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初
期
ロ
マ
ン
主
義
の
風
景
画
と
美
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

大
　
原
　
ま
ゆ
み

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
宗
教
に
お
け
る
近
代
を
開
い
た
の
か
、
そ
れ

と
も
中
世
を
延
命
さ
せ
た
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
近

代
化
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
個
人
の
思
想
や
良
心
の
尊
重
と
す
る
な
ら
、

少
な
く
と
も
信
仰
そ
し
て
教
会
の
近
代
化
へ
と
向
か
う
萌
芽
は
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
彼
が
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』（
第
十
七
節
、
一
五
二
〇

年
）
で
も
掲
げ
て
い
る
「
万
人
祭
司
説
」（U

n
iversalp

riestertu
m

）
が

そ
れ
で
、
教
皇
を
頂
点
と
す
る
聖
職
者
の
特
別
な
権
威
を
否
定
し
、
叙
階

を
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
か
ら
外
す
と
と
も
に
、
聖
職
者
と
同
じ
資
格
で
の
平
信

徒
の
主
体
的
な
信
仰
を
促
し
た
1
。
聖
書
の
俗
語
訳
と
印
刷
技
術
の
飛
躍

的
な
進
歩
が
、
そ
れ
を
実
際
面
か
ら
支
え
て
い
た
。

し
か
し
、「
万
人
祭
司
説
」は
あ
く
ま
で
萌
芽
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

聖
書
解
釈
に
従
っ
て
立
ち
上
が
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
多
く
は
、
現
実
に
は
長

い
宗
教
騒
乱
中
に
鎮
圧
・
排
除
さ
れ
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
宗
教
和
議
後
、
領

邦
ご
と
に
再
編
成
さ
れ
た
領
邦
教
会（Landeskirch

e

）の
一
部
で
採
用
さ

れ
た
の
は
、国
家
と
親
和
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
み
だ
っ
た
2
。

保
守
化
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
に
対
し
、

三
十
年
戦
争
の
終
了
後
に
は
早
く
も
、
ル
タ
ー
派
で
も
改
革
派
で
も
「
敬

虔
主
義
」
の
動
き
が
起
こ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
内
の
改
革
に
向

か
う
3
。
そ
の
特
徴
は
、
た
だ
教
義
と
制
度
に
従
っ
て
生
き
る
の
で
は
な

く
、
自
分
自
身
の
敬
虔
さ
に
欠
け
た
と
こ
ろ
は
な
い
か
、
そ
れ
を
正
す
に

は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
を
問
い
、
同
じ
思
い
の
平
信
徒
た
ち
が
集
ま
っ

て
と
も
に
聖
書
を
学
び
、
祈
る
、
と
い
う
、
個
人
の
内
面
の
宗
教
感
情

（
敬
虔
、Frö

m
m

igk
eit

）
を
重
視
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
各
地
（
神
聖
ロ

ー
マ
帝
国
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
、
ス
イ
ス
、
イ
ギ
リ
ス
）
に
多
く
の
グ
ル

ー
プ
が
で
き
、
そ
れ
ら
を
結
ぶ
宗
派
を
超
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
作
ら
れ

た
。
そ
の
中
か
ら
は
教
会
批
判
を
明
ら
か
に
し
て
脱
退
す
る
急
進
派
や
、

	

特
集
●
ド
イ
ツ
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テ
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神
秘
主
義
的
な
傾
向
を
持
つ
人
々
も
出
、
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
の
側
か
ら
は

教
会
秩
序
を
乱
す
、
共
同
体
を
分
断
す
る
、
と
い
っ
た
理
由
で
非
難
さ

れ
、
活
動
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

穏
健
派
は
正
面
衝
突
を
避
け
、
牧
師
補
養
成
を
含
む
教
育
、
貧
民
の
世
話

や
孤
児
院
の
設
立
と
い
っ
た
社
会
奉
仕
、
そ
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
布
教
、
と
い
っ
た
活
動
を
通
じ
て
社
会
と
も
つ
な
が
っ
て
行
き
、
教

会
内
で
は
敬
虔
主
義
者
と
非
敬
虔
主
義
者
と
の
共
存
が
図
ら
れ
た
。
敬
虔

主
義
に
は
、
十
八
世
紀
以
降
に
は
保
守
化
・
孤
立
化
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、

自
己
批
判
し
改
革
す
る
と
い
う
動
き
も
繰
り
返
し
現
れ
、
そ
こ
に
帰
属
し

な
く
と
も
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
人
々
は
非
常
に
多
か
っ
た
と
言
わ
れ
る

（
ゲ
ー
テ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
な
ど
）。

敬
虔
主
義
が
内
部
か
ら
の
改
革
運
動
と
す
る
な
ら
、
啓
蒙
主
義
は
近
代

の
入
り
口
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
出
会
っ
た
外
か
ら
の
大
き
な
試

練
だ
っ
た
。
人
間
を
理
性
的
な
存
在
と
し
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の

自
由
と
平
等
を
求
め
、
新
し
い
自
然
学
の
知
識
で
武
装
し
た
啓
蒙
主
義
は
、

宗
教
に
対
す
る
人
間
の
態
度
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
啓
蒙
主

義
が
神
学
に
適
用
さ
れ
る
と
、
神
の
存
在
は
論
証
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、

論
証
で
き
た
と
し
て
も
、
神
に
は
こ
の
世
を
創
造
し
た
以
外
に
出
番
は
な

く
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
中
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ

ず
、
新
し
い
権
威
と
な
っ
た
聖
書
も
ま
た
、
俎
上
に
載
せ
て
検
証
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
隣
の
カ
ト
リ
ッ
ク
国
フ
ラ
ン

ス
で
起
こ
っ
た
革
命
は
、
啓
蒙
の
も
た
ら
し
た
キ
リ
ス
ト
教
離
れ
の
端
的

な
結
果
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
神
に
よ
り
頼
み
、
死
後
の
世
界

で
の
救
い
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
人
間
が
自
分
た
ち
の
手
で
こ
の
世
の
変

革
を
試
み
、
神
か
ら
王
権
を
授
か
っ
た
は
ず
の
王
の
首
を
刎
ね
、
一
時
は

実
際
に
キ
リ
ス
ト
教
を
廃
絶
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
啓
蒙
主
義
は
、
革
命
に
も
激
し
い
宗

教
蔑
視
に
も
直
結
せ
ず
、
政
治
の
場
で
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
君
主
を
生
ん
だ
ほ

か
は
、
主
に
思
想
・
文
学
の
分
野
で
成
果
を
挙
げ
た
。
カ
ン
ト
は
理
性
の

自
己
批
判
、
つ
ま
り
、
人
間
の
理
性
に
何
が
で
き
る
か
を
徹
底
し
て
考
え
、

『
純
粋
理
性
批
判
』（
一
七
八
一
）
で
理
論
理
性
に
よ
る
認
識
の
条
件
と
限

界
を
明
ら
か
に
し
、『
実
践
理
性
批
判
』（
一
七
八
八
）
で
は
自
ら
の
行
動

を
律
す
る
道
徳
理
性
の
根
本
を
論
じ
た
が
、
こ
の
両
書
に
基
本
的
に
神
の

居
場
所
は
な
い
。
神
は
そ
も
そ
も
認
識
の
圏
外
に
あ
り
、
人
間
の
向
上
努

力
を
支
え
る
た
め
に
「
要
請
」
は
さ
れ
て
も
、
そ
の
存
在
を
証
明
し
、
本

質
を
知
る
こ
と
は
、
人
間
の
理
性
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
ド
イ
ツ
の
思
想
界
に
衝
撃
を
与
え
た
が
、
ニ
ー

チ
ェ
に
よ
っ
て
「
神
の
死
」
が
宣
言
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
そ
の
後
約
百
年

か
か
っ
て
い
る
。
十
八
世
紀
末
の
時
点
で
は
む
し
ろ
、
理
性
の
限
界
が
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
理
性
が
そ
の
程
度
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ

か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
、
し
か
し
重
要
な
は
ず
の
領
域
に
ど
う
関
わ
っ
た
ら

い
い
の
か
、
が
改
め
て
問
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
カ
ン
ト
の
三
大
批
判
書

が
完
結
す
る
の
と
相
前
後
し
て
、
直
観
、
無
意
識
、
感
情
、
自
我
、
国
民

性
、
愛
と
い
っ
た
非
合
理
な
も
の
に
取
り
組
む
著
作
が
ど
っ
と
現
れ
る
。

こ
の
文
学
・
哲
学
上
の
初
期
ロ
マ
ン
主
義
は
、
お
よ
そ
一
七
九
〇
年
代
の

後
半
か
ら
一
八
〇
〇
年
代
前
半
（
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
続
く
動
乱
の
時
期
）
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と
さ
れ
、
世
代
的
に
は
一
七
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
前
半
に
生
ま
れ

た
若
い
人
々
が
担
っ
て
い
る
が
、
重
要
な
著
作
は
す
べ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
圏
か
ら
出
て
い
る
。

こ
こ
で
、
本
発
表
の
タ
イ
ト
ル
に
使
っ
て
い
る
「
美
的
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
」
と
い
う
語
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
実
は
、Ä

sth
etisch

er 

P
ro

testan
tism

u
s

と
い
う
確
立
し
た
用
語
は
な
い
。
ド
イ
ツ
近
代
美
術

史
の
領
域
で
は
、
初
期
ロ
マ
ン
主
義
風
景
画
の
宗
教
的
傾
向
を
論
ず
る

際
、
同
時
代
の
哲
学
者
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ゼ (K

arl K
rau

se) 

の
掲
げ
た

P
an

en
th

eism
u
s

と
い
う
語
か
、
後
代
の
神
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ

ル
チ (E

rn
st T

ro
eltsch

) 

の
用
語
で
あ
るN

eu
p
ro

testan
tism

u
s 

を

用
い
る
こ
と
が
あ
る
4
。
し
か
し
、
美
術
史
独
自
の
定
義
が
あ
る
わ
け
で

は
な
く
、
特
にN

eu
p
ro

testan
tism

u
s

に
対
し
て
は
、
深
井
智
朗
氏
か

ら
、
十
八
・
十
九
世
紀
の
転
換
期
に
お
け
る
近
代

化
の
意
味
で
使
う
の
に
は
問
題
が
あ
る
と
の
ご
指

摘
が
あ
り
、
本
発
表
で
は
仮
に
「
美
的
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
と
し
た
。
こ
れ
に
は
カ
ン
ト
以

降
と
い
う
時
代
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
カ
ン
ト
は
理
論
理
性
で
も
行
動
理
性
で
も
カ

ヴ
ァ
ー
さ
れ
な
い
人
間
の
精
神
活
動
に
も
目
を
向

け
、『
判
断
力
批
判
』（
一
七
九
〇
）
で
、「
美
的
判

断
」
と
「
目
的
論
的
判
断
」
に
分
け
て
論
じ
て
い
る

が
、
理
性
が
限
界
づ
け
ら
れ
た
以
上
、
超
理
性
的

な
も
の
は
論
理
で
も
道
徳
で
も
な
く
、
美
的
領
域

で
扱
う
し
か
な
い
、
あ
る
い
は
、
美
的
領
域
こ
そ
啓
蒙
主
義
の
限
界
を
越

え
る
鍵
と
な
る
、
と
い
う
意
識
（
啓
蒙
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
の
啓
蒙
の
克
服
）
を
、
初
期
ロ
マ
ン
主
義
者
の
多

く
が
共
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

初
期
ロ
マ
ン
主
義
の
著
作
の
う
ち
で
も
美
術
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
の
は
、
特
に
芸
術
に
つ
い
て
、
啓
蒙
主
義
下
の
古
典
主
義
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
と
は
異
な
る
新
し
い
感
性
で
語
っ
た
諸
作
品
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
（
図
１
）
と
テ
ィ
ー
ク
（
図
２
）
に
よ
る
『
芸

術
を
愛
す
る
修
道
僧
の
心
情
の
吐
露
』（
一
七
九
六
）
と
『
芸
術
幻
想
』(

一
七
九
九)

、
テ
ィ
ー
ク
の
芸
術
家
小
説
『
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
テ
ル
ン
バ

ル
ト
の
遍
歴
』（
第
一
・
二
部
一
七
九
八
）、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の

『
宗
教
講
話
』（
一
七
九
九
）、
そ
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

図1　作者不詳『ヴィルヘルム・ヴァ
ッケンローダーのメダル形肖像』

図2　作者不詳『ルートヴィヒとゾフ
ィー・ティーク兄妹の二重肖像』
1796
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の
『
パ
リ
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
か
ら
の
絵
画
作
品
報
告
』（
一
八
〇
三
、
一

八
〇
五
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
芸
術
を
愛
す
る
修
道
僧
の
心
情
の
吐
露
』
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
の
特

異
性
と
、「
夢
の
中
で
ラ
フ
ァ
エ
ロ
と
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
手
に
手
を
取
っ

て
…
」
と
い
う
箇
所
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
た
め
、
感
傷
的
と
片
付

け
ら
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
重
要
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
個
々
の
人
間
は

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
感
受
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
感
受
性
の
数
だ
け
、
さ

ま
ざ
ま
な
、
し
か
し
価
値
の
上
で
は
同
等
の
芸
術
を
生
み
出
す
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
5
。「
寛
容
（To

leran
z)

」
と
い
う
本
来
は

宗
教
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
基
本
姿
勢
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ

れ
ま
で
は
評
価
の
低
か
っ
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
を
ラ
フ
ァ
エ
ロ
と
並
べ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
、
神
の
前
で
は
人
間
の
個
性
や
生
ま
れ
た

時
代
・
地
域
の
違
い
な
ど
問
題
で
は
な
い
、
と
い
う
宗
教
的
人
間
観
に
裏

打
ち
さ
れ
て
い
る
）。
同
様
に
、
芸
術
は
人
間
に
可
能
な
最
も
高
い
も
の

を
開
示
す
る
、
と
し
て
い
る
が
6
、
そ
れ
は
形
式
美
の
完
成
を
指
す
の
で

も
、
従
来
の
美
的
範
疇
で
あ
る
崇
高
と
優
美
に
収
ま
る
の
で
も
な
く
、
芸

術
家
の
敬
虔
で
真
摯
な
創
作
活
動
に
応
え
て
、
よ
り
高
い
も
の
、
永
遠
の

神
的
な
も
の
が
啓
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
芸
術
は
宗
教
と
固
く

結
び
つ
け
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
語
ら
れ
、
芸
術
家

は
祭
司
に
、
創
作
活
動
は
祈
り
に
譬
え
ら
れ
る
7
。
ま
た
、
芸
術
と
並
び
、

自
然
は
直
接
神
を
開
示
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
（
言
葉
）
と
さ

れ
て
い
る
の
で
8
、
こ
れ
を
風
景
画
の
領
分
と
す
る
な
ら
、
ル
ネ
サ
ン
ス

以
来
歴
史
画
を
頂
点
に
築
か
れ
た
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
別
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に

も
風
穴
が
開
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
「
神
の
言
葉
」
と
し
て
の
自
然
に
対
す
る
感
性
を
よ
り
具
体
的
に

綴
っ
て
い
る
の
が
『
フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
テ
ル
ン
バ
ル
ト
の
遍
歴
』
で
あ
る
。

主
人
公
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
弟
子
と
い
う
設
定
だ
が
、
美
術
史
か
ら
見
て

そ
の
必
然
性
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
ず
、
そ
の
代
わ
り
自
然
を
、
見
る
者

の
心
を
揺
さ
ぶ
る
よ
り
高
き
も
の
の
呼
び
か
け
と
し
て
読
み
解
こ
う
と

す
る
場
面
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
。
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
同
様
、
敬

虔
主
義
の
流
れ
を
汲
む
繊
細
な
魂
の
成
長
が
、
宗
教
が
文
学
の
題
材
と

し
て
再
発
見
さ
れ
た
こ
の
時
期
に
、
芸
術
に
携
わ
る
者
の
「
教
養
小
説 

(B
ild

u
n
gsro

m
an

)

」
と
い
う
新
し
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
展
開
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

早
熟
で
多
彩
な
才
能
を
持
っ
た
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
（
図
３
）
の
場
合
は
、

図3　ガライス『フリードリヒ・シュ
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感
傷
的
と
い
う
よ
り
は
戦
略
家
で
、
各
地
を
回
っ
て
交
友
関
係
を
築
き
、

雑
誌
を
立
ち
上
げ
て
自
分
お
よ
び
友
人
た
ち
の
発
言
機
関
と
し
、
意
識
的

に
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
新
し
い
党
派
を
作
ろ
う
と
し
た
。
人
間
の
有
限
性

を
逆
手
に
取
り
、
無
限
者
を
直
接
知
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
近
づ
く

努
力
を
無
限
に
重
ね
る
こ
と
は
で
き
る
と
し
て
、「
ロ
マ
ン
主
義
の
詩
と

は
進
歩
す
る
普
遍
的
詩
（p

ro
gressive U

n
iversalp

o
esie

）
で
あ
る
」

と
い
う
有
名
な
一
節
を
残
し
て
い
る
9
。
人
も
作
品
も
、
こ
う
「
あ
る
」

も
の
か
ら
、「
成
る
」
も
の
へ
と
変
わ
る
（
こ
れ
はB

ild
u
n
gsro

m
an

に

も
通
ず
る
）。
言
わ
ば
時
間
と
い
う
四
次
元
の
軸
を
加
え
る
こ
と
で
、
あ

る
い
は
著
者
を
ひ
と
り
に
限
定
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
の
あ
り
方

を
動
的
な
も
の
に
変
え
て
し
ま
い
、
彼
の
場
合
は
そ
こ
に
す
べ
て
を
包

括
・
統
合
す
る
希
望
を
託
す
わ
け
で
あ
る
10
。

サ
ー
ク
ル
の
仲
間
で
あ
る
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
（
図
４
）
に
も
、「
世
界
は

ロ
マ
ン
化
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
根
源
的
な
も
の
が

再
び
見
出
さ
れ
る
。〔
中
略
〕
世
界
を
ロ
マ
ン
化
す
る
と
は
、
卑
俗
な
も

の
に
高
い
意
味
を
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
秘
密
め
い
た
外
見
を
、
見
知

っ
た
も
の
に
見
知
ら
ぬ
も
の
の
品
位
を
、
有
限
な
も
の
に
無
限
の
仮
象 

(Sch
ein

) 

を
与
え
る
こ
と
だ
。
そ
の
逆
に
、〔
中
略
〕
無
限
な
も
の
は
対

数
化
さ
れ
る
」
と
い
う
、
文
面
だ
け
を
見
れ
ば
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
先

取
り
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
的
な
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
が
あ
る
11
。
ル
タ
ー
派

に
は
も
と
も
と
、
人
間
自
体
に
は
教
義
を
守
ろ
う
が
善
行
を
重
ね
よ
う
が

価
値
は
な
い
の
に
、
神
の
側
が
信
仰
を
持
つ
者
を
義
と
し
て
下
さ
っ
た

と
、
神
と
人
と
の
違
い
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
発
言
に

は
、
有
限
者
と
無
限
者
の
絶
対
的
な
差
を
認
め
つ
つ
、
せ
め
て
仮
象
の
世

界
、
つ
ま
り
美
的
な
領
域
で
、
未
知
の
世
界
を
垣
間
見
る
、
あ
る
い
は
見

せ
る
の
が
詩
人
の
仕
事
だ
、
と
い
う
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
。

さ
て
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
戻
る
と
、
彼
は
ル
タ
ー
派
の
牧
師
の
息
子
だ

が
、
も
と
も
と
信
仰
心
が
篤
か
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
、
宗
教
に
お
い

て
も
個
人
の
自
由
を
強
く
要
求
し
、
美
術
に
も
大
し
て
関
心
は
な
か
っ

た
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
宗
教
を
見

直
し
、
さ
ら
に
は
「
諸
芸
術
は
宗
教
に
奉
仕
す
る
の
が
そ
の
存
在
意
義
」

だ
と
主
張
す
る
ま
で
に
な
る
。『
パ
リ
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
か
ら
の
絵
画

作
品
報
告
』
は
そ
の
転
換
期
に
当
た
り
、
こ
こ
で
「
報
告
」
と
訳
し
た
語

B
esch

reib
u
n
g

（
記
述
）
の
枠
を
大
き
く
逸
脱
し
て
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ

ン
の
『
ギ
リ
シ
ャ
芸
術
模
倣
論
』
を
換
骨
奪
胎
し
た
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神

図4　ガライス『ノヴァーリスの肖像』
1799頃
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に
よ
る
古
ド
イ
ツ
美
術
模
倣
論
を
説
き
、
古
典
主
義
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
か
ら

の
脱
却
を
扇
る
こ
と
に
な
る
12
。
な
お
、
こ
の
時
期
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ド

イ
ツ
を
蹂
躙
し
、
ロ
マ
ン
主
義
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
化
し
て
い
く
過
程
に

当
た
っ
て
お
り
、
パ
リ
か
ら
の
報
告
は
、
実
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
美
術
館
に
集

め
ら
れ
た
戦
利
品
に
よ
っ
て
い
た
。

そ
の
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
を
は
じ
め
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
や
テ
ィ
ー
ク
な
ど
、

多
く
の
初
期
ロ
マ
ン
主
義
者
に
「
宗
教
再
生
熱
」
と
言
っ
て
も
よ
い
熱
狂

を
呼
び
起
こ
し
た
の
が
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
（
図
５
）
の
『
宗
教

講
話
』
で
あ
る
。
彼
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
革
派
従
軍
説
教
師
の
息
子
だ

が
13
、
こ
の
父
が
あ
る
駐
屯
地
で
ヘ
ル
ン
フ
ー
ト
派
14

に
出
会
っ
て
突

然
転
向
し
、
子
供
た
ち
を
そ
の
派
の
学
校
に
送
り
込
ん
だ
た
め
、
少
年
時

代
に
敬
虔
主
義
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
15
。
ハ
レ
大
学
神
学
部
を
卒
業

後
の
一
七
九
六
年
に
、
ベ
ル
リ
ン
の
シ
ャ
リ
テ
病
院
付
き
の
改
革
派
説
教

師
に
着
任
16
。
文
化
的
活
気
の
あ
る
首
都
で
、
教
養
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
ヘ
ン

リ
エ
ッ
テ
・
ヘ
ル
ツ
の
サ
ロ
ン
や
、
作
家
で
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
イ
グ
ナ

テ
ィ
ウ
ス
・
フ
ェ
ス
ラ
ー
の
主
催
す
る
「
水
曜
会
」
に
通
う
う
ち
に
、
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
知
り
合
い
、
彼
の
周
り
に
集
ま
る
初
期

ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
の
仲
間
に
入
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
は
、
一
七
九
九

年
に
彼
が
イ
エ
ナ
に
移
る
ま
で
、
一
時
は
同
居
す
る
ほ
ど
親
密
な
時
期
が

あ
っ
た
。

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
サ
ー
ク
ル
は
、
大
学
人
に
は
属
さ
な
い
若
い
文
学
者

た
ち
を
集
め
、
そ
の
中
で
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
ひ
と
り
が
非
文

学
者
で
、
ま
だ
活
字
化
さ
れ
た
著
作
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
雑
誌
に
寄

せ
た
短
文
か
ら
、
彼
に
は
も
の
を
書
く
才
能
が
あ
る
と
見
込
ん
だ
シ
ュ
レ

ー
ゲ
ル
が
、
し
つ
こ
く
書
く
よ
う
に
促
し
、
一
七
九
八
年
冬
か
ら
九
九
年

春
に
か
け
て
ほ
と
ん
ど
一
気
に
書
き
上
げ
、
匿
名
で
発
表
し
た
処
女
作
が

『
宗
教
講
話
』
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
、
聖
職
に
就
く
者
に
よ
る
護
教
の

書
に
は
違
い
な
い
が
、
文
学
者
で
あ
る
サ
ー
ク
ル
の
仲
間
た
ち
を
説
得
す

べ
き
読
者
に
想
定
し
た
斬
新
な
視
点
か
ら
書
か
れ
、
か
つ
そ
れ
自
体
が
文

学
的
挑
戦
だ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
内
容
は
教
義
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
こ

と
を
、
著
者
自
身
自
覚
し
て
い
た
。

も
う
少
し
詳
し
く
言
う
と
、『
宗
教
講
話
』
の
副
題
は
「
宗
教
を
軽
蔑
す

る
人
た
ち
の
う
ち
の
、
教
養
あ
る
人
間
に
」
と
あ
り
17
、
こ
れ
は
シ
ュ
レ

ー
ゲ
ル
が
『
ア
テ
ネ
ウ
ム
・
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
』（
一
七
九
八
）
の
ひ
と
つ
で
、

「
宗
教
は
た
い
が
い
教
養
の
補
遺
に
過
ぎ
な
い
か
、
教
養
の
代
用
品
で
あ

図5　リプス『シュライアーマッハーの
肖像』1800頃



初期ロマン主義の風景画と美的プロテスタンティズム

309

る
。
そ
れ
に
、
自
由
の
産
物
で
な
い
も
の
は
厳
密
な
意
味
で
宗
教
的
と
は

言
え
な
い
。
だ
か
ら
、
自
由
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
宗
教
的
と
な
り
、
教
養

が
増
大
す
る
ほ
ど
宗
教
は
減
少
す
る
と
言
え
る
」
と
述
べ
18
、
教
義
や
制

度
に
よ
っ
て
個
人
の
宗
教
心
を
縛
る
「
不
自
由
な
」
宗
教
を
教
養
人
は
必

要
と
し
な
い
、
と
主
張
し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ

る
19
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、『
イ
デ
ー
ン
』（
一
八
〇
〇
）
で
は
一
転
し
て
、

「
宗
教
は
教
養
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
か
す
核
心
で
あ
り
、
哲
学
、
道
徳
、

詩
と
並
ぶ
第
四
の
目
に
見
え
な
い
要
素
で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
宗
教
は
単

に
教
養
の
一
部
と
か
、
人
類
の
構
成
部
分
な
の
で
は
な
く
、
自
分
以
外
の

も
の
す
べ
て
の
中
心
で
あ
り
、
ど
こ
に
お
い
て
も
第
一
に
し
て
最
高
の
も

の
、
掛
け
値
な
し
に
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
全
く
主
張
を
変
え
て
い

る
の
で
20
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
作
戦
は
成
功
し
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

文
学
的
試
み
だ
と
い
う
の
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
シ
ュ
レ
ー

ゲ
ル
ら
か
ら
焚
き
つ
け
ら
れ
て
自
分
で
も
か
な
り
本
腰
を
入
れ
て
文
学
の

創
作
を
試
み
た
時
期
が
あ
り
21
、『
宗
教
講
話
』
で
は
二
人
称
の
相
手
に

呼
び
か
け
る
講
演
形
式
（
説
教
師
で
あ
る
彼
の
得
意
分
野
）、
そ
れ
に
続

く
『
モ
ノ
ロ
ー
ゲ
ン
』
で
は
一
人
称
の
抒
情
的
な
独
白
、
ほ
か
に
も
対
話

篇
や
額
縁
小
説
の
形
式
を
使
う
な
ど
、
文
体
や
韻
律
を
意
識
し
て
作
品
ご

と
に
書
き
分
け
て
お
り
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
も
、
文
体
面
で
も
批

評
し
て
く
れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
の
で
22
、
当
初
か
ら
通
常
の
神
学
論
文

と
は
違
う
、
文
学
的
様
式
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
宗
教
を
説
い
た
か
、
と
い
う
と
、
神
や
教
会
を
前

面
に
出
す
の
で
は
な
く
、U

n
iversu

m

（
万
有
、
宇
宙
）
と
人
間
の
関
係

を
核
心
に
据
え
る
。
人
間
は
誰
で
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
宗
教
的
素
質
を
持

っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
宗
教
的
受
容
能
力
が
高
ま
っ
た
時
（
こ
の
状
態
を

シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
「
感
情
」
と
呼
ん
で
い
る
）、
自
分
が
万
有
の

一
部
で
あ
り
、
そ
こ
に
自
ら
の
存
在
を
絶
対
的
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を

直
接
意
識
で
き
る
。
万
有
が
相
手
だ
か
ら
、
こ
の
時
人
間
は
自
分
が
非
常

に
小
さ
い
、
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
は
逆

に
非
常
に
大
き
な
も
の
に
触
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
初
め
て
わ
か
る
こ
と
で

あ
る
。
だ
か
ら
万
有
の
中
の
自
分
を
感
じ
る
の
は
、
畏
れ
多
い
と
同
時
に

一
種
の
快
感
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
人
は
、
主
観
と
客
観
、
感
覚
と
観
念
の

区
別
を
超
越
し
た
根
源
的
な
も
の
と
つ
な
が
り
、
調
和
し
て
い
る
こ
と
を

感
知
す
る
。

こ
う
し
て
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
、
普
通
な
ら
信
仰
に
つ
い
て
語

り
そ
う
な
と
こ
ろ
を
、
万
有
に
対
す
る
セ
ン
ス
の
問
題
と
し
、
理
屈
や
道

徳
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
包
摂
す
る
万
有
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を

包
摂
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
神
の
近
く
ま
で
を
一
挙
に
直
観
す
る
、
そ
の
よ

う
な
意
識
の
状
態
を
確
実
に
感
じ
る
の
が
宗
教
だ
と
す
る
。
制
度
も
教
義

も
聖
書
も
関
係
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
感
じ
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
違
っ
て

お
り
、
全
く
そ
れ
で
構
わ
な
い
。
確
か
に
、
有
限
者
な
の
だ
か
ら
違
っ
て

い
て
当
然
で
、
そ
も
そ
も
皆
が
同
じ
だ
っ
た
ら
、
万
有
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に

個
別
化
し
、
有
限
で
あ
り
な
が
ら
全
体
を
構
成
す
る
意
味
が
な
い
。
違
っ

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
万
有
の
か
け
が
え
の
な
い
構
成
要
素
と
な
る
。
こ
の
、

点
の
集
合
が
点
を
越
え
る
、
積
分
的
と
も
呼
ぶ
べ
き
思
考
法
は
シ
ュ
レ
ー
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ゲ
ル
に
も
通
ず
る
が
23
、
個
々
の
芸
術
家
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
こ
と
の
承
認

を
「
寛
容
」
に
求
め
た
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
よ
り
も
、
更
に
一
歩
先
を

行
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
個
の
自
由
と
尊
重
を
根
源
的
な

も
の
と
し
て
掲
げ
た
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
、
宗
教
を
真
に
近
代
化

し
た
と
言
わ
れ
る
。

し
か
も
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
、
理
屈
で
も
道
徳
で
も
な
い
美

的
な
領
域
で
宗
教
を
語
っ
て
い
る
の
で
24
、
宗
教
と
芸
術
の
近
さ
を
繰
り

返
し
強
調
す
る
25
。
宗
教
は
芸
術
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
に
近
く
、
個
人
の
心
の
自
由
を
全
く
阻
害
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、「
一

に
し
て
全
」
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
、
と
宗
教
者
の
側
か
ら
言
っ
て
い
る

よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
読
ん
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
喜
ば
な
い
は
ず

が
な
い
。
ま
た
、
こ
の
世
界
全
体
が
宗
教
的
見
解
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
あ

る
26
、
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
題
材
に
よ
る
ジ
ャ
ン
ル
別
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー

は
否
定
さ
れ
る
27
。

と
こ
ろ
で
、
宗
教
的
素
質
は
確
か
に
万
人
に
認
め
ら
れ
る
が
、
セ
ン

ス
の
発
達
度
合
い
に
は
や
は
り
違
い
が
あ
る
の
で
、
セ
ン
ス
の
高
い
者

は
、
そ
こ
ま
で
達
し
て
い
な
い
人
た
ち
に
、
仲
介
者
（M

ittler
）
と
し
て

よ
り
高
い
も
の
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
28
。
こ
のM

ittler
と
い
う

概
念
を
強
く
出
し
た
の
も
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
特
徴
で
29
、
そ
れ

は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
最
上
位
のM

ittler 

（
仲
保
者
）
と
す
る
キ
リ
ス

ト
教
だ
け
で
な
く
、
宗
教
と
親
和
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
分
野
に
も
当
て

は
ま
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
再
び
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
と
比
較
す
る
な

ら
、
彼
の
場
合
は
、
芸
術
家
は
神
殿
に
仕
え
る
祭
司
、
あ
る
い
は
修
道
士

な
の
で
、
一
人
籠
っ
て
祈
っ
て
い
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
信
徒

の
世
話
を
す
る
聖
職
者
で
あ
る
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
見
方
は
さ
す

が
に
共
同
体
的
で
、
隣
人
に
対
す
る
よ
り
積
極
的
な
役
割
を
セ
ン
ス
の
あ

る
者
に
求
め
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
自
身
は
、
そ
の
時
点
で
は
シ
ュ
レ
ー
ゲ

ル
か
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
が
、
万
有
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
新
し
い
文
学
を
生

み
出
す
者
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
さ
あ
、

M
ittler

に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
を
し
な
さ
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
に
と
っ
て
誤
算
だ
っ
た
の
は
、
既
に
ヴ
ァ
ッ

ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
の
段
階
で
そ
の
気
配
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
宗
教
を
芸
術
と

結
び
つ
け
る
と
、
芸
術
が
敬
虔
で
宗
教
的
で
あ
っ
た
時
代
が
よ
き
例
と
し

て
浮
上
し
、
中
世
や
、
か
つ
て
普
遍
的
で
あ
り
、
感
覚
的
美
し
さ
と
演
出

力
に
優
れ
た
宗
教
芸
術
を
持
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
方
に
惹
か
れ
る
人
た

ち
が
出
て
き
た
こ
と
で
あ
る
30
。
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
『
キ
リ
ス
ト
教
中
世

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』（
一
七
九
九
）
に
お
い
て
宗
教
改
革
以
前
の
世
界
を
美
化

し
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
一
八
〇
八
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
て
し
ま
う
。

も
っ
と
も
後
年
の
彼
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
回
想
に
よ
る
と
、
自
分
は
い
つ

も
居
場
所
を
探
し
て
い
た
が
、
最
終
的
に
迎
え
入
れ
て
く
れ
た
の
は
教
会

だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
回
心
と
は
少
し
違
い
、

伝
統
破
壊
者
が
最
後
に
伝
統
に
安
ら
ぎ
を
見
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

『
宗
教
講
話
』
は
、
ま
だ
三
十
代
初
め
だ
っ
た
著
者
の
、
こ
れ
ま
で
蓄

え
て
き
た
も
の
が
一
挙
に
迸
り
出
た
よ
う
な
勢
い
の
あ
る
著
作
で
、
シ
ュ
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ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
自
身
に
と
っ
て
も
恐
ら
く
特
殊
な
、
初
期
ロ
マ
ン
主

義
と
接
触
し
た
こ
の
時
だ
か
ら
こ
そ
書
け
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
実
際
の
彼
は
現
役
の
説
教
師
で
牧
師
の
資
格
も
持
ち
、
そ
れ
に
加

え
て
一
八
〇
四
年
か
ら
は
大
学
で
神
学
と
哲
学
を
講
じ
、
ま
た
、
一
八

〇
八
年
に
は
シ
ュ
タ
イ
ン
男
爵
に
促
さ
れ
て
新
し
い
プ
ロ
イ
セ
ン
の
教
会

法
草
案
を
作
り
31
、
一
八
一
七
年
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
の
唱
え
る
ル
タ
ー

派
と
改
革
派
の
教
会
合
同
に
際
し
て
中
心
的
な
働
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
32
、
学
術
的
論
証
や
教
会
制
度
に
も
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

関
心
の
置
き
方
や
文
体
は
徐
々
に
変
わ
っ
て
行
く
。
し
か
し
、『
宗
教
講

話
』
の
、
特
に
初
版
は
、
新
世
代
の
教
養
人
、
な
か
で
も
芸
術
に
携
わ
る

者
に
と
っ
て
、
宗
教
の
新
し
い
沃
野
へ
と
誘
う
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
い
提

言
と
な
っ
た
33
。

こ
こ
で
美
術
に
目
を
転
ず
る
と
、

文
学
・
哲
学
上
の
初
期
ロ
マ
ン
主
義

と
最
も
近
く
、
万
有
に
対
す
る
個
人

の
セ
ン
ス
に
基
づ
く
新
し
い
芸
術
に

真
っ
向
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
が
、
や

は
り
一
七
七
〇
年
代
生
ま
れ
の
カ

ス
パ
ー
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
（
図
６
）
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ

ッ
ト
ー
・
ル
ン
ゲ
（
図
７
）
で
あ
る
。

彼
ら
は
二
人
と
も
、
三
十
年
戦
争
以

来
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
領
と
な
り
、
ヴ
ィ

ー
ン
会
議
の
結
果
プ
ロ
イ
セ
ン
に
編
入
さ
れ
た
フ
ォ
ア
ポ
メ
ル
ン
出
身
の
、

ル
タ
ー
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
34
。
こ
こ
で
付
け
加
え
る
な
ら
、
彼

ら
よ
り
十
歳
か
ら
十
五
歳
ほ
ど
若
い
「
聖
ル
カ
兄
弟
団
」（
後
の
ナ
ザ
レ

派
）
の
場
合
は
、
も
と
も
と
は
改
革
派
・
ル
タ
ー
派
・
カ
ト
リ
ッ
ク
混
成

の
美
術
改
革
集
団
だ
っ
た
が
、
よ
り
ど
こ
ろ
を
古
美
術
に
求
め
て
ロ
ー
マ

に
移
住
し
、
メ
ン
バ
ー
構
成
に
変
化
が
あ
っ
た
等
の
理
由
に
よ
り
、
カ
ト

リ
ッ
ク
色
の
強
い
新
し
い
保
守
の
路
線
へ
と
進
む
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
と
ル
ン
ゲ
で
は
、
ル
ン
ゲ
の
方
が
三
歳
年
下
だ

が
、
目
覚
め
る
の
は
早
く
、
一
八
〇
二
年
に
は
既
に
、
歴
史
画
は
過
去
の

芸
術
で
あ
る
と
し
て
前
人
未
到
の
「
風
景
画
」
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
代

表
作
で
あ
る
四
枚
組
の
版
画
『
四
つ
の
時
』（
一
八
〇
三
頃
に
下
絵
素
描
、

図6　ルント『フリードリヒの肖像』1800

図7　ルンゲ『自画像』1802頃
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一
八
〇
五
、
一
八
〇
七
の
二
度
版
画
化
）35
は
、
自
然
観
察
、
幾
何
学
性

の
露
わ
な
構
図
、
象
徴
言
語
と
し
て
の
植
物
や
色
彩
の
使
用
、
そ
れ
に
線

の
生
み
出
す
装
飾
性
を
併
せ
持
っ
た
、
美
術
上
の
ロ
マ
ン
主
義
の
中
で
も

特
異
な
作
品
で
、
そ
の
独
特
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
見
る
者
を
魅
了
す
る
一

方
、
あ
ま
り
に
非
伝
統
的
で
難
解
で
あ
る
た
め
、
拒
絶
反
応
に
も
遭
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ル
ン
ゲ
は
自
然
の
中
に
神
的
な
も
の
を
感

じ
取
る
人
間
で
、
こ
の
組
作
に
は
根
底
に
明
ら
か
に
宗
教
的
な
世
界
観
が

あ
り
、
し
か
し
そ
れ
は
極
め
て
個
性
的
に
語
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
36
。
そ
の
立
ち
位
置
は
『
宗
教
講
話
』
に
近
い
と
言
え
る
が
、
ル
ン
ゲ

と
神
学
者
と
の
接
触
は
記
録
に
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
画
家
は
ド

レ
ス
デ
ン
に
滞
在
し
て
い
た
一
八
〇
一
年
か
ら
四
年
の
間
に
、
テ
ィ
ー
ク
、

ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
、

フ
ィ
ヒ
テ
ら
と
知
り
合
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
親
し
く
な
っ
た
テ

ィ
ー
ク
は
、
こ
の
時
期
『
宗
教
講
話
』
に
夢
中
に
な
り
、
わ
ざ
わ
ざ
著
者

に
会
い
に
行
く
ほ
ど
だ
っ
た
37
。
ま
た
、
ル
ン
ゲ
の
面
倒
を
見
、
相
談
役

で
も
あ
っ
た
兄
ダ
ニ
エ
ル
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
書
籍
の
販
売
と
運
送
に
携

わ
る
商
会
を
営
ん
で
お
り
、
書
籍
の
情
報
に
は
通
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
ル
ン
ゲ
が
『
宗
教
講
話
』
を
知
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
難
し
い
。

『
宗
教
講
話
』
は
芸
術
家
に
具
体
的
に
ど
ん
な
作
品
を
作
れ
と
指
南
す
る

書
物
で
は
な
い
が
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
、
つ
ま
り
、
万
有
に
対
す
る
鋭
敏

な
セ
ン
ス
で
感
じ
取
っ
た
も
の
を
描
き
出
す
の
がM

ittler

と
し
て
の
芸

術
で
あ
り
、
芸
術
家
は
自
分
の
小
さ
さ
を
知
り
つ
つ
、
己
の
セ
ン
ス
を
信

じ
個
性
的
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
な
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
新
芸
術

を
目
指
す
ル
ン
ゲ
を
勇
気
づ
け
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、

第
三
図
「
夕
（
図
８
）」、
す
な
わ
ち
救
世
主
の
時
の
赤
と
い
う
色
彩
象
徴

に
つ
い
て
、
彼
は
こ
う
解
説
し
て
い
る
。

「
光
は
善
で
あ
り
、
闇
は
悪
で
あ
る
。〔
中
略
〕
光
は
僕
ら
に
は
捉
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
闇
は
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
人
間
に
は

啓
示
が
与
え
ら
れ
、
色
彩
が
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
青
、

赤
、
黄
で
あ
る
。
光
は
、
僕
ら
が
〔
直
接
〕
目
で
見
る
こ
と
の
で
き

な
い
太
陽
だ
。
で
も
、
太
陽
が
大
地
に
、
あ
る
い
は
人
間
に
近
づ
く
と
、

天
は
赤
く
染
ま
る
〔
つ
ま
り
、
人
間
に
と
っ
て
可
視
的
な
色
と
な
る
〕。

〔
中
略
〕
だ
か
ら
赤
は
地
と
天
のM

ittler

〔
の
色
〕
だ
」38
。

図8　ルンゲ『夕／救い主の時』下絵素描　
1803頃
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こ
のM

ittler

と
い
う
語
に
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
か
ら
の
直
接

の
示
唆
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
う
ひ
と
り
の
画
家
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、
一
八
〇
〇
年
頃
の
段
階
で

は
、
ま
だ
自
分
が
何
者
な
の
か
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
、
恐
ら
く
身
体
を
壊
し
て
帰
郷
し
39
、
再
び
ド
レ
ス

デ
ン
に
戻
っ
て
来
て
か
ら
の
一
八
〇
三
年
前
後
に
転
機
が
訪
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
に
は
恐
ら
く
一
八
〇
一
年
に
知
り
合
っ
た
ル
ン
ゲ
が
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
二
人
に
も
う
ひ
と
り
同
郷
の
画
家
ク
リ

ン
コ
ウ
シ
ュ
ト
レ
ー
ム
（Fried

rich
 A

u
gu

st K
lin

k
o
w

strö
m

, 1779-

1835

）40
が
交
わ
し
た
や
り
と
り
が
ル
ン
ゲ
側
の
資
料
に
残
っ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
三
人
は
、
ル
ン
ゲ
の
提
唱
す
る
新
し
い
芸
術
を
そ
れ

ぞ
れ
に
目
指
す
同
志
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ク
リ
ン
コ
ウ
シ
ュ
ト
レ
ー
ム
が

課
題
の
あ
ま
り
の
難
し
さ
に
神
経
症
に
か
か
っ
て
脱
落
し
て
し
ま
い
、
伝

統
的
歴
史
画
に
戻
る
選
択
を
し
た
の
を
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
ル
ン
ゲ
に
宛

て
た
一
八
〇
八
年
の
手
紙
で
、「
誤
っ
た
道
」
や
「
人
形
芝
居
」
と
い
う
き

つ
い
言
葉
で
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
41
。

推
測
す
る
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
ル
ン
ゲ
や
テ
ィ
ー
ク
を
通
じ
て
『
宗

教
講
話
』
の
芸
術
観
（
神
的
な
も
の
のM

ittler

）
に
触
れ
、
恐
ら
く
自
分

で
も
読
み
（
彼
は
特
に
知
的
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
書
す

る
画
家
だ
っ
た
）42
、
ル
ン
ゲ
が
『
四
つ
の
時
』
で
ひ
と
つ
の
答
え
を
出
し

た
の
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
。
そ
の
時
点
で
は

ル
ン
ゲ
の
方
が
一
歩
先
ん
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

に
は
ひ
と
つ
有
利
な
点
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
ル
ン
ゲ
は
「
新
芸
術

は
風
景
画
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い
た
も
の
の
、
彼
自
身
は
風
景
画

の
訓
練
を
受
け
て
お
ら
ず
、
実
際
問
題
と
し
て
、『
四
つ
の
時
』
を
見
て

風
景
画
だ
と
思
う
人
は
恐
ら
く
誰
も
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
は
風
景
版
画
や
素
描
に
は
あ
る
程
度
の
蓄
積
が
あ
っ
た
の
で
、
宗
教

的
な
見
方
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
あ
る
こ
の
世
界
を
、
自
分
な
ら
よ
り
風
景
画

ら
し
く
描
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
同

じ
く
「
時
」
を
取
り
上
げ
、
ル
ン
ゲ
が
一
日
の
四
つ
の
時
（
朝
、
昼
、
夕
、

夜
）
と
万
有
の
四
つ
の
時
（
天
地
創
造
、
父
な
る
神
＝
創
り
主
の
時
、
子

な
る
キ
リ
ス
ト
＝
救
い
主
の
時
、
聖
霊=

慰
め
主
の
時
）
を
重
ね
る
と
い

う
独
特
の
組
み
合
わ
せ
を
し
た
の
に
対
し
、
自
分
は
朝
・
昼
・
夕
・
夜
に

四
季
（
春
夏
秋
冬
）、
樹
木
や
大
地
や
水
の
盛
衰
、
人
生
の
諸
段
階
（
＋
人

類
史
）
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
、
よ
り
伝
統
に
近
い
、
し
た
が
っ
て
寓

意
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
だ
け
で
な
く
、
風
景
と
し
て
の
魅
力
を
持
っ

た
セ
ピ
ア
画
を
創
り
出
し
た
。
た
だ
し
、
一
八
〇
三
年
頃
と
さ
れ
る
最

初
の
サ
イ
ク
ル
で
は
43
、
第
三
図
（
図
９
）
に
限
っ
て
は
人
の
姿
を
登
場

さ
せ
ず
、
代
わ
っ
て
岩
の
上
の
十
字
架
を
小
さ
く
描
き
入
れ
て
い
る（
図

10
）。
つ
ま
り
、
ル
ン
ゲ
同
様
に
「
救
い
主
の
時
」
を
示
唆
し
、
キ
リ
ス
ト

教
に
基
づ
く
時
の
観
念
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
サ
イ
ク
ル

は
、
そ
の
後
の
彼
の
多
く
の
作
品
が
展
開
す
る
出
発
点
と
な
り
44
、
そ
し

て
、
こ
こ
か
ら
遅
咲
き
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
快
進
撃
が
始
ま
る
。

画
家
は
、
風
景
に
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
、
あ
る
い
は
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
（
十
字
架
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
、
廃
墟

と
し
て
の
、
あ
る
い
は
遠
望
と
し
て
の
教
会
堂
、
宗
教
改
革
時
代
に
ル
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タ
ー
を
支
持
し
た
騎
士
ウ
ル
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ッ
テ
ン
の
墓
な
ど
）
を

添
え
た
作
品
を
多
数
描
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン

ト
聖
母
教
会
内
装
の
注
文
を
受
け
た
り
、
小
規
模
な
教
会
堂
の
前
庭
付

き
建
築
・
内
装
（
祭
壇
の
上
に
説
教
壇
を
配
置
し
た
典
型
的
に
ル
タ
ー
派

の
）
お
よ
び
祭
具
一
式
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
な
ど
、
直
接
教
会
の
た
め
の
仕

事
も
行
な
っ
て
い
る
45
。
し
か
し
、
彼
が
初
期
ロ
マ
ン
派
の
宗
教
／
芸

術
観
、
な
か
で
も
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
か
ら
受
け
取
っ
て
自
分
の

も
の
に
し
た
最
も
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
ル
ン
ゲ
の
場
合
と
同
じ
く
、

芸
術
お
よ
び
芸
術
家
は
自
分
を
超
え
た
も
の
を
伝
え
るM

ittler

で
あ
る

こ
と
46
、
そ
し
て
有
限
者
と
し
て
謙
虚
で
あ
り
つ
つ
、
恐
れ
ず
に
個
性

（E
igen

tü
m

lich
k
eit

）
を
発
揮
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
は
彼
の
作
品
だ
け
で
な
く
、
言
葉
と
し
て
残
し
た
も
の
の
分
析
か
ら
も

は
っ
き
り
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
47
。

ル
ン
ゲ
と
は
異
な
り
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
場
合
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ

ハ
ー
を
個
人
的
に
知
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
共
通
す
る
親
し
い
友
人

が
複
数
お
り
48
、
か
つ
画
家
人
生
の
節
目
と
な
る
作
品
で
神
学
者
と
重

要
な
接
点
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
最
後

に
そ
う
し
た
作
品
を

取
り
上
げ
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
神
学
と
絵

画
の
初
期
ロ
マ
ン
主

義
を
代
表
す
る
二
人

が
、
ど
の
よ
う
に
互

い
を
生
か
し
合
っ
た

か
を
見
る
こ
と
に
し

よ
う
。

ま
ず
、
作
品
を
め

ぐ
る
激
し
い
論
争
が

あ
っ
た
こ
と
で
知
ら

図9　フリードリヒ『秋／夕』1803頃

図10　図9の部分
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れ
る
『
山
上
の
十
字
架
』
あ
る
い
は
『
テ
ッ
チ
ェ
ン
祭
壇
画
（
図
11
）』
を

取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
作
品
は
、
先
に
言
及
し
た
「
時
」
の
サ
イ
ク
ル
第

三
図
か
ら
展
開
し
た
作
品
で
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
い
く
つ
か
の
ス
テ
ッ
プ

を
経
て
、
次
第
に
「
岩
の
上
の
十
字
架
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
集
中
し
て
行

き
、
他
の
要
素
を
取
り
払
っ
て
た
ど
り
着
い
た
（
図
12
）、
十
九
世
紀
初

頭
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
は
究
極
の
抽
象
と
表
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

作
品
で
あ
る
49
。
油
彩
版
は
、
当
初
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
戦
っ
て
い
る
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
王
グ
ス
タ
フ
四
世
ア
ド
ル
フ
に
献
呈
す
る
予
定
で
着
手
し
た
と

伝
え
ら
れ
る
が
、
途
中
で
王
が
退
位
し
た
た
め
に
果
た
せ
ず
、
前
か
ら
こ

の
絵
を
欲
し
が
っ
て
い
た
ボ
ヘ
ミ
ア
の
あ
る
伯
爵
夫
人
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）

が
、
ド
レ
ス
デ
ン
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
テ
ッ
チ
ェ
ン
（
ジ
ェ
チ
ン
）
に

図11　フリードリヒ『山上の十字架（テッ
チェン祭壇画）』1808

図12　『秋／夕』から『山上の十字架』への展開
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あ
る
自
分
の
城
の
礼
拝
堂
に
置
く
か
ら
、
と
い
う
画
家
の
喜
び
そ
う
な
提

案
を
し
て
手
に
入
れ
た
50
。
画
家
は
祭
壇
画
ら
し
く
見
え
る
よ
う
に
、
か

つ
絵
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
伝
え
よ
う
と
、
額
も
デ
ザ
イ

ン
し
て
友
人
の
彫
刻
家
に
制
作
さ
せ
、
搬
送
前
に
自
宅
で
公
開
し
た
と
こ

ろ
、
ラ
ム
ド
ー
ア
と
い
う
保
守
的
美
学
者
が
た
ま
た
ま
そ
れ
を
見
て
、
ま

さ
に
そ
の
「
抽
象
性
」
と
「
独
自
性
」、
そ
し
て
ジ
ャ
ン
ル
別
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

ー
の
下
位
に
位
置
す
る
風
景
画
が
祭
壇
画
に
な
る
こ
と
を
非
難
す
る
論
評

を
新
聞
に
載
せ
た
51
。
そ
れ
に
対
し
画
家
も
反
論
を
書
き
、
批
評
家
の
推

す
よ
う
な
「
よ
き
造
形
」
の
規
則
に
は
叶
っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ

も
、
芸
術
に
は
規
則
を
守
る
こ
と
よ
り
も
個
々
の
芸
術
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の

や
り
方
で
高
み
を
目
指
す
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
絵
は
風
景
画

だ
け
れ
ど
も
宗
教
的
な
の
だ
、
と
い
う
点
は
一
歩
も
譲
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
主
張
に
つ
な
が
り
、
特
に
前
半
部
分
は
非
常

に
近
代
的
な
問
題
提
起
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
自
身
に
よ
る
次
の
よ

う
な
絵
解
き
を
添
え
る
。

「
意
図
し
て
い
る
の
は
お
よ
そ
次
の
と
お
り
。
木
に
架
け
ら
れ
た
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
こ
こ
で
は
万
物
を
生
か
す
永
遠
の
父
の
像
で

あ
る
、
沈
み
ゆ
く
太
陽
の
方
を
向
い
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
教
え
を
も

っ
て
、
古
い
世
界
、
つ
ま
り
父
な
る
神
が
直
接
地
上
を
歩
み
、
カ
イ

ン
に
向
か
っ
て
『
な
ぜ
憤
る
の
か
、
な
ぜ
目
を
伏
せ
る
の
か
』
と
語

り
か
け
、
雷
鳴
と
稲
妻
の
も
と
で
十
戒
の
板
を
授
け
、
ア
ブ
ラ
ム
に

向
か
っ
て
『
履
物
を
脱
ぎ
な
さ
い
、
お
前
の
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は

聖
な
る
場
所
だ
か
ら
』
と
話
し
か
け
た
時
代
は
死
ん
だ
。
こ
の
太
陽

は
沈
み
、
大
地
は
薄
れ
て
い
く
光
を
も
は
や
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
こ
に
、
最
も
純
度
の
高
い
高
貴
な
金
属
で
作
ら
れ
た
十

字
架
上
の
救
い
主
が
、
夕
焼
け
の
金
色
の
中
で
輝
き
、
和
ら
げ
ら
れ

た
光
を
地
上
に
反
射
す
る
。
岩
の
上
に
十
字
架
が
ま
っ
す
ぐ
に
、
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
我
々
の
信
仰
と
同
じ
よ
う
に
揺
ぎ
な
く

し
っ
か
り
と
立
っ
て
い
る
。
十
字
架
の
周
り
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
を

通
じ
て
常
緑
の
樅
の
木
が
、
磔
刑
に
架
け
ら
れ
た
方
に
か
け
る
我
々

の
希
望
の
よ
う
に
立
っ
て
い
る
。」52

こ
の
解
説
は
『
宗
教
講
話
』
の
第
五
章
、「
諸
宗
教
に
つ
い
て
」（
比
較
宗

教
論
）
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
53
。
こ
の
章
は
ほ
か
の

四
章
と
は
多
少
趣
が
変
わ
り
、
そ
れ
ま
で
の
章
で
は
特
定
の
宗
教
に
限
定

さ
れ
な
い
宗
教
な
る
も
の
全
般
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い

論
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
軌
道
修
正
し
て
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
が
優

れ
て
い
る
、
と
い
う
話
に
な
る
54
。
諸
宗
教
の
中
で
は
特
に
ユ
ダ
ヤ
教
と

キ
リ
ス
ト
教
が
比
較
さ
れ
る
が
、
前
者
の
歴
史
は
、「
言
葉
と
行
動
で
の

神
と
人
と
の
直
接
の
対
話
」
に
帰
さ
れ
、「
彼
ら
の
〔
す
な
わ
ち
旧
約
〕
聖

書
が
完
結
し
た
時
、
ヤ
ー
ヴ
ェ
と
そ
の
民
と
の
会
話
が
終
わ
っ
た
と
み
な

さ
れ
る
の
で
、
こ
の
宗
教
は
死
ん
だ
」
と
断
ず
る
55
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
特
徴

を
神
と
人
と
の
直
接
対
話
に
求
め
る
の
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
独

自
の
洞
察
で
、
あ
り
ふ
れ
た
見
解
で
は
な
い
56
。
そ
し
て
、
ま
だ
存
続
し

て
い
る
宗
教
に
対
し
、「
死
ん
だ
」
と
言
い
切
っ
た
こ
と
は
、
ア
ン
チ
・
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セ
ミ
テ
ィ
ズ
ム
を
多
く
の
読
者
に
植
え
付
け
た
と
し
て
、
現
在
で
は
批
判

の
的
に
も
な
っ
て
い
る
57
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
自
作
解
説
は
、
ユ
ダ
ヤ
教

と
い
う
言
葉
こ
そ
使
っ
て
い
な
い
が
、「
古
い
世
界
」
を
、
旧
約
聖
書
に

書
か
れ
た
出
来
事
を
引
用
し
て
神
が
人
間
と
直
接
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト
し
た

時
代
と
し
て
示
し
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
新
し
い
教
え
の
登
場

を
も
っ
て
「
死
ん
だ
」
と
表
現
し
て
お
り
、『
宗
教
講
話
』
に
依
拠
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
58
。
恐
ら
く
画
家
は
、
風
景
画
が
宗
教
画
に

「
成
り
上
が
る
」
不
遜
と
宗
教
的
意
味
の
不
明
瞭
と
い
う
ラ
ム
ド
ー
ア
の

掲
げ
た
非
難
に
対
し
、
神
学
的
根
拠
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
難
が

不
当
で
あ
る
と
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

対
話
の
終
了
と
と
も
に
「
死
ん
だ
」
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教

に
は
初
め
か
ら
神
と
人
と
の
対
話
は
な
い
。
し
か
し
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ

ッ
ハ
ー
は
、
こ
ち
ら
の
方
が
よ
り
崇
高
で
、
人
類
の
よ
り
発
達
し
た
段
階

に
ふ
さ
わ
し
い
宗
教
だ
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
有
限
者
に
よ
る
無
限

者
の
直
観
と
い
う
彼
の
考
え
る
宗
教
の
核
心
は
、
ま
さ
に
神
と
人
と
の
間

に
乗
り
越
え
難
い
差
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
本
源
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
神
と
結
び
つ
く
に
は
絶
対
に
仲
保
が
必
要
な
人
間
に
対
し
、
神

は
次
々
とM

ittler

を
遣
わ
し
て
く
れ
る
が
、
彼
ら
の
中
で
神
性
と
人
間

性
は
次
第
に
ひ
と
つ
に
融
合
し
て
い
く
と
い
う
。
そ
れ
らM

ittler

の
う

ち
で
も
最
上
の
者
、
人
で
あ
る
と
同
時
に
神
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

は
、
あ
ら
ゆ
る
有
限
な
も
の
に
は
神
性
と
関
わ
る
た
め
に
よ
り
高
次
の

M
ittler

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
理
念
そ
の
も
の
を
提
示
し
、
そ
れ
以
上

の
仲
保
を
必
要
と
し
な
い
究
極
のM

ittler

と
し
て
、
断
絶
を
越
え
て
有

限
者
と
無
限
者
と
を
つ
な
い
で
く
れ
る
。
だ
か
ら
人
間
は
、
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
の
絵
解
き
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、
神
の
光
を
和
ら
げ
て
地
上
に
照
り
返

し
て
く
れ
る
キ
リ
ス
ト
に
、
最
終
的
な
希
望
と
信
仰
を
置
く
の
で
あ
る
。

こ
の
反
論
を
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
前
年
に
友
人
に
な
っ
た
若
い
神
学
者

で
、
当
時
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
ギ
ュ
ム
ナ
ー
ジ
ウ
ム
教
師
に
な
っ
た
ば
か

り
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
（Jo

h
an

n
es K

arl H
artw

ig Sch
u
lze, 

1789-1869

）
に
送
っ
て
意
見
を
乞
う
た
。
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
ハ
レ
大
学
で

の
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
弟
子
で
、
こ
の
頃
は
父
と
慕
う
ほ
ど
師
に

傾
倒
し
て
い
た
の
で
59
、
こ
の
絵
解
き
を
読
ん
で
、
ど
ん
な
神
学
的
見
解

と
結
び
付
い
た
主
張
な
の
か
ピ
ン
と
来
た
は
ず
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル

で
は
画
家
は
既
に
か
な
り
知
ら
れ
て
い
た
の
で
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
周
囲
の

人
々
の
意
見
も
聞
き
、
議
論
慣
れ
し
な
い
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
、
美
学
者
と

論
争
す
る
に
は
錯
綜
し
た
感
の
あ
る
手
紙
全
体
は
公
表
さ
せ
ず
に
、
画
家

自
身
に
よ
る
絵
お
よ
び
額
の
記
述
と
絵
解
き
の
部
分
だ
け
を
、
友
人
が
編

集
し
て
い
る
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
教
養
新
聞
に
掲
載
さ
せ
た
60
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
歴
史
上
の
磔
刑
を
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
仲
保
と

い
う
理
念
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
の
作
品
の
核
心
を
、
簡
潔
に
伝
達
し
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
を
含
む
共
通
の
友
人
た
ち

か
ら
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
つ
い
て
、
ま
た
ラ
ム
ド
ー
ア
論
争
に
つ
い
て
、
多

く
を
聞
き
、
ラ
イ
マ
ー
方
で
作
品
も
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
彼

に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
直
接
会
い
、
そ
の
作
品
を
広
め
る
機
会
が
や
っ
て

来
る
。
一
八
〇
六
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
敗
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
翌
年
の
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テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
和
約
で
国
土
の
多
く
を
失
い
、
神
学
者
の
勤
務
し
て
い
た

ハ
レ
大
学
も
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
う
61
。
そ
こ
か
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
の
内
政
大

改
革
が
始
ま
る
が
、
国
の
立
て
直
し
に
は
ベ
ル
リ
ン
に
大
学
を
新
設
す
る

こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
仕
事
の
た
め
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
う
ち

の
ひ
と
り
が
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
で
、
彼
に
は
神
学
部
長
の
座
の
ほ

か
に
、
内
務
省
公
教
育
部
に
も
席
が
与
え
ら
れ
た
。
ベ
ル
リ
ン
の
文
教
政

策
に
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
彼
は
、
大
学
開
校
を
目
前
に
し
た
一

八
一
〇
年
九
月
十
二
日
に
ド
レ
ス
デ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
ア
ト
リ
エ
を

訪
れ
62
、
制
作
中
の
大
作
二
点
『
海
辺
の
修
道
士
』
と
『
樫
の
森
の
中
の

修
道
院
』（
図
13
・
14
）
を
目
に
し
、
こ
れ
ま
で
展
示
実
績
の
な
か
っ
た
ベ

ル
リ
ン
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
展
覧
会
に
出
品
す
る
よ
う
促
し
た
。

こ
の
二
点
は
、
と
も
に
『
山
上
の
十
字
架
』
同
様
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
余

計
な
も
の
を
そ
ぎ
落
と
し
た
極
限
の
風
景
だ
が
、
特

に
『
海
辺
の
修
道
士
』
に
つ
い
て
は
、
画
家
は
何
度

も
描
き
直
し
を
行
な
っ
て
お
り
63
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー

マ
ッ
ハ
ー
の
来
訪
と
ベ
ル
リ
ン
へ
の
発
送
の
間
に
も

手
を
入
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
海
上
に
あ

っ
た
複
数
の
船
を
消
し
去
っ
た
最
終
的
な
形
を
取
る

に
当
た
っ
て
、
神
学
者
の
進
言
が
あ
っ
た
の
か
、
そ

れ
に
画
家
が
納
得
し
て
変
更
を
加
え
た
の
か
は
不
明

で
あ
る
。
両
作
品
は
、
初
日
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ

た
も
の
の
、
実
際
に
ア
カ
デ
ミ
ー
展
で
展
示
さ
れ
人

目
を
引
い
た
だ
け
で
な
く
、
王
室
買
い
上
げ
と
な
っ

た
こ
と
で
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
首
都

に
お
い
て
、「
衝
撃
の
デ
ビ
ュ
ー
」
を
果
た
す
。

こ
の
二
点
に
も
実
は
、
一
九
八
七
年
に
初
め
て
日

の
目
を
見
た
画
家
の
自
作
解
説
が
あ
る
が
、
シ
ュ
ラ

イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
「
仲
保
の
神
学
」
や
ル
ン
ゲ
と

共
通
す
る
キ
リ
ス
ト
観
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
も

図13　フリードリヒ『海辺の修道士』1810

図14　フリードリヒ『樫の森の中の修道院』1810
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で
き
た
『
山
上
の
十
字
架
』
と
は
異
な
り
、
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
画
家

自
身
の
セ
ン
ス
が
現
れ
て
い
る
。

『
海
辺
の
修
道
士
』
が
内
包
す
る
考
え
（G

ed
an

k
en

）
に
つ
い
て
の
画

家
の
説
明
は
、

「
た
と
え
お
前
が
朝
か
ら
夕
方
ま
で
、
夕
方
か
ら
真
夜
中
が
迫
る
ま

で
思
案
し
よ
う
と
も
、
探
り
難
い
彼
岸
は
考
え
出
す
こ
と
も
測
り
知

る
こ
と
も
で
き
な
い
。／
お
前
が
後
世
の
光
と
な
り
、
未
来
の
闇
を

解
き
明
か
そ
う
と
す
る
の
は
、
高
慢
な
思
い
上
が
り
だ
。
聖
な
る
予

感
で
し
か
な
い
も
の
、
信
仰
に
お
い
て
の
み
見
、
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、

つ
い
に
は
っ
き
り
と
知
り
、
理
解
し
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
。／
荒

涼
と
し
た
砂
浜
に
、
お
前
の
足
跡
が
深
く
残
ろ
う
と
も
、
か
す
か
な

風
が
そ
の
上
を
吹
い
た
だ
け
で
そ
の
足
跡
は
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。

思
い
上
が
っ
た
愚
か
な
人
間
よ
。」64

そ
し
て
『
樫
の
森
の
中
の
修
道
院
』
に
つ
い
て
は
、

「
今
制
作
中
の
大
作
で
は
、
墓
の
、
そ
し
て
未
来
の
秘
密
を
描
こ
う

と
考
え
て
い
る
。
信
仰
に
お
い
て
の
み
見
る
こ
と
が
で
き
認
識
で
き

る
も
の
、
人
間
の
有
限
な
知
に
は
永
遠
に
謎
で
あ
り
続
け
る
も
の

を
（
私
自
身
に
と
っ
て
も
、
自
分
が
何
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、

ど
う
や
っ
て
描
こ
う
と
い
う
の
か
は
、
い
く
ぶ
ん
謎
で
あ
る
）。」65

人
知
を
超
え
た
も
の
に
対
す
る
有
限
者
の
、
そ
の
は
か
な
く
取
る
に
足

ら
な
い
存
在
に
ふ
さ
わ
し
い
へ
り
く
だ
り
（D

em
u
t

）
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア

ー
マ
ッ
ハ
ー
も
も
ち
ろ
ん
宗
教
的
に
重
要
な
態
度
と
し
て
触
れ
て
い
る

が
66
、
彼
は
ど
う
や
ら
基
本
的
に
陽
性
の
人
間
で
、
傲
慢
へ
の
戒
め
に
あ

ま
り
当
事
者
と
し
て
の
切
実
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
少
年

時
代
か
ら
身
近
に
い
く
つ
も
の
死
を
経
験
し
、
特
に
弟
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー

の
事
故
死
に
つ
い
て
は
責
任
を
感
じ
て
い
た
だ
ろ
う
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
67
、

人
間
が
死
す
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
に
対
し
敏
感
で
、
亡
く
な
っ
た
者
は

ど
こ
へ
行
く
の
か
、
死
の
向
こ
う
に
何
が
あ
る
の
か
は
、
繰
り
返
さ
れ
、

し
か
し
答
え
の
出
な
い
問
い
、
解
け
な
い
謎
と
し
て
彼
に
つ
き
ま
と
い
、

少
な
か
ら
ぬ
作
品
や
詩
作
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
68
。
彼
は
、
鋭
敏
な
セ
ン

ス
を
持
つ
者
は
不
幸
だ
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
69
、
彼
の
セ
ン
ス
は
メ

ラ
ン
コ
リ
ー
に
傾
斜
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
彼
は
信
仰
を
必
要
と

し
た
70
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
両
作
品
は
画
家
が
こ
れ
ま
で
手
掛
け
た

う
ち
で
最
大
サ
イ
ズ
の
野
心
作
で
も
あ
る
。
ラ
ム
ド
ー
ア
論
争
は
彼
を
時

の
人
に
押
し
上
げ
、
こ
れ
ま
で
と
は
桁
違
い
の
急
な
注
目
と
成
功
が
彼
を

奮
い
立
た
せ
る
と
同
時
に
、
思
い
上
が
り
で
は
な
い
か
と
不
安
に
さ
せ
、

そ
の
た
め
人
間
の
取
る
に
足
ら
な
さ
、
は
か
な
さ
を
改
め
て
テ
ー
マ
化
し
、

自
ら
を
戒
め
よ
う
と
し
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
一
八
一
〇
年
頃

に
、
彼
は
自
画
像
の
う
ち
で
は
二
番
目
に
大
き
な
サ
イ
ズ
で
、
か
つ
最
も

深
刻
に
自
分
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
を
問
う
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
素

描
（
図
15
）
も
残
し
て
い
る
71
。
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『
海
辺
の
修
道
士
』
と
『
樫
の
森
の
中
の
修
道
院
』
の
対
幅
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
写
生
パ
ー
ツ
か
ら
想
像
上
で
組
み
立
て
ら
れ
た
『
山
上
の
十
字
架
』

の
光
景
と
は
異
な
り
、
両
方
と
も
画
家
の
故
郷
の
実
在
す
る
場
所
、
特
に

危
険
で
も
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
も
な
い
場
所
が
作
画
の
基
礎
と
な
っ
て
い

る
。『
海
辺
の
修
道
士
』
は
、
リ
ュ
ー
ゲ
ン
島
の
メ
ン
ヒ
グ
ー
ト
半
島
に

あ
る
、
ゲ
ー
レ
ン
岬
の
付
け
根
の
南
側
か
ら
海
を
見
下
ろ
す
位
置
で
描
か

れ
た
写
生（
図
16
）が
基
に
な
っ
て
お
り
72
、『
樫
の
森
の
中

の
修
道
院
』
は
、
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
近
郊
の
エ
ル
デ
ナ

に
あ
る
シ
ト
ー
派
修
道
院
の
廃
墟
を
中
心
モ
テ
ィ
ー
フ
と

し
て
い
る
73
。
し
か
し
、
わ
ず
か
な
操
作
―
前
者
で
は

耕
地
や
樹
木
の
広
が
る
後
景
の
岬
全
体
と
、
船
や
仕
掛
け

網
と
い
う
人
の
営
み
の
し
る
し
の
消
去
、
後
者
で
は
廃
墟
を
取
り
巻
く
枯

れ
た
樫
の
木
や
雪
に
覆
わ
れ
た
墓
地
の
付
加
―
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は

様
相
を
変
え
て
し
ま
う
。
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
世
界

が
「
ロ
マ
ン
化
」
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
変
容
の
仕
方
に
表
現
者
の
個

性
が
は
っ
き
り
と
刻
ま
れ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
物
語
っ
て
い
る
。

個
性
的
なM

ittler

で
あ
る
こ
の
対
幅
の
、
彼
岸
の
謎
を
め
ぐ
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
、
多
く
の
人
が
理
解
し

た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い

が
74
、
少
な
く
と
も
ひ
と
り
の
人

間
は
慰
め
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
対
幅
を
購
入
し
た
い
と
願
っ

た
の
は
、
母
を
亡
く
し
た
ば
か
り

の
十
五
歳
の
王
太
子
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

註1	

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
『
宗
教

改
革
三
大
文
書　

付
九
五
箇
条
の
提

題
』、
深
井
智
朗
訳
、
講
談
社
学
術

文
庫
、
二
〇
一
七
、
所
収
、
三
八
八

図15　フリードリヒ『自画像』1810頃

図16　フリードリヒ『リューゲン島ゲーレン岬を望む海岸』
1801
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頁
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
聖
職
者
を
任
ず
る
「
叙
階
」
は
サ
ク

ラ
メ
ン
ト
（
秘
蹟
）
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
聖
職
者
は
神

と
の
特
別
な
関
わ
り
の
中
に
入
る
た
め
、
告
解
を
聴
き
罪
の
赦
し
を
代

行
す
る
等
の
、
平
信
徒
の
持
た
な
い
宗
教
的
権
限
を
与
え
ら
れ
る
。
ル

タ
ー
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
認
め
る
七
つ
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
う
ち
、
最
終

的
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
直
接
自
ら
行
な
っ
た
聖
餐
と
洗
礼
以
外
の

五
つ
を
廃
し
た
。
叙
階
の
排
除
と
と
も
に
教
皇
の
無
謬
説
は
否
定
さ
れ
、

教
皇
を
頂
点
と
す
る
教
会
も
ま
た
誤
る
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

2 

深
井
智
朗
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
』、
中
公
新
書
、
二
〇
一
七
、

第
五
章
。

3 

マ
ル
テ
ィ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
ド
イ
ツ
敬
虔
主
義
』、
小
林
謙
一
訳
、

教
文
館
、
一
九
九
二
。“Pietism

us“, W
ikipedia, 21. 06. 2017(https://

de.w
ikipedia.org/w

/index.php?title=Pietism
us&

oldid=166598350).

4	

先
駆
的
研
究
で
あ
るK

lau
s Lan

k
h
eit, „C

asp
ar D

avid
 Fried

rich
 

u
n
d
 d

er N
eu

p
ro

testan
tism

u
s“, D

eu
tsch

es V
iertelja

h
rssch
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fü
r Litera

tu
rw
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a
ft u

n
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 G
eistesg
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te, 2
4
. 

Jg., 1950, S. 129-143, 

に
お
い
て
、N

e
u

p
ro

te
sta

n
tism

u
s

と
P
an

en
th

eism
u
s

の
両
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。P

an
en

th
eism

u
s

は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
神
と
自
然
を
直
接
同
一
視
し
た
と
み
な
し
、
そ
の
立

場
が
汎
神
論
（P

an
th

eism
u
s

）
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、
世
界
は
神
の

中
に
あ
る
が
、
神
は
世
界
を
超
え
て
大
き
く
、
し
た
が
っ
て
神
と
世
界

は
同
じ
で
は
な
い
、
と
す
る
考
え
方
で
、K

arl C
h
ristian

 Fried
rich

 

K
rau

se (1781-1832) 

が
、
一
八
二
八
年
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
出

版
し
た
『
哲
学
体
系
講
義 ( V

orlesu
n

gen
 ü

ber d
a

s System
 d

er 

P
h

ilosoph
ie)

』
で
打
ち
出
し
た
。
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上
記
二
著
は

二
人
の
連
名
で
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
章
に
よ
っ
て
著
者
は
異
な
り
、

言
及
し
た
章
は
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
に
帰
さ
れ
て
い
る
。

6 
„Von zw

ei w
underbaren Sprachen und deren geheim

nisvoller 
K

raft“, in
: H

erzen
sergieß
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n

gen
... W

ack
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er, op. cit., 

S. 190-194.
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rau
ch

en
 m

ü
sse“ in

: H
erzen

sergieß
u

n
gen

... 
W

ack
en

ro
d
er, op. cit., S. 200-204.

8 

註
5
参
照
。「
二
つ
の
素
晴
ら
し
い
言
語
」と
は
、
芸
術
と
自
然
を
指
す
。

9	
A

th
en

äu
m

-Fragm
en

te 116.: „D
ie ro

m
an

tisch
e P

o
esie ist 

ein
e p

ro
g
ressive U

n
iversalp

o
esie. Ih

re B
estim

m
u
n
g
 ist 

n
ich

t b
lo

ß
, alle getren

n
ten

 G
attu

n
gen

 d
er P

o
esie w

ied
er 

zu
 verein

ig
en

 u
n
d
 d

ie P
o
esie m

it d
er P

h
ilo

so
p
h
ie u

n
d
 

R
h
eto

rik
 in

 B
erü

h
ru

n
g zu

 setzen
. Sie w

ill u
n
d
 so

ll au
ch

 

P
o
esie u

n
d
 P

ro
sa, G

en
ialität u

n
d
 K

ritik
, K

u
n
stp

o
esie u

n
d
 

N
atu

rp
o
esie b

ald
 m

isch
en

, b
ald

 versch
m

elzen
, d

ie P
o
esie 

leb
en

d
ig u

n
d
 gesellig u

n
d
 d

as Leb
en

 u
n
d
 d

ie G
esellsch

aft 
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p
o
etisch

 m
ach

en
, d

en
 W

itz p
o
etisieren

 u
n
d
 d

ie Fo
rm

en
 

d
er K

u
n
st m

it ged
iegn

em
 B

ild
u
n
gssto

ff jed
er A

rt an
fü

llen
 

u
n
d
 sättigen

 u
n
d
 d

u
rch

 d
ie Sch

w
in

gu
n
gen

 d
es H

u
m

o
rs 

b
eseelen

. Sie u
m

faß
t alles, w

as n
u
r p

o
etisch

 ist, vo
m

 

g
rö

ß
ten

 w
ied

er m
eh

rere System
e in

 sich
 en

th
alten

d
en

 

System
e d

er K
u
n
st b

is zu
 d

em
 Seu

fzer, d
em

 K
u
ß
, d

en
 d

as 

d
ich

ten
d
e K

in
d
 au

sh
au

ch
t in

 k
u
n
stlo

sem
 G

esan
g. [...]“, in

: 

K
ritisch

e F
ried

rich
-Sch

legel-A
u

sga
b
e, B

d
.2, 1. A

b
teilu

n
g, 

W
erk

e 2
: C

h
arak

teristik
en

 u
n
d
 K

ritik
en

 I (1
7
9
6
-1

8
0
1
), 

h
g
. vo

n
 H

an
s E

ich
n
er, M

ü
n
ch

en
/P

ad
erb

o
rn

/W
ien

 1967, 

S. 182f. 

邦
訳
『
Fr.
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル 

ロ
マ
ン
派
文
学
論
』、
山
本
定
祐
訳
、

冨
山
房
、
一
九
七
八
年
、
あ
り
。

10 
P
ro

gressiv

を
こ
こ
で
は
「
進
歩
す
る
」
と
訳
し
た
が
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
を
包
摂
す
る
全
体
を
希
求
す
る
点
で
、
後
の
進
歩
主
義
の
直
線
運

動
的
変
化
観
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

11 
V
erm

isch
te Fragm

en
te I, 105.  „D

ie W
elt m

u
ß
 ro

m
an

tisirt 

w
erd

en
. So

 fi
n
d
et m

an
 d

en
 u

rsp
r[ü

n
glich

en
] Sin

n
 w

ied
er. 

R
o
m

an
tisiren

 ist n
ich

ts, als ein
e q

u
alit[ative] P

o
ten

ziru
n
g. 

D
as n

ied
re Selb

st w
ird

 m
it ein

em
 b

essern
 Selb

st in
 d

ieser 

O
p
eratio

n
 id

en
tificirt. S

o
 w

ie w
ir selb

st ein
e so

lch
e 

q
u
alit[ative] P

o
ten

zen
reih

e sin
d
. D

iese O
p
eratio

n
 ist n

o
ch

 

gan
z u

n
b
ek

an
n
t. In

d
em

 ich
 d

em
 G

em
ein

en
 ein

en
 h

o
h
en

 

Sin
n
, d

em
 G

ew
ö
h
n
lich

en
 ein

 g
eh

eim
n
iß

vo
lles A

n
seh

n
, 

d
e
m

 B
e
k
a
n

n
te

n
 d

ie
 W

ü
rd

e
 d

e
s U

n
b
e
k
a
n

n
te

n
, d

e
m

 

E
n
d
lich

en
 ein

en
 u

n
en

d
lich

en
 Sch

ein
 geb

e so
 ro

m
an

tisire 

ich
 es —

 U
m

g
ek

eh
rt ist d

ie O
p
eratio

n
 fü

r d
as H

ö
h
ere, 

U
n
b
ek

an
n
te, M

ystisch
e, U

n
en

d
lich

e —
 d

ies w
ird

 d
u
rch

 

d
iese V

erk
n
ü
p
fu

n
g
 lo

g
aryth

m
isirt —

 E
s b

ek
o
m

m
t ein

en
 

g
eläu

fig
en

 A
u
sd

ru
ck

. ro
m

an
tish

e P
h
ilo

so
p
h
ie. Lin

gu
a

 

rom
a

n
a
. W

ech
selerh

ö
h
u
n
g u

n
d
 E

rn
ied

rigu
n
g“ in

: N
ova

lis 

Sch
riften

 / D
ie W

erk
e F

ried
rich

 von
 H

a
rd

en
b

ergs, h
g
. 

vo
n
 P

au
l K

lu
ck

h
o
h
n
 u

n
d
 R

ich
ard

 Sam
u
el, 2. B

an
d
: D

as 

p
h
ilo

so
p
h
isch

e W
erk

 I, D
arm

stad
t 1981, S. 505 (A

b
teilu

n
g 

V
I: V

o
rarb

eiten
 zu

 versch
ied

en
en

 Fragm
en

tsam
m

lu
n
gen

).

綴
り
は
原
文
ど
お
り
。
邦
訳
『
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
作
品
集
』
第
1
巻
、
今

泉
文
子
訳
、
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、
二
三
五
―
二
三
六
頁
、
あ
り
。

「
ロ
マ
ン
化
す
る
」
の
対
立
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
対
数
化
す
る

(lo
garyth

m
isieren

)

」
と
い
う
語
は
、
天
文
学
や
、
そ
の
知
識
を
用
い

た
大
航
海
が
盛
ん
に
な
っ
た
近
世
以
降
、
こ
れ
ま
で
と
は
桁
違
い
に
大

き
な
数
（
い
わ
ゆ
る
「
天
文
学
的
数
字
」）
を
扱
う
際
の
利
便
の
都
合
か

ら
、
指
数
や
対
数
と
い
う
数
学
的
概
念
や
計
算
法
が
生
み
出
さ
れ
、
通

常
で
は
扱
い
き
れ
な
い
よ
う
な
大
き
な
数
を
扱
い
得
る
形
に
変
換
し
た

こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
比
喩
的
表
現
。
美
術
史
で
は
、
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の

リ
ア
ル
に
描
写
さ
れ
た
神
話
画
に
対
し
て lo

garith
m

 o
f reality

と

い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
例
が
あ
る
（Steven

 N
. O

rso
, V

ela
squ

ez, 

Los B
orra

ch
os, a

n
d

 P
a

in
tin

g a
t th

e C
ou

rt of P
h

ilipp IV
, 

C
am

b
rid

ge U
n
iversity P

ress 1993, p
.23

）。

12 
Fried

rich
 Sch

legel, „G
em

äld
eb

esch
reib

u
n
gen

 au
s P

aris 

u
n
d
 d

en
 N

ied
erlan

d
en

 in
 d

en
 Jah

ren
 1

8
0
2
-1

8
0
4
“, in

: 

K
ritisch

e F
ried

rich
-Sch

legel-A
u

sga
b

e, B
d
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, M
ü
n
ch

en
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P
ad

erb
o
rn

/W
ien

 1959, S. 9-152.

こ
の
報
告
の
概
要
と
論
法
に
つ

い
て
は
、
拙
著
「
フ
ラ
ン
ツ
・
プ
フ
ォ
ル
と
古
ド
イ
ツ
美
術
」、『
実
践

女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』第
三
十
号
、
一
九
八
八
、
九
七
―
一
四
二
頁
中
、

一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
を
見
よ
。

13 

プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
前
身
で
あ
る
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
侯
国
で
十

七
世
紀
初
め
に
は
改
革
派
を
信
仰
す
る
選
帝
侯
が
出
、
ま
た
ユ
グ
ノ
ー

の
難
民
を
多
数
受
け
入
れ
た
経
緯
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
領
邦
の
中
で
は
オ

ラ
ン
ダ
に
近
い
地
域
と
並
ん
で
改
革
派
が
多
く
、
軍
や
病
院
と
い
っ
た

公
の
機
関
に
は
ル
タ
ー
派
と
改
革
派
両
方
の
説
教
師
を
置
い
て
い
た
。

一
八
一
七
年
に
王
家
の
主
導
で
両
派
は
合
同
さ
れ
、「
福
音
教
会
」
を
名

乗
る
こ
と
に
な
る
。

14 

一
七
二
七
年
に
ザ
ク
セ
ン
の
ツ
ィ
ン
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
伯
爵（N

ik
o
lau

s 

Lu
d
w

ig G
raf vo

n
 Z

in
zen

d
o
rf

）
に
よ
っ
て
新
た
に
形
成
さ
れ
た
ル

タ
ー
派
敬
虔
主
義
の
一
派
だ
が
、
ボ
ヘ
ミ
ア
、
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
な
ど
、
各

地
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
の
宗
教
難
民
を
受
け
入
れ
、
伯
爵
自

身
改
革
派
の
聖
職
者
で
も
あ
る
な
ど
、
宗
派
の
枠
を
越
え
た
活
動
を

し
、
ま
た
、
奴
隷
制
に
反
対
し
ア
メ
リ
カ
へ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
行
な
っ

た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
前
掲
書
、
一
五
六
―
一
八
四
頁; „Z

in
zen

dorf“, 

W
ikiped

ia
, 06. 2017 (h

ttps://en
.w

ikiped
ia

.org/w
iki/N

icola
u

s_

Z
in

zen
d
orf;d

e.w
ikiped

ia
.org/w

iki/N
ikola

u
s_von

_Z
in

zen
d
orf)

 

　

な
お
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
も
、
父
が
最
初
の
妻
の
死
後
ヘ
ル
ン
フ
ー
ト

派
に
転
向
し
て
熱
心
な
信
者
と
な
っ
て
か
ら
、
後
妻
と
の
間
に
産
ま
れ

た
子
で
あ
る
。

15 

ヘ
ル
ン
フ
ー
ト
派
の
学
校
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
籍
・
身
分
の
生

徒
が
机
を
並
べ
て
い
た
た
め
、
多
様
性
を
学
ぶ
の
に
は
適
し
た
環
境

だ
っ
た
と
言
え
る
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
二
つ
の
学
校
に
通

っ
た
が
、
上
級
の
保
守
的
で
厳
格
な
神
学
校
（B

arb
y

のSem
in

ar

）

の
方
は
、
啓
蒙
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
学
的
異
論
や
文
学
に
対
す
る

学
生
た
ち
の
関
心
を
抑
圧
す
る
環
境
で
、
学
友
の
放
校
処
分
に
伴
い

シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
も
退
学
し
た
。
息
子
の
「
背
教
」
に
対
す

る
父
の
懸
念
を
よ
そ
に
、
彼
は
ハ
レ
大
学
で
引
き
続
き
神
学
を
専
攻

す
る
が
、
学
ん
で
い
た
の
は
主
に
哲
学
と
文
学
で
、
卒
業
試
験
前
に

な
っ
て
猛
烈
に
神
学
を
勉
強
し
、
優
等
で
合
格
。
な
お
、
初
期
の
シ

ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
と
彼
を
取
り
巻
く
時
代
的
環
境
に
つ
い
て

は
、K

u
rt N

o
w

ak
, Sch

leierm
a

ch
er u

n
d

 d
ie Frü

h
rom

a
n

tik. 

E
in

e litera
tu

rgesch
ich

tlich
e Stu

d
ie zu

m
 rom

a
n

tisch
en

 

R
eligion

sverstä
n

d
n

is u
n

d
 M

en
sch

en
bild

 zu
m

 E
n

d
e d

es 1
8
. 

Ja
h

rh
u

n
d

erts in
 D

eu
tsch

la
n

d
, W

eim
ar 1986, 

に
詳
し
い
。

16 

シ
ャ
リ
テ
病
院
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ノ

ー
ベ
ル
医
学
賞
受
賞
者
を
輩
出
す
る
著
名
な
研
究
・
医
療
機
関
と
な

り
、
日
本
か
ら
北
里
柴
三
郎
も
参
加
し
て
い
る
が
、
も
と
も
と
は
十
八

世
紀
初
頭
に
ペ
ス
ト
患
者
の
収
容
所
と
し
て
設
立
さ
れ
た
施
設
で
、
貧

民
局
（A

rm
en

-D
ircto

riu
m

）
の
管
轄
下
に
あ
り
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ

ッ
ハ
ー
の
就
任
当
時
は
決
し
て
恵
ま
れ
た
職
場
環
境
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ベ
ル
リ
ン
に
住
む
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
的
刺
激
は
格
段
に
増

大
し
た
。

17 
Fied

rich
 D

an
iel E

n
st Sch

leierm
ach

er, Ü
ber d

ie R
eligion

; 

R
ed

en
 a

n
 d

ie G
eb

ild
eten

 u
n

ter ih
ren

 V
erä

ch
tern

, B
erlin

 

1799
1, in

: Fried
rich

 D
a

n
iel E

rn
st Sch

leierm
a

ch
er K

ritisch
e 

G
esa

m
ta

u
sga

b
e (K

G
A

), 1. A
b
t. : Sch

riften
 u

n
d
 E

n
tw

ü
rfe 

B
d
.2: Sch

riften
 a

u
s d

er B
erlin

er Z
eit 1

7
9

6
-1

7
9

9
, h

g. vo
n
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G
ü
n
ter M

eck
en

sto
ck

, B
erlin

/N
ew

 Y
o
rk

 1984.

邦
訳
：
シ
ュ

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル『
宗
教
論
』、
佐
野
勝
也
・
石
井
次
郎
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
四
九
年
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
『
宗
教
に
つ
い
て
』、

深
井
智
朗
訳
、
春
秋
社
、
二
〇
一
三
年
。

18 
A

th
en

äu
m

-Frag
m

en
te 233.: „D

ie R
elig

io
n
 ist m

eisten
s 

n
u
r ein

 Su
p
p
lem

en
t o

d
er g

ar in
 Su

rro
g
at d

er B
ild

u
n
g
, 

u
n
d
 n

ich
ts ist religiö

s in
 stren

gem
 Sin

n
e, w

as n
ich

t ein
 

P
ro

d
u
k
t d

er Freih
eit ist. M

an
 k

an
n
 also

 sagen
; Je freier, je 

religiö
ser; u

n
d
 je m

eh
r B

ild
u
n
g, je w

en
iger R

eligio
n
“, in

: 

K
ritisch

e Fried
rich

-Sch
legel-A

u
sga

be, B
d
. 2 

（
註
９
を
見
よ
）, 

S. 23. 

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
伝
統
的
教
義
や
教
会
か
ら
は
自
由
な
宗
教
観

を
持
っ
て
お
り
、
一
七
九
八
年
に
は
自
分
で
新
し
い
宗
教
を
立
ち
上
げ
、

聖
書
を
書
く
（
た
だ
し
、
文
学
的
形
式
を
追
求
し
た
芸
術
作
品
と
し
て
）

こ
と
さ
え
計
画
し
て
い
た (N

o
vak

, op. cit., S. 138f.)

。

19 
M

anuel B
auer, Schlegel u

n
d Schleierm

acher. Frü
hrom

an
tische 

K
u

n
stk

ritik
 u

n
d

 H
erm

en
eu

tik
, P

ad
e
rb

o
rn

/M
ü
n
ch

e
n
/

W
ien

/Z
ü
rich

 2011, S. 222. H
ellm

u
t Z

sch
och

, „Lieb
h
ab

er d
er 

R
eligio

n
 u

n
ter d

en
 G

eb
ild

eten
. Fried

rich
 Sch

leierm
ach

er, 

d
ie Frü

h
ro

m
an

tik
er u

n
d
 d

as C
h
risten

tu
m

“, in
: Fried

rich
 

H
u
b
er (H

g.), R
ed

en
 ü

b
er d

ie R
eligion

 —
 2

0
0

 Ja
h

re n
a

ch 

Sch
leierm

a
cher. E

in
e in

terd
isziplin

ä
re A

u
sein

a
n

d
ersetzu

n
g 

m
it Sch

leierm
a
chers R

eligion
skritik, W

up
p
ertal 2000, S. 9-29, 

h
ier 18f.,

は
、
も
う
少
し
広
く
、
同
時
代
の
教
養
人
の
中
で
、
宗
教
に

関
心
は
あ
る
が
趣
味
的
で
、
哲
学
・
詩
・
政
治
・
芸
術
・
学
問
の
総
合

を
求
め
て
い
る
人
々
を
想
定
し
て
い
る
と
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
く
当
て

は
ま
る
の
は
や
は
り
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
だ
ろ
う
。

20 
Id

een
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elig

io
n
 ist d

ie allb
eleb

en
d
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n
 au

ß
en

 in
 fu

rch
tb

are 

Z
erstö

ru
n
g au

sb
rich

t“ u
n
d
 14.: „D

ie R
eligio

n
 ist n

ich
t b

lo
ß
 

ein
 Teil d

er B
ild

u
n
g, ein

 G
lied

 d
er M

en
sch

h
eit, so

n
d
ern

 

d
as Z

en
tru

m
 aller ü

b
rigen

, ü
b
erall d

as E
rste u

n
d
 H

ö
ch

ste, 

d
as sch

lech
th

in
 U

rsp
rü

n
glich

e“, in
: ibid

., S. 256f.　

た
だ
し
、

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
『
宗
教
講
話
』
を
手
放
し
で
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は

な
く (

彼
の
反
応
は
、K

G
A

, 1. A
b
t. B

d
. 2, S. LX

V
II-LX

X
, 

を
見
よ)

、

彼
の
宗
教
の
中
心
に
は
芸
術
が
あ
り
、
後
に
両
者
の
融
合
を
カ
ト
リ
ッ

ク
に
見
出
す
こ
と
に
な
る
。

21 
H

e
rm

a
n

n
 P

a
tsc

h
, A

lle M
en

sch
en

 sin
d

 K
ü

n
stler; 

Fried
rich

 Sch
leierm

a
ch

ers poetisch
e V

ersu
ch

e, B
erlin

/N
ew

 
Y
o
rk

 1986. 

シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
文
学
的
試
み
を
め
ぐ
る
解

説Literarh
isto

risch
er Teil (S. 7-80)

と
、
実
際
の
詩
作
を
集
め
て

註
を
付
け
たE

d
ito

risch
er u

n
d
 k

o
m

m
en

tieren
d
er Teil (S. 81-

233)

の
二
部
よ
り
成
り
、
前
者
で
は
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
サ
ー
ク
ル

と
の
接
触
に
よ
っ
て
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
が
半
ば
強
制
的
に
文
学

的
著
述
に
導
か
れ
、
自
分
で
も
そ
の
気
に
な
っ
て
一
八
〇
三
年
に
詩
作

の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
が
、
才
能
の
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
翻
訳
以
外
の
文

学
活
動
か
ら
は
手
を
引
き
、
哲
学
お
よ
び
神
学
と
い
う
本
来
の
領
域
に

戻
っ
て
い
く
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
誰
も
が
芸
術
家
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
は
、『
宗
教
講
話
』
中
の
誰
も
が
宗
教
的
仲
介
者
と
な
れ
る
、
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と
い
う
主
張
、
あ
る
い
は
『
倫
理
学
』
中
のJed

er M
en

sch
 ist ein

 
K

ü
n
stler

と
い
う
見
方
を
想
起
さ
せ
る
が
、
手
す
さ
び
の
域
を
越
え
て

社
会
的
に
有
意
義
な
も
の
と
な
る
に
は
、
誰
も
が
持
ち
得
る
素
質
だ
け

で
は
や
は
り
不
十
分
な
こ
と
を
、
自
ら
実
証
し
て
し
ま
っ
た
と
見
る
な

ら
ば
、
皮
肉
な
題
に
も
取
れ
る
。

22 
„H

isto
risch

e E
in

leitu
n
g
“, in

: F
ried

rich
 D

a
n

iel E
rn

st 
Sch

leierm
a

ch
er K

ritisch
e G

esa
m

ta
u

sga
b
e (K

G
A

), 1. A
b
t. 

B
d
. 3: Sch

riften
 a

u
s d

er B
erlin

er Z
eit 1

8
0
0
-1

8
0
2
, h

g. vo
n
 

G
ü
n
ter M

eck
en

sto
ck

, B
erlin

/N
ew

 Y
o
rk

 1988, S.  X
X

V
I.

23 

有
限
で
多
様
な
個
と
全
体
を
な
す
一
者
と
の
関
係
は
、
ヤ
ー
コ
ビ

に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
再
評
価
を
き
っ
か
け
に
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ

ー
を
含
む
当
時
の
多
く
の
教
養
人
が
取
り
組
ん
だ
問
題
で
、『
宗
教
講

話
』
に
も
そ
の
反
映
が
見
ら
れ
る
。
彼
の
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
に
つ
い
て
は
、

N
o
w

ak
, op. cit., S. 84-92, 

に
詳
し
い
。
こ
こ
で
は B

au
er, op. 

cit., S. 238, 

に
倣
っ
て
「
積
分
的
」
と
表
現
し
た
。
な
お
、
シ
ュ
ラ
イ

ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
数
学
的
考
察
の
草
稿
も
残
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
着

目
し
て
、
彼
の
数
学
的
思
考
が
神
学
分
野
に
ど
う
生
か
さ
れ
た
の
か
を

考
察
し
た
の
が
、In

k
en

 M
äd

ler, K
irch

e u
n

d
 bild

en
d

e K
u

n
st 

d
er M

od
ern

e, T
ü
b
in

gen
 1997, Teil B

 (

シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ

ー
の
モ
ダ
ン
美
術
と
教
会
の
衝
突
克
服
へ
の
貢
献), 5

（
運
動
に
お
け

る
一
体
化
）
で
あ
る
。
マ
イ
ン
ツ
大
学
福
音
派
神
学
部
の
博
士
論
文
と

し
て
書
か
れ
た
こ
の
論
考
は
、
ほ
か
に
も
言
語
学
的
方
法
を
分
析
に
用

い
る
な
ど
、
新
し
い
手
法
が
見
ら
れ
る
が
、「
モ
ダ
ン
美
術
」
の
概
念

や
指
す
範
囲
が
曖
昧
で
、
具
体
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
作
例
が
あ
ま
り

に
限
定
的
で
あ
り
、
教
会
用
に
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
作
例
を
教
会

と
モ
ダ
ン
美
術
の
衝
突
の
枠
で
語
る
な
ど
、
美
術
史
的
に
は
問
題
が
あ

る
。W

ern
er B

u
sch

, C
a

spa
r D

a
vid

 Fried
rich

. Ä
sth

etik u
n

d
 

R
eligion

, M
ü
n
ch

en
 2003, K

ap
. V

I, 

は
、
こ
う
し
た
問
題
点
に
は

言
及
せ
ず
、M

äd
ler

に
よ
る
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
二
次
曲
線

論
分
析
（
数
学
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
神
と
人
と
の
関
係
の
説
明
）
を
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
構
図
法
に
直
接
的
に
結
び
付
け
る
説
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
の
見
方
は
興
味
深
く
は
あ
る
が
、
神
学
者
の
数
学
論
の
内
容
に
画
家

が
通
じ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
、
造
形
上
の
先
例
を
全
く
考

慮
に
入
れ
て
い
な
い
点
で
も
、
立
論
と
し
て
一
面
的
に
思
え
る
。

24 
Thom

as Lehnerer, D
ie K

u
n

sttheorie Friedrich Schleierm
achers, 

Stu
ttgart 1987, S. 340. 

レ
ー
ネ
ラ
ー
の
こ
の
書
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー

マ
ッ
ハ
ー
の
芸
術
論
に
つ
い
て
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
論
考
だ
が
、『
宗
教

講
話
』
が
宗
教
的
意
識
を
語
る
の
に
美
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
依
っ
て
い
る

こ
と
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
美
的
概
念
の
神
学
へ
の
適
用
は
ア
ナ
ロ

ジ
ー
で
し
か
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。Id

., „K
u
n
st u

n
d
 B

ild
u
n
g 

—
 Z

u
 Sch

leierm
ach

ers R
ed

en
 ü

b
er R

elig
io

n
“, b

ei W
alter 

Jaesch
k
e / H

elm
u
t H

o
lzh

ey (H
g.), Frü

h
er Id

ea
lism

u
s u

n
d

 

Frü
h

rom
a

n
tik. D

ie Streit u
m

 d
ie G

ru
n

d
la

gen
 d

er Ä
sth

etik 

(1
7
9
5
-1

8
0
5
), H

am
b
u
rg 1990, S. 190-200, h

ier 191f., 

も
見
よ
。

25 

特
に
第
三
講
話
。
宗
教
と
芸
術
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
が
、「
内
的

に
親
和
」
し
て
い
る
と
す
る
。
レ
ー
ネ
ラ
ー
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ

ハ
ー
が
、
芸
術
に
傾
倒
す
る
同
時
代
の
教
養
人
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
宗

教
の
再
生
へ
も
注
が
せ
よ
う
と
し
た
と
見
て
い
る
（Leh

n
erer, 1987, 

S. 343

）。 
26 

„[D
]ie K

u
n
stw

erk
e d

er R
eligio

n
 sin

d
 im

m
er u

n
d
 ü

b
erall 

au
sg

estellt; d
ie g

an
ze W

elt ist ein
e G

elerie relig
iö

ser 
A

n
sich

ten
 u

n
d
 ein

 Jed
er ist m

itten
 u

n
ter sie g

estellt“, 
D

ritte R
ed

e in
: Sch

leierm
ach

er, 1799

（
註
17
を
見
よ
）, S. 119.
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27 

後
年
の
『
美
学
』（
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の
講
義
録
）
で
は
、
シ
ュ
ラ
イ

ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
聖
史
な
ど
直
接
的
に
キ
リ
ス
ト
教
主
題
を
扱
う
宗

教
的
様
式
と
、
そ
れ
以
外
の
「
社
交
的
（gesellsch

aftlich

）」
様
式
を

区
別
し
、
前
者
は
あ
る
社
会
の
中
で
宗
教
的
と
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
も

の
で
、
作
者
自
身
が
そ
の
制
作
時
に
真
摯
な
宗
教
的
感
興
に
あ
っ
た

か
否
か
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
後
者
は
む
し
ろ
個
人
の

意
識
や
生
活
と
結
び
つ
く
と
す
る
（
し
た
が
っ
て
、
宗
教
的
コ
ー
ド
外

の
主
題
で
あ
っ
て
も
宗
教
的
感
興
に
発
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
）。
ま

た
、
人
間
を
描
く
歴
史
画
と
自
然
を
描
く
風
景
画
は
全
く
同
等
で
あ

り
、
対
象
は
絵
の
価
値
に
対
し
何
の
影
響
も
与
え
な
い
と
も
述
べ
て

い
る
。Sch

leierm
ach

er, Ä
sth

etik
 (1

8
1

9
/1

8
2

5
); Ü

b
er d

en
 

B
egriff d

er K
u

n
st (1

8
3

1
/3

2
), h

g
. vo

n
 T

h
o
m

as Leh
n
erer, 

H
am

b
u
rg

 1
9
8
4
; Sch

leierm
ach

er, Ä
sth

etik
 (1

8
1

9
, 1

8
2

5
‚ 

1
8
2
3
/3

3
); Ü

ber d
en

 B
egriff d

er K
u

n
st (1

8
3
1
-3

3
),  m

it ein
er 

E
in

leitu
n
g, B

ib
lio

grap
h
ie u

n
d
 R

egistern
 h

g. vo
n
 H

o
ld

en
 

K
elm

, H
am

b
u
rg 2018, 

を
見
よ
。 

28 

仲
保
者
に
つ
い
て
は
、
特
に
第
一
、
第
五
講
話
で
語
ら
れ
る
。

29 

ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
が
一
七
九
八
年
に
「
花
粉
」
と
題
し
て
発
表
し
た
フ

ラ
グ
メ
ン
ト
中
、
お
よ
び
翌
年
に
か
け
て
書
い
た
「
一
般
草
稿
」
中
に
は
、

既
にM

ittler

が
登
場
し
（N

ova
lis Sch

riften
, 2ter B

an
d
: D

as 

p
h
ilo

so
p
h
isch

e W
erk

 I, D
arm

stad
t 1981, S. 440-445; 3ter 

B
an

d
: D

as p
h
ilo

so
p
h
isch

e W
erk

 II, D
arm

stad
t 1983, S. 267 

u
n
d
 314

）、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
に
先
行
す
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

も
『
ア
テ
ネ
ウ
ム
・
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
』（234

お
よ
び327

）
と
『
イ
デ
ー

ン
』（44

お
よ
び45

）
双
方
でM

ittler

に
言
及
し
て
い
る
（K

ritisch
e 

Fried
rich

-Sch
legel-A

u
sga

be, B
d
. 2, S. 208, 221f. u

n
d
 260

）。

し
か
し
、
両
者
と
も
に
断
片
的
考
察
で
あ
る
の
に
対
し
、『
宗
教
講
話
』

で
のM
ittler

は
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

30 
Z
sch

o
ch

, op. cit. （
註
19
を
見
よ
）, S. 27f.

31 
M

artin
 O

h
st, „Sch

leierm
ach

er u
n
d
 d

ie K
irch

e“, b
ei 

H
u
b
er, op. cit., 50-81, h

ier 73.

32 

南
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
ブ
レ
イ
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
合
同
教
会
を

画
家
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
強
く
支
持
し
、
同
年
作
の
『
雪
の
中
の
修
道
院

墓
地
（B

S 254

）』
等
に
も
反
映
さ
せ
た
、
と
す
る
新
説
を
出
し
て
い

る
が
、
推
測
が
多
く
、
十
分
な
説
得
力
を
持
つ
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

H
ilary A

. B
raysm

ith
, „D

ivin
e N

atu
re, Sacred

 R
u
in

s an
d
 

N
atio

n
al R

ed
em

p
tio

n
 . E

x
am

in
in

g
 E

cclesiastical Sp
aces 

in
 th

e P
ain

tin
g
s o

f C
asp

er D
avid

 Fried
rich

”, in
: C

am
illa 

B
ad

stü
b
n
er-K

izik
 u

n
d
 E

d
m

u
n
d
 K

izik
 (H

g
.), E

n
td

eck
en

 
—

 E
rforsch

en
 —

 B
ew

a
h

ren
. B

eiträ
ge zu

r K
u

n
stgesch

ich
te 

u
n

d
 D

en
k

m
a

lp
flege, F

e
stg

ab
e
 fü

r S
ib

y
lle

 B
ad

stü
b
e
r-

G
rö

ger zu
m

 12. O
k
t. 2015, B

erlin
 2016, S. 42-51.

33 

『
宗
教
講
話
』
は
、
著
者
の
存
命
中
に
第
四
版
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
る

が
、
毎
回
改
訂
さ
れ
、
字
句
の
変
更
や
補
筆
に
よ
っ
て
次
第
に
整
理
・

詳
述
さ
れ
て
行
く
一
方
、
初
版
の
少
々
破
天
荒
な
生
気
を
失
っ
て
い
く
。

K
G

A
, 1. A

b
t. B

d
.12: Ü

ber d
ie R

eligion
 (2.-)4. A

u
fl
age etc., 

h
g. vo

n
 G

ü
n
ter M

eck
en

sto
ck

, B
erlin

/N
ew

 Y
o
rk

 1995. 

シ

ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
自
身
、
後
年
は
『
宗
教
講
話
』
に
距
離
を
置
き
、

不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
。K

G
A

, 1. A
b
t., B

d
.2, S. LX

V
II.

34 

ル
ン
ゲ
の
妻
に
な
る
パ
ウ
リ
ー
ネ
・
バ
ッ
サ
ン
ジ
ュ
は
、
そ
の
フ
ラ

ン
ス
系
の
姓
が
示
す
よ
う
に
、
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
渡
っ
て
来
た
ユ
グ
ノ
ー

の
子
孫
で
あ
り
、
ま
た
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
幼
馴
染
で
長
年
に
わ
た
る
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親
友
だ
っ
た
出
版
業
者
ゲ
オ
ル
ク
・
ラ
イ
マ
ー
の
妻
も
改
革
派
な
の
で
、

フ
ォ
ア
ポ
メ
ル
ン
出
身
者
の
間
で
も
ル
タ
ー
派
と
改
革
派
の
関
係
は
近

い
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

35 
T
raeger 280-283, 280A

-283A
 u

n
d
 280B

-283B
.

36 

拙
著
「
観
察
・
象
徴
・
装
飾　

―
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ン

ゲ
の
植
物
／
風
景
」、『
言
語
文
化
』
第
三
〇
号
、
二
〇
一
三
、
一
一
五

―
一
四
三
頁
、
を
参
照
。
ル
ン
ゲ
に
つ
い
て
は
、
没
後
二
百
年
の
二
〇

一
〇
年
を
期
し
て
ラ
ン
ゲ
の
良
書
が
刊
行
さ
れ
た
ほ
か
、
大
き
な
展
覧

会
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。T

h
o
m

as Lan
ge, D

a
s 

bild
n

erisch
e D

en
ken

 P
h

ilipp O
tto R

u
n

ges, B
erlin

/M
ü
n
ch

en
 

2
0
1
0
; M

ark
u
s B

ertsch
 et al.(H

g
.), K

osm
os R

u
n

ge; D
er 

M
o

rg
en

 d
er R

o
m

a
n

tik
, A

u
sste

llu
n

g
sk

a
t., H

a
m

b
u

rg 
2
0
1
0
; id

. et al. (H
g
.), K

osm
os R

u
n

ge; D
a

s H
a

m
b

u
rger 

Sym
posiu

m
 (H

am
b
u
rg 2009), M

ü
n
ch

en
 2013.

37 

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
一
七
九
九
年
四
月
に
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
に

宛
て
た
手
紙
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
ー
ク
は
『
宗
教
講
話
』
に
「
異
様
に
熱

狂
し
て
（grau

sam
 b

egeistert

）」
し
ま
っ
た
と
い
う
（P

atsch
, op. 

cit., S. 14

）。

38 
„[…

] d
as Lich

t ist d
as G

u
te, u

n
d
 d

ie Fin
stern

iß
 ist d

as 

B
ö
se […

]; d
as Lich

t k
ö
n
n
en

 w
ir n

ich
t b

egreifen
, u

n
d
 d

ie 

Fin
stern

iß
 so

llen
 w

ir n
ich

t b
egreifen

, d
a ist d

en
 M

en
sch

en
 

d
ie O

ffen
b
aru

n
g gegeb

en
 u

n
d
 d

ie Farb
en

 sin
d
 in

 d
ie W

elt 

g
ek

o
m

m
en

, d
as ist: b

lau
 u

n
d
 ro

th
 u

n
d
 g

elb
. D

as Lich
t 

ist d
ie So

n
n
e, d

ie w
ir n

ich
t an

seh
en

 k
ö
n
n
en

, ab
er w

en
n
 

sie sich
 zu

r E
rd

e, o
d
er zu

m
 M

en
sch

en
 n

eig
t, w

ird
 d

er 

H
im

m
el ro

th
 [...] u

n
d
 ro

th
 ist o

rd
en

tlich
 d

er M
 i t t l e r 

zw
isch

en
 E

rd
e u

n
d
 H

im
m

el […
]“ (B

rief an
 D

an
iel vo

m
 

7
.1

1
.1

8
0
2
), in

: P
h

ilip
p

 O
tto

 R
u

n
g
e
, H

in
terla

ssen
e 

Sch
riften

, h
g. vo

n
 D

an
iel R

u
n
ge, 1. Teil, H

am
b
u
rg 1840, 

S. 17. Fak
sim

iled
ru

ck
: G

ö
ttin

gen
 1965.

39 

ベ
ル
シ
ュ
＝
ズ
ー
パ
ン
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
一
八
〇
一
年
の
初
め

に
失
恋
し
て
自
殺
未
遂
し
、
そ
の
時
期
し
ば
し
ば
帰
郷
し
た
と
推
測
し

て
い
る
（H

elm
u
t B

ö
rsch

-Su
p
an

, C
a

spa
r D

a
vid

 Fried
rich

; 
G

efü
h

l a
ls G

esetz, 2008, S. 124-127

）
が
、
確
た
る
裏
付
け
に

欠
け
る
。
一
方
、
前
年
の
秋
に
彼
が
友
人
ル
ン
ト
に
送
っ
た
手
紙
に

は
、
旅
行
後
に
病
気
し
た
り
、
あ
ま
り
に
激
し
く
子
供
た
ち
を
叱
り
つ

け
た
の
が
祟
っ
て
寝
込
ん
だ
り
し
た
話
が
出
て
来
る
（C

asp
ar D

avid
 

Fried
rich

, D
ie B

riefe, h
g. u

n
d
 k

o
m

m
en

tiert vo
n
 H

erm
an

n
 

Z
sch

o
ch

e, H
am

b
u
rg 2005, S. 16

）
の
で
、
健
康
に
不
安
が
あ
っ
た

の
は
確
か
な
よ
う
だ
。
た
だ
、
リ
ュ
ー
ゲ
ン
島
滞
在
中
の
日
記
に
は
病

気
を
思
わ
せ
る
記
述
は
な
い
。

40 

三
人
の
中
で
は
最
も
若
く
、
一
八
〇
三
年
か
ら
五
年
ま
で
や
は
り
ド

レ
ス
デ
ン
に
在
住
し
、
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
学
生
だ
っ
た
。

41 
R
u
n
ge, op. cit., 2. Teil, H

am
b
u
rg 1841, S. 260-262, 292-

294, 351-359 u
n
d
 364f. 

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、M

ayu
m

i 
O

h
ara, D

em
u

t, In
d

ivid
u

a
litä

t, G
efü

h
l. B

etra
ch

tu
n

gen
 

ü
ber C

. D
. Fried

rich
s ku

n
stth

eoretisch
e Sch

riften
 u

n
d

 ih
re 

E
n

tsteh
u

n
gsu

m
stä

n
d

e, D
iss. B

erlin
, 1983, S. 26-30, 

を
見
よ
。

し
か
し
三
者
は
こ
れ
で
絶
縁
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
交
流
は

続
い
て
い
る
。

42 
O

h
ara, op. cit., S. 241, A

n
m

. 18.

43 
B

S 103-106; G
rum

m
t 365-368. 

こ
の
四
点
組
素
描
は
長
ら
く
行
方
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不
明
と
な
っ
て
い
た
が
、『
夏
／
昼
／
青
年
期
』
を
除
く
三
点
が
近
年
再

発
見
・
修
復
さ
れ
て
ベ
ル
リ
ン
の
版
画
素
描
室
の
所
有
と
な
っ
た
。A

n
 

der W
iege der R

om
an

tik; C
aspar D

avid Friedrichs Jah
reszeiten

 
vo

n
 1

8
0

3
, A

u
sste

llu
n

g
sk

a
t., K

u
p

fe
rstich

k
a
b

in
e
tt —

Staatlilch
e M

u
seen

 zu
 B

erlin
 2006-07.

44 
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
「
時
」
の
サ
イ
ク
ル
群
と
そ
の
関
連
作
に
つ
い
て

は
、M

o
m

o
k
o
 O

ch
iai, D

ie Ta
ges- u

n
d

 Ja
h

reszeiten
zyklen

 
von

 C
a

spa
r D

a
vid

 Fried
rich

, Fran
k
fu

rt/M
ain

 2015, 

に
詳
し

い
。
ま
た
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
単
独
の
作
品
群
、
あ
る
い
は

対
幅
に
つ
い
て
も
、「
時
」
の
テ
ー
マ
設
定
か
ら
派
生
し
た
も
の
は
多
い
。

45 
G

ru
m

m
t 764-792, 840-842 u

n
d
 878-886. K

lau
s Lan

k
h
eit, 

„C
asp

ar D
avid

 Fried
rich

s E
n
tw

ü
rfe zu

r A
u
sstattu

n
g
 d

er 
M

arien
k
irch

e in
 Stralsu

n
d
“, A

n
zeiger d

es G
erm

a
n

isch
en

 
N

a
tion

a
lm

u
seu

m
s N

ü
rn

b
erg, 1969, S. 150-176; Jo

h
an

n
es 

G
rave, „C

asp
ar D

avid
 F

ried
rich

 als A
rch

itek
t fü

r ein
e 

K
ap

elle zu
 V

itt? Ü
b
erleg

u
n
g
en

 zu
 sein

en
 N

ü
rn

b
erg

er 
E

n
tw

ü
rfe

n
 fü

r e
in

e
n

 K
irch

e
n

b
a
u

“, Z
eitsch

rift fü
r 

K
u

n
stgesch

ich
te, 2002, S. 251-264. 

後
者
の
小
教
会
堂
は
楕
円

形
の
平
面
を
持
ち
、
祭
壇
背
後
に
単
塔
が
付
い
て
お
り
、
十
八
世
紀
に

カ
ト
リ
ッ
ク
圏
を
含
む
帝
国
内
の
各
地
に
建
て
ら
れ
た
バ
ロ
ッ
ク
型
教

区
教
会
堂
や
巡
礼
教
会
堂
建
築
に
連
な
る
。
形
状
は
同
じ
で
は
な
い
が
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
し
ば
し
ば
訪
れ
た
ド
レ
ス
デ
ン
郊
外
の
ロ
シ
ュ
ヴ
ィ

ッ
ツ
に
あ
る
一
七
一
〇
年
に
完
成
し
た
ル
タ
ー
派
の
小
教
会
も
そ
の
ひ

と
つ
で
、
第
二
次
大
戦
で
破
壊
さ
れ
る
前
は
説
教
祭
壇
を
備
え
て
い

た
（E

b
erh

ard
 M

ü
n
zn

er, D
ie K

irch
e zu

 D
resd

en
-Losch

w
itz, 

R
egen

sb
u
rg o

. J. [n
ach

 2006], S. 10-12

）。
特
筆
す
べ
き
は
聖
堂

前
に
設
け
ら
れ
る
予
定
の
、
や
は
り
楕
円
形
の
前
庭
で
、
五
重
な
い
し

は
六
重
の
樹
木
の
列
で
取
り
囲
ま
れ
、
註
32
で
触
れ
た
失
わ
れ
た
油
彩

画
『
雪
の
中
の
修
道
院
墓
地
』
の
、
教
会
堂
の
廃
墟
を
取
り
巻
く
柱
列

と
し
て
の
樫
を
想
起
さ
せ
る
。
な
お
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
、「
外

的
自
然
」（
実
在
の
自
然
）
を
、
神
性
の
「
一
番
外
側
の
前
庭
（V

o
rh

o
f

）」

と
呼
ん
で
い
る(Sch

leierm
ach

er, 1799, S. 78)

。
グ
ラ
ー
ヴ
ェ
に

よ
っ
て
リ
ュ
ー
ゲ
ン
島
フ
ィ
ッ
テ
の
礼
拝
堂
の
た
め
の
設
計
図
と
い
う

見
方
は
否
定
さ
れ
た
の
で
、
ど
ん
な
機
会
に
構
想
さ
れ
た
の
か
は
不
明
。

46 
O

h
ara, op, cit., S. 191f.; B

u
sch

, op. cit., S. 164-167.

47 

画
家
が
端
的
に
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
の
は
、
一
八
三
〇
年
前
後
に

書
か
れ
た
次
の
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
：“D

ie K
unst tritt als M

ittlerin zw
ischen 

die N
atur und die M

ensch
en. D

as U
rbild ist d

er M
en

g
e zu

 
gro

ß
 zu

 erh
ab

en
 u

m
 es erfassen

 zu
 k

ö
n
n
en

. D
as A

b
b
ild

, 
a
ls M

e
n

sch
e
n

w
e
rk

 lie
g
t n

ä
h

e
r d

e
m

 S
ch

w
a
ch

e
n

...“, 
C

a
spa

r D
a

vid
 F

ried
rich

; K
ritisch

e E
d

ition
 d

er Sch
riften

 
d

es K
ü

n
stlers u

n
d

 sein
er Z

eitzeu
gen

 I: „Ä
u

ß
eru

n
gen

 
b

ei B
etra

ch
tu

n
g ein

er Sa
m

m
lu

n
g von

 G
em

ä
h

ld
en

 von
 

größ
ten

th
eils n

och
 leb

en
d

en
 u

n
d

 u
n

lä
n

gst verstorb
en

en
 

K
ü

n
stlern

, b
earb

eitet vo
n
 G

erh
ard

 E
im

er, Fran
k
fu

rt/M
ain

 
1999, S. 32, Z

. 380-384. 

綴
り
と
句
読
点
は
原
文
ど
お
り
。
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
はU

n
iversu

m

と
い
う
言
葉
は
使
わ
ず
、
目
指
す
の
は
外
的
自

然
や
個
々
の
人
間
の
内
的
自
然
か
ら
は
区
別
さ
れ
た
高
次
の
自
然
を
伝

え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
原
像
（U

rb
ild

）
に
対
し
て
人
間
の
わ
ざ
で

あ
る
芸
術
は
似
姿
（A

b
b
ild

）
だ
と
表
現
さ
れ
る
。

48 

『
宗
教
講
話
』
第
二
版
（
一
八
〇
六
）
以
降
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ

ー
の
著
作
の
主
な
出
版
元
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
晩
年
の
シ
ュ
ラ
イ

ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
を
長
ら
く
自
宅
に
住
ま
わ
せ
て
い
た
ベ
ル
リ
ン
の
出

版
業
者
ゲ
オ
ル
ク
・
ラ
イ
マ
ー
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
と
は
君
僕
で
呼
び
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合
う
親
し
い
友
人
で
、
彼
の
作
品
の
重
要
な
コ
レ
ク
タ
ー
で
も
あ
っ

た
。
愛
国
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
モ
ー
リ
ツ
・
ア
ル

ン
ト
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
と
は
姻
戚
関
係
に
あ
り
、
と
も

に
反
ナ
ポ
レ
オ
ン
活
動
に
従
事
し
た
仲
で
、
画
家
と
は
ラ
イ
マ
ー
ほ

ど
親
し
く
は
な
い
も
の
の
、
子
供
時
代
か
ら
面
識
が
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ー

ン
会
議
後
の
反
動
期
に
は
、
画
家
が
彼
に
宛
て
た
解
放
戦
争
記
念
碑
銘

文
を
依
頼
す
る
手
紙
を
め
ぐ
っ
て
当
局
の
尋
問
を
受
け
た
こ
と
が
あ

る
。
ま
た
、
後
述
す
る
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
、
ハ
レ
大
学
で
の
シ
ュ
ラ
イ
ア

ー
マ
ッ
ハ
ー
の
弟
子
で
、
画
家
の
年
若
い
友
人
。
こ
れ
ら
の
人
々
と
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
次
資
料
の
発
掘
に
基
づ
く
多
く

の
重
要
な
新
知
見
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
美
術
史
で
は
な
く
、
牧
師
ホ

ー
ホ
が
一
九
八
一
年
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
神
学
部
に
提
出
し
た
博
士

論
文
（
タ
イ
プ
原
稿
）
の
功
績
で
あ
り
、
後
に
資
料
集K

arl-Lu
d
w

ig 
H

o
ch

, C
a

spa
r D

a
vid

 Fried
rich

 —
 u

n
beka

n
n

te D
oku

m
en

te 
sein

es Leb
en

s, D
resd

en
 1

9
8
5
, S. 3

5
-3

7
 (Sch

u
lze), 4

2
-4

7 
(Sch

leierm
ach

er), 7
3
-7

5
 u

n
d
 1

2
2
f.(R

eim
er), u

n
d
 8

6
-9

2 
(A

rn
d
t), 

に
お
い
て
、
そ
の
後
発
見
さ
れ
た
資
料
と
合
わ
せ
て
活
字

化
さ
れ
た
。
な
お
、
ホ
ー
ホ
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
足
跡
を
訪
ね
る
調
査

を
途
中
か
ら
後
進
に
譲
っ
て
引
退
し
た
後
、
ド
レ
ス
デ
ン
の
聖
母
教

会
再
建
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
尽
力
し
た
。
ラ
イ
マ
ー
側
か
ら
見
た

シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、D

o
ris R

eim
er, 

P
a

ssion
 &

 K
a

lkü
l. D

er V
erleger G

eorg A
n

d
rea

s R
eim

er 
(1

7
7

6
-1

8
4

2
), B

erlin
/N

ew
 Y

o
rk

 1999; R
o
g
er T

ö
p
elm

an
n
, 

R
om

a
n

tisch
e F

reu
n

d
sch

a
ft u

n
d

 F
röm

m
igkeit. B

riefe d
es 

B
erlin

er V
erlegers G

eorg A
n

d
rea

s R
eim

er a
n

 F
ried

rich
 

D
a

n
iel E

rn
st Sch

leierm
a

ch
er, H

ild
esh

eim
 1999, 

が
詳
し
い
。

49 

最
初
の
サ
イ
ク
ル
の
次
の
段
階
（B

S 122/G
rum

m
t 381, B

S 124/

G
ru

m
m

t 378

）
で
は
、『
朝
／
活
動
』
に
対
す
る
『
夕
／
瞑
想
』（
対
幅

の
一
方
）
と
な
り
、
後
景
の
高
山
と
、
前
景
の
十
字
架
の
立
つ
岩
と
そ

れ
を
取
り
巻
く
常
緑
樹
の
二
層
構
成
に
単
純
化
さ
れ
る
。
更
に
そ
れ
ぞ

れ
の
層
が
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
独
立
し
た
一
層
構
成
と
な
り
、
前
景
が『
山

上
の
十
字
架
』
と
そ
れ
に
先
立
つ
セ
ピ
ア
（B

S 145, 146

）、
後
景
が

油
彩
画
『
山
の
朝
霧
』（B

S 166

）
へ
と
展
開
し
た
。O

h
ara, op. cit., 

S. 224.

50 
E
va R

eith
aro

và/W
ern

er Su
m

o
w

sk
i, „B

eiträg
e zu

 C
. D

. 
Fried

rich
“, P

a
n

th
eon

, 1977, S. 41-50.

51 
F. W

. B
. vo

n
 R

am
d
o
h
r

に
よ
る
批
判
と
、
紙
上
の
論
争
に
参
加
し

たFerd
in

an
d
 H

artm
an

n

お
よ
びG

erh
ard

 vo
n
 K

ü
gelgen

 

の
反

論
、R

am
d
o
h
r

の
再
反
論
は
、Sigrid

 H
in

z (H
g.), C

a
spa

r D
a

vid
 

Fried
rich

 in
 B

riefen
 u

n
d

 B
eken

n
tn

issen
, M

ü
n
ch

en
 1974

2, 
S. 134-176, 

に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
自
身
の
反
論
の
全

文
は
、D

ie B
riefe, S. 51-54, 

に
再
録
。

52 
„W

o
h
l ist es b

eab
sich

tig
t d

as Jesu
s C

h
ristu

s, an
s H

o
lz 

geh
eftet, h

ier d
er sin

ken
d
en

 So
n
n
e zu

gekeh
rt ist, als d

as 
B

ild
 d

es ew
igen

 allb
eleb

en
d
en

 V
aters. E

s starb
 m

it Jesu
 

Leh
re ein

e alte W
elt, d

ie Z
eit, w

o
 G

o
tt d

er V
ater u

n
m

ittelb
ar 

w
an

d
e
lte

 au
f E

rd
e
n
; w

o
 e

r sp
rach

 zu
 C

ain
: W

aru
m

 
ergrim

m
est d

u
, u

n
d
 w

aru
m

 verstellen
 sich

 d
ein

e G
eb

ärd
en

? 
w

o
 er u

n
ter D

o
n
n
er u

n
d
 B

litz d
ie G

esetztafeln
 gab

; w
o
 er 

sp
rach

 zu
 A

b
rah

m
: Z

eu
ch

 d
ein

e Sch
u
h
e au

s; d
en

n
 es ist 

h
eilig Lan

d
, w

o
 au

f d
u
 steh

est! D
iese So

n
n
e san

k
, u

n
d
 d

ie 
E
rd

e verm
o
ch

te n
ich

t m
eh

r zu
 fassen

 d
as sch

eid
en

d
e Lich

t. 
D

a leu
ch

tet, vo
m

 rein
sten

 ed
elsten

 M
etall, d

er H
eilan

d
 

au
f K

reuz, im
 G

old des A
bendroths, und w

iederstrahlet so im
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g
em

ild
erten

 G
lan

z au
f E

rd
en

. A
u
f ein

em
 F

elsen
 steh

t 
au

fg
erich

tet d
as K

reu
z, u

n
ersch

ü
tterlich

 fest, w
ie u

n
ser 

G
lau

b
e an

 Jesu
m

 C
h
ristu

m
. Im

m
er grü

n
 d

u
rch

 alle Z
eiten

 
w

äh
ren

d
 steh

en
 d

ie T
an

n
en

 u
m

s K
reu

z, g
leich

 u
n
ser 

H
o
ffn

u
n
g
 au

f ih
n
, d

en
 G

ek
reu

zig
ten

“ (B
rief an

 J. K
. H

. 
Sch

u
lze am

 8.2.1809), in
: ibid

., S. 53. 

な
お
、
文
中
の
旧
約
へ

の
言
及
は
、
創
世
記
と
出
エ
ジ
プ
ト
記
に
よ
っ
て
お
り
、
最
後
の
ア
ブ

ラ
ム
は
モ
ー
セ
の
記
憶
違
い
。

53 
O

h
ara, op. cit., S. 51f.

54 

『
宗
教
講
話
』
は
第
二
講
話
こ
そ
大
胆
に
宗
教
の
間
口
を
広
げ
て
い
る

も
の
の
、
第
三
・
第
四
講
話
で
宗
教
の
教
育
や
社
会
性
に
つ
い
て
論
じ
、

現
に
存
在
す
る
宗
教
へ
の
道
筋
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
特
定
の

宗
教
に
収
束
し
て
い
は
い
な
い
。
ゲ
リ
ッ
シ
ュ
は
、『
宗
教
講
話
』
が

第
一
に
宗
教
を
、
第
二
に
キ
リ
ス
ト
教
を
推
賞
す
る
と
い
う
二
段
構
成

に
な
っ
て
い
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
の
正
当
化
に
困
難
を
き
た
し
て
お

り
、
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
別
の
著
書
（『
ク
リ
ス
マ
ス
対
話
』）
を

必
要
と
し
た
と
見
て
い
る
。
Ｂ
・
Ａ
・
ゲ
リ
ッ
シ
ュ
『
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ

ッ
ハ
ー　

近
代
神
学
の
父
』、
松
井
睦
訳
、
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

六
四
―
七
〇
頁
。

55 
„D

ie ga
n

ze G
esch

ich
te [d

es Ju
d

en
tu

m
s …

] w
ird

 […
]

vorgestellt a
ls ein

 G
esprä

ch
 zw

isch
en

 G
ott u

n
d

 M
en

sch
en

 
in

 W
ort u

n
d

 Ta
t, u

n
d
 alles, w

as verein
ig

t ist, ist es n
u
r 

d
u
rch

 d
ie G

leich
h
eit in

 d
ieser B

eh
an

d
lu

n
g
. D

ah
er d

ie 
H

eiligk
eit d

er T
rad

itio
n
, in

 w
elch

er d
er Z

u
sam

m
en

h
an

g 
d

ie
se

s g
ro

ß
e
n

 G
e
sp

rä
ch

s e
n

th
a
lte

n
 w

a
r, u

n
d

 d
ie 

U
n
m

ö
g
lich

k
eit, zu

r R
elig

io
n
 zu

 g
elan

g
en

 als n
u
r d

u
rch

 
d
ie

 E
in

w
e
ih

u
n

g
 in

 d
ie

se
n

 Z
u
sa

m
m

e
n

h
a
n

g
 […

] D
e
r 

ein
gesch

rän
k
te G

esich
tsp

u
n
k
t gew

äh
rte d

ieser R
eligio

n
, 

als R
eligio

n
, ein

e k
u
rze D

au
er. Sie sta

rb, a
ls ih

re h
eiligen

 
B

ü
ch

er gesch
lo

ssen
 w

u
rd

en
, d

a
 w

u
rd

e d
a

s G
esp

rä
ch

 
d

es Jeh
ova

 m
it sein

em
 V

olk a
ls b

een
d

igt a
n

geseh
en

, d
ie 

p
o
litisch

e
 V

e
rb

in
d
u
n
g
, w

e
lch

e
 an

 sie
 g

e
k
n
ü
p

ft w
ar, 

sch
lep

p
te n

o
ch

 län
ger ein

 siech
es D

asein
, u

n
d
 ih

r Ä
u
ß
eres 

h
at sich

 n
o
ch

 w
eit sp

äter erh
alten

, d
ie u

n
an

g
en

eh
m

e 
E
rsch

ein
u
n
g
 ein

er m
ech

an
isch

en
 B

ew
eg

u
n
g
, n

ach
d
em

 
Leb

en
 u

n
d
 G

eist län
g
st g

ew
ich

en
 ist“ (Sch

leierm
ach

er, 
1799, S. 288-291). 

文
中
の
強
調
は
論
者
に
よ
る
。

56 
B

erto
ld

 K
lap

p
ert, „Sch

leierm
ach

ers V
erstän

d
n
is vo

n
 

Isla
m

, Ju
d

e
n

tu
m

 u
n

d
 C

h
riste

n
tu

m
 u

n
d

 d
e
r D

ia
lo

g 
zw

isch
en

 Ju
d
en

tu
m

, C
h
risten

tu
m

 u
n
d
 Islam

 h
eu

te“, b
ei 

H
u
b
er, op. cit., S. 116-163, h

ier 146. 

57 
Ibid

., S. 148-153. 

ユ
ダ
ヤ
教
を
戒
律
に
よ
る
古
い
契
約
、
キ
リ
ス

ト
教
を
恩
寵
に
よ
る
新
し
い
契
約
と
し
て
捉
え
、
後
者
が
勝
る
と
す
る

の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
長
ら
く
伝
統
的
と
も
言
え
る
見
解
だ

っ
た
。
ク
ラ
ッ
パ
ー
ト
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
こ
う
し
た
「
歴

史
的
」
見
方
を
言
葉
の
上
で
は
否
定
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、『
宗
教
講

話
』
の
こ
の
部
分
に
お
い
て
は
非
寛
容
が
際
立
つ
と
し
、
旧
約
を
否
定

す
る
こ
と
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
陥
る
難
問
を
列
挙
し
て
い
る
。
フ
リ

ー
ド
リ
ヒ
で
は
、「
死
ん
だ
」
に
続
く
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
ユ
ダ

ヤ
教
を
貶
め
る
よ
う
な
言
説
は
踏
襲
さ
れ
て
い
な
い
。

58 

シ
ョ
ル
は
一
八
〇
六
年
に
出
版
さ
れ
た
ア
ル
ン
ト
の
『
時
代
精
神
』

か
ら
、「
古
い
時
代
」
を
ユ
ダ
ヤ
教
に
直
結
さ
せ
ず
、
異
教
古
代
を
含

む
「
人
類
の
青
年
期
」
と
し
、
そ
の
宗
教
の
あ
り
方
と
「
情
感
的
」（
シ

ラ
ー
の
用
語
に
よ
る
）
な
キ
リ
ス
ト
教
と
を
対
比
さ
せ
る
箇
所
（E

rn
st 
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M
o
ritz A

rn
d
t, G

eist d
er Z

eit, o
.O

., 1806, S. 54-56

）
を
画
家

の
解
説
の
主
た
る
ソ
ー
ス
に
位
置
づ
け
、『
宗
教
講
話
』
に
は
軽
く
触

れ
る
に
留
め
て
お
り
（C

h
ristian

 Sch
o
ll, R

om
a

n
tisch

e M
elerei 

a
ls n

eu
e Sin

n
bild

ku
n

st, M
ü
n
ch

en
/B

erlin
 2007, S. 172-174

）、

そ
れ
以
後
発
表
し
た
論
考
で
は
専
ら
ア
ル
ン
ト
の
み
に
言
及
し
て
い
る
。

し
か
し
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
明
ら
か
に
旧
約
の
時
代
と
新
約
の
時
代
を

対
比
さ
せ
て
お
り
、『
時
代
精
神
』
の
一
般
的
影
響
力
は
『
宗
教
講
話
』

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
小
さ
い
上
、
ア
ル
ン
ト
は
神
学
者
で
は
な

い
の
で
画
家
が
『
山
上
の
十
字
架
』
の
宗
教
性
の
主
張
に
使
う
に
は
弱
く
、

さ
ら
に
『
山
上
の
十
字
架
』
の
元
と
な
る
構
想
自
体
一
八
〇
六
年
よ
り

も
前
に
遡
る
の
で
、
論
者
は
ア
ル
ン
ト
の
影
響
が
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ

ハ
ー
に
勝
る
と
は
考
え
な
い
。

59 
H

och
, op. cit., S. 36. 

シ
ュ
ル
ツ
ェ
に
つ
い
て
の
文
献
は
あ
ま
り
多
く

な
い
が
、
左
記
の
書
の
ほ
か
、C

. V
arren

trap
p
, Joha

n
n

es Schu
lze 

u
n

d
 d

a
s höhere preu

ssische U
n

terrich
tsw

esen
 in

 sein
er Z

eit, 
Leip

zig, 1889 (

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
へ
の
言
及
は
一
か
所
の
み[S. 81f.]

。 

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
説
教
に
は
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
影

響
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
る
と
す
る[ibid

.]); C
h
ristian

 Sch
o
ll, 

“K
o
n
k
u
rrieren

d
e K

u
n
stm

o
d
elle. C

asp
ar D

avid
 Fried

rich
 

u
n
d
 d

as h
ö
fi
sch

e W
eim

ar“, in
: Fran

zisk
a B

o
m

sk
i, H

ellm
u
t 

T
h
. Seem

an
n
 u

n
d
 T

h
o
rsten

 V
alk

 (H
g
.), M

en
s et M

a
n

u
s. 

K
u

n
st u

n
d

 W
issen

sch
a

ft a
n

 d
en

 H
öfen

 d
er E

rn
estin

er, 
K

lassik
 Stiftu

n
g W

eim
ar Jah

rb
u
ch

 2016, 293-312 +
 Tafel 27-

30, 

を
見
よ
。

60　

 Jou
rn

a
l d

es Lu
xu

s u
n

d
 d

er M
od

en
, 4.1809, III, S. 239.

61 

ハ
レ
大
学
は
、
一
六
九
四
年
に
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
侯
フ
リ

ー
ド
リ
ヒ
三
世
に
よ
り
、
領
邦
大
学
と
し
て
設
立
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の

初
期
啓
蒙
主
義
お
よ
び
敬
虔
主
義
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。
一
八
〇

六
年
か
ら
一
三
年
ま
で
閉
鎖
さ
れ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
弟
ジ
ェ
ロ
ー
ム

の
支
配
す
る
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
王
国
政
府
の
管
轄
と
な
っ
た
た

め
、
教
授
た
ち
の
一
部
は
ハ
レ
を
辞
し
て
ベ
ル
リ
ン
の
新
大
学
設
立

に
関
わ
っ
た
。
一
八
一
七
年
に
、
や
は
り
ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
下
で
機
能

停
止
し
て
い
た
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
と
合
体
し
て
再
開
さ
れ
る

（3
0
0
 Ja

h
re U

n
iversitä

t H
a

lle 1
6
9
4
-1

9
9
4
. Sch

ä
tze a

u
s d

en
 

Sa
m

m
lu

n
gen

 u
n

d
 K

a
bin

etten
, h

g. vo
n
 R

alf-To
rsten

 Sp
eler, 

A
u
sstellu

n
gsk

at., K
arlsru

h
e 1994, S. 15

）。

62 

記
録
に
残
る
両
者
の
顔
合
わ
せ
は
こ
れ
が
最
初
だ
が
、
そ
れ
以
前
に

知
り
合
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

63 
H

elm
u
t B

ö
rsch

-Su
p
an

/K
arl W

ilh
elm

 Jäh
n
ig

, C
a

sp
a

r 
D

a
vid

 Fried
rich

; G
em

ä
ld

e, D
ru

ckgra
ph

ik u
n

d
 bild

m
ä

ß
ige 

Z
eich

n
u

n
gen

, M
ü
n
ch

en
 1973, S. 303. 

最
近
の
修
復
に
よ
っ
て
、

以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
三
艘
の
船
の
消
去
は
、
赤
外
線
反
射
撮
影

に
よ
っ
て
明
快
に
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
現
存
す
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
作

品
で
は
珍
し
い
透
明
感
の
あ
る
青
は
ス
マ
ル
ト（
花
紺
青
）に
よ
っ
て
お
り
、

同
じ
顔
料
が
『
樫
の
森
の
中
の
修
道
院
』
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、

変
質
し
て
青
の
発
色
が
失
わ
れ
た
、
等
の
科
学
的
新
知
見
が
多
数
も
た

ら
さ
れ
て
い
る
。K

ristin
a M

ö
sl u

n
d
 P

h
ilip

p
 D

em
an

d
t (H

g.), 
D

er M
ön

ch
 ist zu

rü
ck

; D
ie R

esta
u

rieru
n

g von
 C

a
sp

a
r 

D
a

vid
 Fried

rich
s M

ön
ch

 a
m

 M
eer u

n
d

 A
btei im

 E
ich

w
a

ld
, 

N
atio

n
algalerie Staatlich

e M
u
seen

 zu
 B

erlin
, 2016.

64 
„U

n
d
 sän

n
est d

u
 au

ch
 vo

n
 M

o
rgen

 b
is zu

m
 A

b
en

d
, vo

m
 

A
b
en

d
 b

is zu
r sin

k
en

d
en

 M
ittern

ach
t; d

en
n
o
ch

 w
ü
rd

est 
d
u
 n

ich
t ersin

n
en

, n
ich

t ergrü
n
d
en

, d
as u

n
erfo

rsch
lich

e 
Jen

seits!
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M
it ü

b
erm

ü
th

ig
en

 D
ü
n
k
el, w

en
n
est d

u
 d

er N
ach

w
elt 

ein
 Lich

t zu
 w

erd
en

, zu
 en

träzlen
 d

er Z
u
k
u
n
ft D

u
n
k
elh

eit! 
W

as h
eilig

e A
h
n
d
u
n
g
 n

u
r ist, n

u
r im

 G
lau

b
en

 g
eseh

en
 

u
n
d
 erk

an
n
t; en

d
lich

 k
lah

r zu
 w

issen
 u

n
d
 zu

 V
ersteh

n
!

 
 

T
ief zw

ar sin
d
 d

ein
e F

u
ß
stap

fen
 am

 ö
d
en

 san
d
ig

en
 

Stran
d
te; d

o
ch

 ein
 leiser W

in
d
 w

eh
t d

arü
b
er h

in
, u

n
d
 

d
ein

e Sp
u
h
r w

ird
 n

ich
t m

eh
r geseh

en
: T

h
ö
rigter M

en
sch

 
vo

ll eitlem
 D

ü
n
k
el! “, in

: D
ie B

riefe, S. 64.

65 
„ Jetzt arb

eite ich
 an

 ein
em

 g
ro

ssen
 B

ild
e, w

o
rin

 ich
 

d
as G

eh
eim

n
is d

es G
rab

es, u
n
d
 d

er Z
u
k
u
n
ft d

arzu
stellen

 
g
e
d
e
n
k
e
. W

as n
u
r im

 G
lau

b
e
n
 g

e
se

h
n
, u

n
d
 e

rk
an

n
t 

w
erd

en
 k

an
n
, u

n
d
 d

em
 en

d
lich

en
 W

issen
 d

er M
en

sch
en

 
ew

ig
 ein

 R
ätsel b

leib
en

 w
ird

: (m
ich

 selb
st ist w

as ich
 

d
arstellen

 w
ill, u

n
d
 w

ie ich
 es d

arstellen
 w

ill, au
f gew

isse 
W

eise ein
 R

äth
sel )“, in

: ibid
.

66 
Sch

leierm
ach

er, op. cit., S. 109.

67 

一
歳
下
のJo

h
an

n
 C

h
risto

ffer 

は
、
一
七
八
七
年
十
二
月
八
日
に

亡
く
な
っ
て
い
る
。
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
教
会
の
記

録
で
は
、「
水
に
落
ち
た
兄
弟
を
助
け
よ
う
と
し
て
溺
れ
た
」
と
あ
る
が
、

家
に
伝
わ
る
話
に
よ
れ
ば
、
兄
弟
二
人
は
外
堀
で
小
舟
の
よ
う
な
乗
り

物
に
乗
っ
て
い
た
際
、
乗
り
物
が
傾
い
て
弟
が
溺
れ
た
と
い
う
（K

u
rt 

W
ilh

elm
-K

ästn
er/Lu

d
w

ig
 R

o
h
lin

g
/K

arl Fried
ich

 D
eg

n
er, 

C
a

spa
r D

a
vid

 F
ried

rich
 u

n
d

 sein
e H

eim
a

t, B
erlin

 1940, 
S. 28

）。

68 

次
の
短
文
が
よ
く
知
ら
れ
る
： „W

aru
m

, d
ie Frag ist o

ft zu
 

m
ir ergan

gen
, / W

äh
lst d

u
 zu

m
 G

egen
stan

d
 d

er M
alerei 

/ So
 o

ft d
en

 To
d
, V

ergän
glilch

k
eit u

n
d
 G

rab
? / U

m
 ew

ig 

ein
st zu

 leb
en

 / M
u
ß
 m

an
 sich

 o
ft d

em
 T

o
d
 erg

eb
en

“ 
(H

in
z, op. cit., S. 82). 

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
死
と
そ
の
向
こ
う
を
問

う
造
形
に
つ
い
て
は
多
く
が
語
ら
れ
て
き
た
が
、
対
幅
形
式
に
限

定
し
、
直
接
墓
や
埋
葬
を
描
写
し
て
い
な
い
作
例
を
含
め
た
論
考

に
、R

ein
h
ard

 Z
im

m
erm

an
n
, „D

as G
eh

eim
n
is d

es G
rab

es 
u
n
d
 d

er Z
u
k
u
n
ft; C

asp
ar D

avid
 Fried

rich
s »G

ed
an

k
en

« in
 

d
en

 B
ild

erp
aaren

“, Ja
h

rbu
ch

 d
er B

erlin
er M

u
seen

, 2000, 
S. 187-257, 

が
あ
る
。

69 
Ä

u
ß

eru
n

gen
 ...

（
註
47
を
見
よ
）, S. 29, Z

. 300-310.

70 

シ
ュ
ト
ラ
ー
ル
ズ
ン
ト
の
聖
母
教
会
の
祭
壇
画
（
最
終
的
な
祭
壇
設

計
で
は
絵
は
除
か
れ
た
が
）
の
草
案
群
（G

ru
m

m
t 778-780

）
で
は
、

銘
文
と
し
て“K

o
m

m
et h

er zu
 m

ir ih
r d

ie ih
r m

ü
selig u

n
d
 

b
elad

en
 seid

 ich
 w

ill eu
ch

 erq
u
ick

en
“ 

（
疲
れ
た
者
、
重
荷
を

負
っ
た
者
は
だ
れ
で
も
私
の
も
と
に
来
な
さ
い
。
休
ま
せ
て
あ
げ
よ
う
）

と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
十
一
章
二
十
八
節
）

が
選
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
恐
ら
く
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
の
信
仰

の
大
き
な
意
義
だ
ろ
う
。

71 
B

S 142, G
ru

m
m

t 604.

72 

写
生
ス
ケ
ッ
チ
（G

ru
m

m
t 307

）
の
特
定
は
、O

h
ara, op. cit., 

S. 227f. 

ブ
ッ
シ
ュ
は
写
生
場
所
の
同
定
を
試
み
た
際
、
ゲ
ー
レ
ン
岬

よ
り
は
か
な
り
南
側
のLo

b
b
er O

rt

の
波
打
ち
際
に
近
い
砂
浜
か
ら
、

望
遠
鏡
を
使
っ
てN

o
rd

p
erd

方
角
を
写
生
し
た
と
み
な
し
、『
海
辺
の

修
道
士
』
の
立
つ
岸
は
海
と
く
っ
き
り
分
か
れ
小
高
く
な
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
が
、
時
刻
と
天
候
に
よ
っ
て
は
彼
の
同
定
し
た
水
際
で
も

そ
う
見
え
る
、
と
主
張
し
て
い
る
（B

u
sch

, op. cit., S. 55-59

）。
立

地
点
に
大
き
く
迫
っ
た
の
は
ブ
ッ
シ
ュ
の
功
績
だ
が
、
容
易
に
近
づ
け

る
場
所
な
の
に
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
か
ら
望
遠
鏡
越
し
に
見
て
、
い
つ
水
浸
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し
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
波
打
ち
際
で
写
生
す
る
と
い
う
の
は
、
実
作

者
の
立
場
に
立
つ
な
ら
か
な
り
無
理
な
想
定
と
言
え
る
。
論
者
が
二
〇

〇
八
年
に
ゲ
ー
レ
ン
で
、H

eim
atm

u
seu

m

の
管
理
者
お
よ
び
周
辺

の
景
観
に
詳
し
い
と
い
う
同
博
物
館
受
付
の
女
性
に
写
生
の
複
製
を
見

せ
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
即
座
に
ゲ
ー
レ
ン
岬
の
南
の
付
け
根
の
、
現
在

は
小
規
模
な
船
の
野
外
博
物
館
（M

u
seu

m
ssch

iff Lu
ise

）
の
あ
る
場

所
に
近
い
岸
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
来
た
。
実
見
し
た
結
果
、
二
人
の

判
断
を
支
持
す
る
。
そ
こ
か
ら
は
岬
を
見
る
の
に
望
遠
鏡
な
ど
必
要
な

く
、
ま
た
、
波
打
ち
際
の
砂
浜
か
ら
は
一
段
高
く
な
っ
た
海
岸
段
丘
が

あ
り
、
写
生
の
前
景
、
そ
し
て
完
成
作
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
砂
地
は
、

そ
の
段
丘
で
あ
っ
て
波
打
ち
際
で
は
な
い
、
と
判
断
さ
れ
る
。
段
丘
か

ら
は
波
打
ち
際
が
見
下
ろ
せ
る
の
で
、
波
打
ち
際
を
歩
い
て
来
て
段
丘

の
上
に
立
つ
な
ら
、
自
分
の
残
し
た
足
跡
が
波
と
風
で
消
え
て
い
く
の
を
、

実
際
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

73 

写
生
素
描
は
失
わ
れ
た
が
、
同
じ
角
度
か
ら
見
た
修
道
院
跡
を
用
い

た
油
彩
画
や
セ
ピ
ア
画
が
残
っ
て
お
り
、
ま
た
別
角
度
に
よ
る
素
描
も

複
数
現
存
す
る
。

74　
『
海
辺
の
修
道
士
』
を
前
に
し
た
人
々
の
各
人
各
様
の
反
応
を
綴
っ

た
ク
レ
メ
ン
ス
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
新
聞
記
事
（“V

ersch
ied

en
e 

E
m

p
fin

d
u
n
g
en

 vo
n
 ein

er Seelan
d
sch

aft vo
n
 F

ried
rich

, 
w

o
rau

f ein
 K

ap
u
zin

er“, B
erlin

er A
b

en
d

b
lä

tter, 1
3
. 1

0
. 

1810

）
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
ト
が
そ
れ
ら
と
は
ま

た
異
な
る
彼
自
身
の
見
方
を
示
す
崇
高
な
調
子
の
前
文
を
付
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
趣
を
変
え
た
。H

in
z, op. cit., S.213-217, 

に
再
録
。
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