
浪
漫
主
義
美
学
に
つ
い
て
の
一
考
察

　
　
　
一
そ
の
神
話
解
釈
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一

神

林

恒

道

　
浪
漫
的
イ
ロ
隅
一
の
説
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
、
フ
リ
ー
ド
ジ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
倒
性
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
既
に
イ
ロ
ニ
ー
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
彼
の
視
点
は
常
に
融
通
無
碍
で
あ
り
、
そ
の
周
囲
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
関
わ
り
あ
い
を
も
ち
な
が

ら
も
、
ま
た
そ
の
何
も
の
に
も
決
し
て
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
◎
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
も
と
も
と
文
芸
批
評
家
と
し
て
幽
発
し
た
、
シ

ュ
レ
1
ゲ
ル
の
、
す
べ
て
の
事
象
を
桐
対
化
し
て
い
く
歴
史
主
義
的
な
限
差
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
ま
た
彼
の
こ
う
し
た
没
弾
性
酌
な
、
折
衷
的
な
イ
ロ
ニ
ー
手
管
盤
の
故
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
強
烈
な
倒
性
の
主
張
を
も
っ
て
生
き

た
浪
漫
派
の
世
代
の
中
に
あ
っ
て
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
哲
学
は
、
そ
れ
ら
の
思
想
の
発
展
、
展
開
を
、
浪
漫
主
義
美
学
の
名
の
下
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ぴ
ア
ド
ネ
ヨ
サ
フ
ア
ま
デ
ン

一
つ
の
有
機
的
聖
体
と
し
て
根
互
に
関
連
づ
け
て
考
察
を
試
み
る
際
、
そ
の
為
の
有
効
な
導
き
の
糸
と
な
る
の
で
あ
る
。

一

　
　
　
古
代
と
近
代
の
文
芸
理
念
の
差
異
に
つ
い
て
論
じ
た
、
シ
ラ
ー
の
『
素
朴
文
芸
と
惜
念
文
芸
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
五
一
六
）
の
論
文
は
、

　
　
美
学
の
理
論
に
よ
っ
て
裏
う
ち
さ
れ
た
、
最
初
の
作
風
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
文
は
『
カ
リ
ア
ス
書
簡
』
（
一
七
九

　
　
蹉
）
か
ら
始
ま
り
、
『
優
美
と
品
位
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
三
）
を
経
て
、
『
藩
閥
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
の
書
簡
』
（
㎝
七
九
五
）
に
お
い
て

　
　
体
系
化
さ
れ
た
、
シ
ラ
ー
の
美
学
観
究
の
成
果
の
最
後
を
か
ざ
る
作
品
で
あ
る
。
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948　
　
　
シ
ラ
ー
は
、
そ
の
美
学
研
究
の
繊
発
に
際
し
て
、
カ
ン
ト
美
学
の
主
観
性
を
越
え
る
こ
と
を
そ
の
課
題
と
し
て
い
た
。
そ
の
契
機
と
な

　
　
つ
た
も
の
が
、
心
情
の
露
律
性
に
基
づ
く
「
美
し
き
魂
砿
の
存
在
に
つ
い
て
の
確
信
で
あ
っ
た
。
こ
の
蝶
理
は
、
や
が
て
美
的
倫
理
主
義

　
　
の
名
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
、
素
材
衝
動
と
形
式
衝
動
の
綜
舎
と
し
て
の
遊
戯
衝
動
の
理
論
に
ま
で
展
麗
す
る
。
こ
の
方
向
は
、
い
っ
て
み

　
　
れ
ぽ
、
批
判
哲
学
に
お
け
る
二
元
対
立
の
架
橋
と
い
う
課
題
を
に
な
っ
た
『
判
断
力
批
判
』
（
…
七
九
〇
）
の
真
意
を
徹
底
し
、
実
現
し
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
嗣
一
的
美
的
世
界
原
理
へ
の
高
ま
り
の
可
能
性
を
予
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

　
　
「
美
し
き
魂
」
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
理
念
に
留
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
義
務
と
傾
向
性
が
分
裂
せ
ざ
る
を
え
な

　
　
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
道
徳
強
力
に
よ
っ
て
「
崇
高
な
る
魂
」
へ
と
移
り
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
美
し
き
魂
」
と
「
崇
高
な
る
魂
」
と
い
う
、
こ
の
人
聞
性
の
理
想
を
、
古
代
と
近
代
の
そ
れ
ぞ
れ
に
配
し
て
、
こ
う
し
た
人
間
性
の

　
　
表
現
と
し
て
、
文
芸
の
根
本
類
型
を
う
ち
た
て
よ
う
と
し
た
の
が
、
『
素
朴
文
芸
と
情
念
文
芸
に
つ
い
て
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
幽
翠

　
　
に
対
す
る
感
受
の
態
度
に
よ
っ
て
、
古
代
の
素
朴
詩
人
と
近
代
の
情
念
詩
人
が
至
悪
さ
れ
る
。
即
ち
素
朴
詩
人
は
自
然
で
あ
り
、
憐
念
詩

　
　
人
は
失
わ
れ
た
自
然
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
近
代
文
芸
の
理
想
と
は
情
念
的
に
園
復
さ
れ
た
素
朴
性
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

　
　
が
で
き
る
。

　
　
　
さ
て
こ
の
シ
ラ
ー
の
「
素
朴
文
芸
し
と
「
情
念
文
芸
」
の
関
係
に
し
ぼ
し
ば
く
ら
べ
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
が
、
F
・
シ
ュ
レ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ゲ
ル
の
『
ギ
リ
シ
遊
，
文
学
餅
究
』
（
【
七
九
四
！
五
）
の
中
に
認
め
ら
れ
る
、
「
客
観
的
芸
術
」
と
「
主
観
的
芸
術
し
の
薄
立
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ぽ
、
真
の
芸
術
と
は
「
美
な
る
芸
術
」
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
典
型
は
、
ギ
リ
シ
ャ
芸
術
に
お
い

　
　
て
最
も
完
全
．
な
形
で
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
客
観
的
な
詩
情
を
露
明
の
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
支
え
る
、
古
代
の
「
自
然

　
　
的
文
化
」
に
対
置
さ
れ
る
の
が
、
反
省
的
、
分
刷
的
悟
性
の
原
理
が
支
配
す
る
、
近
代
の
「
技
衛
的
文
化
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
、

　
　
近
代
芸
術
は
、
「
関
心
的
、
特
性
的
マ
ニ
ー
ル
し
の
主
観
的
芸
術
と
し
て
特
質
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
近
代
文
芸
は
、
更
に
こ
の
段

　
　
階
を
越
え
、
反
省
的
悟
性
を
経
て
、
理
念
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
個
の
中
に
「
哲
学
的
、
教
訓
的
芸
術
」
と
し
て
の
新
た
な
客
観
性
を
う
ち



　
　
た
て
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ン
ユ
レ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
我
々
の
文
芸
の
課
題
は
、
本
質
的

　
　
に
近
代
的
な
も
の
（
反
省
入
墨
の
哲
学
的
に
描
写
さ
れ
た
活
動
）
と
本
質
的
に
古
代
的
な
も
の
（
美
な
る
詩
情
）
を
一
つ
に
統
合
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
シ
ラ
…
と
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
両
者
の
作
風
論
に
つ
い
て
、
そ
の
相
互
の
影
響
関
係
が
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
論
じ
ら

　
　
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
両
者
の
上
述
の
類
型
概
念
の
把
握
の
視
点
は
極
め
て
接
近
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
シ
ラ
ー
の

　
　
場
之
、
「
素
朴
文
芸
偏
と
「
情
念
文
芸
」
の
関
係
が
蒔
と
し
て
は
、
蒔
代
を
超
え
て
遭
用
さ
れ
う
る
、
人
間
の
普
遍
的
類
型
概
念
と
し
て

　
　
譜
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
「
客
観
的
芸
術
翫
と
「
主
観
的
芸
術
」
の
関
係
を
、
あ
く
ま
で
発
展
的
、
歴
史
的
類

　
　
型
概
念
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
点
に
、
ま
ず
我
々
は
注
爆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
本
質
的
に
古
代
的
な
も
の
と
霜
倣
さ
れ
た
「
詩

　
　
情
℃
。
①
絡
」
と
、
本
質
的
に
近
代
的
な
も
の
と
窟
倣
さ
れ
た
「
反
省
菊
鑑
鼠
窪
」
が
鯛
に
お
け
る
新
た
な
客
観
性
を
欄
醸
し
よ
う
と
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
創
作
活
動
の
二
契
機
と
し
て
規
定
さ
れ
、
こ
の
綜
合
の
課
題
が
、
彼
の
美
学
的
考
察
の
巾
心
的
位
農
を
占
め
る
に
及
ん
で
、
シ
ラ
ー
の
宵

　
　
典
主
義
的
立
場
を
歴
史
的
に
超
え
る
、
シ
ュ
レ
…
ゲ
ル
の
浪
漫
主
義
的
立
場
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
　
「
詩
と
哲
学
は
禽
一
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
の
シ
ェ
レ
ー
ゲ
ル
の
要
求
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の

　
　
が
、
合
理
的
で
あ
る
と
同
時
に
現
実
性
を
定
立
す
る
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
反
省
哲
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
弁
証
法
的
、
制
限
者
と
被
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
限
者
と
の
閥
の
解
滴
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
抗
争
の
感
情
を
包
含
し
、
喚
起
す
る
も
の
、
そ
れ
が
イ
ロ
ニ
…
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

　
　
こ
に
至
っ
て
、
シ
ラ
ー
の
近
代
の
情
念
酌
人
間
は
イ
ロ
ニ
ー
的
全
問
と
し
て
と
ら
え
な
お
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
こ
の
段
階
で
の
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
知
識
学
』
（
一
七
九
四
）
の
弁
証
法
的
思
推
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
こ
れ
ま
で
の

　
　
彼
自
身
の
立
場
か
ら
具
体
的
に
五
爵
さ
れ
た
美
的
公
準
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
て
は
、
両
者
の
結
び
つ
き
の
関
係
は
、
む
し
ろ
オ
ケ
イ
ジ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
形
式
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
さ
て
同
じ
く
、
フ
ィ
ヒ
テ
誓
学
に
着
潤
し
な
が
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
の
原
点
或
は
出
発
点
に
か
え
っ
て
、
こ
の
問
題
を
反
省
し
、
フ
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イ
ヒ
テ
の
体
系
そ
れ
聖
体
を
唯
美
主
義
的
に
改
変
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
「
魔
術
的
観
念
論
」
で
あ
る
。

　
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
、
ま
ず
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
体
系
の
発
端
に
、
神
秘
主
義
的
観
点
か
ら
、
世
界
或
は
自
然
と
自
我
の
原
根
拠
と
し
て
の

無
差
別
点
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
非
我
の
障
害
が
除
去
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
フ
ィ
ヒ
テ
主
義
こ
そ
真
の
フ
ィ
ヒ
テ
主
義

　
　
　
（
8
）

な
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
う
し
た
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
立
場
は
、
既
に
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
の
出
現
を
予
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
浪
漫
的
エ
ス
テ
テ
ィ
ジ
ー
ル
ン
グ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
同
じ
『
知
識
学
』
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ

ル
の
芸
術
哲
学
と
対
照
的
な
展
開
の
方
向
を
指
示
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
魔
術
的
観
念
論
に
お
い
て
は
、
「
生
産
的
構
想
力
」
こ
そ
が
、
我
々
の
本
質
の
中
核
を
形
作
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
そ
こ
か
ら
万
物
が
流
出
し
て
く
る
源
と
で
も
い
う
べ
き
、
一
切
の
内
的
及
び
外
的
な
諸
力
の
す
べ
て
が
、
こ
の
生
産
的
構
想
力

か
ら
演
繹
さ
れ
、
展
開
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
構
想
力
は
自
発
約
な
、
実
践
理
性
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
た
だ
し
ノ
ヴ
ー
リ
ス
の
場
合
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
は
違
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
存
在
の
自
由
な
創
造
の
根
拠
を
意
味
す
る
に
留
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ノ
ヴ
ァ
！
リ
ス
の
観
念
論
に
お
い
て
、
我
々
は
翻
造
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
知
識
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で

（
9
）

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
詩
人
の
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
は
、
実
は
こ
う
し
た
生
産
的
構
想
力
の
、
　
一
定
の
制
限
内
で
の
現
わ
れ
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
詩
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
馨
常
の
現
象
的
世
界
の
間
に
は
、
本
来
的
に
何
の
区
別
も
存
在
し
な
い
の

で
あ
る
Q
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
詩
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
無
差
別
的
な
根
源
か
ら
の
分
裂
と
し
て
あ
る
現
実
的
世
界
に
対
し
て
、
む
し
ろ
直

接
約
に
真
の
実
在
性
を
閥
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
詩
情
と
は
、
我
々
の
生
と
の
連
関
に
お
い
て
全
体
を
個
の
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
ま
た
個
を
全
体
の
オ
ル
ガ
ン
と
し
て
あ
ら
わ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
即
ち
詩
作
と
は
根
源
的
事
実
の
証
明
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
つ
た
自
我
の
申
心
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
諸
力
の
調
和
の
根
笹
に
お
か
れ
る
も
の
を
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
「
心
情
O
Φ
ヨ
黛
」
と
呼

ぶ
の
で
あ
る
。
自
然
は
「
悟
性
」
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
、
分
析
さ
れ
る
が
、
「
感
情
し
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
包
括
さ
れ
、
綜
合
さ
れ
る
。
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（
1
1
）

実
在
性
、
存
在
そ
の
も
の
或
は
真
理
は
、
「
知
性
」
で
は
な
く
、
「
感
情
Ω
駄
警
ご
を
通
じ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み

れ
ぽ
、
そ
れ
は
、
自
我
の
内
部
か
ら
客
観
的
世
界
を
貫
き
通
し
て
現
わ
れ
る
、
敬
震
な
汎
神
論
的
薄
雪
感
情
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
そ
の
神
性
を
剥
奪
さ
れ
た
自
然
は
、
こ
こ
で
再
び
霊
活
化
さ
れ
る
。
自
然
は
窃
我
を
、
自
我
は
膚
然
を
根
互

に
映
す
鏡
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
と
の
極
め
て
密
接
し
た
関
係
を
み
て
と
る
こ

と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
こ
の
詩
的
な
直
観
力
は
、
必
ず
し
も
詩
入
の
専
有
物
で
は
な
い
と
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
語
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
し
か
し
彼
の
魔
術
的

観
念
論
の
テ
ー
マ
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
念
論
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
た
創
造
的
個
の
自
覚
的
側
函
の
昂
揚
に
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ノ
ヴ
ァ
ー
ジ
ス
が
『
断
片
』
の
申
で
、
美
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
が
、
し
か
し
繰
り
返
し
強
調
す
る
も
の
、
そ
れ
は
根
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
詩
的
創
造
力
の
働
き
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
、
ま
た
同
時
に
彼
の
詩
人
と
し
て
の
立
場

か
ら
し
て
も
当
然
に
膚
覚
さ
れ
る
鰯
の
特
殊
性
と
唯
一
性
を
無
限
者
に
つ
な
ぐ
も
の
、
そ
れ
が
「
感
情
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
見
方
の
点
で
、
美
の
中
に
普
遍
的
人
間
性
の
表
出
を
求
め
よ
う
と
し
た
、
ゲ
ー
テ
や
シ
ー
ラ
の
古
典
主
義
に
対
す
る
一
線
が
薙
さ
れ
て

　
　
　
　
（
1
4
）

い
る
の
で
あ
る
。

　
普
遍
妥
蜜
的
な
形
式
的
規
定
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
の
個
の
特
殊
性
が
そ
の
ま
ま
、
非
合
理
的
な
共
有
の
感
情
に
お
い
て

一
つ
に
結
ぼ
れ
る
と
い
う
、
浪
漫
的
美
的
人
間
観
を
、
更
に
よ
り
深
い
宗
教
的
視
点
か
ら
内
容
的
に
深
め
た
の
が
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ル
の
『
宗
教
論
』
（
一
七
九
九
）
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
宗
教
と
は
宇
宙
の
癒
観
と
感
情
で
あ
る
」
。
個
も
ま
た

無
限
者
の
表
現
で
あ
り
、
反
映
で
あ
っ
て
、
人
問
が
慮
ら
の
内
部
に
無
隈
者
を
認
め
る
と
き
、
宗
教
の
極
致
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
人

間
と
無
限
者
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
浪
漫
主
義
美
学
が
、
形
而
上
学
に
も
よ
ら
ず
、
道
徳
に
も
よ
ら
ず
、
宗
教
の
う
ち
に
そ
の
最
初
の
支

持
者
と
理
論
的
裏
づ
け
を
見
嵐
し
た
こ
と
は
実
に
予
示
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
、
浪
漫
主
義
美
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
七
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暫
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研
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五
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二
十
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．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
ノ
ヴ
ァ
…
ジ
ス
は
、
そ
の
文
筆
活
動
の
当
初
か
ら
、
真
の
詩
人
は
宗
教
約
伝
道
老
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
っ
た
確
償
を
抱
い
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
彼
の
宗
教
的
直
覚
も
、
『
宗
教
論
』
の
娼
現
以
前
に
あ
っ
て
、
既
述
の
禽
然
の
霊
活
化
の
要
求
に
導
か
れ
て
、

欝
然
宗
教
或
は
自
然
誓
学
的
…
キ
婆
ス
ト
教
解
釈
へ
の
傾
き
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
、
彼
を
藏
然
か
ら
離
脱
さ
せ
、
キ
リ
ス
ト
教
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

世
界
に
お
け
る
精
神
の
在
り
方
と
い
う
秘
儀
に
限
を
開
か
せ
た
の
が
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
『
宗
教
論
』
な
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ュ

ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
、
い
わ
ば
讃
美
の
書
と
で
も
い
う
べ
き
『
キ
リ
ス
ト
教
皇
界
、
即
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
（
［
七
九
九
）
の
著
述
以
後
、
ノ

ヴ
ァ
ー
リ
ス
が
再
び
本
来
の
詩
作
の
仕
事
に
か
え
っ
て
、
こ
れ
に
専
念
し
た
事
実
は
、
そ
の
ま
ま
浪
漫
主
義
美
学
の
在
り
方
の
本
質
を
心

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
に
対
し
て
、
「
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
が
宗
教
を
持
つ
と
す
れ
ぽ
、
私
は
む
し
ろ
宗
教
哲
学
を
持
つ
し
と
語
っ
て
い

る
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
対
照
的
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
視
点
は
、
宗
教
に
も
よ
ら
ず
、
何
も
の
に
も
よ
ら
ず
、
常
に
イ
ロ
ニ
ー
的
な

の
で
あ
る
G

　
シ
エ
レ
ー
ゲ
ル
の
『
文
芸
対
話
』
（
一
八
○
○
）
も
、
明
ら
か
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
『
宗
教
論
』
の
影
響
の
下
に
成
立
し
て
い
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
Q
実
際
に
『
文
芸
対
話
』
の
、
特
に
「
神
話
論
扁
の
主
要
な
論
点
に
つ
い
て
は
、
『
宗
教
論
』
と
ほ
と
ん
ど
パ
ラ
レ

ル
に
、
面
接
的
と
で
も
い
っ
て
よ
い
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
こ
に
も
か
つ
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
知
識

学
』
と
「
浪
漫
的
イ
ロ
ニ
ー
論
仙
の
結
び
つ
き
の
場
合
と
同
様
に
、
や
は
り
ナ
ケ
イ
ジ
ョ
ナ
ル
な
形
式
性
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ノ

ヴ
ァ
ー
リ
ス
に
と
っ
て
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
導
か
れ
た
観
念
論
的
思
弁
の
世
界
も
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
に
よ
っ
て
啓
か
れ
た
宗
教

的
醗
観
の
性
界
も
、
常
に
実
作
家
と
し
て
の
、
実
存
的
個
の
意
識
と
か
か
わ
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
元
来
、
文
芸
批
評
家
で
あ
る
シ
ュ
レ

ー
ゲ
ル
の
眼
差
は
常
に
相
対
的
或
は
歴
史
的
、
経
験
的
な
の
で
あ
る
。
即
ち
イ
ロ
ユ
至
論
が
展
開
し
て
く
る
場
所
と
し
て
の
億
も
、
本
来

的
に
古
代
に
対
す
る
近
代
と
い
う
耀
対
的
基
盤
の
上
に
成
立
し
て
い
る
、
歴
史
的
、
経
験
的
個
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
『
知
識
学
』
の
弁
証
法
的
思
惟
の
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
け
ら
れ
、
「
進
展
的
普
遍
的
文
学
」
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
た
、
近
代
の
浪
漫
憲
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義
文
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
更
に
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
宙
論
的
動
力
学
の
普
遍
的
、
論
理
的
モ
デ
ル
と
し
て

窟
溶
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
共
に
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
反
省
哲
学
は
超
え
ら
れ
る
べ
き
、
当
面
の
直

接
的
課
題
と
し
て
、
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
Q
つ
ま
り
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
『
知
識
学
』
の
体
系
そ
れ
自
体
を
、
一
つ
の
歴

史
的
所
産
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
念
論
に
欠
け
た
実
在
論
的
側
薩
を
補
う
も
の
と
し
て
、
ス
ピ

ノ
ー
ザ
主
義
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
二
者
を
、
例
え
て
み
れ
ば
、
楕
円
の
二
焦
点
と
で
も
い
っ
た
も
の

と
し
て
設
定
し
、
意
識
と
存
在
の
無
差
別
点
で
あ
る
「
絶
対
的
実
在
性
」
へ
到
達
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
化
さ
れ
た
ゲ

ー
テ
主
義
、
ゲ
ー
テ
化
さ
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
主
義
と
で
も
い
っ
た
、
こ
の
調
和
約
汎
神
論
的
体
系
の
構
想
が
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
『
先
孟
子

（
1
8
）

学
』
（
一
八
〇
一
）
と
い
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
Q

（
1
）
　
薩
§
話
び
閃
‘
§
嵩
漆
ミ
黛
偽
簿
鷺
卵
↓
⇔
鐵
謎
2
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8
ピ
b
ご
9
口
”
ω
◎
ホ
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①
◎
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2
）
く
騨
曽
幕
σ
・
鼻
舅
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箏
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翁
ミ
慧
僑
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ミ
§
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σ
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〈
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8
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ω
胸
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掌
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）
紮
浄
ミ
笥
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勲
，
㌧
魯
ミ
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魯
§
寧
，
ミ
ミ
、
香
ヨ
勲
ミ
恥
箆
レ
語
’
〈
。
雛
ρ
≦
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算
ψ
ミ
P
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）
＜
σ
・
劉
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σ
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ρ
曵
き
亀
卜
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駄
肉
ミ
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§
曹
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・
涛
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、
ミ
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貯
ミ
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｛
餐
門
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ω
。
匿
£
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盛
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ゆ
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．
戸
G
っ
電
δ
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窯
界
H
一
伊
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距
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ω
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9
Z
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H
O
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ω
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コ
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九
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（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）
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研
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五
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八
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六
〇

く
σ
q
野
箏
盛
磯
ミ
§
蛍
箸
罫
掃
Q
。
①
の
冒
誌
＄
噌
譲
畠
…
寓
磐
①
漢
け
鉱
誉
層
国
‘
ψ
箋
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薦
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①
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二

　
と
こ
ろ
で
こ
の
『
先
験
暫
学
』
の
体
系
化
の
企
て
に
先
だ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
『
文
芸
対
話
』
は
、
こ
う
し
た
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
新
た

な
関
心
で
あ
る
「
実
在
論
」
の
理
想
を
、
実
在
的
な
る
も
の
と
観
念
的
な
る
も
の
の
調
和
と
し
て
あ
る
詩
を
オ
ル
ガ
ン
と
し
て
、
シ
ェ
リ

γ
グ
的
な
美
的
世
界
観
の
中
に
開
陳
し
た
も
の
で
あ
る
Q
そ
れ
は
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
芸
術
の
イ
ロ
ニ
ー
的
自
由
と
い
う
、
蓑
術
の
形
式

性
に
つ
い
て
の
反
省
か
ら
転
じ
て
、
芸
術
の
内
実
と
し
て
の
詩
情
の
問
題
を
、
新
た
に
得
ら
れ
た
世
界
哲
学
的
視
点
か
ら
、
そ
の
根
源
の

層
に
ま
で
深
め
て
い
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
『
文
芸
対
話
』
に
お
い
て
、
こ
う
い
つ
た
世
界
成
立
の
根
拠
と
し
て
求
め
ら
れ
た
、
無
際
限
な
「
実
在
性
」
の
本
質
を
直
観
し
、

こ
れ
を
表
罪
す
る
の
が
詩
の
働
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
実
在
性
の
本
質
と
は
、
単
な
る
悟
性
的
な
概
念
的
能
力
に
よ
っ
て
は
把

捉
し
え
な
い
と
こ
ろ
の
永
遠
に
生
成
的
な
、
そ
し
て
そ
の
本
来
的
意
味
に
お
い
て
は
、
芸
術
だ
け
に
で
は
な
く
、
欝
然
お
よ
び
人
間
の
世

界
を
貫
き
通
し
て
現
わ
れ
繊
て
く
る
世
界
の
根
源
楽
な
の
で
あ
る
。
芸
術
活
動
の
意
義
は
、
こ
う
し
た
不
断
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
、

世
界
の
無
限
な
運
動
を
模
倣
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
：
ゲ
ル
は
、
詩
を
も
っ
て
こ
の
無
限
性
の
オ
ル
ガ
ン
と
す
る
唯
美
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主
義
的
観
点
に
立
っ
て
、
こ
の
事
実
を
次
の
よ
う
に
詩
的
に
表
現
し
て
い
る
。
　
「
植
物
の
中
に
躍
動
し
、
光
の
中
に
ひ
ら
め
き
、
幼
児
の

中
に
微
笑
し
、
青
春
の
華
の
中
に
光
り
輝
く
、
無
意
識
の
詩
こ
そ
最
初
の
根
源
的
詩
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
如
何
な
る
言
葉
の
詩
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
翫

　
『
文
芸
対
話
駈
に
お
け
る
問
題
の
「
神
話
論
」
は
、
ま
ず
シ
ェ
リ
ン
グ
或
は
シ
ュ
レ
…
ゲ
ル
そ
の
人
に
擬
せ
ら
れ
る
ル
ド
ヴ
ィ
コ
の
、

こ
の
至
聖
に
し
て
盃
高
な
る
も
の
か
ら
由
来
す
る
、
詩
の
霊
活
的
な
力
の
作
用
が
、
解
し
難
い
偶
然
に
の
み
委
ね
ら
れ
て
よ
い
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ろ
う
か
と
い
う
問
い
か
け
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
文
芸
の
在
り
方
を
反
省
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
詩
情
の
統
一
的
な
中
心
点
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
近
代
の
文
芸
が
、
古
代
の
文
芸
に
比
し
て
劣
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
よ
う
な
中
心
点
を
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
「
神
話
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　
神
話
を
も
っ
て
芸
術
の
根
源
、
普
逓
的
素
材
と
敵
艦
す
、
神
話
の
詩
的
解
釈
の
起
源
は
お
そ
ら
く
ヘ
ル
ダ
ー
に
帰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
謡
初
は
単
な
る
寓
意
と
し
て
の
解
釈
に
留
ま
っ
て
い
た
神
話
も
、
モ
ー
リ
ッ
ツ
、
ゲ
ー
テ
を
経
て
、
次
第
に
そ
れ
自
体
と
し
て
既
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

完
成
し
て
い
る
芸
術
作
品
で
あ
る
と
い
う
、
詩
的
絶
対
性
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
な
お
も
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
等
の

古
典
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
神
話
は
普
遍
的
な
古
典
的
人
間
性
の
理
想
の
美
的
形
式
で
あ
る
と
い
っ
た
、
形
式
論
的
神
話
解
釈
の
域
を
越

え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
再
び
シ
篇
レ
ー
ゲ
ル
の
神
話
論
に
か
え
っ
て
、
古
代
の
神
話
は
、
既
述
の
直
接
的
に
最
も
身
近
な
、
根
源
詩
と
し
て
語
ら
れ
た
感
性
的

世
界
か
ら
生
れ
、
成
長
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
我
々
、
近
代
の
詩
人
達
は
こ
れ
に
か
わ
る
べ
き
固
定
点
、
換
言
す

れ
ぽ
、
新
た
な
神
話
の
可
能
性
を
一
体
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
可
能
性
を
、
我
々
は
近
代
の
観
念
論
の
中
に
見
出

　
　
　
　
　
　
（
5
）

す
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
感
性
的
古
代
に
対
し
て
、
近
代
は
個
の
精
神
の
自
覚
的
立
場
か
ら
発
し
て
、
観
念
論
的
な
根
拠
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
新
た
な
実
在
論
を

　
　
　
　
浪
漫
主
義
美
学
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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六
二

〇29
　
　
産
み
墨
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
個
性
的
で
あ
る
と
周
時
に
普
遍
的
な
詩
情
の
新
た
な
中
心
点
と
な
る
神
話
と
は
、
す
べ
て
の

　
　
芸
術
の
中
で
最
も
技
巧
的
な
も
の
と
し
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
芸
術
的
、
詩
的
な
も
の
を
含
み
、
詩
情
の
永
遠
の
源
泉
に
対
す
る
新
た
な
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
床
ま
た
は
容
器
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
『
文
芸
紺
話
』
の
序
の
部
分
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
そ
れ
の
ミ
ュ
…
ズ
は
、
他
者
を
求
め
、
そ
し
て
こ
れ
を
見
出
す
Q
詩
情
の
奔
流
の
す
べ
て
が
一
つ
に
合
し
、
普
遍
の
大
洋
に
流
れ
こ
む
」

　
　
と
。
こ
う
し
た
万
物
の
根
拠
と
し
て
の
詩
的
実
在
論
の
典
型
と
し
て
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
挙
げ
て
い
る
の
が
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
哲
学
体
系

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
こ
の
神
話
論
の
中
に
述
べ
ら
れ
た
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
『
宗
教
論
』
と
比
較
、
対
照
さ
せ
て

　
　
み
る
と
き
、
そ
の
根
本
思
想
を
形
作
っ
て
い
る
諸
命
題
、
例
え
ば
、
個
の
宗
教
約
心
情
に
立
脚
す
る
と
こ
ろ
の
新
た
な
宗
教
は
、
あ
ら
ゆ

　
　
る
可
能
的
な
宗
教
の
形
式
の
霞
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
む
も
の
で
あ
る
、
或
は
そ
う
し
た
新
た
な
宗
教
は
観
念
論
と
そ
れ
を
基
盤
と
し

　
　
て
成
立
す
る
実
在
論
の
中
か
ら
う
み
だ
さ
れ
る
、
そ
し
て
更
に
加
え
て
こ
う
い
つ
た
宗
教
的
確
信
の
基
礎
と
な
る
普
遍
的
宗
教
の
最
高
の

　
　
典
範
を
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
体
系
に
あ
お
ぐ
、
と
い
っ
た
命
題
が
、
如
何
に
巧
み
に
詩
的
世
界
に
翻
訳
さ
れ
て
、
『
文
芸
鰐
話
』
の
中
に
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
入
れ
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
と
共
に
、
シ
ュ
レ
；
ゲ
ル
の
こ
う
し
た
操
作
を
通
じ
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
宗
教
思
想
が
、
古
代
と
近
代
の
文
芸
の
作
風

　
　
的
対
立
の
形
の
う
ち
に
、
か
つ
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
取
扱
い
の
場
合
と
同
様
に
、
再
び
歴
史
的
に
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気

　
　
づ
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
い
っ
て
み
る
な
ら
ぽ
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
美
学
思
想
の
本
来
の
出
発
点
で
あ
っ
た
『
ギ
リ
シ
ャ
文
学
研
究
』
に
お

　
　
い
て
示
さ
れ
た
、
古
代
の
客
観
的
芸
術
と
絶
代
の
主
観
的
芸
術
の
対
立
が
、
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
哲
学
的
世
界
観
に
よ
っ
て
裏
う
ち
さ
れ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
に
、
シ
ェ
ジ
ソ
グ
の
客
観
主
義
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
主
観
主
義
を
配
し
て
、
ポ
テ
ソ
チ
ー
レ
ソ
さ
れ
た
も
の
が
、
こ
の

　
　
『
文
芸
対
謡
』
の
「
神
話
論
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
Q

　
　
　
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
こ
に
お
い
て
も
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
的
欄
は
、
本
質
的
に
や
は
り
依
然
と
し
て
歴
史
的
、
経
験
的
個
と
し
て
解
さ



　
　
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
そ
れ
に
対
し
て
、
宇
宙
に
対
す
る
主
観
的
、
個
性
的
体
験
を
も
っ
て
そ
の
思
想
の
根
本
義
と

　
　
す
る
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
宗
教
哲
学
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
個
は
、
む
し
ろ
超
経
験
的
な
性
格
を
も
っ
て
特
質
づ
け
ら
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
の
で
あ
る
と
い
え
る
Q

　
　
　
さ
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
膚
身
も
既
に
『
宗
教
論
』
の
中
で
芸
術
の
課
題
に
つ
い
て
触
れ
、
偉
大
で
崇
高
な
芸
術
は
宇
宙
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
感
覚
を
、
我
々
に
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
と
語
り
、
芸
術
感
覚
か
ら
宗
教
へ
と
抜
け
る
道
の
可
能
性
を
暗
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ

　
　
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
神
話
の
す
ぐ
れ
た
点
と
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
的
な
宇
宙
感
情
に
具
体
的
な
形
を
与
え
、
そ
し
て
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
高
の
も
の
を
現
前
化
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
つ
た
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
観
と
い
う
も
の

　
　
が
、
果
し
て
実
際
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
が
本
来
、
意
図
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
問
題
と
な
っ
て
い
る
神
話
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
態
度
は
、
た
と
え
そ
れ
が
宗
教
的

　
　
見
地
か
ら
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
全
く
否
定
酌
で
あ
る
。
シ
ェ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
宗
教
観
に
お
け
る
最
も
肝
要
な
点
は
、
宗
教
と
い
う
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
如
何
な
る
教
義
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
人
は
宗
教
か
ら
行
為
す
べ
き
で
は
な
く
、
宗
教
を
も
つ

　
　
へ

　
　
て
ヨ
…
酔
菊
9
σ
q
団
書
行
為
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
、
宗
教
的
感
情
が
ち
ょ
う
ど
神
整
な
音
楽
の
よ
う
に
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
は
、
こ
う
し
た
宗
教
的
態
度
或
は
在
り
方
に
、
更
に
「
直
観
」
と
い
う
表
現

　
　
を
つ
け
く
わ
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
強
調
は
も
っ
ぱ
ら
「
感
情
」
と
い
う
体
験
の
主
観
的
側
面
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
「
直
観
扁
の
傭
値
は
明
ら
か
に
従
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
は
、
後
年
ゾ
ル
ガ
ー
の
死
後
、
ベ
ル
」
ン
大
学
で
美
学
を
講
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
美
学
も
一
種
の
「
感

　
　
情
美
学
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
美
学
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
の
は
、
宇
宙
の
神
的
統
一
性

　
　
の
根
源
か
ら
由
来
す
る
、
芸
術
の
創
造
的
活
顕
性
で
あ
る
。
芸
術
の
鋤
象
と
は
創
造
酌
「
気
分
し
に
お
い
て
体
験
さ
れ
た
、
個
と
絶
村
者

　
　
の
合
一
或
は
、
そ
こ
へ
向
っ
て
の
展
開
の
過
程
を
映
し
沖
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
に
と
っ
て
、
表
現
さ
れ
た
結

039　
　
　
　
　
　
浪
漫
主
義
美
判
ず
に
つ
い
て
の
一
出
、
5
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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六
四

脳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
果
は
、
そ
の
背
後
に
ひ
そ
ん
で
い
る
創
造
的
魂
を
暗
示
す
る
と
こ
ろ
の
何
か
を
伝
達
す
る
為
の
記
号
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
即
ち
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
美
学
が
目
指
す
も
の
は
、
単
な
る
美
し
い
対
象
で
は
な
く
、
不
断
に
創
造
的
な
活
動
と
そ
の
所
産
の
間

　
　
の
相
互
関
係
の
把
捉
に
あ
る
の
だ
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
芸
術
作
品
は
直
観
的
所
与
の
う
ち
に
成
立
す
る
対
自
的
存
在
と
い
う
よ
り
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
常
に
或
る
通
過
点
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
Q
こ
の
点
が
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
が
、
隅
じ
く
ス
ピ
ノ
ー
ザ
主
義
を
志
向
し
な
が
ら
も
、

　
　
シ
ェ
リ
ン
グ
と
見
解
が
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
シ
ェ
ジ
ン
グ
も
芸
術
を
も
っ
て
世
界
姓
の
オ
ル
ガ
ン
と
看
倣
す
。
た
だ
し
シ
ェ
リ
ン
グ

　
　
の
解
す
る
芸
術
作
品
の
中
に
は
完
結
し
た
宇
宙
が
と
り
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
し
た
差
異
が
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
美
学
が
し
ぼ
し
ぼ
音
楽
と
か
舞
踊
と
い
っ
た
時
間
芸
術
に
言
及
す
る
の
に
対
し
て
、
シ

　
　
ェ
リ
ン
グ
が
造
形
芸
術
を
高
く
評
価
す
る
所
以
の
も
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ジ
ン
グ
め
芸
術
哲
学
に
お
い
て
は
、
音
楽
ま
で
も
が
造
形
芸
術
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
一
ジ
ャ
ン
ル
に
数
え
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
Q
そ
こ
に
同
じ
浪
漫
主
義
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
美
学
の
有
す

　
　
る
、
漏
る
意
味
で
ゲ
ー
テ
と
つ
な
が
る
古
典
主
義
的
性
格
と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
思
想
そ
れ
自
体
の
本
来
的
に
浪
漫
的
性
格
が
う
か

　
　
が
わ
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
て
み
れ
ぽ
、
こ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
の
両
者
の
間
に
あ
っ
て
浮
動
し
て
い
る

　
　
の
が
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
で
再
度
、
問
題
の
神
話
論
に
も
ど
っ
て
、
果
し
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
実
際
に
中
心
を
失
っ
た
近
代
の
文
芸
の
為
の
新
た
な
固
定
点

　
　
を
形
成
す
る
神
話
を
具
体
的
な
形
で
提
示
し
て
い
る
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
た
だ
未
来
に
予
想
さ
れ
、
希
求
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
る
に
留

　
　
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
新
た
な
神
話
の
創
造
と
い
う
課
題
に
よ
せ
た
一
つ
の
先
駆
的
な
圓
答
或
は
試
み
と
看
倣
さ
れ
る
も
の

　
　
が
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
『
ル
チ
ン
デ
』
（
一
七
九
九
）
で
あ
る
。
こ
の
神
話
の
創
造
の
根
拠
を
指
し
て
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
O
叢
5
巴
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
一
体
、
如
何
な
る
性
格
を
有
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
1
）
　
曽
窪
超
⑦
r
幣
二
〇
馬
落
ミ
簿
專
鴨
、
ミ
馬
窓
題
黄
国
♪
U
d
輿
戸
ω
．
卜
。
G
。
9

（
2
）
　
国
冠
二
¢
G
。
H
卜
。
・
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団
濫
こ
ω
◆
ω
誌
9

渉
嬬
乏
。
ぴ
P
》
β
b
箋
さ
き
。
隔
隷
馬
浄
詳
～
ミ
麟
δ
ミ
噂
ψ
蒔
Φ
i
総
◆

浮
凱
紹
μ
男
こ
○
＄
旨
，
織
簿
§
ミ
、
ミ
偽
㌘
覇
貧
ω
．
Q
。
お
i
ω
置
●

閃
銭
こ
Q
り
・
ω
旨
．

閃
籠
ご
Q
Q
．
b
◇
c
◎
脳

く
σ
q
野
ω
鐸
認
ポ
閃
‘
じ
ご
鮮
麟
》
ω
■
お
一
締
・

大
贋
克
礼
「
浪
漏
匹
主
雌
脳
の
離
穴
瀞
ず
」
弘
文
堂
、
　
昭
窟
一
工
六
年
、
　
一
工
＝
ご
二
頁
o

GD
X
鍼
①
鍵
“
p
多
Φ
厭
》
鳩
贈
■
鴇
じ
ご
9
H
＜
曽
ω
．
ω
O
G
◎
1
0
Q
嶺
．

＜
σ
q
轡
画
①
竃
①
3
ヨ
。
愚
ぎ
。
。
2
陣
コ
締
憎
轡
ζ
臨
鼠
。
「

o
Q
o
凱
臨
霞
ヨ
蓉
グ
辞
艶
ご
。
ご
血
■
回
く
り
O
o
’
ト
っ
紐
．

大
酒
克
礼
、
前
掲
書
、
三
二
八
頁
。

＜
α
q
ピ
ω
窪
姦
の
簑
罠
。
匿
門
冒
男
憎
二
切
9
臨
く
圃
ω
●
G
。
｝
1
誌
㎝
（
ざ
託
題
ミ
口
覆
甲
羅
ミ
海
罫
ミ
、
画
一
些
紹
．
く
§
○
ト
。
琶
ヨ
隣
紳
N
零
ダ
〔
ω
・
≦
．
團
く
』
〕

○
浄
鐸
霧
葺
”
労
こ
浄
ミ
無
ミ
博
、
ミ
急
ミ
，
隔
ど
海
鳴
ミ
栽
ミ
郎
亀
ミ
識
蝕
じ
ご
民
ぎ
お
器
“
ω
■
μ
慰
－
誌
鳥
．

く
σ
q
轡
ω
9
飢
ま
α
q
”
憶
ジ
餐
腎
暮
幽
い
7
誘
σ
q
幽
く
§
望
｝
霞
α
鐸
甲
ω
尊
笥
磯
贈
欝
齢
じ
ご
山
・
（
、
ミ
象
§
ミ
笥
辱
・
要
言
9
ゆ
窃
。
浅
①
鐸
↓
Φ
臨
）
．

ω
夢
冠
σ
Q
ゆ
r
閃
二
〇
題
㌧
擁
野
㍉
四
蟄
い
ミ
ミ
Q
き
翁
欝
ω
．
器
外
っ
鯵

一
。
。
島
）
●

三

　
　
　
「
神
話
の
詩
的
解
釈
」
の
問
題
を
、
思
弁
的
立
場
か
ら
は
じ
め
て
基
礎
づ
け
、
こ
れ
を
美
学
の
中
心
的
位
置
に
す
え
た
の
が
、
シ
ェ
リ

　
　
ソ
グ
の
『
芸
術
誓
学
』
（
一
八
〇
二
コ
入
、
一
八
〇
四
、
｛
八
〇
五
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
る
意
味
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
神
話
論
の
持
つ
曖
昧
さ

　
　
を
補
填
し
、
そ
の
意
図
を
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
の
『
芸
術
哲
学
』
は
、
か
つ
て
の
『
先
験
的
観
念
論
の
体
系
』
（
　
八
○
○
）
が
、
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
の
綜
合
を

059　
　
　
　
　
　
浪
漫
繭
土
義
譲
ハ
瀞
ず
に
つ
い
て
の
一
．
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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六
六

企
図
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
美
を
も
っ
て
そ
の
為
の
オ
ル
ガ
ン
或
は
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
看
点
す
こ
と
に
力
点
を
お
い
て
い
た
の
に
満
し
て
、

こ
れ
は
完
成
し
た
同
一
哲
学
の
立
場
か
ら
の
、
即
ち
同
一
的
な
絶
対
的
本
質
か
ら
展
開
し
て
く
る
「
宇
宙
の
構
造
の
、
芸
術
の
形
式
に
お

　
　
　
（
1
）

け
る
叙
述
」
を
そ
の
課
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
に
対
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
芸
術
を
対
自
的
な
「
宇
宙
の
普

　
　
　
（
2
）

逓
的
直
観
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
絶
対
者
は
、
そ
の
絶
対
的
同
一
性
の
側
面
か
ら
眺
め
ら
れ
る
と
き
神
で
あ
り
、
絶
対
的
総
体
性
の
側
面
か
ら
観
ら
れ
た
と
き
に
宇
宙
と

な
る
Q
絶
対
者
の
本
質
は
即
自
的
に
真
で
あ
り
、
善
で
あ
り
、
そ
し
て
「
原
寸
」
で
あ
る
。
こ
の
絶
樹
者
か
ら
分
別
さ
れ
た
諸
理
念
は
、

そ
の
個
別
的
な
形
式
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
同
一
的
本
質
を
、
い
わ
ば
分
有
す
る
こ
と
に
お
い
て
理
念
界
を
か
た
ち
づ
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
哲
学
が
こ
の
諸
理
念
を
即
自
的
に
原
像
そ
の
も
の
と
し
て
直
観
す
る
の
に
対
し
て
、
芸
術
は
こ
れ
を
美
的
直
観
に
お
い
て
沈
菜
的
に

σq

ﾙ
聲
竃
象
魯
、
つ
ま
り
実
在
的
に
直
観
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
実
在
化
さ
れ
て
、
生
き
て
存
在
す
る
理
念
を
指
し
て
、
こ
れ

を
我
々
は
神
々
と
呼
ぶ
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
哲
学
的
理
念
の
実
在
化
と
し
て
の
神
々
の
一
般
的
表
現
が
神
話
の
中
に
与
え
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
神
話
こ
そ
芸
術
の
永
遠
の
素
材
と
し
て
の
「
絶
対
的
詩
情
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

　
宇
宙
の
生
成
と
発
展
が
、
常
に
実
在
的
原
理
と
観
念
的
原
理
、
特
殊
と
普
遍
或
は
自
然
と
精
神
の
対
立
の
梢
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い

る
の
に
応
じ
て
、
原
詩
情
と
し
て
の
神
謡
も
「
実
在
論
的
系
列
」
と
「
観
念
論
的
系
列
」
の
神
話
に
分
た
れ
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
者
が
「
ギ
リ
シ
ャ
神
話
」
で
あ
り
、
後
者
が
「
キ
リ
ス
ト
教
神
話
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
こ
の
両
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
古
代
芸
術
と

近
代
芸
術
の
頬
項
を
、
そ
の
詩
情
と
作
風
に
お
い
て
基
礎
づ
け
、
特
徴
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
世
界
と
は
、
調
和
的
自
然
と
し
て
の
宇
宙
の
直
観
に
他
な
ら
ず
、
対
自
的
に
、
空
閥
的
に
完
結
し
た
無
意
識
的
な
絶

対
的
同
一
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
宇
宙
の
普
遍
的
直
観
と
し
て
は
、
そ
れ
は
い
ま
だ
完
金
な
総
体
性
の
記
述
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
神

話
は
そ
の
絶
対
的
総
体
性
に
お
い
て
、
空
問
と
同
時
に
時
間
を
も
、
即
ち
過
去
、
現
在
、
未
来
に
わ
た
る
歴
史
的
表
現
を
包
括
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



　
　
　
自
由
な
精
神
の
湧
覚
め
と
共
に
、
次
第
に
無
隈
な
る
も
の
へ
の
理
念
が
た
か
ま
っ
て
く
る
。
そ
れ
と
周
時
に
自
然
の
実
在
的
原
理
は
、

　
　
精
神
の
自
由
に
対
置
す
る
と
こ
ろ
の
苛
酷
な
運
命
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
こ
に
近
代
の
個
の
分
裂
と
崩

　
　
壊
の
世
界
が
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
向
っ
て
、
よ
り
高
い
次
元
か
ら
の
統
一
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
観
念
的
原
理
が
、
キ
リ

　
　
ス
ト
教
の
精
神
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
人
は
調
和
的
自
然
か
ら
の
離
反
か
ら
生
じ
た
、
暗
い
運
命
の
支
配
を
、
絶
対
者
へ
の
帰
依
と
信
仰
を
通
じ
て
こ

　
　
れ
を
摂
理
に
転
換
し
、
き
た
る
べ
ぎ
救
済
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
近
代
的
世
界
と
は
、
失
わ
れ
た
調
瀦
を
、
摂
理
へ
の
信
仰
を
通
じ
て

　
　
欝
覚
的
に
回
復
し
て
い
こ
う
と
す
る
過
程
の
う
ち
に
と
ら
え
ら
れ
る
、
生
成
的
な
未
完
結
的
歴
史
的
世
界
と
し
て
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
た
だ
し
歴
史
的
世
界
と
い
っ
て
も
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
的
意
味
で
の
合
理
的
把
握
に
基
づ
く
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
を
、
堕
罪
、
簸
罪
、
救
済
の
過
程
か
ら
眺
め
る
宗
教
的
厨
的
観
に
支
え
ら
れ
た
歴
史
的
世
界
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
中
に
具
現
さ
れ
る
観
念
的
原
理
を
め
ぐ
っ
て
、
古
代
の
芸
術
的
宗
教
と
い
う
在
り
方
に
対
し
て
、

　
　
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
芸
術
の
素
材
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
神
話
と
を
、
そ
の
主
観
性
と
客
観
性
の
観
点
か
ら
区
別
す
る
必
要
が

　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
生
じ
て
く
る
。
何
故
な
ら
ぽ
、
詩
情
は
本
来
的
に
客
観
的
な
対
自
的
直
観
の
中
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
古
代

　
　
の
実
在
論
的
神
話
の
「
象
徴
性
」
と
対
し
て
、
近
代
の
観
念
論
的
神
話
は
「
寓
意
性
」
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ

　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
る
。
こ
の
後
者
を
内
面
の
「
主
観
的
象
徴
性
」
に
お
い
て
根
拠
づ
け
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
「
信
仰
」
で
あ
る
と
い
う
Q
古
代
の
芸
術
論

　
　
教
に
対
し
て
近
代
の
芸
術
は
宗
教
に
基
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
し
て
、
既
述
の
シ
ュ

　
　
レ
ー
ゲ
ル
の
所
謂
望
三
き
9
降
が
、
や
が
て
次
第
に
宗
教
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
展
開
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想

　
　
す
る
こ
と
は
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
シ
ェ
レ
…
ゲ
ル
に
し
ろ
、
シ
鳳
リ
ン
グ
に
し
ろ
、
彼
等
が
求
め
た
も
の
は
、
古
代
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
で
措
定
さ
れ
る
「
美
的

07

@
宗
教
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
閏
が
残
る
。
例
・
兄
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
芸
術
哲
学
』
の
中
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教

9　
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の
み
が
神
話
的
世
界
に
生
き
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
に
お
け
る
傷
口
礼
や
秘
蹟
の
持
つ
美
約
意
義
を
強
調
す
る
。
更
に
は
（
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
ト
リ
ッ
ク
）
教
会
は
一
つ
の
芸
術
作
話
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
ま
で
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
垂
学
は
、
ま
ず
美
的
萢
観
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
、
不
可
論
証
的
な
主
客
観
の
綜
含
と
い
う
、
芸
術
或
は
美
な
る
も

　
　
の
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
的
性
格
に
着
聴
す
る
こ
と
か
ら
繊
発
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
『
先
験
的
観
念
論
の
体
系
』
の
立
協
か
ら
、
『
ブ
ル
ー

　
　
ノ
』
（
一
八
〇
二
）
を
経
て
、
群
議
の
岡
一
無
学
約
世
界
観
が
展
開
し
て
く
る
に
及
ん
で
、
感
性
的
美
は
実
は
鋪
自
的
な
原
像
の
不
完
全
な
、

　
　
摸
写
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
「
原
像
模
写
の
説
」
が
誌
醐
に
う
ち
だ
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
い
ず
れ
に

　
　
し
ろ
原
美
と
し
て
あ
る
絶
対
者
と
即
宿
徳
に
関
わ
る
、
原
根
拠
と
し
て
の
根
源
的
な
「
知
的
漁
観
」
と
実
在
的
な
「
美
的
直
観
」
と
の
関

　
　
係
に
つ
い
て
は
、
た
だ
そ
の
同
一
性
が
即
庶
約
事
実
と
し
て
承
さ
れ
て
い
る
に
留
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
説
明
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

　
　
の
で
あ
る
Q
事
実
、
模
写
説
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
は
理
念
界
と
現
実
界
の
閥
の
並
行
的
な
彬
関
々
係
が
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

　
　
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
際
．
葵
」
と
「
感
性
約
美
」
或
は
「
美
」
と
「
美
な
る
も
の
」
と
の
闘
の
§
餐
野
7
な
関
係
に
照
明
を
あ

　
　
て
て
く
れ
る
の
が
、
ゾ
ル
ガ
ー
の
美
学
で
あ
ろ
う
。
そ
の
美
学
は
ま
た
嗣
階
に
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ
ル
約
発
想
を
シ
ェ
リ
ン
グ
に
つ
な
ぐ

　
　
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
ゾ
ル
ガ
ー
の
立
場
か
ら
は
、
現
実
的
空
界
に
お
い
て
美
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
美
に
つ
い
て
の
接
近
と
想
趨
が
存
在

　
　
す
る
に
遍
ぎ
な
い
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
、
こ
の
理
念
界
と
現
実
界
の
断
絶
の
ア
ポ
リ
ア
が
、
や
が
て
彼
の
後
期
の
宗
教
哲
学
へ
の
展
薦
の
ス
プ
リ

　
　
ン
グ
ボ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
な
ら
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
原
像
模
写
の
説
に
反
対
し
て
、
「
美
は
神
の
薩
接
的
啓
示
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
原
像
の
媒
介
な
し
に
現
象
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
、
ゾ
ル
ガ
ー
の
美
学
は
元
来
、
宗
教
的
契
機
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

　
　
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
ゾ
ル
ガ
…
は
美
的
な
も
の
は
宗
教
的
な
も
の
に
、
美
学
は
宗
教
哲
学
に
従
属
す
べ
き
も
の
で
あ

　
　
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
G



　
　
　
絶
対
的
な
所
与
と
し
て
芸
術
美
を
と
ら
え
る
、
シ
ェ
ジ
ソ
グ
の
静
的
な
美
学
に
対
し
て
、
ゾ
ル
ガ
ー
の
美
学
は
、
芸
術
の
本
質
を
そ
の

　
　
不
断
に
黒
鍵
的
な
活
動
と
そ
の
所
産
と
の
猟
鳥
の
中
に
把
握
さ
れ
る
、
理
念
の
生
動
発
寒
隈
性
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
運
動
の
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
が
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
「
無
隈
絶
対
の
否
定
性
」
と
呼
ば
れ
た
、
所
謂
「
イ
ロ
ニ
ー
的
弁
証
法
」
で
あ
る
。

　
　
　
美
の
現
実
性
は
、
理
念
の
側
か
ら
し
て
積
極
的
に
理
念
の
啓
示
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
他
面
に
お
い
て
、
同
時
に
有
畑
性
へ
の
理
念
の
下

　
　
降
は
、
消
極
約
に
理
念
の
実
在
的
非
存
在
と
し
て
杷
握
さ
れ
る
Q
更
に
ま
た
こ
の
有
限
な
る
も
の
は
絶
対
者
と
の
関
係
に
お
い
て
無
と
し

　
　
て
憲
倣
さ
れ
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
Q
絶
対
嚢
に
お
け
る
こ
の
非
存
在
の
否
定
、
否
定
の
否
定
を
通
じ
て
、
　
一
度
、
否
定
さ
れ
た
現
実
性

　
　
は
そ
の
意
義
を
圓
復
し
、
絶
対
的
本
質
へ
の
還
帰
に
よ
っ
て
、
神
的
理
念
は
イ
ロ
ニ
ー
的
に
慮
己
の
啓
示
を
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
　
こ
の
営
造
的
理
念
と
有
限
的
現
実
性
と
の
聞
の
生
蝋
約
関
係
を
、
ゾ
ル
ガ
ー
は
「
象
徴
」
と
名
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
象
徴

　
　
と
は
単
な
る
知
覚
の
所
与
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
識
的
な
精
神
活
動
の
契
機
と
し
て
の
、
理
念
の
習
字
に
お
け
る
関
係
の
4
3
枢
と
で
も
い

　
　
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
弁
証
法
的
対
立
を
永
遠
的
な
絶
麺
春
の
中
に
解
消
す
る
と
こ
ろ
の
、
換
書
す
れ
ぽ
、
絶
鰐
的
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
界
と
現
実
的
世
界
の
転
回
点
に
位
置
す
る
爵
覚
、
そ
れ
に
伴
わ
れ
る
一
種
の
感
清
、
ま
た
は
気
分
が
「
イ
ロ
ニ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
象
徴
概
念
は
、
更
に
理
念
の
現
実
化
の
完
成
を
意
味
す
る
「
狭
義
の
象
徴
」
と
、
そ
こ
に
尚
も
理
念
の
活
動
性
の
契
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
が
認
め
ら
れ
る
、
活
動
的
象
微
と
し
て
の
「
寓
意
」
と
に
分
た
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
し
て
ゾ
ル
ガ
ー
に
よ
っ
て
と
ら
え
な
お
さ
れ
た
、
象
徴
と
寓
意
の
概
念
が
、
あ
ら
た
め
て
再
び
、
古
典
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
芸
術
の

　
　
世
界
と
キ
リ
ス
ト
教
的
浪
漫
的
世
界
の
そ
れ
ぞ
れ
に
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
　
ゾ
ル
ガ
ー
は
、
こ
の
象
徴
及
び
寓
意
の
本
来
的
に
内
的
な
核
を
形
成
し
て
い
る
も
の
を
「
神
秘
説
」
と
呼
ん
で
い
る
。
神
秘
説
と
は
、

　
　
永
遠
的
な
も
の
の
現
実
性
に
お
け
る
直
接
的
現
在
の
認
識
で
あ
り
、
そ
の
表
示
で
あ
る
。
最
高
の
神
秘
説
と
は
、
す
べ
て
の
現
実
を
神
的

　
　
「
啓
示
し
と
認
め
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
と
、
ゾ
ル
ガ
ー
は
語
る
。
寓
意
は
意
識
的
な
、
そ
し
て
象
徴
は
無
意
識
的
な
神
秘
説
に
基
づ

099　
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10
9
　
い
て
い
る
。
寓
意
に
お
い
て
は
ま
さ
し
く
神
秘
的
要
素
が
優
越
す
る
。
こ
の
象
徴
と
寓
意
に
、
ゾ
ル
ガ
ー
の
神
話
と
神
秘
説
の
概
念
が
そ

　
　
れ
ぞ
れ
に
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
神
話
も
神
秘
説
と
結
ば
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
わ
ら
ざ

　
　
る
を
え
な
い
。
一
般
に
こ
の
二
原
理
は
相
互
移
入
の
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
近
代
の
浪
漫
的
神
話
は
、
古
代

　
　
の
「
神
秘
説
的
神
話
」
に
離
す
る
「
神
話
的
神
秘
説
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
両
原
理
の
そ
れ
ぞ

　
　
れ
が
、
既
述
の
理
念
の
弁
証
法
的
啓
示
の
根
源
的
二
方
向
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
神
秘
説
（
広
義
の
象
徴
）
の
概
念
に
よ
っ
て
、
ゾ
ル
ガ
ー
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
静
的
な
同
一
糎
学
的
観
点
か
ら
眺
め
ら
れ
た
、
絶

　
　
鰭
的
詩
評
と
し
て
の
美
的
神
話
解
釈
の
世
界
に
潜
む
悶
題
を
、
巧
み
に
整
理
し
お
え
た
こ
と
と
な
る
Q
ま
た
他
磁
ゾ
ル
ガ
ー
の
弁
証
法
と

　
　
は
、
本
来
的
に
絶
対
的
世
界
と
現
実
的
世
界
の
筋
雲
点
に
存
す
る
芸
術
的
自
覚
、
そ
し
て
そ
れ
に
付
随
す
る
、
イ
ロ
ニ
ー
と
呼
ば
れ
る
一

　
　
つ
の
実
存
約
気
分
に
よ
っ
て
特
質
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
主
観
的
な
認
識
過
程
の
弁
証
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
自

　
　
覚
が
定
在
と
の
結
合
点
を
表
わ
す
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ゾ
ル
ガ
ー
は
フ
ィ
ヒ
テ
或
は
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
一
致
す
る
、
し
か
し
最
終
的
に

　
　
ゾ
ル
ガ
！
が
、
所
謂
浪
漫
主
義
を
克
服
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
自
覚
が
よ
り
高
い
段
階
に
お
け
る
霞
我
の
膚
己
否
定
、
絶
学
老
の
啓
示
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
る
点
に
存
在
す
る
。
ゾ
ル
ガ
ー
は
、
こ
の
主
観
的
な
．
認
識
的
自
我
の
イ
ロ
ニ
ー
的
自
覚
を
軸
に
、
美
学
を
観
想
的
宗
教

　
　
的
領
域
に
舎
流
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
浪
漫
主
義
美
学
の
歴
史
的
展
開
の
流
れ
の
う
ち
に
対
立
的
な
工
つ
の
極
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の

　
　
観
念
論
に
薩
接
的
に
依
拠
し
、
そ
の
形
成
力
と
し
て
の
生
産
的
構
想
力
に
着
生
す
る
こ
と
か
ら
、
体
系
を
エ
ス
テ
テ
ィ
ジ
ー
ル
ン
グ
の
方

　
　
向
に
向
け
て
改
変
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
他
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
念
論
の
主
観
性
を
ぬ
け
て
、
ゲ
ー
テ
的
ス
ピ
ノ
ー
ザ
を
範
と
す
る
、

　
　
新
た
な
実
在
論
を
主
張
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
常
に
こ
う
し
た
諸
傾
向
を
相
対
化
し
、
イ
ロ
ニ
…
的
に
越
え
て
い
こ
う
と

　
　
し
た
の
が
、
F
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
極
が
触
れ
合
う
点
、
そ
れ
が
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヘ

　
　
ル
の
『
宗
教
論
』
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
、
『
文
芸
対
話
』
の
中
で
提
起
し
た
「
神
話
論
」
の
問
題
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。
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神
話
、
そ
れ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
念
論
に
そ
の
当
初
、
立
脚
し
た
浪
漫
主
義
が
原
理
と
し
た
、
創
造
的
精
神
の
絶
対
的
膚
寒
の
要
求
に

応
ず
る
も
の
、
即
ち
神
話
と
し
て
呼
ば
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
し
か
制
限
さ
れ
え
な
い
と
こ
ろ
の
絶
対
的
な
美
的
素
材
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
神
話
は
既
に
そ
こ
に
割
る
神
秘
的
な
無
差
別
的
根
拠
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ぽ
浪
漫
的
世
界
観
そ
の
も
の
が

本
質
的
に
神
話
的
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
躍
然
を
自
我
の
作
品
と
し
て
観
る
密
覚
的
立
場
か
ら
の
、
神
話
の
観
念
論
的
な
再
醸
造

で
あ
る
。
シ
ユ
レ
…
ゲ
ル
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
と
受
け
継
が
れ
、
深
化
さ
れ
た
美
的
神
話
解
釈
の
世
界
を
、
こ
れ
を
絶
対
者
の
啓
示
と
観

る
神
秘
説
を
介
し
て
、
究
極
的
に
宗
教
的
観
想
或
は
諦
観
の
世
界
へ
導
こ
う
と
し
た
の
が
、
ゾ
ル
ガ
ー
の
美
学
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
い

わ
ぽ
浪
漫
主
義
美
学
の
い
で
き
た
っ
た
本
源
へ
の
還
帰
で
あ
り
、
浪
漫
主
義
美
学
そ
れ
自
体
の
イ
μ
ニ
ー
酌
啓
示
の
完
成
を
意
味
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
Q
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　　　　　ロサ

亙）ie　Ast翫etik　der】Romantik聰簸d圭h「e瓢ythe鶏価auffassun’9

von　Tsunemichi　Kambayashi

　　In　der　geschichtlichen　Entwicklung　der　romant圭schen　Asthetik　k6nnen

wir　zwei　gege難satz1童che　Richtungen　zei竃en．　Die　eine　vo職beiden　Rlchtungen

beruht　unmittelbar　auf　Fichtes“Wissenschaftslehre”．　Aber　dam　ver－

suchte　sie　Fichtes　sittl圭chen　Rigoris恥us　in．ei鍛e離　tisthetisch・subjekt圭ven

Ideal呈smus　umzuwandeln　indem　s圭e　Fichtesche　prOduktlve£lnbi夏dungskraft

mit　der　sch6pferischen　Phantasle　des　genialen　Ktinstlers　identischもetrachtet

hat．　Die　andere　tibersehreitet　die　subjel〈t三ve　Grenze　des　Fichtesehen　ldealismus

囎dbehauptet　einen　erneuerten　Rea1圭smus，　welcher　sich　Goetheschen　Spino．

zismus　zum　Voエb呈1d通mmt．　Dazw呈schen　hat　Friedrich　Schiegel　diese

Tendenzen　immer　relativ三siert　und　iron三sch　tibergegangen．　Wlr伽den　den

Berithrungspunkt　dieser　Pole　in　der“Rede萱ber　die　Mythologie”，　d圭e

Schlegel　unter　de皿ElnfiuiS　der　Schleiermachers‘‘Reden　Uber　die　Religioガ’

geschrieben　hat．

　　Die　Romantik　erhob　die　absolute　Willk菰r　des　formenden　Geis£es　zum

Prinz三p．　Dies　auch　erweckte　d圭e　Sehnsucht無ach　deln　abso！ut　gsthetischen

Stoff，　welcher　nur　durch　e圭ne　Mythologle　zu　umgrenzen　ist．　Dort脇t　d呈e

Mythologle　schon　uns　den　Indifferenz．pu難kt　als量hre　Urqueile　ahnen．　In

diesem　Sinne　ist　dle　romaRtlsche　Weltanschauung　elgentlich　mythologisch．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　コ
Die．Aufgabe　derτomant呈schen　Asthetik　iiegt　i鍛der　neuen　idealistischen

Sch6pfung　der．　Mythoiogie　vom　bewu8ten　Sta登dpunkt，　welcher　dle　Natur

als　das　Werk　des　Ichs　ansleht．

　　Das　Problem　dleser　tisthetischen　Mythen．auffassung，　das　Schlegel　stellte，

hat　Sche11三ng　Ph呈losophisch　veエt圭eft　und　systematisch　begrUndet．　Nachher

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のるwurde　die　Mythologユe　zur　Zentralldee　der　Asthetik　der　Roma面k．　Bel

　　　　　　　　り
Solgers　Asthetlk　ein漁ndet　diese　Idee　der　Mytholog童e　durch　den簸eu

einge舳rten　Begriff“Mystikぞ’圭登das　kontemplative　rei圭giδse　Geblet．

2



Dabei　m最ssen　wl　1■darauf　achten，　da8　Solgers　ironlsches　Selbstbewu6tsein

den　Knotenpunkt　zwischen　de磁Absoluten殺黙d　dem　Wir！clichen　a慧smacht．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　ロ1臓sofern　d耐e登wir　SOlgers　As宅he重lk　als　d三e　Syn．these　der　zwel　MOme飢e

der　R・ma蕪k　anerkennen。　Das　ist　die　Rttcklgehr　zur　Urque11e，　v・総de裳d呈e
ロ　ワ

As宅hetik　der　Romantik　ausgegangen　ist，　u益d　zug圭e呈ch　we三st　es　auf　d三e

Vollendung　der　ironische簸Offenbarung　der　romantischen　As℃het圭k　an　slch

h圭n．

，
g
．


