
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明

　
　
　
田
　
序
　
言

　
　
内
容
梗
概

〔
こ
　
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)

序
　
言
　
、

新
旧
の
相
克

美
と
崇
高

博
識
と
探
求

認
識
記
述
の
創
作

幽
魂
の
国

結
　
語

註
・
解

Ｚ
ｕ
ｍ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
ｎ
ｉ
ｓ
　
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｒ
ｂ
ｅ
ｉ
ｔ

ハ
ラ
ー
「
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
」

後
日
刊
行
予
定

一

一

（
4
4
）
頁
一
　
四
（
4
6
）
頁

五

ら
47

W

頁

　｜

－

○

心

52

W

頁

一

一

ら
53
w

頁

｜

－
一一

ら54
w

頁

※
実
際
の
詩
歌
作
品
と
し
て
、
圓
で
は
「
朝
の
想
い
（
Ｍ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
-
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
)
ｊ
　
(
1
七
二
五
年
）

　
と
「
哀
歌
（
Ｔ
ｒ
ａ
ｕ
ｅ
ｒ
-
Ｏ
ｄ
ｅ
）
」
（
一
七
三
六
年
）
、
圀
で
は
「
ア
ル
ペ
ン
山
脈
(
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ａ
ｌ
ｐ
ｅ
ｎ
)
ｊ

　
（
一
七
二
九
年
）
、
㈲
で
は
「
理
性
、
迷
信
、
不
信
仰
に
つ
い
て
の
考
え
(
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
Ｑ
ｂ
ｅ
ｒ

　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
｡
　
Ａ
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ｌ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｕ
ｎ
ｇ
ｌ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
ｎ
　
)
ｊ
（
一
七
二
九
年
）
、
㈲
で
は
「
悪
の
根
源
に

　
つ
い
て
(
　
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｕ
ｒ
ｓ
ｐ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｕ
ｂ
ｅ
ｌ
ｓ
　
)
ｊ
（
。
一
七
三
四
年
）
、
㈲
で
は
「
永
遠
に
つ

　
い
て
の
未
完
詩
(
　
Ｕ
ｎ
ｖ
ｏ
Ｕ
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
Ｑ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｅ
w
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
)
ｊ
（
一
七
三
六
年
）

　
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

四
三

は
　
じ
　
め
　
に

高
　
　
橋
　
　
克
　
　
己

　
　
　
　
人
文
学
部
独
文
研
究
室

敢
て
「
神
の
心
の
中
に
は
完
璧
な
勤
け

ｒ

が
(
　
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｒ
ｉ
ｆ
ｉ
　
i
ｒ
ａ
　
ｇ
Ｏ
t
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｅ
ｅ
ｒ
ｉ
ｆ
ｆ
)
」

と
読
み
た
い
所
で
あ
る
が
、
哨
勿
「
悪
の
根
源
に
つ
い
て
」
第
一
書
の
第
Ｅ
四
一
句
は
本
来
、

―
　
　
―
　
　
　
　
　
―
‐
Ｉ
Ｉ
　
Ｉ
Ｉ
　
Ｉ
　
　
ｓ
　
ド
ー
　
ー
ー
　
　
―
Ｉ
　
Ｉ
Ｉ
　
―
Ｉ
　
　
　
　
　
　
1
1
1
1
1

「
神
の
心
の
中
に
は
完
璧
な
計
画
(
Ｒ
ｉ
Ｂ
)
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
」
と
云
う
疑
問
文
で

あ
る
パ
蓋
孔
「
完
璧
な
計
画
」
が
此
所
で
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
故
’
に
、
ど
う
し
て
も
何
ら
か

の
「
裂
け
目
（
Ｓ
ゆ
）
」
が
覗
か
ざ
る
を
得
な
い
。
も
Ｊ
雄
一
｀
絶
対
な
る
超
越
者
の
「
完
璧
な

計
画
」
を
雄
弁
に
開
陳
す
る
に
過
ぎ
ぬ
な
ら
ば
単
な
る
教
訓
詩
に
留
ま
る
の
だ
が
、
倦
む
こ
と

な
く
探
求
す
る
ハ
ラ
ー
の
問
｝
φ
吋
は
そ
れ
以
上
の
も
の
を
目
指
し
、
畢
竟
「
ス
イ
ス
詩
歌
の

試
み
」
は
何
時
と
は
な
し
に
思
想
詩
へ
と
高
ま
り
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
か
Ｒ
し
て
十
八
世
紀
ド

イ
ツ
抒
情
詩
の
新
た
な
歩
み
は
、
一
重
に
文
飾
豊
か
な
詩
想
展
開
に
の
み
感
け
ず
、
ま
た
心
の

外
で
多
彩
な
体
験
の
頴
に
巻
き
こ
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
意
識
の
淵
へ
と
熟
慮
省
察
を
幾

重
に
も
織
り
成
し
て
徐
々
に
沈
み
深
ま
力
砂
く
の
で
あ
る
。

訟
特

に
も
織
り
成
し
て
徐
々
に
沈
み
深
４
呻
紬
く
の
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
古
来
、
花
鳥
風
月
や
有
情
の
生
を
謳
う
詩
歌
の
伝
統
が
強
い
の
で
ぃ
蛾
ね
十

世
紀
ド
イ
＾
^
＾
.
Ｂ
詩
歌
研
究
に
お
い
て
も
、
と
か
く
自
然
詩
や
体
験
詩
お
よ
び
即
幇
と
か

イ
ツ
抒
情
詩
歌
研
究
に
お
い
て
も
、
と
か
く
自
然
詩
や
体
験
詩
お
よ
び

関
心
が
向
き
易
く
、
ど
ち
ら
か
と
．
云
う
と
意
識
の
内
観
で
想
念
が
多
岐
に
う
ね
る
思

索
と
探
究
の
抒
情
の
調
べ
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
々
趨
勢
に
あ
る
。
だ
が
抒
情
と
思
想
と
い
う
言
わ

ば
水
と
油
の
如
き
二
律
背
反
を
も
敢
て
対
話
さ
せ
ん
と
す
る
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
脈
動

を
伝
え
る
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
音
楽
の
大
交
響
曲
な
ら
ば
、
わ
が
国
に
鮮
い
て
も
相
当
に
深
い
理

噺
心
基
づ
い
た
観
賞
が
成
立
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
要
は
ド
イ
ツ
思
想
詩
を
学
術
上
の

表
現
で
以
て
如
何
に
生
き
生
き
と
し
た
思
念
の
脈
動
と
し
て
伝
え
る
か
に
雀
る
。
託
の
た
め
に

は
「
思
想
」
を
「
教
訓
」
へ
’
と
下
落
さ
。
せ
な
’
い
よ
う
修
辞
上
の
能
弁
に
流
れ
ず
、
心
に
魂
と
し

て
生
け
る
理
念
追
求
の
歩
み
を
慎
重
に
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
故
に
詩
学
は
こ
こ
で
敢
て
存
在

論
と
か
認
識
論
と
言
い
得
る
哲
学
知
あ
る
い
は
形
而
ド
ー
学
知
の
領
域
に
踏
み
込
ん
で
ゆ
く
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。



四
四

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
六
巻
　
（
一
九
八
七
年
）
　
人
文
科
学

〔
こ

ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明

　
剛
　
序
　
　
言
‘

　
ま
学
辞
孵
の
類
や
抒
情
詩
魁
の
叙
述
に
よ
る
と
、
ハ
ラ
ー
（
一
七
〇
八
年
一
七

七
年
ブ
の
詩
歌
は
「
教
訓
詩
（
Ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
と
か
Ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
）
ｊ
と
命
名
さ

れ
て
い
ぷ
。
す
る
と
読
者
の
中
に
社
、
こ
の
命
名
だ
け
に
よ
り
早
合
点
し
て
、
説
教

臭
い
道
徳
家
の
雄
弁
を
想
い
浮
が
べ
て
し
ま
う
人
も
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
実
Ｕ
私
。
も

’
そ
の
Ｉ
人
だ
っ
人
・
４
　
か
’
も
最
初
袷
私
が
「
ハ
ラ
ー
皿
教
訓
瞳
「
ｒ
ｉ
９
９
ｇ
≒
」

　
と
い
・
う
命
名
に
触
れ
た
の
は
、
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
史
の
上
で
著
名
な
詩
論
「
素

・
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
」
（
一
七
九
五
年
－
九
六
年
）
で
あ
り
、
こ
の
詩
論
『

　
の
著
者
シ
ラ
ー
（
一
七
五
九
年
－
一
八
・
〇
五
年
）
は
相
当
に
厳
し
く
「
ハ
ラ
ー
の
教

　
訓
詩
」
を
批
判
し
て
い
る
。
ど
う
も
真
実
こ
の
厳
し
い
批
判
は
同
時
に
誰
よ
り
シ
ラ

　
ー
自
身
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
が
、
当
初
は
そ
の
脈
絡
が
読
み
取
れ
ず
、
「
抽

　
象
概
念
が
君
臨
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ａ
ｂ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｋ
ｔ
ｅ
　
Ｂ
ｅ
ｇ
ｒ
ｉ
ｆ
ｆ
　
ｈ
ｅ
ｒ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｔ
）
　
ｊ
し
「
分
別
悟
性
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
）

　
が
感
受
性
(
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
)
を
支
配

づ
）

し
て
い
る
「
ハ
ラ
ー
の
教
訓
詩
」
で
は
、

　
（
従
っ
て
作
者
が
概
ね
表
現
よ
り
教
訓
を
事
と
し

づ
）
で
ヽ
「
美
に
ま
で
高
ま
゜
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
　
　
　
く
だ
り

と
は
稀
有
か
皆
無
で
あ
っ
た
」
と
い
う
件
な
ど
読
ん
だ
折
に
は
、
作
品
そ
の
も
の

に
直
接
触
れ
よ
う
と
も
せ
ず
、
シ
ラ
ー
の
権
威
と
雄
弁
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
の
が
現
状
で
あ
っ
た
。

　
但
し
気
に
な
っ
て
い
た
事
は
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
が
好
ん
で
ハ
ラ
ー
に
言
及
す

る
点
で
あ
っ
た
。
殊
に
カ
ン
ト
は
ハ
ラ
ー
を
「
ド
イ
ツ
語
圏
の
詩
人
の
う
ち
で
最
も

崇
高
な
詩
人
(
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
　
ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
　
)
　
ｊ
と
絶
讃
し
ヽ

か
の
大
著
「
純
粋
理
性
批
判
」
（
初
版
一
七
八
一
年
、
六
一
三
頁
）
で
、
「
永
遠
を
、

か
く
も
畏
怖
と
崇
高
に
み
ち
て
（
ｓ
ｏ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｄ
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
　
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
　
)
　
ハ
ラ
ー
の
よ
う

　
に
描
く
心
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
小
論
理
学
(
Ｅ
ｎ
ｚ
ｙ
ｋ
ｌ
ｏ
ｐ
ａ
ｄ
ｉ
ｅ
　
)
ｊ

　
（
一
八
三
〇
年
）
で
も
、
こ
の
ハ
ラ
ー
の
代
表
作
「
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
詩
」
（
一

　
七
竺
六
年
）
か
ら
「
神
の
無
限
（
Ｕ
ｎ
ｅ
ｎ
ｄ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｓ
　
）
に
関
す
る
有
名
な
記

　
述
描
写
づ
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
蓋
し
、
こ
の
哲
学
者
た
ち
に
詩
才
更
乏
し
い
占

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
Ｓ

　
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
抒
情
よ
り
も
教
訓
へ
と
傾
く
学
究
の
姿
勢
の
帰
結
と
し
て
、
こ

　
の
脈
絡
を
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
哲
学
書
で
は
「
抽
象
概
念
が
支
配
」

　
し
「
分
別
悟
性
が
感
受
性
に
君
臨
」
す
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
だ
が
、
文
才
あ
る
レ
フ
ン
ン
グ
（
一
七
二
九
年
１
八
一
年
）
の
場
合
は
、
シ
ラ
．
Ｉ

　
と
同
じ
く
ハ
ラ
ー
に
対
し
て
厳
し
い
。
例
え
ば
美
学
芸
術
論
文
「
ラ
オ
コ
オ
ン
」
（
一

　
七
六
六
年
）
第
十
七
章
で
は
、
。
ハ
ラ
ー
の
著
名
な
自
然
詩
「
・
ア
ル
ペ
ン
山
脈
」
（
一

、
七
二
九
年
）
の
植
物
描
写
（
初
版
・
第
三
八
節
、

‘ 決
定
版
・
第
三
九
節
）
『
が
話
題
と
。

　
さ
れ
る
。
　
　
　
―
一
　
　
　
　
　
　
　
　
゛
｀
　
　
　
　
　
　
　
！
’
い
　
　
　
八

｀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
　
’
　
゜
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
¨
゛
　
　
‘
　
゛
ヽ

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

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

　
　
　
い
装
飾
や
、
植
物
の
生
活
の
高
尚
め
か
し
た
表
現
や
、
外
面
の
美
を
た
だ
の
入
れ
物
に
し

　
　
　
て
い
る
内
的
完
全
性
の
発
展
な
ど
を
ひ
た
す
ら
重
視
し
て
、
美
そ
の
も
の
と
か
、
画
家
や

　
　
　
詩
人
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
こ
と
の
で
勁
る
形
象
の
鮮
か
さ
や
迫
真
性
の
程
度
な
ど
は
、

　
　
　
あ
ま
り
顧
み
な
か
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。

　
た
と
え
哲
学
史
上
の
両
雄
が
い
く
ら
親
し
み
を
こ
め
て
言
及
し
た
と
て
、
所
註
は
文

　
芸
上
の
達
人
た
ち
に
よ
り
ハ
ラ
ー
は
見
限
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
風
に
私
は
判
断
し

　
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
と
こ
ろ
が
「
外
面
の
美
」
の
み
な
ら
ず
、
「
内
的
完
全
性
の
発
展
」
（
註
（
８
）
）

　
に
お
い
て
も
瞳
目
す
べ
き
「
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
」
（
一
八
〇
〇
年
－
○
一
年
）
と
い

　
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
（
一
七
七
〇
年
一
一
八
四
三
年
）
の
思
想
詩
で
話
題
と
な
る
キ
リ

　
ス
ト
像
を
考
量
し
つ
（
心
）
ヽ
西
欧
精
神
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
全
体
ど
う
も
「
罪
」

　
や
「
悪
」
の
問
題
が
無
視
で
き
ぬ
よ
う
だ
と
思
い
始
め
た
時
、
ハ
ラ
ー
の
全
六
〇
六

　
句
に
亙
る
長
詩
「
悪
の
根
源
に
つ
い
て
」
（
一
七
三
四
年
）
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（
一



六
四
六
年
－
一
七
ニ
八
年
）
　
の
「
弁
神
論
（
Ｈ
ｇ
ｏ
ｌ
ｌ
）
」
（
一
七
一
〇
年
）
と
並

ん
で
私
の
関
心
を
牽
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
ハ
ラ
ー
唯
一
の
詩
集
「
ス
イ
ス
詩

歌
の
試
み
（
　
Ｙ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
e
i
ｚ
ｅ
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
）
　
ｊ
　
　
　
（
初
版
一
七
三
二
年
゛
　
の

諸
詩
篇
に
直
接
触
れ
驚
い
た
こ
と
に
は
、
単
な
る
教
訓
詩
人
に
留
ま
ら
ぬ
思
想
詩
人

シ
ラ
ー
の
先
駆
者
が
こ
こ
に
い

‘
る
と
い
う
発
見
で
あ
っ
た
。
。
確
か
に
名
著
「
ド
イ
ツ

文
学
史
‘
　
で
マ
ル
テ
｛
イ
ー
ニ
が
、
’
「
彼
と
と
も
に
あ
の
力
強
い
思
想
詩

　
(
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
）
が
始
ま
り
、
そ
れ
は
シ
ラ
ー
に
お
い
て
円
熟
の
域
に
達

し
た

い
ｎ
）

と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
つ
。
ま
り
ハ
ラ
ー
と
シ
ラ
ー
と
は
本
質
上
分

か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
前
掲
の
「
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
」
の
論

述
（
註
（
３
）
－
（
４
）
）
で
シ
ラ
ー
は
ハ
ラ
ー
に
託
し
て
、
実
は
同
時
に
厳
し
い
自

己
批
判
の
試
み
を
企
て
、
・
自
ら
の
詩
作
の
限
界
を
突
き
破
ろ
う
と
し
て
い
る
と
言
う

こ
と
で
あ
る
。

　
’
と
こ
ろ
で
ヽ
ド
イ
ツ
抒
情
思
想
詩
（
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
ｒ
i
k
　
1

2
）

生
育
の
歩
み
は
ヽ
「
ギ
リ

シ
ア
の
神
々
」
初
稿
（
一
七
八
八
年
）
や
「
芸
術
家
」
（
一
七
八
九
年
）
と
か
「
幽

魂
の
国
」
（
［
七
九
五
年
］
や
「
エ
。
シ
ゲ
イ
オ
ン
」
（
一
七
九
五
年
）
な
ど
一
連
の
壮

年
期
シ
ラ
ー
。
の
長
詩
を
盛
夏
の
如
き
繁
茂
の
証
左
と
し
、
や
が
て
「
パ
ン
と
ぶ
ど
’
う

酒
」
や
「
平
和
の
祝
祭
‘
（
一
八
〇
一
年
）
な
ど
円
熟
期
ヘ
ル
ダ
ー
’
リ
ン
の
雄
篇
に

お
い
て
言
わ
ば
収
穫
の
秋
を
迎
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
春
の
曙
な
す
抒
情
詩

歌
を
何
処
に
見
る
’
か
で
あ
る
が
、
当
の
シ
ラ
ー
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
共
に
模
範
と
し

て
尊
敬
し
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
先
駆
者
は
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
（
一
七
二
四
年
－
一

八
〇
三
年
）
　
で
あ
っ
た
。
　
　
　
。
　
ｊ

そ
れ
は
ゼ
ン
ダ
ロ
ス
の
雄
飛
を
追
う
脆
弱
な
飛
躍
な
の
か
？
　
そ
れ
は
　
　
　
　
　
　
（
３
）

‘
ク
ロ
プ
シ
．
ユ
ト
ッ
ク
の
偉
容
(
Ｋ
ｌ
ｏ
ｐ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｋ
ｓ
ｇ
ｒ
Ｏ
Ｂ
乙
を
求
め
る
奮
闘
努
力
な
の
か
ら

　
　
（
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
「
わ
が
決
意
」
一
七
八
七
年
頃
、
第
三
節
、
第
十
一
句
－
第
十
二
句
）

ド
イ
ツ
の
詩
人
は
此
所
で
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
歌
人
と
肩
を
並
べ
る
迄
に
至
る
。
正
に

四
五
　
　
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
－
Ｉ
ハ
ラ
ー
「
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
」
　
（
高
橋
）
’

当
の
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
こ
そ
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
歴
史
に
お
い
て
、
言
わ
ば
妙
な
る

麗
し
の
五
月
（
Ｗ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
Ｏ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ａ
ｔ
　
Ｍ
ａ
ｉ
）
を
彩
る
抒
情
詩
人
と
看
倣
さ
れ

得
よ
う
。

　
・
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
関
心
圏
か
ら
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
詩
歌
を
瞥
見
す
る
と
、
ク
ロ
プ

シ
ュ
ト
ッ
ク
と
シ
ラ
ー
の
生
彩
が
余
り
強
す
ぎ
て
、
他
の
詩
人
た
ち
は
そ
の
影
に
隠

れ
て
し
ま
う
。
あ
た
か
も
思
念
溢
れ
る
シ
ラ
ー
の
雄
篇
の
燦
然
た
る
輝
き
の
下
で
ゲ

ー
テ
の
体
験
詩
や
自
然
詩
が
色
槌
せ
て
し
ま
う
よ
う
匹
）
ヽ
カ
ン
ト
に
よ
り
「
最
も

崇
高
な
ド
イ
ツ
詩
人
」
（
註
（
５
）
）
と
ま
で
称
讃
さ
れ
た
ハ
ラ
ー
の
姿
と
て
「
ク
ロ

プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
偉
容
」
に
完
全
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
シ
ラ

ー
の
「
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
ハ
ラ
ー
が
「
理
念
に
よ

り
わ
れ
わ
･
５

Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
　
)
　
ｊ

論
述
が
興
味

れ
を
感
動
さ
せ
る
』
）

い
わ
ゆ
る
「
情
感
詩
人
(
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
a
l
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

の
代
表
と
し
て
少
な
か
ら
ず
言
及
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の

深
い
の
は
、
前
述
の
如
く
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
や
ハ
ラ
ー
と
並
ん
で

実
は
言
外
に
自
ら
自
身
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
シ
ラ
ー
が
筆
を
走
ら
せ
て
い

占
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
ら
と
本
質
上
異
質
な
「
素
朴
詩
人
(
　
ｎ
ａ
ｉ
ｖ
ｅ
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
　
)

る
L｡

詩
の
傍
系
と
言
え
よ
う
。
他
方
「
取
り
扱
う
概
念
を
純
粋
か
つ
完
全
に
理
念
『
Ｆ
乙

へ
と
引
き
上
げ
た
が
如
き
詩
歌
』
）
こ
そ
ヽ
’
本
論
が
目
指
す
本
来
の
思
想
詩
と
考
え

ら
れ
る
。
例
え
ば
前
者
な
ら
・
「
西
東
詩
集
」
（
一
八
一
九
年
）
所
収
の
ゲ
ー
テ
（
一

七
四
九
年
１
一
八
三
二
年
）
の
代
表
作
’
「
至
福
へ
の
憧
れ
（
Ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｈ
ｎ
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
　
）
ｊ

を
論
じ
る
が
如
き
対
象
化
さ
れ
た
客
体
が
話
題
な
の
。
で
は
な
く
て
、
論
者
シ
ラ
ー
自

身
と
内
奥
で
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
た
詩
歌
の
本
質
が
探
求
さ
れ
表
現
さ
れ
ん
と
し

て
い
る
故
に
、
叙
述
内
容
は
常
な
ら
ぬ
緊
張
と
重
量
を
増
し
、
厳
し
い
批
判
と
同
時

に
高
い
要
請
が
詩
業
に
対
し
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
思
想
そ
の
も
の
が
詩
歌
象
徴
(
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
　
ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
　
）
　
ｊ
と
な
る
の

を
シ
ラ
ー
は
究
極
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
二
様
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、

ゲ
ー
テ
の
抒
情
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
取
り
扱
う
概
念
を
純
粋
か
つ
完
全
に
個

性
こ
ｎ
ｄ
ｉ
ｖ
i
d
ｕ
a
l
i
ｔ
ａ
乙
　
へ
と
引
き
下
げ
た
が
如
き
詩
歌

『
で
あ
り
ヽ
こ
れ
は
思
想



四
六

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
六
巻
　
（
一
九
八
七
年
）
　
人
文
科
学

（
一
八
一
四
年
）
や
「
再
会
（
Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
　
）
ｊ
（
一
八
一
五
年
）
を
、
後
者
な
ら

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
生
の
な
か
ば
（
Ｈ
ａ
ｌ
ｆ
ｔ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
　
）

ｊ
（
一
八
〇
二
年
－
○

三
年
）
や
「
追
想
(
Ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
）
ｊ
（
一
八
〇
三
年
）
を
筆
頭
に
挙
げ
る
こ
と
が
で

χ
、
る
。

　
当
該
の
ハ
ラ
ー
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
、
シ
ラ
ー
が
思
想
詩
人
と
し
て
歩
む
道
は

自
ず
と
後
者
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
作
品
へ
と
繋
が
り
、
こ
の
三
者
の
労
作
は
十
八
世
紀
’

ド
イ
ツ
思
想
詩
生
育
の
多
彩
な
展
開
を
示
す
。
そ
し
て
然
か
る
べ
き
思
想
詩
人
の
課

題
を
、
シ
ラ
Ｌ
の
当
論
文
は
相
当
明
確
に
意
識
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
こ
の
「
素

朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
ハ
ラ
ー
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

叫
「
１
　
飢
へ
ぐ
飛
島
√
か
「
力
と
深
さ
と
悲
壮
な
厳
粛
５
　
」
ぢ
る
い
牡
「
偉
大
丿
取

情
凱
ヽ
崇
良
一
な
ど
’
の
賛
辞
の
。
み
な
ち
’
ず
、
「
抽
象
概
念
が
君
臨
」
（
註
（
３
）
）
七
Ｉ
「
分
、

別
悟
性
が
感
受
性
を
支
配
し
（
註
♀
）
）
あ
ゐ
い
は
「
詩
歌
芸
術
（
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
k
i
i
n
ｓ
ｔ
）
は
概
念

の
領
域
や
外
別
悟
性
の
世
界
で
は
繁
栄
で
き
な
゛
心
）
な
。
ど
と
。
い
う
批
判
鴛
程
ｔ
・

の
差
こ
そ
あ
れ
皆
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
や
シ
ラ
ー
自
身
に
も
悉
く
あ
て
は
ま
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
三
者
の
う
ち
で
ハ
ラ
ー
（
一
七
〇
八
年
生
）
の
活
躍
時
期
が
最
も
早
い
。
既

に
一
七
三
〇
年
代
に
ス
イ
ス
人
ハ
ラ
ー
は
ド
イ
ツ
語
圏
で
著
名
な
詩
人
と
な
っ
た
。

そ
の
後
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
（
一
七
二
四
年
生
）
は
一
七
五
〇
年
頃
に
、
七
フ
ー
（
一

七
五
九
年
生
）
は
一
七
八
〇
年
代
に
文
壇
に
頭
角
を
現
わ
す
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て

ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
期
を
一
七
三
〇
年
代
と
し
、
ハ
ラ
ー
の
詩
集
「
ス
イ
ス
詩
歌

の
試
み
」
再
版
（
一
七
三
四
年
）
を
そ
の
確
証
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

こ
の
黎
明
期
‐
ハ
ラ
ー
の
成
果
を
、
十
六
世
紀
の
ル
タ
ー
と
十
七
世
紀
の
オ
ー
ピ
ッ
ツ

の
業
績
に
比
す
る
ほ
ど
「
詩
歌
の
言
葉
（
ｇ
Ｊ
°
ｉ
ｇ
’
゛
゜
ｌ
以
）
」
と
し
て
称
揚

し
た
後
継
者
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
詩
歌
類
を
、
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
曙
光
を
彩
る
作

品
群
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
ハ
ラ
ー
か
ら
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク

を
へ
て
、
更
に
シ
ラ
ー
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
ヘ
と
雄
飛
す
る
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
歩
み

は
、
「
理
念
に
よ
り
れ
れ
わ
れ
を
感
動
さ
せ
る
」
（
註
（
1
5
）
）
と
言
わ
れ
る
一
筋
の

熟
慮
省
察
な
す
詩
作
の
道
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
、
シ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
成
果

を
理
解
す
る
上
で
も
、
ま
ず
ハ
ラ
ー
の
「
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
」
を
留
意
し
て
お
く

の
が
有
益
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
こ
れ
は
詩
人
自
身
の
控
え
目
な
言
葉
通
り
「
試

み
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
　
）ｊ
（
註
（
一
…
一
）
）
、
ハ
ラ
ー
白
身
の
も
う
Ｔ
つ
の
母
国
語
な
ら
エ
セ
ー

　
（
ａ
巴
）
と
か
習
作
（
ｌ
ｌ
）
あ
る
い
は
実
験
(
ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
)
と
言
う
所
で

あ
ろ
う
が
、
こ
の
試
金
石
を
礎
と
し
て
以
後
十
八
世
紀
の
数
十
年
に
亙
り
内
面
性
豊

か
な
ド
イ
ツ
思
想
詩
が
綿
々
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
円
熟
期
に
至
る
ま
で
歌
い
継
が
れ
、

西
暦
十
八
・
十
九
世
紀
の
転
換
期
に
ま
で
彩
り
豊
か
に
継
承
発
展
さ
れ
よ
う
な
ど
と

　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
　
　
　
　
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

は
、
恐
ら
く
「
試
み
」
た
ハ
ラ
ー
自
身
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
河
・



註

m

-

Ｗ

解ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明

は
じ
め
に

※
歴
史
批
判
版
ド
イ
ツ
国
民
文
学
、
第
四
一
巻
、
第
二
分
冊
（
フ
ラ
イ
編
）
　
一
八
八
五
年

　
頃
、
三
修
社
写
真
複
刻
一
九
七
四
年
、
ハ
ラ
ー
選
集
、
九
一
頁
。
ハ
ラ
ー
詩
選
（
註
（
５
）
）

　
五
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
’

　
　
神
の
心
の
中
に
は
完
璧
な
計
画
が
あ
り
、

　
　
そ
れ
は
被
造
物
の
幸
福
に
反
し
も
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
・
　
。
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
四
一
句
一
二
句
）

　
当
フ
ラ
イ
編
九
一
頁
脚
註
に
も
、
ま
た
エ
ル
シ
ェ
ン
ブ
ロ
イ
ヒ
編
「
ハ
ラ
ー
詩
選
」
（
註

　
（
５
）
）
の
五
八
頁
の
脚
註
に
も
、
当
該
の
詩
語
に
関
し
て
「
見
取
図
（
Ｑ
「
目
～
已
、
’

　
計
画
（
！
§
）
」
と
説
明
が
附
し
て
あ
る
。

　
倒
　
序
　
　
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　
（
１
）
　
マ
イ
ヤ
ー
文
学
辞
典
、
再
版
、
一
九
七
〇
弗
、
三
七
六
頁
。
「
教
訓
詩
(
Ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
)

　
　
と
政
治
小
説
が
ハ
ラ
ー
の
創
作
の
核
心
を
な
し
て
。
い
る
。
」

　
（
２
）
ダ
ル
プ
叢
書
ル
ー
ド
ル
フ
ー
ハ
ラ
ー
著
「
ド
イ
ツ
抒
情
詩
史
Ｊ
第
一
巻
（
一
九
六
七

　
　
年
）
、
第
一
篇
「
啓
蒙
時
代
」
、
薦
四
章
「
教
訓
詩
（
ｒ
可
９
・
Ｆ
Ｉ
）
」
（
二
二
八
頁
１

　
　
二
四
三
頁
）
　
の
後
半
（
二
三
五
頁
一
二
四
三
頁
）
は
当

‘ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
ー
ハ
ラ
ー
に
関

　
　
す
る
叙
述
で
あ
る
。

　
（
３
）
　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
版
シ
ラ
ー
全
集
、
第
二
〇
巻
、
一
九
六
二
年
、
四
五
三
頁
。

　
（
４
）
　
右
記
（
註
（
３
）
）
第
二
〇
巻
、
四
五
四
頁
。

　
（
５
）
　
カ
ン
ト
【
天
界
の
一
般
自
然
史
と
理
論
こ
一
七
五
五
年
】
第
二
部
、
芦
北
障
。
ズ
ー

　
。
。
ル
カ
ン
プ
版
十
二
巻
作
品
集
、
・
第
一
巻
、
一
九
六
八
年
、
三
三
五
頁
。
学
士
院
版
作
品

　
　
集
（
註
（
６
）
）
、
第
一
巻
、
三
一
四
頁
。

　
　
※
力
お
レ
ク
テ
、
ム
文
庫
版
「
ハ
ラ
ー
詩
選
（
ヒ
ル
ツ
ェ
ル
編
一
八
八
二
年
版
「
ハ
ラ
ー
詩

　
　
集
」
に
依
る
）
」
‘
（
一
九
六
五
年
）
の
「
結
語
」
（
エ
ル
ジ
ェ
ン
ブ
ロ
イ
ヒ
著
）
に
ば
、
「
八

四
七
　
　
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
黎
明
－
ハ
ラ
ー
「
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
」
’
（
高
橋
）

　
ラ
ー
は
カ
ン
ト
に
と
り
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
あ
ら
ゆ
る
詩
人
の
う
ち
で
最
も
崇
高
(
Ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ

　
ｆ
ｕ
ｒ
　
Ｋ
ａ
ｎ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
｡
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
t
ｅ
　
ｕ
ｎ
t
ｅ
ｒ
　
ａ
ｌ
ｉ
ｅ
ｎ
　
t
o
i
t
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
t
ｅ
ｒ
ｎ
"
　
)
ｊ
（
一
一
四
頁
）
　
と

　
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
他
に
プ
ロ
イ
セ
ン
学
士
院
版
カ
ン
ト
全
集
（
第
一
部
、
第
一
巻
、

　
一
九
一
〇
年
、
三
一
四
頁
）
に
も
カ
フ
ソ
ー
ラ
版
カ
ン
ト
作
品
集
（
第
一
巻
、
ブ
ー
ヘ
ナ
ウ

　
編
、
一
九
一
二
年
、
三
一
七
頁
）
に
も
、
「
あ
ら
ゆ
る
（
巴
ｉ
）
」
で
は
な
く
定
冠
詞
（
｀
§
）

　
で
「
ド
イ
ツ
語
圏
、
の
詩
人
の
う
ち
で
最
も
崇
高
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
　
ｕ
ｎ
t
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
-

　
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
　
)
ｊ
と
あ
り
、
し
か
も
各
々
の
異
本
校
合
（
五
五
八
頁
と
五
三
一
頁
）

　
に
別
例
が
見
当
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
右
記
レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
で
の
引
用
は
不
正
確
と
考
え

　
ら
れ
る
。
因
み
に
文
庫
版
一
一
四
頁
に
は
残
念
な
が
ら
、
典
拠
も
当
の
カ
ン
ト
の
著
作
「
天

　
界
の
一
般
自
然
史
と
理
論
」
の
名
も
渫
吋
』
れ
・
て
い
’
な
い
。
　
　
　
　
　
≒

（
６
）
　
カ
ン
ト
作
品
集
、
プ
ロ
イ
セ
ン
学
士
院
版
に
依
る
写
真
複
刻
版
、
・
一
九
六
八
年
、
第

　
三
巻
、
四
〇
九
頁
。
「
純
粋
理
性
批
判
」
再
版
二
Ｉ
七
八
七
年
、
六
四
一
頁
。

（
７
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
作
品
集
、
一
八
三
二
年
－
四
五
年
版
を
底
本
、
一
九
六
九
年
一
七
】
年
（
索

　
引
は
一
九
七
九
年
）
、
第
八
巻
、
二
二
〇
頁
。
第
一
〇
四
節
の
補
遺
二
。
’

　
※
な
お
「
大
論
理
学
」
（
一
八
一
二
年
）
第
一
書
、
命
一
篇
、
第
二
章
、
Ｃ
の
ｂ
（
右
作

　
品
集
、
第
五
巻
、
二
六
六
頁
）
に
も
当
詩
節
が
引
用
。
　
　
　
　
　
　
　
ト

（
８
）
　
レ
ッ
シ
ン
グ
作
品
集
、
一
九
二
五
年
刊
二
五
部
作
品
集
に
依
る
写
真
複
刻
版
、
一
’
九

　
七
〇
年
、
第
四
巻
（
第
四
部
）
、
三
六
八
頁
。
岩
波
文
庫
「
ラ
オ
コ
オ
ン
」
斎
藤
栄
治
訳
、

　
　
一
九
七
〇
年
、
二
Ｉ
一
四
頁
１
二
Ｉ
五
頁
。

（
９
）
　
筆
者
の
別
｀
り
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
－
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」

　
（
一
九
八
四
年
度
／
八
五
年
度
／
八
六
年
度
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
三
三
巻
／

　
第
三
四
巻
／
第
三
五
巻
、
人
文
科
学
篇
、
一
三
頁
一
七
二
頁
／
一
頁
一
七
二
頁
／
一
頁

　
－
六
六
頁
所
収
、
一
九
八
五
年
三
月
／
八
六
年
三
月
／
八
六
年
十
二
月
刊
）
参
照
。
プ

（
迎
「
ハ
ラ
ー
詩
選
」
（
註
・
（
５
）
）
　
の
「
結
語
」
に
’
見
ら
れ
ゐ
よ
う
に
、
通
例
は
語
頭
を

　
小
文
字
に
し
て
形
容
詞
部
(
ｓ
ｃ
ｈ
ｗ
e
i
ｚ
ｅ
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
)
が
表
記
（
九
八
頁
）
さ
れ
る
が
、
一
別
レ

　
グ
ラ
ム
文
庫
版
「
詩
歌
と
解
釈
(
Ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
I
n
t
ｅ
ｒ
ｐ
ｒ
ｅ
t
ａ
t
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
　
)
ｊ
第
二
巻
「
啓

　
蒙
主
義
と
疾
風
怒
濤
」
【
】
九
八
三
年
）
　
の
七
一
頁
、
お
よ
び
メ
ッ
ツ
ラ
ー
研
究
叢
書

　
　
(
Ｓ
ａ
ｍ
ｍ
ｌ
ｕ
ｎ
ｇ
　
Ｍ
ｅ
ｔ
ｚ
l
e
ｒ
)
第
五
七
巻
ヽ
「
ハ
ラ
ー
」
（
一
一
九
六
七
年
）
　
の
三
三
頁
か
ら
三

　
四
頁
に
か
け
て
の
記
載
に
よ
る
と
、
原
典
は
初
版
（
一
八
三
二
年
）
か
ら
第
十
一
版
（
一

　
七
七
七
年
）
に

‘至
る
ま
で
全
て
形
容
詞
部
が
語
頭
を
大
文
字
表
記
に
し
て
い
る
こ
と
が

　
解
か
る
。
な
お
右
レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
「
ハ
ラ
ー
詩
選
」
の
「
結
語
」
に
見
ら
れ
る
「
ス

　
イ
ス
詩
歌
の
試
み
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｃ
ｈ
w
e
i
ｚ
ｅ
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｎ
　
)
ｊ
の
中
に
あ
る
表
記
「
詩

　
歌
（
Ｑ
ｌ
ｉ
ｌ
）
Ｌ
は
、
右
メ
″
ツ
ラ
ー
研
究
叢
書
「
ハ
ラ
ー
」
の
三
三
頁
に
記
載
さ

　
れ
た
初
版
「
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ
ｃ
ｈ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｗ
e
i
ｚ
ｅ
ｒ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
t
ｅ
ｎ
　
)
ｊ
と
あ



四
八

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
三
十
六
巻
　
（
一
九
八
七
年
）
　
人
文
科
学

　
　
る
中
の
。
「
詩
歌
（
ｏ
＆
ｉ
’
ｇ
）
」
を
念
頭
に
置
い
。
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
誤
植
と
は
判

　
　
断
さ
れ
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
詳
細
は
右
メ
ッ
ツ
ラ
ー
叢
書
「
ハ
ラ
ー
」
の
三
三
頁
以
下
を

　
　
参
照
。

（
Ｕ
　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
「
ド
イ
ツ
文
学
史
‘
第
十
七
版
（
一
九
七
八
年
）
よ
り
共
訳
、
三
修

　
　
社
、
一
九
七
九
年
、
一
六
二
頁
、
尾
崎
盛
景
訳
。
原
著
、
第
六
版
、
一
九
七
二
年
、
一

　
。
八
一
頁
。

（

1 2
）
　
こ
の
際
に
「
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
」
（
一
八
〇
〇
年
１
０
一
年
）
成
立
背
景
に
横
た
わ
る
、

　
　
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
（
一
七
七
二
年
－
一
八
〇
一
年
）
の
「
夜
の
讃
歌
」
（
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄

　
　
弟
編
「
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
」
一
八
〇
〇
年
）
も
、
内
容
の
上
か
ら
一
聡
の
思
想
詩
と
し
て

　
　
逸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
※
と

‘ こ
ろ
で
「
思
想
詩
(
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
ｒ
i
k
　
)
ｊ
　
　
-
＾
は
シ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
用
語

　
で
ぱ
な
く
、
前
者
な
ら
前
述
の
言
葉
で
「
教
訓
ｆ
ｆ
ｉ
　
　
(
　
Ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
)

ｊ
（
註
・
（
３
）
）
と

　
言
っ
て
い
る
し
、
後
者

‐
の
場
合
に
は
一
八
〇
三
年
十
二
月
ヴ
ィ
ル
マ
ン
ス
宛
沓
簡
二
四
五

　
の
言
葉
で
「
祖
国
（
ド
イ
ラ
）
の
歌
(
ｖ
ａ
t
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ａ
ｎ
ｇ
)

ｊ
（
註
（
1
3
）
全
集
、

‘

第
六
巻
、
圓
一
三
六
頁
）
と
か
、
或
い
は

‘「
ド
イ
ツ
の
歌
(
Ｄ
ｅ
ｕ
t
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ａ
ｎ
ｇ
)

ｊ
第
二

。
０
句
の
言
葉
で
、
「
魂
の
歌
(
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
ｎ
ｇ
ｅ
ｓ
ａ
ｎ
ｇ
)

ｊ
（
全
集
、
第
二
巻
、
二
〇
二
頁
）
と
で

　
も
表
現
で
き
得
よ
う
。
実
は
当
の
用
語
法
に
関
し
て
は
ト
ド
ロ
フ
著
「
思
想
詩

　
　
(
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
ｒ
i
k
　
)
ｊ
（
一
九
八
〇
年
）
に
詳
し
く
、
副
題
を
「
十
九
世
紀
に
お
け
る
或

　
る
類
概
念
の
成
立
」
（
三
頁
）
と
附
す
る
こ
の
研
究
書
の
第
一
部
・
第
一
章
「
思
想
詩

　
－
一
九
五
〇
年
代
の
抒
情
詩
理
論
の
新
語
」
に
お
い
て
、
「
モ
ー
リ
。
ツ
ー
カ
リ
ェ
ー

　
レ
が
当
概
念
「
思
想
詩
」
を
初
め
て
定
着
さ
せ
た
」
（
一
三
頁
）
と
の
論
究
が
あ
り
、
話

　
題
の
カ
リ
ェ
ー
レ
著
「
詩
歌
の
本
質
と
諸
形
式
(
Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｗ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｓ
i
e
)
ｊ
（
一
九
五
四
年
）
を
著
者
ト
ド
ロ
フ
は
筆
頭
に
挙
げ
て
い
る
。

（

1 3
）
　
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
版
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
、
一
九
四
六
年
一
七
七
年
「
索
引
は

　
」
九
八
五
年
）
、
第
一
巻
、
二
八
頁
。

（

1 4
）
　
こ
の
こ
と
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
シ
ラ
ー
宅
で
ゲ
ー
テ
に
初
対
面
し
た
折
の
こ
と
が
良

　
　
く
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
七
九
四
年
十
一
月
ノ
イ
フ
ァ
ー
宛
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
書
簡
八

　
　
九
の
叙
述
「
全
集
、
第
六
巻
、
」
四
〇
頁
）
に
よ
る
と
、
詩
人
は
ゲ
ー
テ
の
名
を
シ
ラ
ー

　
　
に
告
げ
ら
れ
て
も
「
シ
ラ
ー
に
全
身
全
霊
で
(
ｅ
ｉ
ｎ
ｚ
i
g
　
i
m
　
Ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ａ
ｕ
Ｂ
ｅ
ｒ
ｎ
　
m
i
t

　
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｎ
　
ｂ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
i
g
ｔ
）
」
あ
り
、
「
表
情
に
し
て
も
、
ま
た
時
間
が
た
と
う
と
声
に
し
て

　
／
も
、
格
別
な
も
の
を
予
感
さ
せ
な
か
っ
た
見
知
ら
ぬ
人
(
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｍ
ｄ
ｅ
ｎ
｡
　
ｂ
ｅ
ｉ
　
ｄ
ｅ
ｍ

　
　
ｋ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｍ
ｉ
ｅ
ｎ
ｅ
｡
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｈ
ｅ
ｒ
　
ｌ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
　
ｋ
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｌ
ａ
ｕ
t
　
ｅ
t
w
ａ
ｓ
　
ｂ
ｅ
ｓ
ｏ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｓ
　
ａ
ｈ
ｎ
ｄ
ｅ
ｎ
　
l
i
e
B
）
」
、

　
　
つ
ま
り
初
対
面
の
ゲ
ー
テ
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
。

（

1 5
）
　
シ
ラ
ー
全
集
（
註
（
３
）
）
第
二
〇
巻
、
四
五
二
頁
。

へ
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一一

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

シ
ラ
ー
全
集
（
註
（
３
）
）
第
二
〇
巻
、
四
五
三
頁
。

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

シ
ラ
ー
全
集
（
註
（
３
）
）
第
二
〇
巻
、
四
五
三
頁
。

（
2
0
）
　
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
「
詩
歌
の
言
葉
に
つ
い
て
」
（
「
北
方
の
監
視
人
」
一
七
五
八
年

　
刊
）
。
パ
ン
サ
ー
版
「
作
品
選
集
」
一
九
六
二
年
、
一
〇
二
四
頁
。

（
2
1
）
　
以
上
の
叙
述
で
取
り
扱
っ
た
ハ
ラ
ー
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
か
ら
シ
ラ
ー
、
ヘ
ル
ダ

　
ー
リ
ン
ヘ
と
至
る
思
想
詩
生
育
の
過
程
に
関
し
て
、
更
に
加
え
て
此
所
で
は
エ
ー
ヴ
ァ

　
ル
ト
ー
ク
ラ
イ
ス
１
　
（
一
七
一
五
年
一
五
九
年
）
の
「
春
（
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｆ
ｒ
Ｑ
ｈ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
)
ｊ
（
一
七

　
四
九
年
／
五
六
年
）
と
、
ウ
ー
ツ
（
一
七
二
〇
年
－
九
六
年
）
の
「
弁
神
論
(
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｄ
ｉ
ｃ
ｅ
ｅ
)
ｊ

　
（
一
七
五
五
．
年
）
に
言
及
し
て
お
き
た
い
’
例
え
ば
ク

が
「
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、

紀

にト
に
つ
い
て
は
、
シ
ラ
ー

よ
り
わ
れ
わ
れ
を
感
動

さ
’
せ
る
」
（
註
（
1
5
）
）
い
’
わ
ゆ
る
「
情
感
詩
人
」
（
註
（
1
6
）
）
の
三
巨
頭
の
一
人
と
し
て
、

。
「
ハ
ラ
ー
、
ク
ラ
イ
ス
ト
、
‐
ク
ロ
プ
シ
干
ト
｀
ツ
ク
に
の
‘
み
言
及
し
た
い
」
（
註
・
（
３
）
全
集
、

第
二
〇
巻
。
四
五
二
頁
）
’
と
の
旨
を
表
記
し
て
い
る
程
で
あ
勺
、
ｊ
ま
た
「
詩
人
が
自
作

に
つ
い
て
語
る
(
　
Ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
t
ｅ
ｒ
　
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
　
i
h
ｒ
ｅ
　
Ｄ
ｉ
　
ｃ
ｈ
t
ｕ
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
)
'
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ー
シ
ラ
ー
」
（
二

巻
本
、
一
九
六
九
年
）
゛
第
一
巻
に
収
め
ら
れ
た
カ
ー
ル
ー
フ
ィ
リ
ッ
プ
ー
コ
ン
ツ
（
一

七
六
二
年
一
一
八
二
八
年
）
の
述
懐
に
よ
る
と
、
「
シ
ラ
ー
自
身
の
深
遠
で
厳
粛
な
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あ
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工(1)18-21

18),,U'ebernaive und sentimentalische Dichtung":I NA 20. 454･. Vglン(1) 4)..
　Aufschwunりzu Ideen二‥　Kraft und Tiefe und eih pathetischer Ernst
　･j.　Er ist groB ，kiihn，feurig. erhaben; zur Schonheit aber hat er
　sich selten oder niemal s erhoben.
19),,Ueber naive und sentimentalische Dichtung": NA 20.453.
　die Dichtkunst　‥.　da sie im Reich der Begriffe Oder in der Verstan-
　　deswelt schlechterdings nicht gedeihen kann.

20)Klopstock 。Von der Sprache der Poesie"(。Der Nordische Aufseher" 1758):

Ausgewahlte Werke. Hrsg.:Schleiden, Karl. Mlinchen. Hanser. 1962.う｡1016-

1026.

　　Luther　　　・･,｡　　　Opitz　　‥.　　Ha･rier　　‥｡(S.1018)≒

　　Sie gehen auf dem Wege fort. den Luther, Opitz und Hailer (ich nenne

　　diese groBen Manner nicht ohne Ursache noch einmal) zuerst betreten

　　haben.　‥。(S.1024)

２１)゛Kleist, Ewald ChristianC1715-59)。Der Fruhling"(工749/56)

　　　　Vgl. ,,Ueber naive und sentimentalische Dichtung"：，NA 20.452.

　　　　　Unter Deutschlands Dichtern in dieser Gattung will ich hier nur

　　　　　Hallers, Kleists und Klopstocks erwahnen. Der Charakter ihrer

　　　　　Dichtung ist sentimentalisch;　durch Ideen ruhrヽen sie uns, nicht

　　　　　durch sinnliche Wahrheit, ・・。　　　(Vgl.(1)15))　　　‥

　　゛*Uz, Johann Peter(1720-96)。Theodicee”(1755) ･

　　　Vgl.。Dichter liber ihre Dichtungen. Friedrich Schiller"(2 Bande)

　　　　MUnchen. Heimeran. 1969. Bd.l. S.726-727.

　　　　　Karl Philipp Conz(1762-1827)

　　　　　工chhorte ofters aus seinem Munde ihn nicht nur die energische

　　　　　gedrangte Fulle der HallerscHen Lehrpoesien, die seinem eignen

　　　　　Tiefsinn und Ernst so sehr zusagten, riihmen. Auch von Uzens

　　　　　lyrischem Schwunge, besonders seiner Theodizee, der herrlichen

　　　　　Lehrode, die also beginnt：

　　　　　　　Mitsonnenrotem Angesichte ．

　　　　　　　Fliegich zur Gottheit auf, ein Strahl von ihrem Lichte

　　　　　　　Glanzt auf mein Saitenspiel, das nie erhabener klang　‥・　，

　　　　　sprach er mit dem grbflten Wohlgefallen und auflerte mehrere Male

　　　　　den Gedanken gegen mich, er hege den Entwurf, in einem ahnlichen

　　　　　Gedichte, als Pendant zu diesem, die Resultate der kritischen

　　　　　Philosophie, von der er damals ganz begeistert war, wie Uz es

　　　　　hier mit der Leibnizischen versuchte, in einer‘ Art Wettstreit

　　　　　darzustellen：　das Wagestuck, mit einem so vorzuglichen Kopfe

　　　　　wie Uz seine Kraft zu messen, reize ｉｈｎ！

　　　　　Schiller an Christian Gottfried Kbrner　　　Jena, 28.Februar 1793

　　　｀　　Ichweifl nicht, ob ich Dir schon davon geschrieben habe, dass ich

　　　　　damit umgehe eine Theodicee zu machen. Wo mbglich so geschieht es

　　　　　noch"dieses Fruhjahr, urn sie meinen Gedichten einzuverleiben, wovon

　　　　　ich diesen Sommer eine sehr schone Edition bei Crusius veranstalte.

　　　　　Auf die ･Theodizee freue ich mich sehr denn die neue Philo- ・(S.726/

　　　　　S.727) Sophie ｉｓｔ･gegen die Leibnitzische viel poetischer und ｈａｔ･

　　　　　einen weit grbfler･ｎKarakter. AuBer dieser Theodicee trage ich mich

　　　　　noch mit einem andern Gedicht‘，gleichfalls philosophischen Inhalts,

　　　　　wovon noch mehr zu erwarten ist. Aber davon kan ich Dir jetzt noch

　　　　　nichts schreiben. Erlauben eis meine Umstande so bring ich es auch

　　　　　noch in meine Sammlung･



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1(1)9-17

9)Takahas川, Katsumi: Hellas und Hesperien bei Holder!in - 。Seeliges

Griecheniand". In: Forschungsberichte der Universitat Kochi fiirs Jahr

1984/1985/1986. Bd.33/Bd.34/Bd.35. Geisteswissens'chaften. S.13-72/S.･1-72/

S.I-66. 1985/1986/1987,　　　　　　　　　　　＼，

10)Haner 。Die AT pen und ｡.. "((1)5)). Nachwort. S｡98.

　Versuch schweizerischer Gedichten　　ペダ　　　　　　'･

Vgl. ,,Gedichte und I nterpretati onen"(Stuttりart. RecTara-Universal-Biblio-

thek) Bd.2: Aufkiairung und Sturm und Drang. 1'983. S.67-!36:: Guthke, Karl.

Haller. Unvoll kommne Ode liber die Ewigkeit.いS.71.　　　　　　　尚

　Versuch Schweizerischer Gedichte.　･｡‘　　＼犬　丿

Vgl. Siegrist, Christoph:　Haller. Sammlung.Me･七zleか　Bd.57. Stuttgart.｡1967.

　Versuch Schweizerischer Gedichten. Bern ｡ ‥.i　1732｡, (S.33)

11 )Martini, Fritz: Deutsche Literaturgeschichte. V如しden Anfangen bis zur

Gegenwart. 6.Aufl . Stuttgart. Kroner. 1972レ斗砲悒　　　∧

　Haller　‥.　in groBen Lehrりedichten :‥･，　Mit ihm beginnt jene.

　machtvolle Gedankendichtung, die bei Schiller eine reife Vollendung

Vgl. StA((l)l3) 6. 436

. 2.Stuck. Berlin. 1800.　　　‾
:　。dashohe und reine Frohloken･ vaterlandischer Ge-

　Ｗ　　　　　■¶　■　　●　　　　　　　　１¶　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ・・・sange” ／ StA ２．２０２：。der deutsche　Dichter/Undトsine:t,｡.../ ...ソDen See-

lengesang./　‥。(。Deutscher Gesang” Ｖ．１７－２０)＼　。。　　　　　　　。．

Vgl. Todorow, Almut。Gedankenlyrik：　Die Ents七ehung eines Gattungsbegri ffs

im 19. Jahrhundert”Stuttgart. Metzler. 1980.工｡.Teil. Kap･工:　Gedankenlyrik

― ein Neologismus der Lyriktheorie der 50er Jahre..S.13.‘

　　Moriz Carriere hat den entsprechenden Begriff als erster fixiert. E『

　　mach七ｅin der zweiten Fassung seiner Untersuchung liber das Wesen der

　　Poesie, 1884, geltend, er habe langst vor Friedrich Theodor Vischer･･

　　―namlich 1854 in der ersten Fassung dieser Poetik‘- die Lyrik der

　　Betrachtung als Gedankenlyrik bezeichnet”，ｕりd Vischer habe diesen

　　Ausdruck dann in seiner Asthetik(1846-18ら7)トlediglich 。adoptirt".

　Vgl. S.125： 。Das Wesen ｕｎ(トdieFormen derj Poesie"(Leipzig工854) ,

13)Ho1der1in 。Mein Vorsatz" 3.Str. V.11ン12: Saimtliche Werke. Stuttgarter

Ausgabe; Kohlhammer. 1946-77(RegistGr 1985). Bdﾚ.1. S.28 (=StA i.. 28).

　　Ists schwacher Schwung nach Pindars Flug? ｊ球S卜　・１１

　Kampfendes Streben nach KlopstocksgroBe?t
14)Ho1derlin. Brief 89. Nov.1794: StA 6. 140.

１２

Auch bei Schiller war ich schon einigemale。 das erstemal eben nicht mit

Gliik. Ich trat hinein, wurde freundlich begruBt,. und merkte kaum im Hi n-

tergrunde einen Fremden, bei dem keine MienざI， auch nachher lange kein

Laut etwas besonders ahnden lies. Schiller riannte mich ihm, nannt' ihn

auch mir, aber ich verstand・seinen Nahmen りicht. Kalt, fast one einen

Blik aｕf丿hn beqriJBt ich ihrリu｢id ゛゛areihzig im lh･nern und AuBern mit
－　－･ａ－　　　ａ　　－●－．．　　･．　　＝　　●　．　　　■Ｉ　二　　　●　●I　●●　.Schillern bescha ftigt; deｒ･Fremde sprach lar!9e kein Wort･.

15)。Ueber naive utidsentimentalische Dichtung":･NA･ 20. 452.
durch Ideen riihren sie uns, .‥

16),,Ueber naive und sentimentalische Dichtung‘「:ﾄNA20. 436.
　Der Diとhter, sagte ich, ist entweder Natur,･Oder er wird sie suchen. Je-
　nes macht den naiven, dieses den sentimentalische引Dichter.
17)。Ueber naive und sentimentalische Dichtung":NA 20; 453.
　Noch, ich gestehe es, kenne ich kein Gedicht in dieser Gattung･，weder
　aus alterer noch neuerer Litteratur, welches den‘Beりriff, den es bear-
　beitet, rein und vollstandig entweder biS zur Individualitat herab Oder
　bis zur Idee hinaufgeflihrt ha'tte. ‥レDasjenige didaktische Gedicht,
　worinn der Gedanke seibst poetisch ware, uhd es auch bliebe. ist noch
　zu erwarten.
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工(1)5-8

Vgi. Haller uDie Alpen und andere Gedichte"(Stuttgart. Reclam-Universal-
Bibiiothek. 1965) auf der Textgrundiage der 。Haller Gedichte" hrsg. von
Ludwi g Hirzel (Frauenfeld 1882). Auswahl und Nachwort von Adalbert Elschen-

broich. S.114｡
　Haller fiir Kant der 。erhabenste unter alien deutschen Dichtern“ gewesen
v91 . Kant: Werke. 1 1 Bande. Hrs ｡:Cassirer, Ernst. Bd.1. Hrsg.:Buchenau,
Arthur. 1912. S.317. V91. S.531?LeSarten)｡
　der erhabenste unter den deutschen Dichtern
6)Kant 。Kritik der reinen Vernunft" 2.Auf1. 1787. S.641: Werke. Akademie-

Textausgabe. Unveranderter photomechanischer Abdruck des Teχtes dei･ von
der PreuBischen Akademie der Wissenschaften 1902 begonnenen Ausgabe von
Kants gesa㎜elten Schriften. Berlin. Gruyter. 1968. Bd.3. S.409.
　<;o1hct Hip FwinWpit 'in <;rhai･derhafterhaben sie auch ein Haller schil-　Seibst die Ewigkeit, so schauderhaft erhaben sie auch ein Haller schil-
　dern mag. macht lange den schwindelichten Eindruck nicht auf das Gemuth
　(。Kritik der reinen Vernunft" I.Aufi. 1781. S.613)
7)Hegel 。Enzyklopadie der philosophischen Wissenschaften" I.Teil: ,Die

Wissenschaft der Logik' §104. Zusatz 2: W.erke.-Auf der Te)くtgrundlageder
。Werke"(1832-45). Frankfurt am Main. Suhrkamp. 1969-71(Register 1979).

Bd.8. S.220.
　Wir finden z.B. bei Haller eine beruhmte Beschreibung der Unendlichkeit
　Gottes, worin es heifit:
　　Ich haufe ungeheure Zahlen,

Ｉ
９

　　Gebirge Millionen auf,

　　　　‥。　（。Unvollkommenes Gedicht Liber die Ewigkeit" 1736.　Ｖ，671:ｆ.）

　Hier haben wir also zunachst jenes bestandige Hinausschicken der Quant i-

　tat und naher der Zahl uber sich selbst, welches Kant als schauderhaft

　bezeichnet, worin indes das eigentlich Schauderhafte nur die Langweilig-

　keit sein diirfte, dafl bestandig eine Grenze gesetzt und wieder aufgeho-

　ben wird und man somi･ｔnicht von der Stelle kommt. Weiter fugt nun aber

　der genannte Dichter zu jener Beschreibung der schlechten Unendlichkeit

　treffend noch als SchluB hinzu：

　　Ich zieh sie ab, und du liegst ganz vor mir －　　　　　　　　　　　７４

　　　（゛。Versuch Schweizerischer Gedichte” １１.Aufl. 1777, V.75：

　　　Ich tilge sie, und du liegst ganz vor mir.

　　　　ｖｇ１･.DNL-Haller(工. Anmerkung *) S.lll/ Reclain-Hailer(l(l)5)) S.77)

　womit dann eben ausgesprochen wird, dafl das wahrhaft Unendliche nicht

　als eiri blofles Jenseits des Endlichen zu betrachten ist und daB wir, urn

　zum Bewufitsein desselben zu gelangen, auf jenen progressus in infinitum

　zu verzichten haben.

Vgl.　。Wissenschaft der Logik”(1812) I.Buch. ll.Abschn. 2.Kap.　C. b.：

　Werke. Bcl.5. S.266.

　8)Lessing 。Laokoon"{1766) Kap.XVII： Werke. Bongs Goldene Klassiker Bib-

liothek. 25 Teiie. 1925/1929/1935. Reprographischer Nachdruck: Hi ldesheim.

01ms. 25 Bainde. 1970ごBd.4(4.Teil). S.368.

　der Kunstrichter, der ihr dieses ubertriebene Lob erteilet. muB sie aus

　eiりem ganz faischen Gesichtspunkte betrachtet haben; er muB mehr auf

　die fremden Zieraten, die der Dichter darein verwebet hat ，auf die Er-

　hohung liber das vegetative Leben, auf die Entwickelung der innern Voil-

　!《ommenheiten, welchen die auBere Schonheit nur zur Schale dieriet, ais
　auf diese Schb'nheit selbst. und auf den Grad der Lebhaftigkeit und Ahn-

　lichkeit des Bildes, welches uns der Maler, und welches uns der ･Dichter

　davon gewahren kann, gesehen haben.



QUELLENNACHWEIS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ（１）１－５

　*Haller, Albrecht(1708-77)。Uber den Urspかung des iJbels"{1734)工.Buch.

V.131-14 2：　Deutsche National-Litteratur. His七brisch kr'itische Ausgabe.

41,Band. 2.Abteilung. Haller/Salis=Seewis. hがｓｇごV. Ado工ｆ Frey. Stuttgart/

Berlin. W.Spemann. ca.l885. Sansyusya. Neudruck 1974.　S.90-91.

　　０ Vater!　Rach゛und Hafl sind fern von deinem Herzen,　　　　　　”

　　｀Ｄｕ　hast nicht Lust an Oual, noch Freud ゛ａｎ unserりSchmerzen,　　　　　ヽ

　゛Ｄｕschufest nicht aus Zorn, die GiJte ･war der Grund,　　　　，’．

　　Weswegen eine Welt vor nichts den ｖｏｉヽzug fund!｀　プ　　ン　　Ｔ｡゛．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　ｌ　ｌ　　¶　　Du warest nicht allein, dem du Vergnligen" goねntest,-ご　’≒　‥　・１３５

　　Du hieBest Wesen sein, die ｄｕ’beglucken kbnntest,イ　　　　よ　　上

　　　　　　　　ｄ　　Φ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心ｊ　ｌ●　　．●　　．ｆ，　　　　　　　　　　　●　　｜　　Und deine Seligkeit, die aus dir selber･flieflt,　゛‥　ノ　　　　　　ト　Ｉ’

　　Schien dir noch seliger, so bald sie sich ’ergiefi七ずつ　S.90　　　　　　　　　ｉ

　　Wie da3, o Heiliger！ du dann die Welt erwahie七，＼　　S.91　　　　レ　　　・

　　Die ewig sundiget uねｄ ewig wird gequalet? へ∧｀　　　ノ･･　　ト　　　１４０　八丿

　≒War keiii vollkommner RiB im gbttlichen 翠色grifらう　　　　　　　　ノ　　ー

　　Dem der Geschbpfe Gluck nich七auch ehtgegenlief?し･．　≒　　　　．”　，･

　141. RiB, GrundriB, Plan.　　　　し　･．Ｉ ‘　　　≒／　，・　　　　， ：　’　‘

Vgl.　Reclam-Haller((l)･５））。S. 58‘：　ＲｉＢ‘ｚ　GrundriB;, Plan.　．　Ｉ　　い　　二　　　……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　÷　●k　　　j　　･.　，　　　　　大1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●(l)VORWORT　∧　　　　゛　・..･　　　.･，　　　.‘　‥‥‥　‥‥‥・　　‥，回

　1)Meyers Handbuch liber die Literatur. 2.Aufl. Mannheim. Bi bliogfaphi'sches

Institutパ970. S.376.　　　　　　　　　.y'二｀　　　　≒　　　ソ

　Haller　‥.　Lehrgedichte und Staatsromane machen im'wes･entr. sein
　dichter. Werk aus.　ブ　　　　　　　＼TIぺこ‥‥‥'ｊｌ　ｌ－

2)Haller, Rudolf: Geschichte der d･eutschen Lyrik: 2 Bande。 Sammlung Dalp.

Bern. Franeke. Bdよ1･967. 2.Abschn,.: Das Zeitalter- der Aufklarunり．４ｊくap･
･,Lehrdichtung"(S.228-243).　　　'｀　　　丿……………J.･.･.･.　　　・.･･.ト　　　　丿゛

3)Schiner 。Ueber naive und sentimentalische Dichtung"(1795-96):Werke,

Weimafer゛ Nationalausgabe (=NA). Bd;20. 196･乙似453ゾ．･．･　　　　　･･ｌ･

　der abstrakte Begriff herrschet ， …゛　･Wjaダhierへim:allgemeineかvon

　alien Lehrgedichten gesagt wird. gilt auch von den Hallをrischen insbe-

　sondere.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　“

　4)。Ueber naive und sentimentaiische Dichtung･.I: NA 20. 454. ■

　Nur iiberwiegt uberali zu seh･ｒder Begrif卜in seinen Gemahl den‘，so wie in

　ihm selbst der Verstand liber die Empfindung den Meister spieltご Daher

　lehrt 9ｒ durchgaingig mehf, als er darstelU, 函j stellt durchgangig mit

　mehr kraftigen als lieblichen Z'ugen dar. Er ist groB, klihn√feurig, er-

　haben; zur Schonheit aber hat er sich selten Oder niemals erhoben.

　5)Kant ･lAllgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels"･(1755) II.Teii

7.HauptstLick: Werke. 12 Bande. Frankfurt am MainごSuhrkamp. Bd.i 。1968 S．

335. Vgi.　Akademie-Textaus.c,abe(Anm.6) ) .　Ｂｄ。１ｊヽS.314.　　犬

　Die
Schopfung ist niemals vollendet.　ム　Man kann von ihr dasjenige

　sagen ，was der erhabenste unter den deutschenレ叩chterヽn von der Ewigkeit
　schreibet:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L｀　■　i　　F
Vgl.　Kant:　Gesammelte･Schriften.　Hrsg.:I PreuBische゛Akademie der Wissen-

schaft.工.Abt.:　Werke. Bd.l. Berlin. Georg Reimer.　191･○.　S.314.

　Man kann von ihr dasjenige sagen, was der erhabenste unter den deut-

　schen Dichtern von der Ewigkeit schreibt:　　　　ヽ｡'

　　Unendlichkeit!　wer misset dich?　　　　一一　じ'

　　　　●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　f　　　●　Vgl.。Lesarten” dazu:　S.558.　　　　　　　　゛

4 ゛ l ’
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　　　　(1) VORWORT

　Hallers lyrische Werke werden im Handbuch der Literatur"(工(1)1)

。Lehrgedichte" genannt Oder .Lehrdichtung” in der 。Geschichte der

deutschen Ｌｙりｋ¨(工(1)2). I?au?unter dUrfte man sich heute leicht mo-

ralisierende Episteln vorstellen, die nach Predigt schmecken.

Schon Schillerヽ‘kritisiert ｉｎヽ･seiner Abhandlung ,,Uber naive und

sentimentalische Dichtung”(1795・-96) ihre dideiktischen'･ Eigen-

schaften：　,,Nur Uberwiegt uberall zu sehr der Begriff in seinen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･ｌ　　　　　　　　　　　　●　ΦGemahﾕden, so wie in ihm selbst dやｒ Verstand uber die Empfindung

den Meis.ter spie!t. Daher lehrt er durchgangig mehr, als er dar一一゛

stellt”(1(1)4);　,,der･ abstraktふBegriff herrschet,　‥．　Was hier '

im allgemeinen｡von alien Lehrgedichten gesagt wird, gilt‘ auch von

den Hallerischen insbesondere."(1(1)3)。　　　　　　＼　　　　　　　‥　ト

　　Ahnliches laBt sich freilich auch ｖｏｎ･Schillers eigener Gedan-

kenlyrik sagen. Seine Kritik an Haller richtet sich ．im Grunde ge-

gen ihn selbst：　Noch,　ich gestehe es,　kenne‘ ich kein Gediとht in

dieser Gattu!ｌｇタweder aus alterer noch neuerer Litteratur,･welches

den Begri轟丿deri es bearbeitet, rヽein und ｖｏｎ!3tandig entweder･biｓニ，

zur '工ndividualitat herab Oder bis zur 工dee　ｈ‘inaufgefuhrt hatte. ・　　'ヽ

　‥．　　Dasjenige didaktische Gedicht, worinn der Gedanke selbst

　poetisch ware, und es auch bliebe, ist noch zu erwcirten."は(1)17).

　Gedichte,　die 。･den Begriff rein und vollstandig bis zur Indivi-

　dualitat herabgefuhrt" haben, waren vielleicht ..Selige Sehnsucht"

　(1814) und Wiederfinden”(1815) in Goethes 。West-bstlicher Divan",

　und solche,　die ，;･denBegriff rein und vollstandig bis zur Idee

　hinaufgefUhrt” haben, etwa Hblderlins。Halfte des Lebens”(1802f.)

　und 。Andenken”(1803)｡Obzwar die ..her芦bgefUhrte'!りDichtung eher

　auf grline Seitenzweige kommt, bildet andererseits die ‘i,zur 工dee

　hinaufgefUhrte” den Stamm der Gedankenlyrik, in dem ,,der Gedanke

　selbst poetisch” wie Pflanzensaft zum Gipfel (!es Baums empor-

　steigt.　　　　　　‥j　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

几"Als ａりfangliche Jahresringe･. erschienen Hallers。。Lehrgedichte”

　in den dreifiiger Jahren des 18. Jahrねunderts： ｊ。Die Alpen”．ｕｎ(!'。

　。Gedanken Uber Vernunft。Aberglauben und Unglauben" in der ersten

″･Auflage von Hallers 。Versuch SchweizeriE

　,,Uber den Ursprung des Ubels” １ｎ dessen zweiter Auflage 工７３４und

･-･。Unvollkommenes Gedicht.Uber die Ewigkelt”･ ｉｎ･der ･dritten Aufla-

　ge 1736.　１ｎ 。Von der Sprache der Poesie”(1758) schatzt Klopstock

　Hallers dichterische Leistung ahnlich hoch ein,・wie die von

　Opitz.im １７．Jahrhundert Oder die von Luther im 16. Jahrhundert '

　(工(･1)20). Im 17. Kapitel　von　。Laokoon”(1766) erkennt Lesslng

. eine gedankliche 。Entwicklung der innern Vollkommenheiten” bei 。。

　Haller an, obwohl diesen
ijinnern

Vollkommenhei ten"　。die auflere

　Schonheit nur.zur Schale dienet”(Ｉ(１)８)：　。Er ist groB, klihn.

　feurig, erhaben;　zur Schbnheit aber hat er‘sich selten Oder

　'りiemals erhoben.”(Ｉ(１)１８)。Die Aufgabe。,auBere Schonheit” mit

＼。innerer" ..Erhabenheit" in Einkleing zu bringen, hinterliefl Haller

　der Nachwelt.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･



DAS　MORGENGRAUEN　DER　DEUTSCHEN　GEDANKENLYRIK

　　　　　― HALLERS　。VERSUCH　SCHWEIZERISCH耳Ｒ　GEDICHTE"

　　　　　　　　　　　　（１）ＶＯＲＷＯＲＴ　　　　　　　　　，／

　　　　　　　　　　TAKAHASHI, Katsumi　　　　　　．　　．‘．

　　(Seminar dur Deutsche Philologie der Philosophischen Fakultat)

　　FORSCHUNGSBER工CHTE　DER　UNIVERS工がＴリぐ;ocHiはＡＰＡＮ）

　　　FURS　JAHR　1987.　Vol.36.　ＧＥ工STESWISSENSCHAFTEN

　　　　　　　　　　　　　　工NHALTSUBERBLICK　・　．’・　ヽ

〔工〕DAS　MORGENGRAUEN　DER　DEUTSCHEN　GEDANKENLYR工Ｋ〔Ｉ〕DAS　MORGENGRAUEN　DER　DEUTSCHEt

　　(1)Vorwort

　　(2)Der Konflikt zwischen Alt' und Neu

　　(3)Schbnes und Erhabenes

　　(4)Gelehrseunkeit und Fragen

　　(5)Die der Erkenntnis kundige Mimesis

　　(6)Das Reich der Schatten

　　(7)SchluBwort

　QUELLENNACHWE工ｓ　　　　　　　　　　－

　Zum　Verstandnis　di eser　Arbeit

S.2-S.4 (Vol.36. S.44-S.46)

ZUM　VERSTANDNIS　DIESER　ARBEIT

(Vol.36.

(Vol.36.

S｡47-S.52)

S.53-S.54)｡

　　Vonalters her geht es in der japanischen !.yrik！umeist um die Natur und
um seelische Gefuhle, etwa um Blumen Oder Vbgel und die,Empfindungen, die
sie hervorrufen. Daher befassen sich japanische Germanistik eher mit der
Natur- und Erlebnislyrik, den Balladen und den kurzen Liedern des 18. Jahr-
hunderts, und gehen der gleichzeitigen Gedankenlyrik, welche die emotiona-
len Schwingungen des menschlichen Bewufitseins mit komplexen Reflexionen
und Meditationen zu durchdringen versucht, lieber aus dem Ｗｅｇ・Dieumfang-
reichen Sinfonien der deutschen Musik von Beethoven bis Mahler, die wle
die Gedankendichtung des １８・Jahrhunderts lyrisches Erleben mit folgerich-
tigem Denken in eine Ubereinstimmung zu bringen”versucheh, ergreifen auch
uns, Japanern freilich mit ihrer Ausdruckskr･ε!ft,obwohl doch eine solche
Verbindung, wie etwa die von 01 und Wasser･, hur Ｓｅ工tengelingen kann・Mit-
hin kbnnte es eine Aufgabe auch der japanischeれWissenschaft sein, uns die
deutsche Gedankendichtung so eindringlich zu verlebendig
gutes Orchester eine grofie Sinfonie. Dabei ｄＱｔヽfendichterische Denkformen
nicht mit rhetorischer Beredsarakeit umschrヽiebenwerden, da sie sonst alien-
falls der Erbauung dienen wUrden, anstatt von den ontologischen und erkennt-
nistheoretischen Anstrengungen in der Gedankenlyrik Hallers ’ｚＵzeugen.
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