
リ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
没
却
の
理
想

三
　
浦
　
ア
　
ン
　
ナ

谷

友
　
幸
繹

「
彼
の
痩
せ
細
っ
て
、
マ
ン
ト
を
着
た
姿
と
、
彼
を
取
り
ま
い
て
無
限
に
鑛
が
る
夜
の
窟
大
な
空
間

と
を
、
み
ご
と
伺
時
に
篤
し
出
し
て
み
せ
る
ほ
ど
の
藝
術
が
、
は
た
し
て
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ご
O
富
》
ロ
節
色
焦
白
色
欝
σ
q
①
舞
匙
。
。
。
鍔
巴
8
轡
僻
ξ
達
q
ね
ご
ご
目
お
⑳
①
、
．か
ら
）

　
　
　
私
が
し
こ
で
「
リ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
淡
却
の
理
想
」
と
い
う
題
の
も
と
に
取
り
あ
げ
た
課
題
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
リ
ル
ケ
の
業
績

　
　
を
當
時
の
精
紳
状
況
の
な
か
で
出
來
う
る
限
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
頂
度
リ
ル
ケ
が
、
詩
人
と
し
て
の
生
存
の
、
最
高
頂
に
あ
っ
た
と
き
で
す
。
一
そ
れ
は
一
九
一
四
年
を
境
と
し
て
、
」
彼
の
制
作
力
の

　
　
曲
線
が
、
上
昇
か
ら
下
降
へ
の
た
ま
た
ま
中
闘
を
示
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
が
。
t
彼
は
、
珍
ら
し
い
こ
と
に
、
匿
名
で
、
す
な

　
　
わ
ち
作
者
で
あ
る
彼
自
身
の
名
を
明
記
し
な
い
で
、
　
一
篇
の
詩
を
嚢
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
詩
は
、
　
一
九
一
三
年
に
パ
リ
で
成
立
し
、
リ

　
　
ル
ケ
に
よ
り
、
　
一
九
一
七
年
度
の
、
「
イ
ン
ゼ
ル
年
鑑
」
に
、
匿
名
と
い
う
奇
妙
な
歌
態
の
ま
ま
、
嚢
表
さ
れ
た
の
で
し
た
。
か
よ
う
な
匿

　
　
名
登
表
は
、
彼
の
全
作
晶
を
通
じ
て
、
た
だ
一
度
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
（
そ
の
唯
一
の
例
外
は
、
晩
隼
に
到
っ
て
、
C
・
W

795　
　
　
　
　
リ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
没
部
の
理
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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折
n
墨
研
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第
四
｝
臼
五
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四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

伯
爵
の
作
と
聡
せ
ら
れ
る
詩
篇
で
あ
り
ま
す
。
）

　
こ
の
詩
は
、
「
冬
の
八
行
詩
レ
こ
薯
首
商
館
器
げ
Φ
ω
寅
⇒
N
①
づ
．
．
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
「
豊
か
な
言
葉
の
響
き
に
み
ち
あ
ふ
れ
、
激
し
く

鏡
い
切
實
さ
を
こ
め
、
…
…
當
時
の
い
か
に
好
調
の
と
き
で
さ
え
も
、
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
、
雷
撃
ら
し
い
確
信
を
示
し
て
い

ま
す
。
」
（
b
ご
鋤
鴇
興
ヨ
鋤
蒙
”
U
巽
・
。
葛
昏
昏
欝
ρ
ψ
込
。
8
＼
ω
O
O
）
む
ろ
ん
、
こ
の
名
を
名
乗
る
こ
と
を
差
控
え
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
季
紙
の
ほ

う
で
も
な
に
ひ
と
つ
、
リ
ル
ケ
は
言
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
奇
妙
な
無
記
名
に
た
い
す
る
論
明
は
、
わ
そ
ら
く
次
に
述
べ
る

よ
う
な
考
察
に
基
ず
い
て
、
途
に
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
リ
ル
ケ
は
一
八
七
五
年
に
生
れ
、
一
九
二
六
年
に
死
に
ま
し
た
が
、
彼
の
本
性
は
深
く
、
ほ
ぼ
五
十
年
早
ま
り
も
過
去
に
遡
っ
て
、
根

差
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に
少
隼
の
頃
か
ら
、
彼
は
、
「
幾
つ
も
の
堅
く
閉
ざ
さ
れ
た
（
人
佳
ま
ぬ
）
山
荘
の
、
ど
れ
か
ひ
と

つ
で
」
住
ん
で
み
た
い
と
、
願
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
事
蜜
、
彼
は
後
年
に
い
た
っ
て
、
持
主
薗
身
で
き
え
ほ
と
ん
ど
一
度
も
訪
れ

た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
壁
の
分
厚
い
古
い
館
に
、
た
だ
ひ
と
り
庄
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。
ま
た
、
彼
の
友
だ
ち
に
し
て
も
、
そ

の
多
く
が
、
古
く
か
ら
有
名
な
貴
族
の
姓
を
名
乗
り
、
遠
く
過
去
へ
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
リ
ル
ケ
も
ま
た
、
自
分
た
ち
一

家
が
貴
族
の
出
で
あ
る
こ
と
を
、
な
ん
と
か
し
て
指
摘
し
よ
う
と
試
み
な
が
ら
、
彼
ら
の
由
緒
あ
る
麿
に
同
化
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
こ

と
は
、
明
白
な
事
蟹
で
あ
り
ま
す
。

　
當
時
の
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
三
校
数
育
と
か
訓
育
は
、
彼
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
し
た
。
ゲ
ー
テ
を
さ
え
も
、
長
い
あ
い

だ
、
彼
は
讃
ま
ず
に
い
た
の
で
す
。
そ
の
か
わ
り
、
聖
書
館
そ
の
他
の
場
所
で
、
埃
を
か
ぶ
っ
た
古
い
手
記
と
か
深
刻
な
年
代
記
な
ど
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ

巧
み
に
探
し
出
し
て
く
る
術
を
、
彼
は
わ
き
ま
え
て
い
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
大
い
に
過
去
を
友
と
し
て
生
き
て
き
た
彼
は
、
　
き
し
ず

め
、
彼
自
身
の
厨
す
る
時
代
の
子
と
い
う
よ
り
か
、
む
し
ろ
、
そ
れ
に
先
立
つ
時
代
の
子
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
も
し
も
僕
の
心
が
、
あ
あ
ま
で
す
っ
か
り
、
風
景
に
な
り
き
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
…
…
」
（
》
鄭
欝
窪
国
爵
○
霧
絡
興
短
髪
”
鋤
ヨ
邸
⑩
・

智
昌
・
お
H
躰
）
と
い
う
言
葉
で
、
リ
ル
ケ
は
、
い
か
に
も
彼
ら
し
く
、
時
代
と
歴
史
の
な
か
に
占
む
べ
き
掛
日
身
の
位
置
を
、
雷
い
あ
ら
わ
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・
リ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
浸
却
の
理
想

　1．全宇宙め中心たる入間
（ビンゲンの聖女ヒルデガルト）

2．神と成れる入間
（ミケルアンヂェη）

し
て
い
ま
す
。
歴
史
は
、
つ
ま
り
、
こ
こ
四
世
紀
の
あ
い
だ
に
、
被
造
物

中
の
精
華
で
あ
る
人
間
か
ら
、
し
だ
い
に
人
間
の
い
な
い
廣
大
な
風
景
へ

と
、
嚢
展
を
績
け
て
き
ま
し
た
。
穿
け
導
Φ
ロ
8
げ
二
昌
α
q
（
人
間
没
却
）
の
過

程
と
卒
毒
し
て
進
ん
で
き
た
の
が
、
国
造
ゆ
q
器
昌
豊
旨
σ
q
（
限
界
波
却
）
の
過

程
で
あ
り
ま
．
す
。
此
の
弦
聖
四
世
紀
に
わ
た
る
精
聯
的
な
根
本
過
程
が
、

最
も
鮮
や
か
に
認
め
ら
れ
る
も
の
こ
そ
、
美
術
の
世
界
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
美
術
の
世
界
に
お
い
て
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
ま
さ
し
く
十
九
世
紀

の
樹
極
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
誰
の
眼
に
も
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
ま
ず
人
間
の
形
姿
の
興
隆
時
代
か
ら
、
観
察
し
て

み
ま
し
よ
う
。

　
ω
　
第
一
に
、
十
三
世
紀
の
作
で
あ
る
、
ビ
ン
ゲ
ン
の
聖
女
ヒ
ル
デ
ガ

ル
ト
の
幻
想
（
篇
虞
の
《
一
》
墾
照
）
。

　
「
火
の
よ
う
陰
生
命
力
」
が
、
全
宇
宙
を
、
そ
の
申
心
で
あ
る
人
間
も

ろ
と
も
、
取
り
ま
い
て
い
ま
す
。
「
あ
ら
ゆ
る
中
心
申
の
申
心
、
核
心
中
の

核
心
」
は
、
人
間
で
あ
り
ま
す
。
ま
さ
し
く
こ
の
幻
想
は
、
人
附
と
宇
宙

と
の
關
係
が
、
當
時
の
人
々
の
頭
の
な
か
で
は
、
ど
の
よ
う
に
描
き
出
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
十
分
に
見
究
め
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
一
切
を
支

配
す
る
の
は
、
裸
の
人
像
で
あ
り
、
日
輪
は
中
央
の
こ
の
人
像
の
背
後
に

位
し
て
お
り
、
洋
々
た
る
海
原
が
地
球
の
ま
わ
り
に
波
立
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
り

人
開
は
、
手
を
の
ば
し
て
、
大
地
の
邊
に
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し

　
ω
　
第
二
に
、
ミ
ケ
ル
ア
ン
ヂ
ェ
ロ
の
最
後
の
審
判
に
お
け
る
、
あ
の
裁
き
の
主
。
シ
ク
ス
テ
ィ
ン
丁
年
堂
に
あ
り
、
一
五
三
四
年
か

ら
一
五
四
一
年
ま
で
の
作
（
爲
眞
の
《
二
》
滲
照
）
。

．
類
型
的
な
人
像
ば
、
こ
こ
で
は
右
手
で
永
劫
の
罰
を
下
し
、
左
手
で
生
命
を
授
け
な
が
ら
、
す
で
に
動
作
（
ア
ク
シ
ョ
ン
）
と
化
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
世
界
を
裁
く
、
若
い
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
重
々
し
い
憲
實
主
義
で
描
き
出
さ
れ
た
、
全
裸
の
す
が
た
は
、
見
る
者

　
　
　
　
シ
ぼ
ツ
ク

に
異
常
な
衝
撃
を
與
え
ず
に
は
お
き
ま
せ
ん
。
こ
の
高
み
の
人
間
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
神
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か

も
、
全
裸
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
誇
り
の
た
め
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
精
騨
と
肉
髄
と
の
完
全
無
峡
な
形
成
に
た
い
す
る
、
誇
り
な
の
で

す
。　

次
に
、
バ
ロ
ッ
ク
時
代
に
移
れ
ば
、
人
間
は
、
一
見
す
れ
ば
、
さ
ら
に
肚
大
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、

そ
れ
は
た
だ
の
見
せ
か
け
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
實
の
と
こ
ろ
、
人
間
に
荘
重
さ
と
威
嚴
を
與
え
る
た
め
に
、
波
立
ち
ゆ

ら
ぐ
か
つ
ら
を
冠
ら
せ
た
り
、
臨
画
と
な
く
衣
類
に
衣
類
を
重
ね
き
せ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
と
き
蟻
聚
の
ほ
う
は
す
っ
か
り
姿
を
隙

饗雛饗欝
　　一）

フリーbリヒ大王と彼の城館
　　（A．メンツエル）

し
で
、
お
そ
ら
く
外
か
ら
見
え
る
も
の
と
い
っ
て
は
、
わ
ず
か
に
し
な
び

た
顔
と
、
レ
ー
ス
の
袖
口
か
ら
の
ぞ
い
て
い
る
華
奢
な
爾
手
に
す
ぎ
な
い

か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
㈲
　
こ
う
し
て
、
人
間
は
、
ま
す
ま
す
外
部
に
向
っ
て
、
振
が
り
を
増

し
て
ゆ
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
バ
ロ
ッ
ク
の
貴
族
や
貴
婦
人
に
無
く
て
は

な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
大
規
模
な
城
館
が
添
え
ら
れ
、
こ
の
ま
た
城
館
に

は
、
城
館
を
困
む
林
苑
が
、
ぜ
ひ
必
要
な
も
の
と
し
て
加
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
峨
峨
の
《
三
》
滲
照
）



　
そ
こ
ま
で
進
ん
で
來
ま
す
と
、
決
定
的
な
墜
革
が
起
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
新
時
代
、
近
世
が
始
ま
る
わ
け
で
す
。
す
べ
て
建
築
物

は
、
風
景
に
よ
っ
て
、
駆
逐
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
風
景
は
こ
こ
に
ま
っ
た
く
早
立
し
て
、
い
わ
ゆ
る
μ
ピ
僧
口
説
9
げ
既
房
伽
q
㊤
誘
Φ
ロ
（
造
園
）

と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
ほ
ぼ
一
世
紀
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
諸
藝
術
の
な
か
で
指
導
的
役
割
を
引
受
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ず

で
本
館
の
た
め
に
林
苑
が
設
け
ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
い
ま
で
は
す
っ
か
り
逆
と
な
り
、
林
苑
を
生
き
生
き
と
引
立
た
せ
る
た
め
に
、
四

ま
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん

阿
と
か
洞
室
、
茶
室
と
か
亭
と
い
っ
た
よ
う
な
、
い
わ
ば
建
物
の
小
さ
な
端
く
れ
が
、
わ
ず
か
に
林
苑
の
中
に
建
て
ら
れ
る
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
そ
れ
以
外
に
は
も
は
や
、
建
築
は
、
な
ん
．
の
役
割
さ
え
も
演
じ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
風
の
林
苑
に
取
っ
て

か
わ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
由
來
す
る
、
こ
の
造
園
（
巨
曾
げ
9
津
ω
伽
q
口
答
Φ
ロ
）
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
殊
に
ド
イ
ツ
で
は
、
　
一
七
六
〇
年
か
ら
一

八
三
〇
年
ま
で
七
十
年
の
あ
い
だ
、
諸
藝
術
の
な
か
で
、
た
だ
ひ
と
り
優
位
を
占
め
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
こ
の
事
實
は
、
精
聯
生
活
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

繍こ
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脅
　
　
．
、

4．人間と逡園　（C．D．フリートリヒ）’

リ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
没
却
の
理
想

お
い
て
　
正
反
封
な
も
の
へ
の
一
般
的
な
大
き
な
轄
同
を
、
惹
き
起
す
の
で
あ
り
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
人
間
に
取
っ
て
か
わ
っ
て
、
自
然
が
、
中
心
を
成
す
に
い
た
り
ま
し
た
。
崇
高
な

聯
性
に
滲
透
さ
れ
た
自
然
で
す
。
「
自
然
は
神
々
し
く
充
ち
充
ち
て
い
る
」
と
は
、
リ
ル
ケ

の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
亘
大
な
費
用
を
か
け
、
全
財
産
を
投
げ
う
つ
て
ま
で
、
人
々
は
、
地

上
の
樂
園
を
作
ろ
・
9
1
と
努
め
ま
し
た
。
霊
園
の
エ
デ
ン
こ
そ
、
じ
つ
に
庭
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
結
果
、
か
つ
て
の
造
型
的
な
、
明
確
に
限
ら
れ
た
人
像
の
か
わ
り
に
生
じ
た
も
の

が
、
曖
昧
な
無
限
界
、
雰
團
氣
的
な
遊
び
、
夢
の
よ
う
な
、
お
ぼ
ろ
な
移
り
ゆ
き
で
あ
り
ま

す
。　

ω
カ
ス
パ
ー
ル
・
ダ
ヴ
ィ
ト
・
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
に
お
い
て
は
、
人
間
は
、
孤
立
し
、
小

さ
く
な
っ
て
、
海
や
活
量
の
無
限
の
損
が
り
と
鉗
比
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
1
人
間
は
、
も
は
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
誓
學
研
究
　
第
照
合
五
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

84
5
　
や
一
個
の
か
ぼ
そ
い
影
檜
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
も
と
よ
り
、
こ
の
人
像
は
、
裸
で
な
く
、
黒
ず
ん
だ
、
は
っ
き
り
し
な
い
衣
類
を
、
な
に
と

　
　
は
な
し
に
纒
っ
て
お
り
、
し
か
も
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
私
た
ち
の
ほ
う
に
背
を
向
け
て
、
顔
を
す
こ
し
も
見
せ
て
は
お
り
ま
せ
ん

　
　
（
窮
演
の
《
照
》
墾
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
お
か
た
ち

　
　
　
こ
う
し
た
歌
態
が
さ
ら
に
進
展
し
て
ま
い
り
ま
す
と
、
、
人
頭
の
顔
貌
を
、
あ
る
い
は
勝
手
氣
儘
に
、
あ
る
い
は
歪
め
て
虞
寵
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
る

　
　
に
な
り
、
人
聞
の
顔
貌
を
思
ひ
き
っ
て
棄
て
も
せ
ず
に
、
顔
の
か
わ
り
を
た
だ
の
白
々
し
い
丸
で
、
あ
る
い
は
頭
の
か
わ
り
を
た
だ
の
球

　
　
形
で
示
し
た
り
し
ま
す
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
方
で
は
、
野
暮
難
①
口
番
び
⊆
建
学
q
す
な
わ
ち
人
問
漫
却
が
、
出
現
す
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
ま
た
他
方
で
は
、
造

　
　
園
（
】
じ
聾
旨
無
の
O
げ
節
琉
け
も
o
m
夢
こ
目
件
Φ
一
P
）
の
疇
期
の
名
残
り
が
、
い
ま
だ
到
る
魔
に
お
い
て
、
ば
ら
ば
ら
に
散
在
し
な
が
ら
も
、
と
り
わ
け
諸
侯
の

　
　
大
き
な
領
地
な
ど
に
、
生
き
残
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ヘ
ッ
セ
の
「
硝
子
玉
遊
戯
」
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
造
園
の
な
か
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ず
歳
や
．

　
　
ま
だ
支
那
風
の
四
阿
が
す
が
た
を
見
せ
て
い
ま
す
。
庭
園
趣
昧
は
、
殊
に
ド
イ
ツ
人
の
血
の
な
か
に
、
深
く
融
け
こ
ん
で
い
δ
よ
う
で

　
　
す
。
尤
も
今
臼
で
は
、
す
な
わ
ち
リ
ル
ケ
の
蒋
代
で
は
、
昔
ほ
ど
も
金
を
か
け
ず
、
ま
た
昔
よ
り
も
規
模
も
小
さ
く
、
こ
う
し
た
趣
味
が

　
　
爽
揮
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
。
例
え
ば
、
パ
リ
の
ジ
ャ
ル
ダ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
ト
の
あ
の
設
計
と
か
、
珍
ら
し
い
草
花
、
就
中
、

　
　
薔
薇
の
栽
培
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
大
掛
り
な
薔
薇
の
展
覧
會
が
、
こ
の
世
紀
へ
の
攣
り
目
に
も
、
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
き
わ

　
　
め
て
丹
念
に
薔
薇
を
栽
培
し
た
の
は
、
ひ
と
り
ミ
ュ
ゾ
ッ
ト
の
リ
ル
ケ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
リ
ル
ケ
を
し
て
、
こ
の
現
世
の
大
地
が
有
す
る
も
の
へ
の
獄
び
に
、
悦
惚
と
ひ
た
ら
せ
た
も
の
も
、
あ
の
「
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
寄
せ
る

　
　
十
四
行
詩
」
と
窟
①
ω
o
昌
Φ
嘗
。
螢
昌
○
弓
『
Φ
o
ω
．
、
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
庭
園
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
リ
ル
ケ
は
、
狂
喜
の
あ
ま
り
、
眼

　
　
前
の
も
の
を
の
り
こ
え
て
、
彼
に
は
未
知
の
庭
を
さ
え
も
歌
お
う
と
望
み
ま
し
た
。
一
な
ん
と
素
晒
ら
し
い
感
興
で
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
歌
え
　
わ
が
・
1
9
よ
　
お
ま
え
の
見
も
知
ら
ぬ
園
生
の
か
ず
か
ず
を
　
破
璃
に

　
　
　
　
　
　
流
し
込
ま
れ
た
よ
う
に
　
透
き
と
お
り
　
手
の
燭
か
ぬ
園
生
を
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お
お
　
イ
ス
パ
ハ
ン
や
シ
ラ
ス
の
園
の
　
水
と
薔
薇

　
　
　
　
そ
れ
ら
を
　
無
上
の
歎
び
の
う
ち
に
　
歌
い
　
讃
え
よ
　
世
に
た
ぐ
い
な
く

　
　
　
　
o
D
毫
。
国
象
Φ
○
跨
審
P
臼
①
貯
頃
露
N
℃
虫
①
陸
離
巳
O
露
醤
Φ
鄭
昌
ω
ご
隅
一
①
貯
O
欝
の

　
　
　
　
Φ
貯
鋤
q
①
ひ
q
o
ω
ω
㊦
質
Φ
○
蟷
属
①
P
臨
鍵
矯
。
昌
①
霞
①
8
び
σ
餌
斜

　
　
　
　
毛
麟
ω
ω
霧
瓢
P
島
図
O
ω
Φ
路
く
。
昌
困
ω
℃
費
ぽ
麟
昌
＆
興
o
Q
o
匡
村
節
ρ

　
　
　
　
ω
貯
鵬
Φ
ω
δ
の
㊦
口
ひ
q
堕
℃
同
鉱
ω
㊦
ω
一
ρ
犀
①
貯
①
ヨ
く
銭
伽
q
冨
互
旨
黛
。
村
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
δ
ω
曾
Φ
箒
窪
9
9
窪
ω
．
N
≦
簿
費
6
Φ
詳
×
巴
）

　
園
庭
　
と
　
風
鍛
。
そ
こ
で
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
　
「
も
し
も
僕
の
心
が
、
あ
あ
ま
で
す
っ
か
り
、
風
暴
に
な
り
き
っ
て
い
な
か
っ

た
ら
…
…
」
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
鰍
身
的
な
讃
籍
な
ら
ば
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
き
っ
と
見
究
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
「
彼
の
心
の
、
眼
に
見
え
ぬ
風

察
」
は
、
そ
の
ま
ま
素
薩
に
、
容
易
く
、
私
た
ち
自
身
の
感
情
に
醗
課
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
一
九
一
四
年
ま
で
、
そ
こ
に
は
、
彼
の

こ
臼
二
び
Φ
一
－
ゆ
螢
O
ヨ
、
．
「
敷
呼
の
樹
」
が
、
生
い
立
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ゆ
る
や
か
に
想
い
立
つ
、
彼
の
歎
呼
の
樹
は
、
彼
の
眼
に
見
え
ぬ

風
景
の
な
か
で
、
．
最
も
美
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
突
然
、
嵐
が
、
こ
の
獣
呼
の
樹
を
無
惨
に
も
折
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
風
景
は
、
荒
凍
た
る
黒
地
と
か
わ
り
ま
し
た
。
詩
人
は
、
幾
年
も
の
あ
い
だ
、
自
分
が
寄
忍
な
く
、
心
の
山
の
頂
き
に
さ
ら
き
れ
て

い
る
の
を
、
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
手
の
し
た
は
、
た
だ
も
う
築
地
で
す
。
「
見
よ
、
言
葉
の
最
後
の
村
落
を
、
そ
し
て
、
そ
れ

よ
り
ゃ
や
高
い
と
こ
ろ
に
、
感
情
の
最
後
の
農
家
が
あ
る
の
を
」
（
ご
》
¢
ω
o
閃
鴇
8
N
弓
螢
鼠
儀
②
昌
切
Φ
茜
①
⇔
伽
①
の
綴
Φ
養
①
挿
ω
、
．
）
と
歌
っ
て

い
ま
す
。
世
界
の
な
か
で
自
分
ひ
と
り
だ
け
閉
め
出
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
る
、
詩
人
の
無
罪
の
感
情
は
、
こ
の
心
の
風
景
に
よ
っ
て
、
ほ

と
ん
ど
こ
の
う
え
な
く
深
刻
に
、
表
現
し
つ
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
リ
ル
ケ
と
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
か
け
て
の
風
景
叢
、
な
ら
び
に
造
園
術
と
の
門
訴
は
、
以
上
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
明
ら
か

　
　
　
ジ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
湊
却
の
理
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
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誓
攣
研
究
　
第
二
百
五
十
鰯
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
軍
団

に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
で
ハ
問
題
は
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
申
心
と
な
る
も
の
が
、
鉄
け
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
か
つ
て
そ
こ
に
は
、
人
問
が
、
融
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
人
闘
が
、
立
っ
て
い
ま
し
た
。

　
も
は
や
そ
こ
に
は
、
人
閥
は
、
立
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　

　
も
は
や
そ
こ
に
は
、
な
に
も
、
立
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
。
混
沌
－
へ
の
解
纏
、
人
間
没
却
、
申
心
の
喪
失
を
、
美
術
…
史
家
も
歎
い
て
い

ま
す
。

　
た
だ
非
常
に
無
雑
作
に
、
ま
た
尤
も
ら
し
く
、
そ
の
敏
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
埋
め
る
こ
と
な
ら
、
誰
に
も
出
監
ま
し
よ
う
。
自
我
を
あ

ら
わ
す
H
o
げ
と
い
う
図
葉
で
、
埋
め
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
リ
ル
ケ
は
、
「
僕
は
」
と
は
、
き
わ
め
て
稀
に
し
か
言
い
ま
せ
ん
。
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
人
の
あ
の
自
己
を
主
張
す
る
誇
り
は
、
生
れ
な
が
ら
に
謙
虚
の
心
を
ふ
か
く
宿
し
て
い
る
リ
ル
ケ
に
は
、
ま
っ
た
く
縁
の
な
い

も
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
の
好
情
詩
は
、
明
ら
か
に
控
え
薗
な
態
度
を
保
ち
、
け
っ
し
て
主
観
的
な
ざ
ギ
い
饗
涛
（
自
叙
膿
野
構
詩
）
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
詩
人
で
も
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
詩
人
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
見
よ
　
僕
は
存
在
し
な
い
　
だ
が
　
も
し
僕
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば

　
　
　
　
僕
は
　
詩
の
な
か
の
　
中
心
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か

　
　
　
　
こ
の
　
あ
や
ふ
や
な
　
確
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い

　
　
　
生
活
が
　
お
そ
ら
く
は
　
認
め
よ
う
と
せ
ぬ
　
堅
實
な
も
の
に

　
　
　
　
…
…
…
…
（
愛
す
る
人
よ
　
あ
あ
　
僕
が
存
在
で
き
た
ら
）

　
　
　
Q
つ
溝
鍛
」
o
ご
び
貯
日
鼠
。
巨
矯
瓢
ぴ
Φ
弓
≦
①
漫
掃
8
財
嶺
貯
・
P

　
　
　
≦
跨
㊦
討
げ
＆
Φ
罎
馨
Φ
一
欝
○
①
鰹
。
簿
旧



　
　
　
　
　
　
傷
節
ω
○
㊦
p
夢
¢
ρ
匹
Φ
露
伽
麟
ω
二
昌
騎
Φ
略
雑
プ
器

　
　
　
　
　
　
弧
挿
鵬
Φ
控
三
け
。
轡
⑩
び
Φ
昌
妻
置
興
逡
甑
〇
三
”

　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
（
崇
9
P
壁
ゆ
巨
帰
芝
警
，
㊦
…
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勺
韓
吋
　
H
、
¢
一
¢
φ
　
刈
●
　
（
）
一
ハ
け
○
σ
①
憎
　
日
り
一
潜
）

　
　
　
二
心
の
璽
毒
魚
を
、
そ
し
て
ま
た
、
入
間
が
彼
に
課
し
た
課
題
を
、
リ
ル
ケ
は
、
き
っ
と
感
じ
て
い
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

　
　
し
彼
は
、
差
二
っ
て
は
人
間
の
呈
示
を
、
　
い
ま
だ
初
歩
に
は
難
し
す
ぎ
る
も
の
と
し
て
、
避
け
と
お
し
、
物
（
U
貯
0
9
0
）
を
縮
手
に
修
練

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
お
ち
　
あ
じ

　
　
を
綾
け
た
の
で
す
。
彼
は
、
泉
や
甕
を
讃
え
た
り
、
花
や
果
實
の
感
情
を
汲
み
と
っ
た
り
、
香
や
味
の
秘
密
を
解
き
明
か
し
た
り
し
て
き

　
　
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
あ
あ
　
鏡
の
な
か
に
　
音
樂
を
　
兇
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
っ
た
ら

　
　
　
　
　
　
き
っ
と
　
お
ま
え
の
姿
も
見
え
て
　
お
ま
え
の
名
を
知
っ
て
い
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
》
色
ピ
婁
2
蜜
⊆
塾
〈
ぎ
㊦
貯
①
ヨ
ω
嘗
Φ
槻
蝕
ω
鐵
日
ρ

　
　
　
　
　
　
儀
2
、
鶏
ゴ
①
9
0
び
厳
同
自
奢
綜
ゆ
冨
曽
妻
㎞
①
篇
5
げ
①
ま
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
零
O
億
需
〉

　
　
と
歌
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
㈲
　
と
こ
ろ
で
、
人
問
の
ほ
う
は
、
ど
う
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
人
間
を
使
わ
ず
に
藏
っ
て
お
く
と
は
、
リ
ル
ケ
肉
身
の
言
蘂
で
し

　
　
た
。
そ
う
言
い
な
が
ら
、
リ
ル
ケ
が
ど
の
よ
う
な
道
を
進
ん
で
行
っ
た
か
は
、
「
マ
リ
ア
の
花
瓶
」
；
∪
δ
罎
鋤
臨
①
軽
く
9
ω
①
．
．
と
題
す
る

　
　
詩
が
、
十
分
に
示
し
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
花
瓶
は
、
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
マ
リ
ア
の
像
の
ま
え
へ
供
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
す

　
　
が
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
そ
の
講
書
な
マ
リ
ア
の
像
が
、
全
然
そ
こ
に
は
重
て
な
い
の
で
す
（
窮
員
の
《
五
》
滲
照
）
。
こ
の
詩
は
、
次
の
よ
う

875　
　
　
　
　
リ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
浸
却
の
理
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
三
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學
研
究
　
第
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十
四
號

5．マyアの壁

二
四

に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
へ
き
が
ん

　
壁
寵
に
は
　
な
に
ひ
と
つ
　
像
は
な
か
っ
た
。
僕
ら
は

　
マ
リ
ア
の
名
で
飾
る
よ
う
に
　
心
こ
も
る
花
々
を
生
け
て
、

　
そ
っ
と
静
か
に
　
花
瓶
を
　
そ
こ
へ
供
え
た
一

　
す
る
と
も
う
ほ
と
ん
ど
　
マ
リ
ア
は
自
ら
　
そ
こ
へ
き
て
お
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
モ
ン
は
　
自
ら
の
香
り
を
は
ら
み
、
三
三
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
面
に
　
散
ら
ば
っ
て
い
た
。
だ
が
　
こ
の
果
實
さ
え
も

彼
女
の
も
の
だ
っ
た
。
僕
ら
の
内
部
に
は
　
物
す
べ
て
が
　
彼
女
の
名
を
呼
び

彼
女
の
心
に
ふ
れ
　
彼
女
を
激
ば
す
と
い
う
　
噂
が
宿
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

U
日
Z
凶
鶉
げ
①
≦
卑
村
ひ
q
㊤
⇔
N
O
げ
旨
①
切
印
P
　
芝
貯
の
8
旨
審
昌

島
①
＜
騨
ω
Φ
げ
貯
H
巳
梓
ミ
遷
ミ
Z
勾
含
Φ
昌
ω
N
信
α
q
”

冒
巳
ひ
q
Φ
切
冒
目
Φ
昌
住
匡
旨
昌
Φ
P
静
け
臼
ゆ
q
Φ
ロ
ロ
ひ
q
I
”

自
9
≦
騨
「
ω
δ
h
曽
ω
け
ω
O
げ
O
口
ω
9
匿
叶
：
．
：
■

い
ま
は

い
ぽ
β
O
昌
Φ
昌
冨
m
q
①
昌
く
O
目
く
O
昌
ω
け
F
〈
Φ
肘
の
窪
Φ
信
け

民
昌
α
q
ω
置
島
①
同
Z
一
8
ぼ
ρ
　
d
昌
山
舶
ロ
O
げ
臼
Φ
ω
①
団
同
号
げ
8

閃
Φ
げ
α
詳
①
昌
ミ
、
●
　
国
ω
唯
①
耳
冨
ロ
旨
匂
α
O
Φ
H
q
O
げ
叶
ρ
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儀
勢
ゆ
既
ド
ω
儀
餌
ω
切
貯
践
け
煽
郎
鳥
村
償
び
答
離
捧
儀
臨
冠
Φ
¢
窪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
一
①
　
鑑
鋤
H
戸
①
嶺
瑠
く
鋤
。
隣
Φ
．
）

　
リ
ル
ケ
は
、
彼
に
誠
賢
だ
つ
た
「
伯
爵
夫
人
ル
イ
差
響
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
の
死
に
接
し
て
」
こ
跨
ほ
鳥
①
挿
目
a
儀
興
O
議
⇔
昌
び
餌
δ
①

ω
o
げ
≦
①
甑
⇔
．
．
と
題
す
る
詩
の
な
か
で
は
、
薩
接
な
描
窟
に
た
い
す
る
非
力
を
感
じ
て
、
自
身
を
途
方
に
暮
れ
た
者
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
　
　
　
だ
が
　
あ
な
た
に
出
會
つ
た
こ
と
の
な
い
人
々
に
た
い
し
て
は

　
　
　
　
た
だ
も
う
　
僕
は
　
途
方
に
暮
れ
て
　
あ
ら
ゆ
る
物
の
な
か
か
ら

　
　
　
　
あ
な
だ
を
　
集
め
藏
っ
て
い
る
と
し
か
　
約
束
で
き
ぬ

　
　
　
　
さ
な
が
ら
　
あ
な
た
の
ま
だ
幼
か
っ
た
こ
ろ
　
同
じ
年
ご
ろ
の
者
ら
が

　
　
　
　
た
れ
し
も
　
瀧
を
眞
臼
く
　
描
き
残
し
て
い
た
よ
う
に

　
　
　
　
》
σ
①
同
傷
Φ
郎
①
詳
黛
㊦
象
O
び
a
O
げ
け
①
篠
鮎
肖
Φ
ジ

　
　
　
　
圖
霞
昌
旨
け
ダ
ぽ
無
踏
O
ρ
艮
O
財
富
く
2
ω
℃
同
8
ご
Φ
づ
準
ω
”

　
　
　
　
無
O
ぽ
帥
償
ω
巴
竃
⇔
U
貯
臓
Φ
嵩
麟
環
ω
N
烈
ω
娼
麟
冨
P

　
　
　
　
ω
O
≦
δ
ヨ
蓉
旨
貯
α
Φ
貯
Φ
旨
岩
簿
ら
O
財
①
且
鉱
罵
①
β

　
　
　
　
R
風
O
｝
回
口
①
酔
¢
鳥
節
◎
◎
ぐ
『
①
凶
ゆ
儀
①
ω
一
く
鎚
ω
ω
Φ
甑
9
目
ω
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
跨
償
h
　
鳥
①
昌
　
6
0
伽
　
α
O
婦
（
｝
同
9
3
油
⇔
　
］
「
β
馴
し
。
①
　
ω
O
財
≦
①
冠
一
口
）

で
は
何
故
、
描
き
残
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
輪
廓
と
言
葉
は
　
い
た
ず
ら
に
　
あ
な
た
を
汚
す
に
す
ぎ
ぬ

　
　
　
　
あ
な
た
は
　
天
で
あ
る
　
あ
あ
　
あ
の
あ
な
た
の
最
も
愛
し
た

　
　
　
　
物
ら
に
よ
っ
て
　
の
ど
か
に
枠
ど
ら
れ
た
　
深
い
背
景
で
も
あ
ろ
う

　
　
　
　
リ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
浸
却
の
理
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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暫
墨
研
究
　
　
第
四
百
五
十
照
羅
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
　
　
　
d
冨
吋
①
O
ゴ
僅
仲
鎧
汁
鶉
捧
象
桟
囚
O
口
魯
麟
触
餌
⇔
自
寓
償
樽
P

　
　
　
　
U
償
ぼ
ω
け
鎖
博
§
①
押
賦
Φ
h
霞
頃
陣
旨
稗
興
馨
類
9

　
　
　
　
舞
鼠
け
質
ヨ
類
び
彰
け
く
。
旨
儀
魯
μ
①
質
賦
菩
ω
審
嵩
U
貯
騎
①
鐸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諺
q
h
　
山
①
鐸
　
n
門
◎
恥
　
伽
①
尉
　
（
｝
財
餌
自
峯
　
い
自
陣
ω
¢
　
ω
O
一
μ
≦
㊦
四
一
離
）

　
そ
れ
ゆ
え
、
リ
ル
ケ
が
怖
れ
る
の
は
、
じ
ご
Φ
槻
鴇
口
N
錠
⇔
ひ
身
す
な
わ
ち
、
限
界
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
く
り
か
え
し
引
か
れ
る
幾
つ

も
の
廓
線
は
、
鴬
さ
れ
る
者
を
傷
つ
け
損
ね
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
こ
に
、
風
漿
の
無
限
な
鑛
が
り
に
慣
れ
染
ん
だ
者
の
抱
く
不
快

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ア
リ
ザ
シ
す
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る

が
、
す
べ
て
の
非
難
紳
的
な
實
現
に
怖
や
か
さ
れ
る
者
の
抱
く
不
快
が
、
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
縁
ど
る
廓
線
は
、
い
わ
ゆ
る
陳

腐
な
現
蜜
を
限
定
は
し
て
も
、
翼
の
精
紳
的
な
形
姿
に
一
致
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
リ
ル
ケ
は
、
限
り
あ
る
も
の
に
噂
し
て
は
、
苦

痛
に
苛
ま
れ
、
ま
た
限
り
な
い
も
の
に
關
し
て
は
、
た
え
が
た
い
誘
惑
を
感
じ
な
が
ら
、
濁
乱
の
生
活
纒
験
を
積
ん
で
き
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

　
ま
ず
何
よ
り
も
、
　
ロ
シ
ア
風
景
の
膿
験
が
あ
り
ま
す
。
　
ロ
シ
ア
の
贋
漠
た
る
季
原
は
、
詩
人
の
心
を
、
淀
み
な
い
流
れ
と
化
し
ま
し

た
。
溢
れ
こ
ぼ
れ
る
噴
泉
の
よ
う
に
、
彼
の
詩
は
、
「
時
蕎
集
」
と
U
曽
ω
Q
り
ε
躊
自
。
学
し
d
¢
o
け
．
．
の
な
か
に
脹
つ
た
の
で
す
。
お
そ
ら
く
あ

の
調
子
で
な
ら
ば
、
一
生
、
詩
を
書
き
轟
け
る
こ
と
も
で
き
た
ろ
う
と
は
、
彼
の
後
隼
の
言
葉
で
す
が
、
紛
う
か
た
な
く
そ
こ
に
は
、
表

現
に
お
い
て
、
香
ば
し
か
ら
ぬ
エ
ユ
ア
ン
ス
が
、
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
だ
が
そ
の
後
、
リ
ル
ケ
は
、
パ
リ
を
経
験
し
ま
し
た
。
こ
の
風
早
と
樹
立
す
る
都
會
に
あ
っ
て
、
仕
事
な
ら
び
に
制
作
が
彼
の
標
語
と

な
り
、
彼
は
、
ロ
ダ
ン
か
ら
、
不
断
に
仕
事
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
毎
朝
、
暗
閲
を
た
が
え
ず
に
仕
事
を
始

め
て
、
夕
方
に
な
る
と
、
仕
事
を
仕
舞
う
こ
と
の
で
き
る
勢
働
者
を
、
詩
人
リ
ル
ケ
は
、
い
か
ば
か
り
羨
や
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。
彼
に

も
、
時
に
は
、
毎
日
毎
日
が
職
業
上
き
っ
ち
り
と
限
界
つ
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
う
が
、
有
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

う
し
て
、
必
要
に
遽
ら
れ
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
自
ら
す
す
ん
で
、
仕
事
の
た
め
に
、
彼
は
、
自
分
を
制
限
し
て
、
今
日
私
ど
も
に
よ
く



知
ら
れ
て
い
る
、
あ
の
一
室
き
り
の
生
存
を
着
け
た
の
で
す
。
も
は
や
そ
こ
で
は
、
風
景
ら
し
い
も
の
は
、
ま
っ
た
く
影
を
心
し
て
い
た

よ
う
で
し
た
。
一
い
や
、
そ
れ
と
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
け
は
な

　
そ
う
で
す
。
そ
こ
に
は
ま
だ
、
窓
が
あ
り
ま
し
た
。
一
正
確
に
言
え
ば
、
夜
に
む
か
っ
て
開
放
た
れ
た
窓
で
す
。
パ
リ
で
生
ま
れ
た

詩
の
ひ
と
つ
で
は
、
「
星
を
ち
り
ば
め
て
　
窓
は
　
い
か
に
も
感
じ
が
お
に
　
お
ま
え
と
向
い
あ
っ
て
い
る
」
（
と
嵐
O
口
9
P
g
O
げ
け
．
、
）
と
歌

っ
て
い
ま
す
。

v…照
瀬；

　　　6．　開放たれた窓
（マイスPt　一一・フォン・フレマーユ）

　
㈲
　
膿
験
さ
れ
た
窓
と
い
う
現
象
は
、
美
術
史
の
ほ
う

に
も
、
現
わ
れ
て
い
ま
す
（
篇
眞
の
《
六
》
参
照
）
。
開
放
た

れ
た
窓
を
糟
垂
の
な
か
に
初
め
て
描
き
出
し
た
の
は
、
か

の
フ
レ
マ
ー
ユ
の
百
匠
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
と
よ
り
此
の
よ
う
な
こ
と
は
、
當
然
の
成
行
と
し
て
、

起
っ
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
1
ひ
と
つ

の
劃
期
的
な
事
件
だ
つ
た
の
で
す
。
人
は
そ
の
年
を
一
四

三
八
年
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
　
　
開
放
た
れ
た
窓
の
意
義
は
、
む
ろ
ん
、
當
時
の
藝
術
家
に
と
っ
て
は
、
今
と
は
非
常
に
違
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
當
時
の
藝
術
家
は
、
遠
く
小
さ
な
田
園
へ
の
快
い
眺
望
を
示
す
、
戸
外
の
乱
書
の
明
る
さ
を
、
吊
し
ん
で
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
リ
ル

　
　
ケ
の
場
合
、
彼
の
窓
の
な
か
に
た
た
ず
ん
で
い
る
の
は
、
彼
の
夜
の
詩
の
多
く
が
立
算
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
夜
で
あ
り

　
　
ま
す
。
こ
の
際
、
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
窓
邊
に
立
っ
て
り
ル
ゲ
が
、
限
界
を
、
い
い
か
え
れ
ば
、
有
限
と
無
限
と
の
衝
突
を
、
艦
験
し
た

　
　
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
私
は
、
囚
わ
れ
び
と
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
立
っ
て
い
ま
し
た
の
。
す
る
と
、
お
星
さ
ま
こ
そ
自
由
だ
と
、
思
い
ま
し

　
　
た
わ
。
」
と
、
「
マ
ル
チ
の
手
記
」
の
な
か
で
、
ア
ベ
ロ
ー
ネ
は
言
っ
て
い
ま
す
。
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
牢
獄
で
あ
る
彼
の
部
屋
は
、
む
ろ
ん
、

915　
　
　
　
　
リ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
没
却
の
理
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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誓
攣
研
究
　
第
照
百
五
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

つ
ね
に
濁
り
ぼ
つ
ち
の
孤
濁
な
者
の
部
屋
で
し
た
。
こ
の
部
屋
に
は
、
子
供
は
い
ま
せ
ん
。
こ
の
部
屋
の
な
か
に
あ
る
の
は
、
た
だ
、
待

つ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
す
。
永
久
に
訪
れ
來
る
こ
と
の
な
い
慧
人
を
待
つ
こ
と
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
暗
閣
の
な
か
を
彼
方
か
ら
、
「
音
も

な
く
一
跨
ぎ
に
、
横
た
わ
る
心
の
う
え
を
越
え
て
ゆ
く
の
は
」
「
や
は
り
天
使
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
彼
は
濁
り
こ
ち
た
り
す
る
の
で

す
。
こ
の
と
き
す
で
に
、
彼
の
心
は
、
彼
方
に
指
し
向
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
も
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
、
夜
を
ま
え
に
し
て
幾
時
闘
と
な

く
立
ち
つ
く
し
た
の
ち
、
ア
ベ
ロ
：
ネ
の
よ
う
に
、
「
何
か
こ
の
身
と
關
わ
り
が
あ
る
」
と
、
思
わ
ず
口
走
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

　
こ
う
し
て
ー
ー
リ
ル
ケ
は
、
歴
倒
的
な
力
を
持
つ
偉
大
な
洞
察
を
、
経
験
す
る
に
い
た
り
ま
し
た
。
「
大
地
か
ら
人
間
に
授
か
っ

た
、
こ
の
生
れ
な
が
ら
の
誇
り
」
で
あ
る
心
が
、
動
き
は
じ
め
た
の
で
す
。
夜
と
そ
の
測
り
知
れ
ぬ
空
間
、
幾
重
も
の
深
み
を
秘
め
た
、

節
し
な
い
天
空
…
1
そ
れ
ら
も
も
は
や
、
心
が
有
す
る
は
る
か
に
大
さ
な
深
み
に
比
べ
る
と
、
そ
う
で
す
、
ひ
と
し
く
測
り
知
れ
ぬ
も
の

で
は
あ
っ
て
も
、
い
ま
だ
全
然
探
究
さ
れ
感
知
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
、
未
知
の
心
の
空
間
に
比
べ
る
と
、
ま
っ
た
く
無
に
ひ
と
し
か
っ
た

の
で
し
た
。
で
は
「
蹄
っ
て
ゆ
く
と
す
れ
ば
、
何
腱
へ
向
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。
」
（
閃
⇔
目
　
い
⊆
一
¢
。
　
下
刈
●
　
ω
①
℃
幹
　
H
り
H
蔭
）
そ
れ
と
も
「
出
て
ゆ

く
と
す
れ
ば
、
何
丈
へ
向
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。
」
（
同
上
）
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
こ
に
は
、
存
在
す
る
こ
と
ω
Φ
貯
し
か
残
さ

れ
て
い
な
い
の
で
す
。
だ
が
、
す
で
に
「
遙
か
な
る
も
の
も
、
心
の
な
か
に
あ
り
ま
す
」
（
同
上
）
い
ま
は
た
だ
ひ
と
つ
i
心
の
力
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
た
　
　
　
こ
な
た

よ
る
仕
事
を
、
果
す
よ
り
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
感
情
が
、
あ
ら
ゆ
る
限
界
を
、
た
と
え
ば
彼
方
と
此
方
、
天
と
地
、
宇
宙
と
人
間
の
あ

い
だ
に
あ
る
よ
う
な
、
空
間
の
一
切
の
限
界
を
、
乗
り
こ
え
る
の
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
時
間
の
世
界
に
お
け
る
、
こ
の
う
え
な
く
苛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
ん
げ
ん

酷
な
、
こ
の
う
え
な
く
峻
嚴
な
限
界
設
定
、
す
な
わ
ち
死
を
も
、
や
は
り
乗
り
こ
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
パ
リ
は
、
誰
し
も
、
小
さ
な
部
屋
に
黒
し
く
、
た
だ
窓
を
友
と
し
て
生
き
る
ほ
か
な
い
、
都
市
で
あ
り
ま
す
。
ほ
ん
と
う
に
、
誰
し
も

生
き
る
ほ
か
な
い
、
都
市
で
し
よ
う
か
。
パ
リ
は
、
誰
し
も
死
ぬ
ほ
か
な
い
都
市
で
あ
る
と
、
言
っ
た
ほ
う
が
正
し
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
々
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
生
き
る
た
め
に
、
當
地
へ
や
っ
て
く
る
。
だ
が
、
僕
に
は
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は

み
ん
な
死
ん
で
ゆ
く
と
し
か
、
思
え
な
い
」
と
い
う
二
葉
で
、
「
マ
ル
チ
の
手
記
」
は
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
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「
マ
ル
チ
の
手
記
」
が
全
篇
を
通
じ
て
扱
っ
て
い
る
も
の
は
、
結
周
の
と
こ
ろ
、
死
が
設
け
る
と
こ
ろ
の
限
界
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ

の
小
論
は
、
死
に
つ
い
て
の
材
料
を
集
録
し
た
も
の
と
も
言
え
ま
し
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
小
君
は
、
譲
者
の
側
で
は
、
奇
妙
な

反
作
用
と
な
っ
て
、
さ
な
が
ら
副
作
用
的
に
、
死
に
つ
い
て
の
有
り
ふ
れ
た
見
解
こ
と
ご
と
く
を
、
は
げ
し
く
轄
換
さ
せ
て
し
ま
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん
ど
氣
つ
か
ぬ
う
ち
に
、
死
が
、
生
の
最
も
素
晴
ら
し
い
最
も
分
明
な
現
象
の
ひ
と
つ
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゅ
う
た
ん

の
最
も
肚
麗
な
現
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
さ
し
く
、
マ
ル
チ
の
生
の
絨
毬
に
織
り
こ
ま
れ
た
、
あ
ま
た
の
死
、
！
1
あ
の
六
ケ
月

も
ぐ
ず
つ
い
て
騒
い
で
い
た
侍
從
の
大
げ
さ
な
死
か
ら
、
姉
や
母
、
祀
母
や
父
た
ち
の
死
を
経
て
、
犬
や
蝿
の
死
に
い
た
る
ま
で
一
す

べ
て
は
、
こ
の
小
論
が
持
つ
、
こ
の
う
え
な
く
丹
念
に
細
工
さ
れ
た
珠
玉
と
書
え
ま
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
あ
の
博
せ
も
の
の
ツ
ァ
ー
の
最

後
と
か
、
ま
た
、
身
の
毛
の
よ
だ
つ
ほ
ど
隠
隠
的
に
恐
怖
を
盛
り
な
が
ら
、
し
か
も
豪
華
を
凝
ら
し
て
き
ら
び
や
か
な
、
あ
の
物
語
り
藝

術
の
傑
作
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
豪
勇
シ
ャ
ー
ル
太
公
の
死
も
ま
た
、
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
出
国
事
が
、
死
に

た
い
す
る
世
間
並
の
端
た
な
い
立
場
を
、
す
っ
か
り
ぐ
ら
っ
か
せ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
物
語
の
大
半
は
、
幼
時
の
想
出
と
い
う
あ
や
ふ
や
な
曖
昧
な
形
を
か
り
て
、
い
か
に
も
魅
力
ゆ
た
か
に
傳
え
ら
れ
ま
す
。
そ

こ
に
は
、
な
に
ひ
と
つ
と
し
て
、
纒
郵
的
に
主
張
さ
れ
た
事
悟
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
「
マ
ル
チ
の
手
記
」
に
お
い
て
は
、
い
つ
も
大
抵
、

話
の
い
と
ぐ
ち
は
、
「
…
…
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
僕
に
は
思
わ
れ
た
」
と
い
う
極
ま
り
文
句
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
幼
年
時
代
は
、
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
、
彼
が
豫
逸
し
た
理
想
歌
態
へ
の
獲
麟
を
意
味
し
ま
す
。

　
　
　
　
わ
ま
え
は
　
幼
年
時
代
が
あ
っ
た
と
い
う
　
こ
の
名
づ
け
よ
う
も
な
い

　
　
　
　
天
上
の
神
ら
の
誠
實
を
　
運
命
に
よ
っ
て
　
取
溝
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ

　
　
　
　
U
＞
o
り
も
9
α
ぎ
伽
鶉
ゆ
図
露
α
げ
Φ
詳
≦
簿
ざ
α
δ
の
①
昌
勲
ヨ
①
巳
。
ω
①

　
　
　
　
↓
器
信
Φ
傷
Φ
同
類
一
欝
葺
涜
。
げ
㊦
昌
過
巳
。
耳
鼠
岱
①
昌
段
①
障
く
。
資
ω
o
ぼ
⊆
（
紹
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
9
ゆ
函
　
伍
一
憎
℃
　
創
箇
ゆ
　
圖
く
睡
コ
甑
ぴ
㊦
一
捗
　
薯
9
擁
亀
　
一
）
①
N
Φ
一
昌
ぴ
Φ
鴨
　
回
⑬
邸
O
）

　
　
　
リ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
浅
却
の
理
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九

ρ
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暫
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三
〇

　
幼
年
時
代
の
大
き
な
長
所
は
、
「
幼
年
時
代
は
心
を
無
時
問
の
う
ち
に
保
つ
」
（
同
上
）
と
い
う
黙
に
あ
り
ま
す
。
幼
年
時
代
は
、
た
と

え
ば
、
死
を
野
掛
の
限
界
と
し
て
、
認
め
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
「
幼
年
時
代
の
も
つ
、
あ
の
異
様
な
限
り
な
さ
」
を
、
リ
ル
ケ
は
讃
美
し

て
い
ま
す
。
お
よ
そ
限
界
づ
け
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
人
間
の
悟
性
世
界
の
狭
い
と
こ
ろ
で
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
一
も
し
か
す

る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
特
殊
な
思
考
習
慣
に
す
ら
從
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
東
方
世
界
は
、
生
と
死
を
ふ
た
つ
の

完
全
に
相
…
墾
解
す
る
概
念
に
鋼
筆
と
分
つ
、
西
方
世
界
の
や
り
方
の
か
わ
り
に
、
ω
弩
ω
鷲
簿
と
い
う
語
を
知
っ
て
お
り
、
生
誕
と
死
去

を
、
大
き
く
包
含
す
る
『
ひ
と
つ
』
の
概
念
と
し
て
し
か
、
把
え
ま
せ
ん
。
ち
ょ
う
ど
こ
れ
は
、

　
　
　
　
生
と
死
と
　
い
ず
れ
も
　
内
に
宿
る
核
は
　
ひ
と
つ
だ

　
　
　
　
い
国
じ
σ
両
冥
鎧
口
住
↓
＆
H
　
玖
①
ω
ぽ
自
一
ヨ
閑
①
昌
お
図
冨
幹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
⑦
ぴ
2
§
山
↓
o
島
　
ω
δ
ω
貯
山
帥
導
囚
①
遷
⑦
国
ぎ
幹
N
聾
U
§
H
8
b
。
）

と
い
う
、
リ
ル
ケ
の
主
張
と
合
致
し
ま
す
。

「
ね
え
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
あ
の
よ
う
に
黛
安
め
の
匠
分
や
概
槻
を
し
て
い
て
は
、
は
る
か
に
高
い
秩
序
を
胤
し
は
せ
ぬ
か
と
、

怖
れ
て
い
る
、
こ
の
僕
の
黛
持
が
、
貴
君
に
は
お
分
り
で
し
ょ
う
か
。
」
（
》
鄭
嬢
ρ
μ
臣
津
巴
器
員
⇔
く
。
昌
O
。
寓
意
鮮
G
◎
。
三
〇
⑳
O
⊆
貯
ρ
9
ヨ

鉾
智
攣
6
這
）
す
な
わ
ち
、
リ
ル
ケ
は
、
多
分
に
便
利
で
は
あ
っ
て
も
、
け
っ
し
て
適
切
で
な
い
限
界
設
定
に
よ
っ
て
、
包
括
的
な
高
次

の
生
、
限
界
没
却
し
て
無
限
に
ひ
ろ
が
る
生
を
、
惑
評
し
は
せ
ぬ
か
と
、
怖
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
ω
　
死
に
よ
る
入
闘
の
生
の
周
限
は
、
リ
ル
ケ
が
載
い
を
挑
ん
で
い
る
局
限
の
う
ち
で
、
最
も
顯
著
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
む
ろ

ん
、
こ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
の
領
域
は
、
時
間
を
超
越
し
、
場
所
を
超
越
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
形
姿
を
さ
え
も
超
越
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
心
の
領
域
に
お
け
る
生
は
、
ω
①
㌶
（
存
在
）
で
あ
り
ま
す
。
だ
が
、
必
ず
し
も
翼
①
⇔
沼
｝
げ
ω
9
μ
（
人
間
存
在
）
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
何
事
も
迅
遽
を
旨
と
す
る
、
あ
る
若
い
ひ
と
に
む
か
っ
て
、
リ
ル
ケ
は
、

　
　
　
　
花
で
あ
る
こ
と
を
こ
そ
　
描
大
と
思
え
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q
昌
ω
紹
一
切
一
§
Φ
琴
ω
Φ
口
伽
q
8
う
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
芝
①
一
ゆ
　
象
①
　
り
角
四
叶
q
尉
　
】
P
O
O
ゲ
　
α
Φ
旨
　
幻
口
O
犀
）

と
、
理
想
を
語
っ
て
い
ま
す
。

　
花
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
花
の
實
存
の
仕
方
で
あ
り
ま
す
。
い
か
に
も
自
然
に
休
ら
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
し
か
も
自
明
の
こ
と
と

し
て
、
ゆ
る
や
か
に
思
い
立
ち
な
が
ら
、
自
ら
内
に
つ
つ
む
も
の
を
開
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
、
實
存
で
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
パ
ウ
ル
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぼ
み

ク
レ
ー
の
作
舐
に
お
い
て
、
蕾
そ
の
も
の
で
な
く
、
蕾
で
あ
る
こ
ど
が
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
と
よ
く
合
致
す
る
も
の
と
い
え
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
（
爲
眞
の
《
七
》
滲
照
）
。

7．　蕾　（P．クレー）

　
花
は
、
リ
ル
ケ
に
お
い
て
は
、
象
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
淺
薄
な
観
念
的
な
象
徴
な
ど
と
い
う
表
現
は
、
す
で
に
過
去
の

時
代
の
も
の
で
す
。
序
で
な
が
ら
申
添
え
て
お
き
ま
す
が
、
リ
ル
ケ
の
場
合

は
、
新
し
い
活
力
に
と
む
認
識
形
式
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
、
問
題
に
レ

た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
と
こ
ろ
で
、
リ
ル
ケ
自
身
は
、
次
の
よ
う
に
、
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
　
僕
ら
は
　
純
粋
と
呼
び
　
薔
薇
と
言
う

だ
が
、
そ
の
奥
に
あ
る
　
あ
の
名
も
な
い
も
の
が

僕
ら
に
本
來
の
　
形
成
物
で
あ
り
　
領
観
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

ミ
貯
鋸
ぴ
q
Φ
昌
図
。
冨
げ
①
沖
‘
昌
山
箋
貯
紹
9
q
Φ
昌
図
。
ω
Φ

リ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
没
却
の
理
想

＝
＝
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哲
雛
研
究
　
第
四
百
五
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
　
　
　
鳥
鶉
げ
一
浴
酵
O
弓
9
σ
Φ
H
剛
ω
け
鳥
鶉
ω
Z
鋤
ヨ
Φ
口
一
〇
ω
①

　
　
　
　
二
鋤
◎
9
Φ
碕
①
ロ
饒
O
げ
○
Φ
瓢
崔
①
瓢
昌
儀
Ω
①
ぼ
魯
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
≦
驚
。
謄
帥
σ
q
①
欝
男
飢
巳
μ
⑦
搾
仁
洋
仙
毒
マ
。
。
ゆ
σ
q
Φ
弓
柄
。
。
α
①
）

　
し
た
が
っ
て
、
近
代
藝
術
と
比
べ
る
な
ら
ば
、

　
ω
　
国
添
紳
ひ
q
冨
拶
N
q
嵩
か
q
（
限
界
長
門
）
は
、
け
っ
し
て
混
沌
へ
の
解
髄
で
は
な
く
て
、
高
次
な
秩
序
へ
の
自
己
開
放
を
意
味
し
、
ま
た

　
㈹
　
国
電
ヨ
Φ
昌
8
プ
億
昌
ぴ
q
（
入
間
渡
却
）
は
、
け
っ
し
て
乱
心
の
喪
失
で
は
な
く
て
、
確
か
に
現
存
し
て
は
い
る
が
、
私
た
ち
の
骨
法
の

不
十
分
な
経
験
範
團
で
は
、
い
ま
だ
名
づ
け
よ
う
も
な
い
も
の
、
そ
う
し
た
も
の
へ
の
、
き
わ
め
て
強
度
な
凝
縮
化
を
、
意
味
す
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
僕
ら
は
立
っ
て
僕
ら
の
隈
界
に
抵
抗
し
な
が
ら

　
　
　
　
た
え
ず
　
引
入
れ
て
い
る
の
だ
　
あ
る
見
分
け
が
た
い
も
の
を

　
　
　
　
ぐ
く
綜
ω
叶
①
ご
昌
¢
昌
島
ω
け
Φ
ヨ
導
Φ
昌
離
昌
の
§
o
⇒
二
鐸
ω
聴
①
○
構
Φ
昌
N
①
⇔

　
　
　
　
瓢
旨
畠
同
Φ
浅
㊦
旨
Φ
貯
d
a
肉
Φ
ロ
昌
豊
。
ご
①
ω
げ
Φ
捲
貯
矯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
○
い
①
び
Φ
P
い
Φ
ぴ
Φ
ジ
毒
償
昌
創
霞
㍑
o
び
Φ
N
o
富
）

　
こ
の
無
名
の
、
こ
の
名
状
し
が
た
い
も
の
こ
そ
、
中
心
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
命
名
と
い
う
も
の
、
と
り
わ
け
、
「
世
間
に
逓
御
し
て

い
る
名
構
」
は
、
い
ま
だ
無
精
紳
的
な
身
心
の
世
界
か
ら
、
由
來
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「
捨
て
て
し
ま
う
が
い
い
の
だ
、
そ
ん

な
名
は
。
な
に
か
別
の
名
と
取
代
え
る
の
だ
。
そ
う
だ
、
深
夜
、
紳
さ
ま
か
ら
、
お
ま
え
が
、
呼
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な
、
名
前
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
そ
の
名
を
誰
に
も
知
ら
れ
ぬ
よ
う
、
そ
っ
と
隙
し
て
お
く
が
い
い
。
」
と
、
「
マ
ル
チ
の
手
記
」
に
書
か
れ
て
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い
ま
す
。
リ
ル
ケ
が
、
な
に
か
心
の
ひ
た
む
き
な
格
別
の
場
合
に
は
、
詩
を
匿
名
で
嚢
表
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
で

お
分
り
に
な
り
ま
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

「
冬
の
八
行
詩
」
と
題
す
る
詩
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
場
合
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
詩
の
後
引
を
、
こ
こ
に
引
用
し
て
み
ま
し

よ
う
。
詩
人
は
、
も
ろ
も
ろ
の
物
を
、
心
の
内
面
な
る
現
鷺
に
お
い
て
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
成
し
途
げ
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
も
ろ

も
ろ
の
物
を
残
り
な
く
感
じ
取
る
こ
と
を
、
要
求
す
る
の
で
す
。

　
　
　
　
そ
も
そ
も
　
お
ま
え
は
　
残
り
な
く
感
じ
つ
く
し
た
で
あ
ろ
う
か
、
過
ぎ
去
っ
た

　
　
　
　
夏
の
薔
薇
を
。
お
お
　
感
じ
る
が
い
い
、
思
い
返
す
が
い
い
、

　
　
　
　
溝
ら
か
な
朝
の
時
々
の
　
あ
の
瀧
ち
足
り
た
休
ら
い
を
。

　
　
　
　
蜘
蛛
の
集
の
か
か
っ
た
道
へ
の
　
あ
の
輕
や
か
な
散
策
を
。

　
　
　
　
さ
あ
　
い
そ
ぎ
　
お
蒙
へ
の
内
部
へ
　
駆
け
下
り
て
　
揺
さ
ぶ
り
　
起
す
の
だ
、

　
　
　
　
あ
の
懐
し
い
激
び
を
。
あ
れ
は
　
お
ま
え
の
内
部
へ
　
掻
き
消
え
て
行
っ
た
が
。

　
　
　
　
国
器
叶
似
自
低
①
旨
挿
⑳
q
9
昌
N
黛
Φ
カ
。
ω
①
口
簿
器
Φ
ヨ
憎
守
謬
母
昌

　
　
　
　
く
Φ
頗
9
昌
験
昌
Φ
樽
ω
O
跨
ヨ
興
の
母
　
男
艶
昌
P
自
び
Φ
臨
Φ
ゆ
q
Φ
”

　
　
　
　
島
潜
ω
跨
億
確
Φ
讐
窪
①
冨
写
鍵
竃
。
戦
ひ
身
。
捧
。
。
9
昌
偽
。
詳

　
　
　
　
匙
①
づ
汀
冒
窪
①
昌
0
9
昌
騎
管
◎
9
覧
昌
旨
く
Φ
暑
①
σ
3
零
①
ひ
q
①
紺

　
　
　
　
ω
陸
母
N
旨
黛
O
げ
巳
①
無
興
馳
呪
9
叶
す
①
窪
①
ひ
q
Φ

　
　
　
　
蝕
Φ
財
Φ
ぴ
Φ
ピ
ニ
ω
汀
　
臨
⑦
δ
け
一
昌
臼
O
び
く
①
聴
8
げ
≦
賃
昌
q
Φ
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堵
ぎ
け
興
認
。
ず
①
ω
壁
昌
器
嵩
）

　
き
ら
に
、
詩
人
は
、
心
こ
も
る
ひ
た
む
き
な
感
受
の
仕
事
を
成
し
と
げ
た
奢
に
訪
れ
る
、
こ
の
う
え
な
い
幸
編
を
讃
え
て
、
詩
を
結
ん

　
　
　
ジ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
湊
却
の
理
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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暫
墨
研
究
　
第
四
菅
五
十
照
號

で
い
ま
す
。

　
　
　
　
自
然
は
　
聯
々
し
く
　
充
ち
充
ち
て
い
る
。
紳
に
よ
っ
て
　
あ
の
よ
う
に

　
　
　
　
自
然
に
仕
立
て
ら
れ
な
い
者
に
、
ど
う
し
て
　
自
然
の
螢
み
が
成
し
途
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
自
分
の
内
部
に
　
自
然
を
　
そ
の
ひ
し
め
く
ま
ま
に
　
感
じ
る
者
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
は
じ
め
て
　
充
實
し
た
自
分
を
　
自
分
の
掌
申
に
重
め
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
匹

自
ら
　
か
ぎ
り
な
い
数
量
の
遇
剰
の
よ
う
に
　
振
舞
っ
て
、

こ
の
う
え
　
新
し
い
も
の
を
　
受
入
れ
よ
う
と
は
望
ま
ぬ
だ
ろ
う
。

自
ら
　
か
ぎ
り
な
い
数
量
の
過
剰
の
よ
う
に
　
振
舞
っ
て
、

な
に
か
　
自
分
に
落
ち
た
も
の
が
あ
る
と
は
　
ゆ
め
に
も
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。

欲
望
が
　
途
方
も
な
く
　
凌
駕
さ
れ
て
い
る
の
を
　
感
じ
な
が
ら
、

自
ら
　
か
ぎ
り
な
い
撒
量
の
過
剰
の
よ
う
に
　
振
舞
っ
て
、

た
だ
た
だ
　
驚
く
ば
か
り
だ
ろ
う
、
自
分
が
こ
れ
に
堪
え
て
い
る
こ
と
に
。
あ
あ

こ
の
　
よ
ろ
め
く
　
亘
大
な
充
足
に
。
i

冨
嚢
。
貯
吋
諺
叶
⑬
O
け
蝕
。
財
ノ
δ
に
鴇
≦
Φ
擁
計
鎚
欝
旨
ω
冨
寄
δ
＄
詳

芝
Φ
旨
β
菅
昌
①
坤
昌
O
O
暮
U
8
｝
啓
ω
O
口
蓼
け
自
臣
皆
げ
ヨ
麟
O
ぴ
酔
噌

U
Φ
⇔
ロ
甫
醇
の
紳
①
ヨ
ロ
Φ
P
妻
冨
忽
①
鉢
弓
響
窪
q
計
Φ
言
鷺
彗
幽
ρ

＜
興
露
①
犀
①
風
O
拝
①
嵐
日
騨
矯
貯
ω
Φ
貯
Φ
q
壁
臼
①
●

＜
Φ
民
窪
①
冨
④
玖
。
げ
毒
冨
d
び
興
碁
斜
ゆ
二
昌
鳥
竃
Φ
謬
ぴ
q
①
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虫
H
鳥
け
O
魔
滞
昌
搾
財
計
類
O
O
財
2
①
¢
Φ
ω
瞭
億
Φ
目
℃
胤
効
旨
ひ
q
Φ
鼻

　
　
　
　
　
く
Φ
に
鼠
Φ
騨
Φ
忽
O
び
芝
δ
C
σ
①
同
ヨ
9
ゆ
償
⇔
衛
寓
Φ
捧
騎
Φ

　
　
　
　
　
O
讃
傷
露
臨
P
瞥
Φ
昌
け
び
詳
①
ω
ω
①
沖
隷
ρ
ヨ
≦
帥
ω
①
瓢
け
騎
帥
搭
ひ
q
①
口
℃

　
　
　
　
　
く
①
同
げ
紳
①
一
け
①
ω
陣
O
げ
妻
δ
d
σ
Φ
騰
b
P
夢
ゆ
皿
挿
息
寓
①
樽
m
①

　
　
　
　
　
慧
け
資
㊤
ゆ
δ
ω
口
σ
Φ
溝
村
O
跨
O
嵩
①
昌
く
①
巨
簿
欝
ひ
q
②
昌

　
　
　
　
　
賃
口
傷
ω
轡
蝉
償
昌
酔
①
鋤
償
暦
β
O
O
芦
鳥
9
ゆ
Φ
鴎
象
①
ω
Φ
昌
け
同
燭
α
q
Φ
“

　
　
　
　
　
象
Φ
ω
O
げ
≦
9
昌
騨
①
口
鳥
Φ
矯
ぴ
q
③
≦
斡
洋
黄
Φ
○
Φ
昌
郎
窪
q
Φ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＜
凝
鄭
件
①
村
一
ざ
ぽ
O
ω
仲
鋤
鵠
N
2
じ

リ
ル
ケ
が
こ
こ
で
約
束
し
て
い
る
、
　
こ
の
還
大
な
充
足
。
　
　
　
こ
れ
こ
そ
、
　
「
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
審
一
せ
る
十
四
行
詩
」
　
汚
U
一
①
ω
o
雛
①
洋
①

餌
搭
○
村
筥
お
鑑
ω
．
．
な
ら
び
に
「
ド
ゥ
イ
ノ
悲
歌
」
二
U
冨
U
二
ぼ
霧
霞
田
①
窃
q
冨
昌
、
．
の
完
結
と
共
に
、
彼
の
生
の
湯
掛
の
す
こ
し
ま
え
に
、

は
じ
め
て
彼
自
身
に
與
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
成
し
と
げ
ら
れ
た
仕
事
に
よ
る
、
途
方
も
な
い
充
足
と
、
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
喜
び
。
　
　
こ
れ
が
途
に
彼
に
與
え
ら
れ
た
の
で
す
。
リ

ル
ケ
は
言
っ
て
い
ま
す
、
フ
て
れ
に
ひ
き
か
え
、
生
活
の
幸
福
は
、
　
つ
い
に
自
分
に
は
許
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
絡
つ
た
」
と
。

　
　
　
　
　
幸
爾
　
そ
れ
は
　
重
た
く
　
車
輪
を
軌
ま
せ
て
　
な
に
を
　
運
ぶ
の
か

　
　
　
　
　
疲
れ
果
て
　
い
つ
も
不
用
意
な
ま
ま
に

　
　
　
　
　
見
よ
　
徴
び
は
　
す
っ
く
と
立
っ
て
　
い
ま
し
も
花
開
い
て
い
る
と
い
う
に
。

　
　
　
　
　
O
一
口
O
閑
”
　
≦
自
Ω
ω
同
O
に
け
伽
勢
ω
ω
○
び
堵
①
居
餌
償
｛
ω
Φ
凶
昌
①
ヨ
幻
9
q
ρ

　
　
　
　
　
ヨ
帥
侮
①
一
鶯
臼
O
吋
≦
貯
創
Φ
村
瓢
口
び
①
殴
①
濤
鴇

　
　
　
　
リ
ル
ケ
に
於
け
る
限
界
洩
却
・
の
理
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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折
口
墨
研
究
　
　
第
瞬
薫
五
志
1
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
轟
ハ

　
　
　
　
簿
σ
興
舅
器
蛋
締
も
ワ
富
洋
d
⇔
儀
9
一
鋳
衿
ぴ
身
Φ
鏡
創
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
○
葺
零
↓
9
α
q
●
U
鋤
腎
葺
け
一
興
p
嵩
o
o
ず
”
譲
霧
磨
臼
σ
Q
け
切
目
）

　
こ
の
詩
そ
の
も
の
が
既
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
リ
ル
ケ
の
仕
事
は
、
全
作
晶
を
通
じ
て
、
ど
こ
ま
で
も
現
存
在
を
信
じ
て
お
り
、
眩

ゆ
い
ほ
ど
肯
定
的
で
あ
り
ま
す
。
否
定
的
な
も
の
を
主
と
し
て
優
先
さ
せ
て
い
た
、
土
室
の
蒋
各
部
聯
と
は
紫
斑
に
、
リ
ル
ケ
は
、
心
の

奥
底
ま
で
も
く
ま
な
く
、
肯
定
者
と
な
り
、
讃
美
者
と
な
り
ま
し
た
。
費
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
こ
そ
、
彼
が
奮
げ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た

理
想
だ
っ
た
の
で
す
。
た
と
い
こ
の
理
想
と
い
う
言
葉
が
、
・
彼
の
時
代
の
人
々
の
耳
に
は
、
忌
わ
し
い
陳
腐
な
時
代
渥
れ
の
よ
う
に
、
響

き
ま
し
よ
う
と
も
ー
ー
。

　
そ
の
理
想
の
要
求
の
大
津
さ
と
嚴
し
さ
に
お
い
て
、
リ
ル
ケ
は
、
ド
イ
ツ
の
よ
き
傳
統
の
う
え
に
立
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
み
ず
か
ら
、

男
性
的
な
自
己
陶
冶
を
賢
良
し
て
、
古
典
主
義
に
つ
な
が
り
ま
す
。
一
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
詩
華
術
の
全
般
か
ら
簸
て
、
言
葉
を
か
え
れ

ば
、
あ
の
よ
う
に
極
度
に
感
受
性
ゆ
た
か
な
、
途
方
も
な
く
洗
煉
さ
れ
た
彼
の
詩
忍
術
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
彼

は
、
技
術
と
科
學
の
時
代
に
た
い
し
て
、
反
理
想
を
掲
げ
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
、
す
な
わ
ち
、
感
情
の
、
い
ま
だ
成
し
途
げ
ら
れ
た
こ
と

の
な
い
、
測
り
知
れ
ぬ
廣
大
な
領
域
へ
の
墨
黒
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
男
性
的
な
偉
大
性
と
業
績
あ
れ
ば
こ
そ
、
時
代
は
、
　
一
介
の
野
構
詩

人
た
る
リ
ル
ケ
を
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
、
い
ま
だ
彼
の
死
後
三
十
奪
を
経
た
今
日
に
お
い
て
さ
え
も
、
依
然
と
し
て
突
放
し
て
し
ま
う

こ
と
が
出
塁
な
い
で
い
る
の
で
す
。
彼
が
作
品
の
な
か
に
包
ん
で
い
る
要
求
は
、
私
た
ち
の
世
代
が
安
閑
と
し
て
い
る
の
を
許
さ
な
い
ば

か
り
か
、
お
そ
ら
く
は
今
後
の
世
代
に
た
い
し
て
も
、
心
の
仕
事
を
成
し
と
げ
る
よ
う
に
、
鋤
ま
さ
ず
に
は
お
か
な
い
で
し
よ
う
。
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
丈
學
博
士
、
薩
京
郡
大
畢
丈
雌
部
〔
猫
逸
丈
暴
〕
講
師
。
課
者
　
京
郡
大
雄
華
墨
部
〔
燭
逸
交
媒
〕
助
教
授
）

　
附
記
　
こ
の
襟
丈
は
、
昨
昭
和
三
十
二
年
十
一
湾
十
三
碍
（
水
）
、
午
後
一
蒔
か
ら
京
都
大
簗
丈
雄
部
第
一
講
義
塞
で
行
は
れ
た
三
浦
ア
ン
ナ
博
士
の
悼
年

　
　
退
膿
記
念
講
義
を
、
薄
鼠
通
課
の
勢
を
執
ら
れ
た
谷
友
幸
助
教
授
に
蜜
ね
て
課
斑
の
御
世
話
を
お
願
ひ
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
（
編
麟
者
）
。



Sh6gun－eshi，　d．　h．　der　voB　Sh6gun　angestellten　Maler．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（resumiert　von　K6zo　Hayashi　und　Osamu　Sal〈ai）

Das　ldeal　der　EntgrenzuRg　bei　Rilke

von　Anna　Miura

　　Ausgegangen　ist　von　dey　auffallenden　Tatsache，　daB　Rilke　innerhalb

seines　Gesamtwerks　einmal　eine　bedeutendere　Dichtung　a　n　o　n　y　m　ver－

6ffentlichte　（“　Winterliche　Stanzen”　entstanden　1913，　pub1iziert　1917　ohne

Namen　im　lnselalnitanach）．　Die　fo1gende　Untersuchung　legt　den　Gedanken

nahe，　daB　die　Zurttckhakung　des　Namens　in　einem　tieferen　Sinne

gescliehen　sein　k6Bnte．

　　Die　Einstellung　Rilkes　in　seine　Zeit　ergibt，　dass　er　stark　der　Vergangen－

heit　verhaftet　war，　speziell　der　be・”」！onders　in　Deutschland　lange　nach－

wi’窒汲?ｎｄｅｎ　letzten　grossen　Kunstepoche　des　sog．　Landschaftsgartens

（1760－1830）．　Geistesgeschichtlich　steht　（liese　Epoche　in　geradem　Ge－

gensatz　zur　Renaigsance，　wo　Mitte　und　Mittelpunl〈t　der　Welt　der　Mensch

ist，　der　dann　in　der　Landschaft　vage　schwindet．　Dort　ilvi［itte，　Vermen－

schung，　1〈lare　Begrenztmg－liier　Entgrenzung，　Entmenschung，　atrnospha－

rische　Auf16sang．

　　RM〈e　bel〈ennt　：，，　Wenn　mein　Herz　nicht　ganz　Landschaft　ware，．．．．．．”；

ntit　dey　Darstellung　der　“　unsichtbaren　Landschaft　s．einer　Seeie　”　besclu“eibt

er　sich　selbst　usw．　’Zwei　Grunderlebnisse　bestimrr）en　ihn－Russland　und

Paris．　Die　Entgrenzung，　（ilie　lhm　（lie　schwanl〈enden　Umrisse　der　Kindheit

bereits　erahnend　fUhlbar　machten．　die　ihm　die　Weite　russischer　Landschaft
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

vennittelte，　er｝ebt　er　doppe1t　stark　in　Paris　in　der　Enge　des　Zimmers　am

“offenen　Fenster　ntit　der　Nacht．”　Zugleich　aber　wird　ihm　die　Einsicht

von　dey　einzigartigen　Vberlegenheit　des　Herzens　tlber　alle　R2ume　tmd

Fernen．

　　Er　versucht　jetzt，　die　Mitte　zu　leisten，　die　er　anfangs，　noch　unverm6－

gend，　“aussparend”　wie　er　es　nannte，　umging．

　　Diese　Mitee　ist　“Sein　”，　aber：
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　　　　　　　　　　　“　Nur　dem　Aufsingenden　sta’glich．

　　　　　　　　　　　Nur　de皿G6ttlichen　h6rbar．，，

Das　Namenlose　ist　sie，　das　A　n　o　n　y　m　e．

Darum：　Tu　im　ab，　den　Namen！　wie　es　i　m　M． L．　Brigge　heiBt．

　　Im　Gegensatz　zum　Geist　seiner　Zeit，　die　sich　vorwiegend　im　Negativen

h；elt，　hat　Ri｝ke　in　Wahi’heit　eln　ldeal　zu　ktinden．　Nicht　Auf16sung　und

Entleerung　bedeutet　ihm　die　Entgrenzung，　sondern　das　“Leben　im　Dop－

pelbereich．”　IDer　Zeit　der　Technik　und　Science　setzt　er　das　Gegenideal：

den　Vorstots　in　die　noch　so　ungeleisteten　immensen　Bereiche　des　GefUhls．

Das　Tragische　der　Handlung　bei　Hegel

von　Hajimu　Nakano

Man　erlc12rt　Hegels　Weltanschauung　als　Pantragismus．　DeBn　das

Tragische　liegt　seinem　Gedanken　zugrunde．　Es　kommt　hauptsachgch

von　der　griechischen　Trag6die　her，　rnit　der　Hegel　sich　von　seiner　Jugeitd－

zeit　aii　mit　herzllchei’　Zuneigung　beschafti．｛rte．　Die　Nachwirkung　der

griechiscken　Trag6die　lebt　in　seinen　GedaBken　als　Bild　tngserlebnis　fort．

　　Nach　Hegel　ist　die　Hand1ung　elgent1ich　tragisch．　Das　Tragische　der

ffandluBg　besteht　in　der　innern　Verwicl〈ltmg　ihrer　zwel　Grundrnomente，

des　Substanzie11en　und　des　Subjektiven．　Die　Handlung　ist　nicht　das　bloB

Subjektive，　wie　man　gew6hnlich　meint，　sondern　das　Ganze，　w’oxin　die

beiclen　Momente　sich　inelnander　durchdiangen．

　　Das　Stibstanziege　selbst　besteht　aus　zwei　MomenteR，　dem　allgemeinen

Weltzustand　und　der　Situation．　Der　Weltzustand，　d．　h．　der　Zeitgeist，　ist

der　iBdirekte　Beweggrund　der　Handlung．　Hegel　characterisiert　in　den

Vorlesungen　gber　die　Asthetik　den　a11gemeinen　Weltzustand　der　tragischen

Heroenzeit　als　den　Zustand　der　，，　Selbststtindigkelt．“　Die　Situation　andere“

seits，　die　das　direkte　Motiv　der　Han（丑ung　jst，　wird加der　Phano皿enologie

deg　Geistes　ais　die　sittllche　Welt　dargestelit．　Darin　streiten　zwei　Mtichte

oder　Gesetze，　das　g6ttliche　und　das　menschliche，　um　ihrer　e2genen　Reckte．
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