｏ･rgang :des Gedichts, der gewisse ･Wandlungen der mensch- （S ｡1:３９／

　S.140) lichen Reaktion fesねhalt. Die erste Antwort bedeutet ein Einge-

　　standnis des Ungeniigens.　Vor dem Unendlichen:versagen die menschlichen

　　Krafte. Verzweiflung･droht, weil der Mensch sich selbst verloren zu ha-

　ben scheint. ＤｏｃホErniedrigung und Selbst:verlust behalten nicht dasユetz-

ｔｅ’Wort・ Sie erweisen sich nur als Voraリssetzung, als Durchgangsphas e,

bevor sich der Mensch auf hoherer Ebene zuriickerhalt. Wir beobachten ei-bevor sich der Mensch auf hoherer Ebene zuriickerhalt. Wir beoba
　ne Abfolge von Bes!:urzung und Beseligung, Erniedrigungりnd Erhohung。die

　in dieser Oder ahnlicher Gestalt bei Brockes, aber auch bei Haller oder

　Klopstock, keine｡Seltenheit darstellt. Bodmer hat sie in seinen Ausfiih-

　rungen ,,Von dem Grofien in der mateでialischen Welt" weiter erlautert.レ‥｡

25)。UnvO1lkommne 04e liber die Eなigkeit" lO.Str. V.80-84(2(3)15)・

26)Pascal, Blaise 。Pensees” Brunschvicg-Ausgabe大政｡206: OEuvres completes .

Bibliotheque de la Pleiade. Paris (Gallimard)！95A. S.ni3(Nr.91)・

　Le silence Sternel de ces espaces inf inis m'effraie.　　　　　　　　‥

(６)。UNENDLICHE尚FERT工ＧＫＥ工Ｔ¨　UND　,,EINE　INNERE　ＳＴ工ＭＭＥ”　　犬

27)Voltaire 。Lettres philosophiques”(1734ff.) Classiques Garnier. Paris・

1964. S.148: Vingt≒cinquieme lettre. VI.十　　　　　　　＼

　Pour moi. quand je regardeしParis ou Londres, je ne vois aucune raison

　pour entrer dans ce desespoir dont parle Ｍ．Pascal; je vois une ville

　qui ne ressemble en rien a une lie deserte, mais peuplee, opulente, po-

　　licee, et ou les hommes sont heureux autant que la nature humaine le com-

　　porte・ Quel est Ｐ万homme十sage qui sera pret a se prendre parce qu'il ne

　　sait pas coinnie on voit Dieu face a face, et que sa raison ne peu debrouil-

　　ler le mystere dりla Trinite？工1 faudrait autant se desesperer de n'avoir

　　pas quatre piedsしet deux ailes.　　　　　∧　し　　　　　　　　　　　　　士　　　　レ

　　－　■　㎜　　　■　㎜　■　■28)Nouvelle Histoire de l'Eglise.･ｖｏｉ･.4.Siecle･ des LumieΓes, Revolutio耳1，
Restauration. Paris (Seuil) 1966. Japanische ijbersetzung hrsg。ｖ. dem l!isti･

tut fiir Mittelalterliche Theologie und Philosophie der Sophia-Univ.　in To-

kyo. Die Geschichte des Christenturns, Bd.7. Die Zeit der Aufklarung und Re-

volution. Kodansya-Verlagに1981, S.36:Dictionnaire J゛rangais-Japonais ROYAL,

Tokyo (Obunsya) 1985. S.580.　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　十

　　SiDieu n'existait pas, il ｆａリdrait1:ﾀinventer.　(Voltaire)

29)Haller･ ,,Tagebuch seiner恥obachtungen　... "(2(4)21) Tりl1 2. S.119.

　Hagedorn ist in eben dem Jahre, aber ｓｅｃ!ISMonate friiher als ich, geboh-

　　ren. Beyde kamen wir in eine Zeit, da die Dichtkunst aus Ｄｅりtschland sich

　verlohren hatte. Denn Brokes und Pietsch･ hatten einzelne, und iener zu-



　 ／

／

　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2(4)19-(5)24

　　no, et infiniti raggioneuolmente si argumentano. L'vniuerso, immenso, et

　　infinitoﾀ　６ il composto che resulta da tal spacio et tanti compresi cor-

　　ｐ１・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　＜　　　　犬　･･　　　　　　／

Vgl. Bruno 。Zwiegesprache vom unendlichen Ａ１１ und den Welten” verdeutscht

von Kuhlenbeck, Ludwig. (Gesaimnel te Werke ． Bd.3) 2.Auf!. Jena (Eugen Die-

derich･･s) 1904. S.86(Dritter Dialog･)。　　　　　＼　　　………………

　　Einzig ist also der Himmel, der unenneSliche Raum･,･der univerごselle Schofi,

　　der Allumfasser, die Atherregion,十innerhalb deren alles sich regt und be-

　　wegt.　In ihm sind zahlreiche Sterne, Gestirne, Weltkugeln,トSonnen undしEr-

　　den sichtbarlich wahrnehmb ar und miis s en unzahlige andre verniinf tigerwei-

　　ｓ ｅ angenommen werden . Das unendliche und unermefiliche All ist das zusam-

　　menhangende Ganze, das aus diesem Ｒ:aume und den in ihm befindlichen Kor-

　　pern resultiert.　　　＼　十　　　　＼　・　　　　　　　　　　　＼　･。　･･。　・。・　　･･

20)Bruno。De l'infinito　‥。　" 353： Le opere italiane(2(4)!9). Vo･1.1.　Ｓ・

297(Argomento del Secondo Dialogo) .　　　　　Ｉ　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　／

　　Et ｉがdi si fa aperta la uanita de gl' argomenti di ･Aristotele i1
･quale

　　argumentando contra quei che poneno il mondo infinito, suppone il mezzo

　　et 14 circonferenza, et uuole che nel finito 6 infinito ｌａ: terra ottegna

　　il centre工ｎ conclusione non 6 proposito grande ６ picciolo十che habb･ia　＝

　　amenato questo philosofo per destruggere 1゛ infinita del momdo, tanto dal

　primo libro del cielo et mondo. quanto dal terzo de la physica ascolta-

　tione：　circa il quale non si discorra assai piu che a bastanza.

ｖｇ１・　。Zwiegesprache vom unendlichen All und den Welten"(2(4)19) S.12 (恥-

weisfuhrung im zweiten Dialog)｡　　　　　　　　　　　　　尚　　：　　〉　　ニ･I

　　SchlieSlich gibt es keinen groBen Oder kleinen Satz von allem.へいａｓ die-

　　ser Philosoph, um die Unendlichkeit ｄｅＳ･Alls zu widerlegen･，　sowohl im

　　Ｌ:Buch iiber ,,das Himmelsgebaude” als auch im III. seiner ,,Physik" ver-

　　bringt, womit man nicht in offenen Widerspruch geraten miiSte.

21)Haller 。Tagebuch seiner Beobachtungen liber SchriftstelleΓ und iiber sich

selbst”(Bern. Niclaus Emanuel Haller. 1787) Frankfurt am Main (Athenaum)尚

Faksimile-Nachdruck. 1971. Teil 2. S.lUf.

　　Die Ptolomaische Einrichtung war falsch. niemand zweif elt mehr an ihrem

　　Ungrunde: viele Erfahrungen die richtig waren, lagen unter noch mehrern

　　Meinungen, die nichts Wahres hatten, vermischt; und dennoch hatte die

　　Welt mit einem sehr grossen Nutzen diese Hypothese　ｓ6 ｖiむ１ｅ Jahre ge-

　　braucht:, und davon im gemeinen Leben fast eben den Vortheil 名ehabt, der!

　　wir von der Wahrheit selber haben. Endlich ist der Tag gekommen, und hat

　　den krystallenen　(S.114/S.115) Himmel, die ubermiithige Lage der Erde in

　　der Mitte der Welt, die unnothige Geschwindigkeit der Sonne und der Fix-

　　Sterne, und die andern Fehler dieses Lehrgebaudes, von dem Wahren ge-

　trennet.　　　　●●●　　　・　　　●　　●｡・　　　　　・　　・　　　　・｡　　　　　・　　.I

　　　(。Vorrede zu der deutschen Uebersetzung von Buffons Naturgeschichte 4にHamb.

1761”： 。Histoire naturelle ｇ６が2rale ･et particuliere”1750-1804)

＼
゜Erst 1757 wurde Kopernikus ｖｏｍ工ndex abgesetzt・　　　　　　＋

22) ..Unvollkoimnne　ode iiber die Ewigkeit” 6.Str. V.37 (2(3)15)。

23)。Unvollkonunne Ode iiber die Ewigkeit” ･lO.Str. V.82: (2て３･)15)・　　　／

(５)。ＡＬＬＧＥＭＥ工NES　NICHTS"　UND　。ＨＥ工LSAMS　Ｎｙ工CHTS"　　犬　　　　　　　/

24)Brockes 。Auszug der vornehmsten Gedichte aus ｄｅｍ工rdischen Vergniigenﾆｋ

Gott”Hamburg (ChΓistian Herold) 1738. Faksimile-Nachdruck. Stuttgart (J.恥

Metzler) 1965. S.477::,,Das‘Firmament” 20 Verse.

　　Als j lings t mein Auge sich in die Sapphime Tiefe,ト　　　　　　　　ト

　Die weder Grund, noch Strand, noch Ziel, noch End' umschrenckt.

　　Ins unerforschte Meer des ho leu Luft-Raums, senckt≒

　　Und mein verschlung'ner Blick bald hie. bald dahin liefe.　ノ　　　　　ト

　　Doch immer tiefer senckt･; entsatzte sich mein Geist,　　　　　　　　　　　　５

　Es schwindelte mein Aug' , es stockte meine Seele　＝　　十

　　〇b de!r unendlichen, unmaBig-tief en Hole,　　　　　　レ＼
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Vollkomr･･enheit der Gross e!　　　　　　　　　　　　　　　(11) 85

　　Was ist der Mensch der gegen dich sich halt！

　　Er ist ein Wurm / ein Sandkorn in der Welt.

Die Weltﾆist selbst ein Punct wann ich an dir sie fflesse.

　　Nur halb gereiftes Nichts　/ seit gestern bin ich kaum /

Und morgen wird ins Nichts mein halbes Wesen kehren /

2(3)15-(4)19

90

　Me
in Lebens-Lauf ist wie ein Mittags-Traiffli /

Wie hoft･ er dann den deinen auszuwahren.

工ch ward / nicht aus mir selbst / nicht Weil ich werdｅｎ　ｗolte/　(12)

　Ein etwas das mir fremd / das nicht ich selber war / 犬

　Ward
auf dein Wort mein Ich. Zu erst war ich ein Kraut

Sich unbewuSt / noch unreif zur Begier /
　Und lange war ich noch ein Thier

Da ich ein Mensch schon heiBen solte.

　Die s chone Welt / war nicht fiir mich gebaut /
　　Mein Ohr verschloS ein Fell ／mein Aug ein Staar ／

Mein Denken stieg nur noch biB zum Empfinden ／

Mein ｇａｎ卵ｓKenntnviS war / Schmerz　/ Hunger und die Binden.

Zu diesem Wurme kam noch mehr von Erdenschollen
　　Und etwas weifier Saft /

　　Eininn'rer Trieb fine 4n die schlaffen Sehnen
Zu meinen Diensten auszudehnen /

Die Fiisse lernten gehn durch Fallen /

Die Zunge reiffete zum Lallen

　　Ｕｎｄ､mitdem Leibe wuchs der Geist.

　　Erpriifte nun die ungeiibte Kraft

　　WieMiicken thun die von der Warme dreist
Halb Wurmer 、sind und fliegen wolien.

　　工chstarrte jedes Ding als fremde Wunder an /
Ward reicher jeden Tag / sah vor und hinder heute ／

aB / rechnete ／verglich ／･erwahlte ／liebte ／scheute ／

工ch irrte / fehlte / schlieff　/ und ward ein Mann.

95

100

(13)

　105

１１０

１１５

Dann koimnt die １４．Strophe in der ４．、verm, und verand. Aufi. vom nVersuch

Schweizerischer Gedichte”(Gotﾆ;tingen･．　Abram､Vandenhoeck.　1748) S.228：ｌ,,Ge-

dichte und Interpretationen"(Reclam) Bd.2(2(3)!5). S.71.

　　　Itztfiihlet schon mein Leib, die Naherung des Nichts,

　　　DesLebens lange Last erdriickt die miiden Glieder;
　　　DieFreude flieht von mir. mit flatterndem Gefieder,

　　　Dersorgenfreyen Jugend zu.

　　　MeinEckel, der sich mehrt, verstellt den Reitz des Lichts,

　　　Undstreuet auf die Welt den Hofnungslosen Schatten.

　　　工chfiihle ｍβinen Geist in jeder Zeil'　ermatten.
　　　Undkeinen Trieb, als nach der Ruh.

16)。Unvollkomm万ne Ode iiber die Ewigkeit" lO.Str. V.75-76へ(2(3)15)。

(14)

120

17)Menge-Guthling 。Langenscheidts Grofiwbrterbuch. Griechisch-Deutsch" 22.

Auf'i. Berlin/Munchen 1973. S.401.

　xoaμOS,　‥｡Ordnung　・‥　Gebiihr　｡‥　Weltall, Welt　Schmuck　‥｡

（4）。DAS　UNENDLICHE　ＵＮエVERSUM" UND　。DER　KRYSTALLENE　Ｈ工MMEL"

18)Bruno, Giordano ,,De l'infinito. universo, et mondi”(1584)

19)Bruno ,,De 1゛infinito　‥｡" 433: Le opere italiane ristampate da Lagar-

de. Paolo. Volume primo. Gottingen (Eieterichsche Universitatsbuchhandlung)
1888. S.343(Dialogo Terzo)・

　Vno dumque さｉｌcielo, il spacio inunenso, il seno, il continente uniuer-

　sale,　I'etherea regione per la quale il tutto discorre et si muoue.　工ui

　innumerabili stelle. astri, globi, soli, et terre sensibilmente si ueggo-



　　ForchtbaresMeer der ernsten Ewigkeit！
Uralter Quell von Welten und von Zeiten!
　　UnendlichsGrab von Welten und von Zeit.
　　BestandigsReich der Gegenwartigkeit！
　　DieAsche der Vergangenheit ，
Ｉｓｔﾆdirein Keim von Kiinftigkeiten.ト

　　Unendlichkeit!wer misset dich？
Bey dir sind Weiten Tag' und Menschen Augenblicke.

(5)

　Vielleicht die tausendste der Sonnen welzt itzt sich /

Und tausend bleiben noch zuriicke.
　Wie eine Uhr beseelt durch ein Gewicht /

Eilt eine Sonn aus GOttes Kraft bewegt:

工hr Trieb lauft ab / und eine and re schlagt /　　　　　　　　　上

　Du aber bleibst und zahlst sie nicht.

　Der Sternen stille Maiestat ／

　Die uns zum Ziel befestigt steht ／
Eilt vor dir weg ／wie Gras an schwiilen Sommer-Tagen ／

　Wie Rosen die am Mittag Jung ／
　Und welk sind vor der Dammerung /

工st gegen dich der Angels tern und Wagen.

　Als mit dem Undine noch das neue Wesen rang /
　Und kaum noch reif die Welt / sich aus ｄｅｍ･Abgrunds chwang /

Eh als das Schwere noch den Weg zum Fall gelernet /

　Und auf die Nacht des alten Nichts･ /

　Sich goB der erste Strom des Lichts /　　　ニ　　　　ト
Warst du so weit als itzt von deinem Quell entfernet. 犬

Und wann ein zweytes Nichts wird diese Welt begraben;

　Wann von dem ganzen All ／nichts bleibt als die Stelle;

　Wann mancher Himmel noch ／von andern Sternen helle

Wird seinen Lauf vollendet haben ／
　Wirst du so Jung als itzｔ /　Ｖondeinem Tod gleich weit ／

　Gleich ewig kiinftig seyn ／wie heut.

Die schnellen Schwingen der Gedanken

　　Wogegen Zeit ／und Schall ／und Wind

　　Undselbst des Lichtes Fliigel langsam sind /

Ermiiden iiber dir ／und hoffen keine Schranken;

Ich hauffe ungeheure Zahlen

　　GebiirgeMillionen auf.
Ich welze Zeit auf Zeit ／und Welt auf Welt zu Hauf ／

Und wann ich von der grausen Hohe　　。－　　　　　　　Ｉ

　　MitSchwindeln wleder nach dir sehe ／

1st alle Macht der ･Zahl vermehrt mit tausend mahlen

　　Nochnicht ein Theil von dir ／
　　Ichzieh sie ab und Du liegst ganz vor mir.

　　ＯGOtt du bist allein des Alles Grund ／

Du Sonne bist das MaaB der ungemeBnen Zeit ／

Du bleibst in gleicher Kraft und stetem Mittag stehen ／

　　Dugiengest niemals auf und wirst nicht untergehen ／

　　Eineinzig 工tzt in dir ／ist lauter Ewigkeit.

Ｊａたkonnten nur in dir die festen Krafte sinken

　　Sowiirde bald mit aufgesperrtem Schlund
Ein allgemeines Nichts des Wes ens ganzes　Reich /

　　DiとZeit und Ewigkeit zugleich /
　　Alswie der Ocean ein Tropfgen Wasser trinken.

2(3)15

(6)
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　　　∧　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2(2)11-(3)15

Vgl. Guthke。Andacht　・‥ "(2(1)1) S･.346・　　∧　　　万一

　　KohlSchmidtﾀWerner (,,Hallers Gedichte und die Tradition"∧工ｎ:
i.Dichter,

　　Tradition und Zeitgeist" Bern １９６５．　Ｓ。206ff.) spricht S.214-215 von An-

　　regung durch Shaftesbury. ohne die Frage ｚｕ几untersuchen, ob, wie und

　in welcher Form (Ubersetzung?)Ｈａ!μΓ der Text一zuganglich gewesen sein

　　kbnnte. Eine deutsche Fassung lag vor Ｊ･J.Spaldings iJbersetzung von

　　1745 nicht vor, auch keine franzosische, die er 1725 hatte benutzen犬

　　konnen; Englisch lernte Haller aber erst 1727 1h England士(vgl. Albrecht

　　Hallers Tagebucher seiner Reisen nach Deutschland･, Holland und 耳ngland.

　　1723-1727, hrsかvon Erich Hintﾆzsche, Bern∇1:971, S･｡87)･ ｕnd･1728 in Ba-

　　sel.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　犬　　　Ｉ･●　●●●●●●　●●●●　　　　　　●●　　●●

(3) ,,DAS　UNGEMESSNE ＡＬＬ”UND　。DER　ＧＯＴＴ･ＨＥｴT　GROSSE　STADTリ　　　　･･

１２)。Morgen-Gedankenﾘ(2(1)1) Str. １０． V.37-40. ∧　　　　ト　　　　　　　　　し

１３)。Morgen-Gedanken"(2(2)10) Str.lO. V.37-40・……　　　。

14)Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deutsche゛Bibelgesellschaft. ＼<ml＼<inI

！984.　S.i･;　Septuaginta.　Stuttgart (Deutsche Bibelg･esell恥haft) 1935/1979.

Vol.1. S＼｡1； Biblia iuxta Vulgatam ｖｅｒ･sionem. S乱ttgart (Deutsche:Bibelge-

sellschaft) 1969レ3.Aufl. 1983. Tomus I. S.4; Ｂｉ!3lia Gennanica 1545 nach

Luther. Faksimile-Nachdruck.　Stuttgartニ(Deutsche Bibelgesellschaft) 1967/

1983.工.Teil. S.I ：　,,Genesis” Ｌ　ｌｆｆ。　　　　　　　　　犬

ニェｎ principio creavit Deus caelum et terram　　‥．

　　AM anfang schu：ff Gott !iimel vnd Erden.　‥。　　　‥　十　　＼　／

15)Haller ..Dnvollkoniin万ne Ode liber万die Ewigkeit" 13 Strophen. 116 Verse犬ご

iiVersuch
Schweizerischer Gedichte” 3.ｊ verm, und verand. Aufl. Bern (Nic-

laus Emanuel 耳a1工er) 1743. S.I49-153; Gedichte und Interpretationen 2.Bd.

Reclam-Universal-Bibliothek Nr.7891. Stutt:gart !983. S.67-71｡　　＼

　Ihr Walder！wo kein Licht durch finstreいTannen･｡strahlt二／　　　　し　(1)

　Und sich in jedem Busch die Nacht◇des Grabes場面１ｔ：　＼　　へ＼　　　1

　　Ihr hoien Felsen dort! wo １ｍ Gestrauch verirret　＞　　　　　　　　　∧

　　Ein trauriges :Geschwarm einsamer Vogel schwirret:　　　　　　　　十十

　工hr Bache!die ihr matt in diirren Angern flieBt ／十　　　　　　　　　　　　　宍5

　　Ur!ｄ den verlohrnen Strom in ･ode Sii!npfe gieBt:　　‥　　　　　＜　　　ヶ

　　　Erstorbenes Gefild' und Gr au s en-volie Griinde!　　　　　　　　　　　　　　　　I

/　Ｏ daB ich: d叩ｈ bey euch / des Todes Farben fiinde!

　　Ｏ nahrt mit kaltem Schaur / und schwarzem Gram mein Leyd！

　Seyd mir ein Bild der Ewigkeit! 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

　　　Mein Freund ist hi払　　　　　　　　　　　　　　　　十　　‥　十　　犬　　　(２)

　　　Sein Schatten schwebt mir noch vor ｄｅ・ verwirrten Sinn;　犬

　Mich diinkt ich seh sein Bild / und hore seine Worte:

　Ihn aber halt ４ｍ ernsten Orte　　し　　　'　　　　　　　　　犬

　　Der nichts zuriicke laBt　　　　　　　　　　　　　　‥二　　　　　二　　　　十　　　15

　　　Die Ewigkeit mit starken Armen fest.　　　　　　　　｡･

　　Noch heut war er was ich / und sah auf gleicher Biihne / /　　　　　　(3)

　Ｉ　Dem Schauspiel dieser Welt /, wie ich / beschaftigt zu.･　　　　　十

　　　Die Stunde schlagt und ii! dem gleichen Nu　　　　　　　◇

　　工st alles nichts so wiirklich als トes schiene.　　　　　　　　　　　　　　　　２０

　　　Die dicke Nacht ･ｄｅｌ:oden Geister-Welt　　　　　　　　　　十

　Umringt ihn itzt / mit Schrecken¬vollen Schatten ／　し

　　　Und die Begier ist was er noch behalt /

　Von dem was seine Sinnen hatten.▽I　　　　　　　　I　ト

　Und ｉＣｈ? bin ich von hoherm Orden?　　　　･｡　　'　ニ　　　ト　　＼　　　　(4)25

Nein / ich bin wasくer war / und werde was er worden.　　ニ '　　犬

Me in Morgen ist vorbey / me in Mittag riickt mit Macht:　　　　　　エ

　　　Und eh der Abend koramt / kan eine friihe Nacht ／　ニ　　　ト

　Die keine Hofnung mehr zum Morgen Ｗ･ird versussen ／　　　　＼

　Auf ewig meine Augen s ch 1 i e s s en.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０



Des weiten Himmel-Raums saphirene Gewolber, (10)

Gegriindet auf den leeren Ort,　　　＼　　　十　　　　　Ｉ

ねer Gottheit groBe Stadt, begranzt nur durch sich selber.

Hob aus dem nichts dein elnzig Wort.　　　　　　　＼

Ｄｏｃｈ･,dreimal grofier Gott! 叩 sind ers.chaffne Seelen

Fiir d･eine･Thaten･viel･ｚｕ･klein;∧　　　　　‥コ　　ノ　　　　.･

Sie sind unendlich groB, und wer sie will erzah!en.

ＭｕB･,gleich wie du. ohn Ende sein!　　　　　　犬　　　　　し

Ｏ/Unbegreiflicher！ Ich bleib in meinen Schranken,

Du, Sonne, blendst mein schwaches Licht;　ト　　　　　　　　十

Und wem der Himmel selbst sein Wesen hat zu danken.

Braucht eines Wurmes Lobspruch nicht.

2(2)10-11

(11)

40

(12)45

1l)Shaftesbury, Ashley 。The Moralists"(1709) Part工工i・。Sect. I; 。Charac-

teristicks of Men, Manners, Opinions, Times”l.Aufl.◇Iフ11. S.384f. / 2.

Aufl.　1714. S.384f.: Stuttgarter STANDARD ＥＤ工TION.Samtliche Werke, ausge-

wahlte Briefe und nachgelassene Schriften.･ 工n englischer Sprache mit

deutscher tjbersetzung. Stuttgart-Bad Cannstat!ﾆ(Fromann, Fr･iedrich /

Holzboog, Giinther) Reihe Ｈ. ＶＯ!.I. 1987. S.300/S.302.　　　　ト

　　where vast Sea-Monsters pierce thro floating Islands, with Arms which

　can withstand the Chrystal Rock:whilst others.∧who ６ｆ themselves seem

　great as 工slands, are by their Bulk alone arm'd against all but Manj

　　whose Superiority over　Creatures of Ｓ･ｕＣｈ∧stupendous size and Force,

　　shou' d make him mindful ０ｆ his Privilege of Reason, and force him

　　humbly to adore the great Composer of these wondrous Frames, and Au-

　トthor of his own superiour･ wisdom. ‥ . (S.384/S.385:S･.300/S。302) ...

　How gravely move the largest of Land-Creatures on the Banks of this

　　fair River! How ponderous are their Arms, and vast their Strengtﾆｈ，

　　with Courage, and ａ Sense superiour to the other Beasts!＼ Yet are they

　　tam'd (we see) by Mankind, and brought even to fight their Battels ，

　　rather as Allys and Confederates, than as Slaves. ―　　｡‥

ｖg1・　..The Sociable Enthusiast”(The first Version of ｎ･The Moralists) 1704.

Part工工工. S.177/S.178f.：･op. cit. S.301/S.303.　　　　　　　　　　　　　　１　　ﾄ･

　where vast Sea-monsters pierce thro floating 工slands,　。.. (S.177/S.

　　１７８：S.301/S.303)・，．　How gravely move the larges ｔ of Land-Crea- （Ｓ。

　　178/S.179) tures on the Banks of this fair River！　　‥。　　　　　　＼

Vgl. Shaftesbury: Ein Brief iiber den Etithus iasmus / Die Moralisten. In

der (jbersetzung ｖｏｎヤrischeisen-Kohler. Philosophische Bibliothek Bd.

１１１． Hamburg (Felix Meiner) 1909.　2.Aufl･。　1980.　S.171/S.172(3.Teil. 1.

Abschnitt).　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　Denn endlich ｎ瓦りert sich ihnen die Sonne, schmilzt den Schnee, setzt

　　die sich sehnenden Menschen in Freiheit und gibt ihnen Mittel und Zeit,

　　sich fiir die Wiederkehr der Kalte zu versorgen.　Sie　zerbricホt die Eis-

　　fesseln des Ozeans, wo machtige Seeungeheuer mit Waffen. die den kris-

　　tallenen Felsen widerstehen konnen. die schwinmenden InseIn durchbre-

　　chen: wahrend andere, d・ｅ selbst so grofi wie Inseln scheinen.・durch

　　ihre GroBe gegen alles ， den Menschen ausgenoimnen, gewaffnet sind. des-

　　sen ijbermacht iiber Geschopfe von solch ungeheurer GroBe und Starke ihn

　sein Vorrecht der Vernunft schatzen lehren und ihn zwingen sollte, in

　　Demut den erhabenen Werkmeister dieser wunderbaren Maschine und Urhe-

　　ber seiner eigenen iiberlegenen Weisheit十anzubeten･　‥｡(S.171/S.172)

　　‥・Wie gravitatisch wandeln die grofiten Landges chopfe an den Ufern

　　dies･es schonen Flusses！ Wie schwer　sind ihre Waffen!wie gewaltig ihre

　　Starke, verbunden mit einem Mut und einem Vers tand. wie kein anderes

　　Tier sich ihrer riihmen kann! Und doch werden sie. wle wir sehen, vom

　　Menschen gezahmt und abgerichtet. seine Schlachten zu fechten, mehr

　　als Verbiindete und Eidgenossen denn ４１ｓSklaven。　‥。　　　　　　＼
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　Wenn liber dem Haupt die Ulme sauselt.　　ノ

　Am kiihlathmenden Bache der deutsche Dichter

　Und singt. wenn er des heiligen niichternen Wassers

　Genug getrunken, fernhin lauschend ｉｎ:die Stil!ｅ，

　Den Seelengesan･ｇ･つ

(2),,FISCH　DER ’STROME　BLASST"　UND　"ELEFANT”／
１０）耳aller。Morgen-Gedanken" 48 Verse(2(･1)1).　　　犬．

2(l)9-(2)10

20

vg1・,,Hallers Gedichte”(2(1)4) S.3-5:　。Morgen-Gedanken” 12 Str. 48 Verse.

　　Dieses kleine Gedicht ist das alt･面ｔｅunter denen, die ich der Erhal-

　　tリngnoch einigermafien wiirdig gefunden ｈａ!)ｅ･.yEs ist auchトdie Frucht
　　einer einzigen Stunde und desWegen auch so unvollkommen, daB ich ein

　　billiges bedenken getragen habe, es beizubehalten. Die Kenner werden

ト　deswegen und in Betracht des unreifen･ Alters des Verfassers es mit

　　schoner!den Augen ansehen?　　＼　　　　　＼　　　　　＼　　　　　　　＜　　－

Der Mond verbirget sich, der Nebel grauer　Schlei･ｅｒ･　　　　▽

Deckt Luft und Erde nicht mehr Ｚｕ；ニ　ニ　　　　犬　　ニ　　　　＞

Der Sterne Ｇ!anz erblasst, der Sonne reges Feuer ， ∧

Stort alle Wesen aus der Ruh.　　　　＼

Der Hinmel farbet si･ch mit Purpur und Saphiren,　　犬　　＼　　＼

Die friihe Mogen-Rbthe lacht;　ダ　Ｉ

Und vor der Rosen Glanz, die ｌ!ire Stirne zieren.

Entflieht das bleiche Heer der Nacht.　　　し　　　　ニ

Durchs ｒｏｔりeMorgen-Thor der heitern Sternen-Biihne　ｊ　∧

Naht ｄａｓトverklarte Licht der Welt;　　＼

Die falben Wo Ik en gliihn von blitzendem Rubine, 犬

Und brennend Gold bedeckt das Feld.

Die Rosen offnen sich und spieg･eln an der Sonne

Des kiihlen Morgens Perl en-Thau ；　　　　　　　　　　　十

Der Lilgen Ambra-Dampf belebt zu unsrer Wonne

Der zarten Blatter Atlas-grau・

Der wache Ｆ:eld-Mann eilt mitﾆ Ｓingen in ４１ｅFelder　　十

Und treibt vergniigt den schweren Pf!Ｕｇ;　　　　　し　　　　　　十

ＤｅｒﾆVogel rege： S chaar ：erfiillet Luft und Walder 十　　　　　‥

Mit ihrer Stimm und friihem Flug･:

O Schopfer!was ich seh, sind deiner Allmacht Ｗとｒｋｅ！　　＼

Du bist dieニSeele der Natur;　　　　　　　一　　　　　　　　＼　　　ト

Der Sterne Lauf und Licht,･der Sonne Glanz und Starke

Sind deiner Hand Geschopf und Spur・．十

Du steckst十die Fackel an. die in dem Mond uns leuchtet, ■■■■

Du giebst den Winde!1 Fliigel zu:　　　　＼　士．　ト　　　　　………

Du leihst 4:er Nacht den Thaiﾕ, womi t sie uns befeuchtet.

Du theilst der Sterne Lauf und Ruh.

Du hast der Berge Stoff aus Thon und Stau!b gedrehet.

Der SchachteねErzt aus Sand geschmelzt;

Du hast das Firmament an seinen Ort erhohet.

Der ＷＯ!ken Ｋ１６:idトdarum gewelzt.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

Den Fisch,：ｄｅｒくStrome blast und mit dem Schwanze s tiirme t,

Hast du mit Adern ausgeholt;　　　　　　　　　　　　　‥　　＼　‥

Du hast den Elephant aus Erden aufg･ethiirmet　　　　　犬　し

Und seinen Knochen-Berg beseelt.

　°Der sechszehn und ein halbes Jahr noch nicht erreicht hatte.

工. (1)

（2）5

(3)

Ｓ。３
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2(1)3-9

　3)Siegrist, Christoph万;万Hallero Sammlung Metzler. Bd.57. Stuttgart

　(Metzler) 1967. S.5.　　　　　　　７　　　　　　　　　　　　　　　十

　　HALLER (seine Erhebung in den Adelsstand erfolgte 1749) wurde 郷 １６．

　十〇ｋt・1708 (Bloesch und Cuvier 8., Frey １７･., Guthke １８． Okt.) in Bern

　　geboren.　　　　　　　　　∧　　　　　プ　　　　　ノ　　　　　　　　　　＼，　　　▽

　4)Hirzel, Ludwig (Hrsg.)：Haller･ｓ Gedichte. Frauenfe!ｄ ･(J.Huber) 1882.

Nachdruck 1917. S. 280.　　　　　　　　　　　　　し●　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔ

　　Morgengedanken. 21. Mart. 1725. (S.279 ： HANDSCHR工FTEN.し.‥　Z.　　‥.）

Vgl.　Guthke ..Andacht　・‥　"(2(1)1) S.329/S.344.　　　　ノ

　　Er selbst datierte es in der dritten Auflage (1743) ≪21･。Mart.　1725カ．／

　　In der 5.-10. Auflage (1751-1768) steht nur 《S1725≫, in der 11. (1777)

し*25
Merz 1725も was Hirzel ubernimmt ｕndﾆpolemlsch fiir das richtigere

　　Datum halt (,,Hallers Gedichte”' s.χχ工Vf,, Anm.:: So ist das Gedicht

　　^Morgengedanken^ entstanden, das Haller am∧25. Marz lフZ5　geschrieben

　　hat, / ein erhabener Lobgesang ｄｅｓニSchopfers.　. .. ). Vg!. Fritz

　　Meier 。Beitrag zur Biographie Ａ． Hallers” Diss . Miinchen 1915, S.84,

　　Anm. ５３， der vermittelnd beide Daten fiir richtig halt (Konzeption,・

　　Vollendung). Liegt nicht eher in der 11. Auflage ein Cruckfehlerﾆｖｏｒ?’

　　Schon in der Handschrift Z （ｓ， Hirz:el nHallers Gedichte” S.279; Bur-

　　gerbibliothek Bern, Mss. Haller 76， fol.4^) ist das Gedichtし４２１ Mart.

　1725≫ datiert.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼●

Vgl. Frey, Adolf (Hrsg.):Deutsche National-Litteratur (=DNL) Bd.41・

Haller/Salis-Seewis√Auswahl. Berlin/Stuttgart (Spemann) um 1885. Fak-

simile-Nachdruck. Tokyo (Sansyusya) 1974. Einleitung. S，Ｘ･

　　Unter dem Eindrucke der zuriickkehrenden ernsteren Stimmungen ist wohl

　　das ｓchone Gedicht nMorgengedanken” entstanden (25.トMarz ･1725),　‥.

　5)Haller pVersuch Schweizerischer Gedichte” 4.Aufl. Vorb emerkung ＝

Guthke 。Andacht　‥.　”(2(1)1) S.329・　　　＼　　　　　･･　　.･

　　Dieses　ｋ］Leine Gedicht ist das alteste unter denen, ｌdie ich der Erhal-･

　　tung noch einigermassen wiirdig gefunden. Es ist auch die Frucりｔ einer

　　einzigen Stunde, und deswegen so unvollkommen, daB ich ein billiges

　　Bedenken getragen, es beyzubehalten. Die Kenner werden dadurch, und

　　in Betracht deS unreiffen Alters deS Verfassers, es mit schonenden

　　Augen ansehen.

　ｖｇ１・　,,Hallers Gedichte”(2(1)4) S.3(2(2)10)・　　　　＼　　　　　　ト

　ｖg1・　。Deutsche Gedichte des　18. Jahrhunderts"(2(l)l).　S.402/403.

　　der sechszehn und ein halbes Jahr noch nicht erreicht hattﾆｅ.

ｖg1・　nVersuch Schweizerischer Gedicht･ｅ¨.」.･Aufl･レ1732・/ 2･.Aufl･. 1734 /＼

3.Aufl. 17A2 / 4.Aufl.し1748 ／ 5.Aufl. 1749 ／ 6.Aufl. 1751　／ 7.Aufl.

1751　／ 8.Aufl. 1753 ／ 9.Aufl. 176･２ ／　lO.Aufl. 1768 ／･ll.Aufl. 1777一一

　6)Metzler-Haller. S.33-34・犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　..

　7)Brockes, Barthold Heinrich (1680-1747) ,工rdisches Vergniigen in Gott”

I.Teil. l.Aufl.･1721　/ 2.Aufl.･･ 1724 ／･3.Aufl. 1726 / 4.Aufl. 1728 ／＼

　　　　　．　・　　5.Aufl, 1ﾌﾟ３２ ／ 6,Aufl. 1737･／フ.Auf･1. 1744√

工工.Teil. I。Aufl. 1727 ／ ２･,Aufl. 1730 / 3.Aufl. 1734 1／ 4.Aufl.　０３９ ／

　　　　　　　　　5.Aufl. 1767.　　　　　レ

エエエ･Teil. l.Aufl. 1728 ／ 2.Aufl. 1730 /･3.Aufl･. 1736 ／ ４。Aufl. 1747・

IV.Teil. l.Aufl. 1732･/ 2.Aufl. 1735 / 3.Aufl.･1745.　　　　犬

V.Teil.　l.Aufl. 1736 ／ 2.Aufi. 1740･．．゜Auszug dとｒ･vornehmsten ･Gedichte

VI.Teil., l.Aufl. 1･739 / 2.Aufl. 1740.

Ｖ工工.Teil. l.Aufl. 1743 / 2.Aufl.　1748.

Ｖ工II.Teil. 1746

aus dem 工rdischen Vergniigen in

Gott. Hamburg (Herold) 1738.
工X.Teil. 1748. Hamburg.

Ｉ。-Ｖ工.Teil、Tubingen 1739/1753. VII.Tell. Tubingen」７４６、

Ｖ工工工.Teil/IX.Teil. Tubingen 1750.　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　8)Haller　als Student ｉ､n Tubingen 1723-25 und in Leyden 1725-27.

9)Hblderlin
l･Deutscher Gesang”V.16-･20: Samtliche

Werke. Stuttgarter

Ausgabe. (Kohlhammer) 1946-77/1985. Bd｡2.S。202.
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Des
weiten Himmel-Rau!ns saphirene Gewolber　　　ダ

　Sind Deiner Handen leichtes Spil　　　　　　　　　　　＝
Das uttgemefineAll /･･begranzt nur dリrchsich selber
　Kost Dich nichts als das Wort: Ich will.

Doch dreymahl grosser GOttトes sind erschaffne Seelen /
　Vor Deine Thaten viel zu klein;
Sie sind unendlich groB / und wer sie will erzahlen /
　MuB wie DU ohne Ende seyn.　　　　　　　　犬

Ｏewigs Wesen‘Quell！　ichbleib in｡meinen Schranken /
　'ＤＵSonne blend'st mein schwaches Licht;
Und wem der∧Himmel selbst / sein Wesen hat zu danken /
　Braucht eines Wurmes Lob-Spruch nicht.　　　　　　　∧

(10)

2(1)1-2

III. (11)

40

(12)45

2)Streicher, Andreas ，ｉＳ‘chillersFlucht von Stuttgart und Aufenthalt in
Mannheim von 1782ﾀﾞbiｓ」785”(1828:1782-83/1830:1783-85) Nach der ersten

Ausgabe von　1836. Hrsg･ ｙ．Raabe。Paul.：Stuttgart. Reclam-Universal-Bib-

liothek.　1968.　Ｓ．18-19.　　　゜Streicher(!７６卜1833)/Schiller(1759-1805)・

　　Alsder junge Schiller in die Klasse der Mediziner iibertreten muBte, war

　　erin seinem sechzehnten Jahre, :und so ungern er auch die neue Wissen-

　　schaft ergriff, indem er nicht hoffen konnte, sich jemals recht innig

　mit ihr zu befreunden. so fand er sie doch nach kurzer Zeit um vieles

　　anziehend：er,als er sich vorgestellt hatte; denn die verschiedenen Ｔｅｉ!ｅ

　　derselben, so trocken auch ihre Einleitung sein !Bochte, behandelten doch

　　alleohne Ausnahme die lebendige十Natur und versprachen ihm einst bei den

　　Menschen neue Aufschliisse ii!}ｅｒdie Wechselwirkung des Korperlichen und

　　desGeistigen aufeinander･. Sein schon von Jugend aリf sehr starker∧Ｈａ!lg

　　zumForschen, zum tiefen Nachdenken, wi;!rdedurch die Hoffnung :angefeuert,
　　hiereinst Ent:deckungen machen zu konnen, die seinen Vorgangern ent-

　　schlupft waren, Oder daB es ihm vielleicht gelingen wiirde, die in so

　　groBer Menge zerstreuten Einzelheiten aufトwenige allgemeine Resultate

　zuriickzufiihren. Aber bei alien diesen reizenden Vorahnungen und ungeach-

　　tetder vorgeschriebenen Ordnung, die auch sehr streng gehalten werden

muSte, benutz!ﾆｅｅ１７doch jede freie Minute, um sich mit der Geschichte,
　der Dichtkunst oder den Schrifte zu beschaftigen. welchﾚＦｄ町ｒGeist, (S 。･

　18/S.19) das Gemut Oder den Witz anregen, und vermied solche, bei上denen

　　derkalte. iiberlegende Verstand ganz allein in Anspruch genoinmen∧wird.

　　Unterden Dichtern war es Klopstock, der sein Gefiiね1, das noch １１皿eram

　libsten beiﾚden ernsten, erhabenen Gegenstanden der Religion verweilte,

　　ammeisten befriedigte. Seinen eignen GenuB an diesen Werken suchte er
　　auchseiner altesten Schwester wenigstens iｿn dem MaBe zu verschaffen.

　　alses durch briefliche:Mitteilung in Erklarung der schonsten und schwer-
　　stenStellenトmoglich war. In seiner jｕgeでidlichen Unschuld,∧d色n hohen

　stand noch gar nicht ahnend, zu dem ihn die Vorsehung erwahlt und mit

　　allihren gbttlichen Gab en so iiberschwenglich reich beteilt hatte。konn-

　　teer wohl ofters (!ie entschiedene Neigung fur dichterische oder andere

　　Geisteswerke als eine blofie Belustigung fiir sell!ｅPhantasie betrachten

　und sich Vorwurfe dariiber machen, wenn dadurch so manche Stunde seinem
　　Berufss tudium〕entzogen wurde. Aber eine innere, beruhigende Stinane rief

　　ihmdann ２Ｕ:　istder groBe Arzt, der groBe Naturfors cherﾚHaller nicht
　　auchzugleich ein groSer Dichter? Wer besang die Wunder der Schopfung

　　schoner und herrlicher als Haller?　　　　　　　　　　　　　　　〉

　　　・　　　　Duhast den Elefant aus Erden aufgetunnet.　　　　　　＼

　　　　　　　　　Undseinen Knochenberg beseelt,　　　　　　　　　　ニプ　　コ

war ein Ausdruck, den Schiller nebst so vielen andern dieses Dichters　：

　　nichtnur damals, sondern auch dann noch mit Bewunderungﾔanfvihrte, alsト

　　seineerste Jugendzeit langst ｖ印



Q Ｕ ＥＬＬＥＮＮＡｃ･ＨｗE工ｓ
2(1)1

　- HALLERS　..VERSUCH　SCHWEIZERISCHERニGEDICHTE" -　　　　　　　　　レ

（２）　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　HALLERS 。MORGEN-GEDANKEN”(1725)　　　　　　　　　　　＼　　　　　十

( 1 )
i.WUNDER

DER　SCHOPrUNG”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　DHallをｒ,∧Albrecht･（1708－77）。Morgen¬Gedanken"(1725) 12 S trophen.・48 Verse:

..Versuch Schweizerischer Gedichten”(I.Aufl.) Bern. Niclaus Emanuel Haller.

1732. S.28ff.:。Deutsche BarocklyrikへGedichtinterpretation von Spee bis

Haller”- Bern. Francke. 1973. S.327-347. Guthke, Karl S. ijAndacht∧im kiins t-

lichen Paradies･. Albrecht･Hallers ≪Morgen-Gedanken* S.329(V･1-12･)/S.330(V.

13-48)･:VIμｽﾞ. Recla万万m-Universal-Bibliothek. Nr.8422. ..Deutsche Gedichte des

18. Jahrhunderts"(Hrsg.:Bohnen, Klaus) S.58(V.l-26)/S.59(V.27-48)・　　　/

　　　　　　　Morgen-Gedanken　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　＼　　し

　　Der Mond verbirget sich / der Nebeln grauer　Schleyer　　　　　　　工. (1)

　　　Dekt Luft und Erde ｌnicht mehr ＺＵ;　　ノ　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　ニ

　　Ｄｅｒ･Sternen ･Glanz verschwindt / deｒ: Sonne reges Feuer･ ／

　　　Stbrt alle We sen aus der Ruh.　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　　Der Hiinmel farbet sicb mit Purpur und Saphiren /　　　　　し　　　(2) 5

　　　･Die friihe ･Morgen-Rbhte lacht;

‥　Und vor der Rosen Glanz / die ihre Stirne zieren

　　　Entflieht das blasse Heer der Nacht.　　　　　　　ト

　　Durch's rothe Morgen-Thor der heitern S t er nen-Biihne　　　　　　　　　　（3）

　　　Naht das verklarte Aug der Welt;　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　10

　Der WoIken Schi皿nel glanzt von blizendem Rubine

　　　Und glijhend Gold bedeckt das Feld.　　　　　　　　/

　　Die Rose bffnet sich / und spiegelt an der Sonne　　　　　　　　　　丿　（4）

：　　Des friihen Morgens Perlen-Thau;　　　　　　　　≒

　　Der Lilgen Ambra-Dampff belebt zu unsrer Wonne　　　　　　　　　　　　　　　　１５

　　Der zarten Blatter･Atlas grau･･　　　　　. .　ダ　　　　　　　　･･　　　ト　　.・

　　Der wache Akers-Mann eilt in die rauhen Felder /▽　　　　　　　　　　　（5）

　　　Und treibet den gewohnten Pflug;　　　∧　十　　　　　　　　　犬

　　Der Vbgeln ｒ6酔 Schar erfiillet Lufft und Walder /　　　　　　　　　　　　∧

　　Mit ihrer Stinan und friihem Flug･　－　－　　　　　　　　　　　　　　　　20

　0 Schopffer!was ich sieh /･ sind Deiner Allmacht Werke /　　　　II. (6)

　　　Durch Dich beleb‘t sich die Natur;　　　　　　　犬　　　　　　　　　十

　　Der Ｓｔｅ･men Lauff und Licht ／ der Sonne Glanz und Starke ／

　　Sind Deiner Hand Geschopf und Spuhr.　　　　　コ

　　Du zund'st die Fakel an / die in der Sonne leuchtet /　　　　　　　　　・(7)25

　　　Du giebst den Winden FlUgel ｚｕ；　　　　ニ　　〉　　　　　　　　　　　　〕　　　………

　　Du leyhst dem Mond den Thａｕ j danit er uns befeuchtet /　　　　　　　　Ｔ

　　　Du theilst der Sternen Lauff und Ｒｕｈ。　　　　　‥

　Du hast der Bergen Talg aus Thon und Staub gedrehet /上　　　　　　　　（8）

　　Der Griiffぢen Erzt aus Sand geschmelzt;　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　30

　　Du hast das Firmament an seinen Ort erhohet /　　　　　　　　　　　　　上

　　　Der Wolken Kleid darum gewelzt.　犬　几　　　　　　犬　　し

　　Dem Fisch der Strome blafit / und mit dem Schwanze stiirmetニ　　　（９）

　　十Hast Du 4ie｡Ad em ausgehbhlt;　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　Du hast den Elefant aus Erden auf gethiirmet /　　　　　犬　　　　　　犬３５

　　　Und seinen 心
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HALLER'S　･･MORN工NG-THOUGHTS"(1725)

　　-The Dawn of the German Lyric of Thoughts （２）－

Katsumi　ＴＡＫＡＨＡＳＨ工

　　　　　ABSTRACT

　　Among the German poems ｗｒｉ七tenaround 1725, we can take Haller゛ｓ ”Morn-

ing-Thoughts” ｆｏｒ七he single七hat lately Schiller ”ｑｕｏ七edwith admirヽ合一．

tion”．工ndeed Brockes'”Terres七rial Amusemen七in Ｇｏｄ”was then one ｏｆ･

the best-selling ｂｏｏｋｓ：　itsfirst part was published in the first edi-

tion 1721, in the second ed. 1724, in七he third ed. 1726, in the 4th ed.

1728 and so forth. Why is ｉ七七ｈａ七七he new generation･of Enlightenment

and Revolution keeps 七he ”Terres七rial Amusement In Ｇｏｄ”at ａ distance？

工七is because Brockes ”much too delivers himself to the boundless dexter-

ｉｔｙ”(Haller゛ｓｌｅ七七erto Gemmingen, March 1772). What Schiller says about

Voltaire, applies perhaps to Brockes：　”only the poverty of hear七”ｉｎ･

”witty brains". They can not be up to our expectation of such ａ "song of

soul” as Schiller's hymn ”To the Ｊｏｙ”(1786) in Ｂｅｅ七hoven's Chorヽａ１Sym-

phony (1822-24).

　　What concerns the first par七(11. １－２０）ｏｆ”Morning-Thoughts", there

are some ”vestiges of Lohens七ein and Hofmannswaldau'! from the late ba-

roque period of the 17th century： "lilies' vapour of ambergris”(1.15) o『

”satin gray of tender lieves”(1.16). Bu七in the second ｐａｒ七(11.21-40),

”an inner Voice” rises and calls to 七he young Schiller：　”Who sang the

wonders of the Creation more beautifully aind more magnificently than
Haller?”

　　　　Thou ｈａｓ七heaped up the elephant from earth

　　　　And animated its bony ｍｏｕｎ七ain.

　　　　　（”Morning-Though七ｓ”11.35-36)　　　　　　　　　　　　　　　／

Here is the poetical climax, as the striking contras七〇ｆ body and soul
heightens七〇 the ｐ辱七hetic tension. Much the same is 七he whale that”blows

floods and storms with the tail”（１．･33),for ･the ”Creator”(1.21) has hoi-
lowed out its veins”(1.34).　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　　工ｎsuccession, the question is ”the unmeasured universe”(1.39) which

relates七〇 Bruno's "infini･七ｅ universe" （”De l'lnfinito, unlverso, et mon-

ｄｉ”1584), seeing七ｈａｔ七he "unmeasured time” corresponds to 七he ”terrible

ocean of the earnest eternity" (Haller ”Unfinished Ode on 七he Eternity”
1736. 1.31/1.76)：

　　　　The eternal silence ｏｆ七hese infinite spaces terrifies me.

　　　　　(Pascal "Penseiss” Brunschvicg-edi七ion. nr.2O6)　　　　　　　　　　し

Nevertheless, the universe for the young Haller remains to be ”limi七ed
merely by ｉ七self”（”Morning-Thoughts" 1.39): it

is still founded on the
”crystal heaven” in conformity with七he "Ptolemaic

doctrine”that Haller
considers ”false” in the preface of the German translation

６ｆ Buffon's

”Natural History” 1761. Hence he replaces later the "unmeasured universe”
with the ”great City of Ｄｅｉ七y"(Civitas Dei) which

is ”wrea七hed merely by
ｉ七self"(1.39).工七is plain七ｈａ七七he

”wreathed" cosmos in Aris七〇tie's
sense refuses 七he ”infinite universe” ．

　　工ｎ
the 七hird ｐａｒ七〇ｆ”Morning-Thoughts”, the

humble man in the figure
of ”ａworm”(1.48) forms ａ ｃｏｎ七ｒａｓ七七〇the

”triply great Ｇｏｄ”(1.41). The

Absolu七ｅ Being of the positive religion, who is here the unique ruler
above all things, af七erwards becomes ａ ”holy

barbarian” in the eyes of
the ａｅｓ七hetlcｔｒｕ七h(Schiller "The Gods

of Greece･’ 1788. 1.114).工ｎ com-
parison with the God, even ”the supreme spirit"(1,188)

can be at the best

”nothing but the first of worms"(1.190). Schiller゛ｓ ”Gods of Greece” chal-

lenge the holy barbarian Ｇｏｄ：　”Asthe gods were still more human, the man-
kind were more divine”{11.191-2)･. Haller's

”Ａ七七ｅｍｐ七〇ｆSwiss poems"･(1732-

77) has ｎｏ七七he least presen七imen七’ｏｆ any such new Evangel as Hblderlin's
"blest Greece"(”Bread and Wine" 1800-01. 1.55).



≪PENSEES　DU MATIN冷　DE　HALLER

　　－Ｌ’ａｕｂｅde la lyrique d'idees en allemand （２）－

Katsumi　ＴＡＫＡＨＡＳＨ工

　　　　　SOMMAIRE

　　On peut probablemen七tenir ≪Pensees du matin≫pour un seul poeme vers

1725 tel que Schiller ≪citait avec aclmiration>> environ de cinquante ans

apres. Ａ ce propos, Brookes etait celebre par son (iPlaisir terrestre en

Dieu>) dans ce temps-la. 工１ en ａ publie par exemple la premiere partie ａ sa

　　　　‘･｀　　’”----”’＾’　１ 一一 －゜･ヽ･･ヽ“ふ･ヽ一二｡4　1ワつｊ　ｌ。。ｈ。"iivi pm。ぷA. 1726. a・premiere edition 1721, a sa deuxieme 6d. 1724, a sa troixieme ed. 1726,
　-一一-一一　‥･
sa quatrieme ６ｄ． 1728 etc. Pourquoi done ｃｅ･ａPlaisi･ｒ･》illustre ne pouvait

plus interesser　la generation montante de Schiller a l'epoque des Lumieres
　　　　　　　　　”　　　　　・　　　・　　　　‾･　　ミ　　　　　二●　　●１　１．＿　　７　、≫･ ≫4,≪,､．、insouciance
ＱりＵｇ ４Ｑ ａり●Ｖ４Ｕｗａｖ●●●　ａｓ- ｖｗ ｀･”‾””‾‾’　　　　　　　　　　－
infinie, avec laquelle les rimes venaien七de sa plume冷(Lettre de Haller

ａ

Gemmingen, mars 1772). II･en allait de Brookes peut-etre coiiime de Voltaire

pour la generation･ de SchillerレElle　leur trouve ≪seulement la pauvrete du

　　　　　　　　　　　　　　八．　_●　　　．．．　　　　　　　ｉ｀　゛・　　－　Ｊ,／¶１- -一一」1_ ･ _ J J-..二１,χcoeur* dans la ≪tete d'esprit≫, sans atteindre au ≪.Chant spirituel≫.

　　Quant ａ la premierヽｅ partie(vers １－２０)ｄｅｓ≪Pensees du matin≫, il lui res-

te quelques ≪bribes de Lohenstein et de･Hofraannswaldau≫ qui viennent du

post-baroque du ｘｖ工工ｅsiecle： ４１ａ vapeur de １゛ambre du lis>>(vers 15) ou le
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　ｊ　　　．＿ｔ　--．－　　｀　　゜４　　．-一一よ_j－
Ｚ゛ｗｌｗ

-ﾏｰ㎜w･‾'‾　‾　　　　　　　　　　　　　　　－
≪gris du satin des feuilles delicates≫(vers 16). Mais la deuxieme partie
(vers 21-40) manifeste≪une Voix interieureやqui s'adresse au jeune Schil

１ｅｒ:≪.Quichaiitait des merveilles de la Creation plus magnifiquement que

Haller(1708-77･)？９

　　　　Tuas amoncele 1'Elephant de la terre,

　　　　Etanime sa montagne osseuse.

　　　　　(４Pensees du matin≫ vers ３ら－36)

Voici le sommet du poeme, car 1'opposition exacerbee entre corps et ame

s'eleve au pathetisme tendu. 工1 en va de meme de la baleine, qui <<.rejette

１゛eau par les ＆

≪Createur>:》(vers ２１･) lui ａ ４･creuse les ｖｅ工nes≫(verヽｓ 34).・

　　On passe de ces vers ａ ａ１ ゛Univ･φΓｓimmense≫(vers 39) qui se rapporte
＆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'　　　‾　　　　　　　　a　　　　　　　・　　　¶●.4p-⌒Jχ≪1'Univers infini≫ de Bruno (≪De l'infinito, universo, et mondi・ 1584).

Car le ａtemps immense冷

－一一一一　　---　　一一　　　　　・　　　　　　　　　　　●　　　　　　.

correspond

ａ
１･ａ ≪mer terrible de l'Eternite≫(ｈｔtp：//www．.　＿　　　　　　一一　j　　　　p､.へχ　　　　　

　　　　　　・

一一一一　-
≪Ode imparfaite sur 1 'Eterni七e≫1736. vers ３１／vers ７６)：

　　　Le silence 石七ernel de ces espaces infinis m'effraie.

　　　　(Pascal《*Pensees>:》,numero ２０６de 1'edition Brunschvicg)

Neanmoins, l'Univers reste ≪limi七４par lui-meme seul･≫(vers 39) dans les

4《Pensees du matin>,ﾀdu jeune Haller： il repose encore sur le ≪Ciel cristal-

lin≫ selon la ≪doctrine ptolemaiqueヵque le cinquantenaire appelle≪faus-
ｓｅ≫(Haller≪Preface de la traduction ａ１工emandede lVHistoire naturelle>

de Buffonヵ1761). II ｓ゛ensuit que le poete remplace l'ftUnivers immense冷

par la≪grande Cite de la Divinite>>(Civitas Dei) qui est ･《couronnee par

elle-meme seule≫(vers 39). Le cosmos ａcouronneりau sens aristotelique re-
fuse l'≪Univers infini* une fois pour toutes.・

　　Haller conclut ses《･Pensees du matin≫ par le contraste entre le ｓgrand

Dieu>>(vers 41) et 1' honune qui se contente de l'hi工mllite de sa position ｄ６

≪ver≫(vers 48). Certes, voici le Dieu absolu de la religion positive sans

pareil, qui domine tout,･mals il sera regarde comrae ｕｎ≪barbare sacre≫

dans le vers １１４ des ≪Dieux de la Grece≫(1788) de Schiller, et a ses　CO-

tes, ≪1'esprit supreme≫(vers 188) de lﾊﾞhomme ｎ゛･est guere plus que le ≪Pre-

mier ver ≫(vers １９０)：≪Lorsque les dieux etaient encore plus humains, les

hommes etaient plus divins ≫(vers 191-192). On remarque ici que Schillerヽ
　　－　　　　ａ　　　　　　　　　　　＆　　　　　　－　　．．．　　　　　　■／ｎ●●ｑ¶．．¶ｊ-_。T_ T^_^ _-㎜ｗ====-==＝　＝　　　　　　ａ
preche l'Evangile nouveau d'une ≪Grece bienheureuse≫(Hblderlin *Le Pain

et le vin≫ vers 55).工１ ｎ゛ｙen ａ pas encore le moindre pressentiment chez

Haller dans son ≪Essai des poemes suisses≫(1732-77).
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HALLERS 。。MORGEN-GEDANKEN"(1725)犬･　　　犬

　- Der Tagesanbruch der deutschen Gedankenlyrik (2) -

ZUSAMMENFASSUNG

Katsumi　TAKAH：ASHI

　Unter den urn 1725 entstandenen deutschen Gedichten ist vielleicht Hallers

。Morgen-Gedanken” das einzige, das・Schiller spater 。mit Bewunderung anfUhr-

ｔｅ”. Von ｄｅれZeitgenossen wurde allerdings Brockes 。工rdisches Vergniigen in

Gott” sicherﾚmehr gelesen, dessen erster Teil, erschienen 1721, sieben ｌ･Jah-

re spater･ schon die ｖ：１ｅｒ七ｅAuflage erlebte.△Warum･．ｄｌ１台･tanziert sich dann ･die

folgende ･Generation der Aufklarungs- und Revol･utionsz･eit von一一dem beruhmten

Werk? Brockes。。uberlies sich　。･‥　芦］Llzu芦ehr der unendlichen Fertigkei七，．

ｍｉ七welcherトihm die Reime aus der Feder giengen”, erk工art }!aller in einem ＼

Brief ａｎ・Gemmingen vom Marz 1772. Bei Brockes findet die Generation Schil-

lers offenbar ahnlich wie bei Voltaire 。nur die Armuth des Herzens” in ei-

nem。witzigen･Kopf”，･keinen･。･Se6:lengesang”。･　　･･。。･･　・。。。･　　・：　　　　･＼　　　・＼コ

　・Auch der erste･ Teil (V.1-20) der 。Morgen-Gedanken'! ･enthalt･りoch ･einige

。Lohensteinische und Hofmannswaldauische Brocken” aus dem Spatbarock des

vorangehenden Jahrhunderts, wie etwa 。Der Lilgen Ambra-Dampff”{V.15) ode『

。Der zarten Blatter Atlas grau"(V.16)に工ｍ zweiten Ｔｅｉ･１(V.21-40･) aber er-

hebt。 sich 。eine innere Sti巾ｍｅ”, die den jungen Schiller zu dem Ausruf be-

woe ：　。Wer besang die･Wunder der Schopfung°schbner und herrllcher als Hal-

･ler?”。工ｍ Hbhepunkt ･･des ･Gedichts･ｗｉ･rd der scharfe Gegensatz von Leib und

Seele in ein weitgespanntes Pathos Uberhbht：　　　　。・　　　　　　　　　ト

　　　　･Du hast den Elefant 。･aus Erden aufgethurrae七／

　　十　Und seinen Knochen-Berg beseelt.　　　　･。 。・･。　。･　。。　　　･･。

　　　一一。　十（。Morgen-Gedanken” V.35-36)　ト・　　＼　。。　し

Ahnliches wird versucり七 in dem Bild des Wals 。,derﾄStrome･blaJBも／･und mit

dem Schwanze sturmet”(V.33), da der 。Schbpffer” (V.21) ihm 。die Adern aus-

gehdhlt･'(V.34) hat.・　。　・。・　　　　　　　　　　　　　・。･。

　．Ｆ９･rner greift ･ｄ９ｒトDichter･ 。das ungemeBne Ａ１１”(V.39) zum Thema auf, das

ｓｉＣねmit Giordano： Brunos 。unendlichem･ Universum” in ：Beziehung setzen･laBt.

In elnem anderen Gedicht von Haller entspricht namlich die 。ungemeBne Zeit”

ｄｅｍ=。forchtbaren Meer der ernsten Ewigkeit”（。Unvollkommne ＼ＯｄｅUber die

Ewigkeit"･1736. V.31/V.76). Es ergeht Haller ahrilichトwie Pascal： 十　　　っ＼

　　　Die ewige Stille dieser unendlichen Raume erschreck七mich.　・

　Ｉ･　　（･。Pensees”ﾚ,。Brunschvicg-Ausgabe ２０６），。　　　．Ｉ尚　　　　。。．

Nichtsdestoweniger bleibt das Universum beim jungen Hallerﾄnoch 。durch

sich selber begranzt”（。Morgen-Gedanken” V.39)ﾄ;ｅｓ beruht noch auf dem 。kry-

stallenen Himmel”gemaB der。Ptol･emaisねｌ!en Einrichtung" ， die der ･Alterヽge-

wordene in der Vorrede zu seiner deutschen Ubersetzung von 。Buffons 。His-

toire naturelle”･ 1761 。falsch" nennt. Daher erse七zt er spaterヽ･几das ,,unge-

meflne Ａ１１”durch 。der Gottheit groBe Stadt”(Civitas Dei),トdie ,inur durch

sich selber°･bekranzt”(V.39)。ist.工ｎ几einem：。bekranzten'･ Kosmos im aristote-

lischen Sinne ist ein 。unendliches Universum” nicht denkbar. 。。

　　工ｍdritten Teil ｄφΓ。Morgen-Gedanken” steh七 der Mensch in der Gestalt

。eines Wurmes”(V.48) demUtlg einem 。dreymahl grosser! GOtt”(V.41) gegeniiber.

Der absolute Gott einer monotheistischen Religion, der hier unabdingba『

iiber alles herrscht,･ ｇｉ１七Schillerヽdann freillch ･in seiner asthetischen

Erfahrung ｄｅｒ･。Gbtter･Grlechenlandes”(1788) als 。heiliger Barbar"(V.114),

neb en dem 。der hbchste Geist / derer, welche Sterbliche gebahren ／ nur der

Wurmer Erster”(V.188-190) sein kann.。Da die Ｇ６七ter menschlicher･ ｎｏｃｈ＼ｗａ－

ren, / waren Menschen gbttlicher.” － so erlautert Schiller direkt Im An-

schluB daran(V.191f.). Von solch einem Versuch zur Schaffung eines neuen

巳vangelium des 。seeligen Griechenlandes” konnte Haller in seinem 。Versuch

Schweizerischer Gedichte”(1732-77) fre･ilich noch nichts ahnen.･･



゛。VERNUNFT KANN, WIE I〕ER MOND, . .. " - Hallers ,,Gedanken

liber Vernunft, Aberglauben und Unglauben” im Verg:Leich mit

　Popes　。ｖｅｉヽsuchiiber den Menschen"　：《（ＲＡ工SQりPEUT, COMME LA

　LUNE,　　．‥　９一瓢Pensees sur▽la Raison, la Superstitioりet

　１タエrreligion>> de Haller en comparaison d'≪Un Essai　sur

　１゛Homme冷de ･Pope　:　”REASON CAN, AS THE MOON,　　･･･.　ｎ_..

Haller's　"Thoughts ｏりReason, Superstitioり

in comparison with Pope'sコ’ＡｎEssay on Man”

and Irreligion"
（:1733・1734)：レ

〉　(Vortrag ｍｉｔトMaterialien beim Herbstlichen KongreB der

　　　ニJapanischen Gesellschaft fur ＧβΓmanistik am １４．　Oktober

　　ニ1989：　Expose presente avec materiaux au congres automnal

　　　de la Societe Japonaiseダdes Etudes Ｇｅｉヽmaniques le １４

　octobre 1989：一Derivery with materials at 七れe AutumnしCon-

　　　eress of the Japanese Society foかGermanic Ｓ七udies on

　　　October 14th, 1989)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ

（5）。UBER DENトURSPRUNG DES iJBELS" : ａ SUR L'OR工Ｇ工NE DU MAL>:》:

　　”ON THE ＯＲ工GIN OF THE ＥＶ工L" (1734)

　゛　ﾘallers　。Uber ｄｅりUrsprヽung des Ubels”in Umrissen　:　｡ﾘｎ　ニ

　survol du ｐｏ･erneｄ６／Haller 々･Sur 1゛･origine･･du ｍａ１･》：Haller'･ｓ

　”Ｏｎ七he Originひｆ the Evil”in outline　　　　　　　　　　　　　　　犬

　　　(Vortrag mit Materialien beim ３８．　KongreB des Zweigbe-

　　　zirks Chugoku。Shikoku ４ｅｉヽJapanischen Gesellschaft fur

　　　Germanistik am 5. November 1988　：　Ｅχpose presente avec

　　　materiaux au χχχＶ工工工ｅcongres de la Section de Chugoku-

　　　Shikoku de la Societe Japonaise （!es Etudes Germaniques

　　　le ５ novembre 1988　：　Delivery with Materials ａ七七he

　　　３８七ｈ Congress of the Chugoku-Shikoku branch of the Jap-

　　　anese Society for Germanic studies 。･on November 5th,

　　　1988)　　　　　　　　　　　　　十

（6）。UNVOLLKOMMNE ODE UBER D工Ｅ ＥＷ工ＧＫＥ工T!’:　≪ODE工MPARFA工TE

　　SUR L'ETERN工T0："UNF工Ｎ工SHED ODE ON THE ETERN工ＴＹ”(1736)

　゛。EIN ALLGEMEINES Ｎ工ＣＨＴＳ‥．Ｗ工Ｅ DER OCEAN” - Hallers

　。Ｕｎｖｏ:Llkommne Ode ubとr die ＥＷｉ尽keit”(1736)：ダリＮ NEANT

　ＵＮ工VERSEL　･‥.　COMME S工Ｌ゛OCEAN≫∧― L'≪Ode imparfaite　　　万

　sur １゛Eternite>:》de Haller en 1736　：　”ＡＮ ＵＮ工VERSAL NOTH-

　工NG　。‥　AS THE ＯＣＥＡＮ”- Haller゛ｓ　”Unfinished Ode on

　　the Eternity"(1736)

　　　　（１）。Ｇｏ七七”Oder。Nichts"：　≪Dieu≫ Ｑｕ《;4Neant≫　：　”Ｇｏｄ”

　　　　　　or”Nothing”

　　　　（２）。Reichder Scha七ｔｅｎ!’：　《:<Royaume des Ombres分　:

　　　　　　”Shadow:Land”　　　　　　　　∧　　　　　　　　　　　＞

十　（３）。jWlderhers七ellen der　Seelen”： 《ぶ＆

　　　　　Ames≫　：　”Resurrection of Souls”　　１

（７）・SCHLUSS　： ＣＯＮＣＬＵＳ工ON: CONCLUS工ON　つ。　　。　・

QUELLENNACHWE工Ｓ　：　INFORMATION DES SOURCES　：　SOURCES

Zusammenfassung ／ Sommaire ／ Abstract

工NHALT　:　TABLE DES MAT工ERES Ｉ:　CONTENTS ＼
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７)。Bald Brokes,　bald Lohenstein" ：ａ Tantot Brookes,　tan tot

　Lohenstein〉}ｌ：　”SometeimesﾚBrockes･, sometimes Lohenstein”

：9),,Gott'「und der 。Wurm"　：　≪Dieu>> et le ≪Ver≫　：　”Ｇｏｄ”ａりｄ

　　　the　”ＷＯｒ�’　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　ニ

（３）。。Ｄ再EALPEN” : ≪LES ＡＬＰＥ･S抄:”THE ALPS"十(1729)

ニ１）。Ehrensaulen” ： ４Colonnes d'honneur≫ ：　"Pillars of hon-

　　our"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｌ　　　　ダ

　　２）。Die neue　Art zu Dichten” ：≪ La maniere nouvelle ｄ６コ

　　　fairヽｅion ｐｏふｍｅ）》’；　”Thenew art ｏ･f verse making”犬

　　３）。Der　innere Mensch”：　ft L'homme interieur≫：　”The inner　＼

　　man"：　　　　･＼

　　4) Reichtum der Natur”： ≪Richesse de 再a Natures　ｚ　”Rich-

　　‥ｅＳof Natu･ｒｅ”ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ

　　：5）。ＧＵ:LdneZeit” ：∧心廠 d'or≫：　”Ｇりlden　Ａ息６”

　　6),,Gluckseliger Verlust”：≪Perte heureuse≫　：　”Happy

　　loss'!　　　　ト

　　7),,Welschlands Paradies'!　： ≪Paradis bourbonien>>　：　”Ｔｈｅ＼

　　Bourbon dynasty' ｓ Paradise”＼　。　　　　･ 。・。。　・・

　　８）。Der arbeitende Dichter” ： ４Ｌ’ｅｐ９ふte travaillant>>　：

　　　”The labouring poet”　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　　９）。Ｉ?iezehenzeilichten Strophen” ＼：≪Les strophes en dix

　　］Lignesが　：　。”The stroph･es of ちｅｎlines･に

　１０）。Die Entwickelung der innern Vollkommenheiten”：≪Le

　　developpement des perfections in七erieures≫　;ノ･The develop-

　　ment of inner perfections” ･･･　　　　　。　・　　　　　　：　・　　　　・　　・

（４）。GEDANKEN UBER VERNUNFT, ABERGLAUBEN UND UNGLAねＢＥＮ･‘ :

　　≪PENSEES SUR LA ＲＡ工SON, LA SUPERST工Ｔ工ＯＮﾆＥＴじ’工Ｒ面Ｌ工ＧｴＯＮψ　:

　　”THOUGHTS ON REASON, SUPERST工Ｔ工ＯＮ八ＮＤ工RREL工Ｇ工ＯＮ･’ (1729)

　　１）,･Der erhabenste　・‥ ||　：　《（Ｌｅplus sublime　－‥ 。）?　：　”The

　　most sublime　。．ｉ　”　　　　　　　　〉　　　　　　　　　ダ　　ノ

　　2),,Mittel-Ding”:　く;<Entre-deux≫》：　”Middle state”

　　３）。Maximen" und･ 。Reflexionen”：　４Ｍａχimes>:》et ≪Penseesか：

　　”Ｍａχｉｍｓ”しand”Reflections”　尚　　　　　　　　　　一　　　　　ト

　４）。Vernunft::kann,　wie der Mond,　。〉‥／”：　≪Ra：ison peut,

　　comme工ａ lune, ・・。　か：　”Reason can, as the moon,　‥。”，

　　５）。Ungeheure Seinske七七ｅ”:　《;<Vaste chaine de l'etrヽｅ≫:ニ

　　”Vast chain of being”　　十　　　　　　　　二　　　　　／

　6) Gri e chentum ’als　。Aberglaube” :　Antiqui七石〕grecque cap-

　　tive de la ^superstition〉》：　Classic Hellenism as ”super―

　stition”

　７）。Schlauer Aberglaube" ： ４Superstition rusee>>　：　"Cunning

　　superstition” ，　　　　　　＼
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　－　Hallers　。Morgen-Gedar!卜夕｡り"(1725)一十

　　L'AUBE　DE LA　LYRIQUE･　Ｄ’･工DEE:Ｓ　ＥＮ･　AL･L･ＥＭＡ･ＮＤ（2）

＼　　一　≪Pen･sees　ｄｕしMatinヵ　de　Haller　ｅｎ。 1725レー

　　THE　DAWN　OF　THE　GERMAN　ＬＹＲ．工ｑ　OF　ＴＨ０．ＵＧＨＴＳ（２）

　　　　　－　Haller'sダ”Morning-Thoughts”(1725)一二
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(Seminar fur Deutsche Philologie der Philosophischen､Fakultat)
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　　十　　JAPAN 1989.　ＶＯＬ．３８．く　GE工STESW工SSENSCHAFTEN　工工．

　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　･･〃　　　●　八　　　　　．●　●　　　ＢＵＬＬＥＴ工Ｎ　ANNUEL　DE　L'UN工VERS工TE　DE　KOCH工.

　　　　　　JAP0N^1989.　TOME ＸＸＸＶ工工工．　SCIENCES ＨＵＭＡ工ＮＥＳ工工．

　　　　RESEARCH　REPORTS　OF　ＫＯＣＨ工　ＵＮ工VERS工TY.

　　　　　　　　JAPAN 1989.　VOL.38.　HUMAN工Ｔ工ES　]:ｴ．

工NHALT
す
Ｉ TABLE　DES　ＭＡＴ]：ERES　：ニCONTENTS
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　　　　　　Ｌ！AUBE　ＤＥﾆＬＡ（ＬＹＲ工QUE　Ｄ゛工DEES EN　ALLEMAND　：

　　∧　　　　THE　DAWN　OF　THE　GERMAN　Ｌ･Ｙ゛Ｒ工Ｃ　ＯＦ▽THOUGHTS

(1)・VORWORT　:　PREFACE　:　Ｐ･REFACE ＼

(２)。MORGEN-GEDANKEN"つ:し≪PENSEESしＤＵ∧ＭＡＴ]t恥：

THOUGHTS･' (1725)

　（ＸＸＸＶ工. 43-54)

”MORN工NG-

(XXXVIII. II. 215-254)

l),,Die Wunder ｄｅｒｿSchbpfung"　：“Les Mervei：lies de la Ｃ･rea-
　七ｉｏｎ≫：　”The･Wonders of the Crヽｅａ七ｉｏｎ”

2) Der 。Fisch der Strbme blafl七”und der 。Elefant。：　Le
≪Poisson reietant １゛eau par les events*･et ！'('Elephant≫

The ”Fish blowing floods ar!ｄstorming with the 七ail”

・
・

3),,Das ungemeline Ａ１!L" und ，ｌｄｅかＧＯ七七heitgroBe Stadt"　五

　ａ･L'Univers　immenseヵet la ≪grande Cite de la Divini七ｅ冷　：

　"The unmeasured Universe”and the ”great Ｃｉ七y of Ｄｅｉ七ｙ”

４）。Das unendliche Universu�' und 。der krystallene Himmel”：

　《〈Ｌ゛Univers　infini>:》ｅ七次１ｅ Ciel cris七allin≫　：。　”The infinite

　Universe” and ”七he crys七al Heaven”　　　＼　，　　＼

５）１ﾖ?尽ｓ allgemeine Nichts”刃りd das　。りeilsame　Nichts"　：　Le

　≪Nean七universelがet le≪Nean七bienfaisant≫　：　The 。"univer-

　sal Nothing”and the ”salu七ary ＮＯ七hing”犬

6) Die 。unendliche Fertigkei七'ｌ und ,,eine innereヶStimme"

　Ｌり(工nsouciance infinie≫ et ≪une Voix ｉｎ七erleure≫：　The

　”boundless Dexterity"　and ”an inner Voice”

・
Ｉ
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