
ゲ

ー

テ

「
フ
ァ
ウ

ス
手
」
の
素

材

に

つ

い
て

の
考

察中

原

稔

生

ま

え

お

き

こ
の
稿
は

、
私

の

「
フ

ァ
ゥ

ス
ト
」
研
究

の

一
部

、
と
言
う
よ

り

「
グ

レ
ー
ト

ヒ

ェ
ン
悲
劇

」
考
察

の

一
部
と

言
う

べ
き
だ

ろ

う
。

青

年
時

代
か
ら

「
フ

ァ
ウ

ス
ト
」

の
こ
の
部

分
は

、
私
が
繰

返
し
読

み
、
特
別

深
刻

な
印
象
と
感
銘

を
受

け
た
部
分

で
あ

る

。
そ
う

し
た

深
い
感

銘
は

い

っ
た

い
ど

こ
か
ら
く

る
の
か

?

こ
の
こ
と
を
私
は
攻
究
し

て
み
た

い
と
思

っ
た

。
同
時

に
、
正
し

い
文

学

の
あ

り
方

、
正
し

い
ゲ

ー
テ
の
評
価

と

い

う

こ
ど
も

私

の
問
題

と
な

っ
た

。
か

つ
、
従
来

の

ゲ
ー
テ
研
究

に
も

、
私
は
多

く
満
足

を
見
出

せ
な
く
な

っ
た

よ
う

に
思

っ
た

の
で

、
私
な
り

に

、
ま
つ

一
番
親

し

み
の
あ

る
、
グ

レ
ー

ト
ヒ

ェ
ン
悲
劇

の
部
分

、
し

か
も

、
さ
し
あ
た

っ
て
は

、
主

と
し

て
、
そ
の
主
題

の
考
察

に
、
攻

究

の
目
標

を
限
定

し
た

の
で
あ

る

。

し
か

し

、
考
察

を
す

、
め
て

い
る
う
ち

に
、
ど
う

し

て
も
全
篇

の
理
解
が
も

っ
と

深
く
な

く

て
は
駄
目
だ

と

い
う

こ
と

を
感
じ

て
き

た
の
で

、
ま
た

あ

ら

た

め
て
順

序

を
追

っ
て

「
素
材

の
考
察

」
か

ら
始

め
た
わ

け
で
あ

る

。
こ
の
稿

は

、
そ
う

い
う
わ

け
で

、
独
立

の

一
文

と

し

て
は

、

つ
ぎ

の
本
文

に
依

存

し
す
ぎ

て
い
る
で
あ
ち

う

。
簡

略
な
と

ご
ろ

、
比
較
的

詳
し

い
所

、
ま

ち
ま
ち

の
感

じ
も
あ

る
が

、
今

、
こ
の
形

を
整

え
る
余
裕

が
な

い
。

こ
れ
ら

の
稿
を

、
実

は
早

急

に
活

字
に
す

る
希
望

を
な
か

ば
私

は
放
棄

し
て

い
た

の
で
あ
る
が

、
今

、
前
田

先
生
ほ
か
小

樽
商
大

の
諸

先
生

の
御
厚

意

に
よ
り

、
は
か

ら
ず
も

「
人
文

研
究
」

に
掲
載

し

て
い
た

団
く

こ
と

は
、
全
く
思

い
が

け
な

い
喜
び

で
あ

る

。
深

く
感

謝

の
言
葉

を
申
し
あ
げ

た

い
。

(
つ
い
で
な
が
ら

「
フ

ァ
ウ

ス
ト
」
の

テ
ク

ス
ト
は

ワ
イ

マ
ル
版

に

よ
り

、

「
ウ

ア

フ

ァ
ウ

ス
ト
」
並

び

に

「
断

片

は

便

宣

上

、

妄
。
犀
H
O
。
。甘

⑦
μ

》
霧
αq
昏
ρ

冒

・
切
聾

か

H
O
黛

●
に
よ

っ
た

こ
と
を
附
記

し
て
お
く

。
)
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六 五 四 三 ニ ー

人

文

研

究

第
十

一
輯

内

容

・

一
般
的
考
察

フ

ァ
ウ

ス
ト
の
歴
史
的

「
モ
デ

ル
」

「
シ

モ

ン
」
伝
説

に

つ
い
て

「
キ
プ
リ

ア
ー

ヌ

ス
」
伝

説

、
お
よ

び

「
フ

ァ
ウ

ス
ト
」
伝
説

「
フ

ァ
ウ

ス
ト
本
」
と

「
フ

ァ
ウ

ス
ト
劇

」

結

論

一42一

 

一

般

的

考

察

作
申

の
人
物

の
モ
デ
ル
が
誰
か
、
存
在

し
た
か

し
な

か
っ
た
か
等

の
実
証
的
研
究

は
も
ち

ろ
ん
必
要

で
あ
ろ
う
。

そ

し
て
ま
た
大
衆

が

こ
れ
を
問
題

に
す

る
場
合

、
文
学

は
現
実

を
反
映
す

る
も

の
だ
、

と

い
う
リ
ア
ズ

ム
的
見
地

に
素
朴

に
立

っ
て

い
る
と
は
言

え
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ

れ
が
た
だ
所
謂

「
モ
デ

ル
論
議
」

の
程
度

に
終

る
だ
け
な
ら
、

文
学

の
研
究

に
と
つ
て
は
大

し
て
加
え
る
も

の
は
な

い
だ

ろ
う
。
作
晶
と
現
実

の
混
同

は
、
日
本

文
壇

に
お
け
る
私
小
説

の
如
き
、
人
物
形
象

が
十
分

に
曲
ハ型
化

さ
れ
な

い
場
合

に
起

り

ゃ
す

い
。

と
も
か
く

一
般

に
言

っ
て
、
素
材

、

モ
デ
ル
等

の
考
察

は
、
特

に
文
学

が
現
実

と
如
何

に
関
連
す

る
か
、

そ
れ
が
人
生
社
会
歴
史

の
現
実

を
ど

の
よ
う
な
仕
方

で
反
映

す

る
か
、
と

い
っ
た
点

を
検
討
す
る
意
味

で
必
要
だ

と
考

え
る
。
す

な
わ
ち
、

そ
れ

に
よ
っ
て
現
実

の
正
し

い
把
え
方
が
、
高
度

の
文
学
作
品
を
生
む

こ
と
を
知
り
、
文
学
発
展

の
方
向

へ
の

一
指

針

を

見

出

す

べ
き

で
あ

る
、
と
言

う
風

に
考

え

る
。そ

の
場
合

、
現
実

の
人
生
ま

た
ば
歴
史

か
ら
得
ら

れ
た
素
材
と
、
伝
説

を
素
材
と
す
る
場
合

は
多
少
趣

を
異

に
す

る
。
伝
説

に

つ
い
て

は
、
民
衆
乃
至

民
族

の
伝
承
が
、

そ

の
経
過
申

に

一
種

の
詩
作

(
フ
ィ
ク
シ
.
ン
)
的

働
き
を
な
し
て

い
る
。
民
族

は
自
「ロ
の
最
も
関
心

の



あ

る
聞
題

、

一
般

に
自

己

の
主

要

な
矛

盾

(
発

展

の
契

機

と

な

る

ご
ど

き
矛

盾

)
を

含

む

テ
ー

マ

を

伝

説

中

に
と
ら

え

な

が

ら
、

そ

の

,

上

、
伝

説

に
民

族

の
嗜
好

や
種

々
な
性

格

を
反
映

し

て

ゆ
く

だ

ろ
う

。

こ

う

し
た
傾

向

が

フ

ァ
ウ

ス
ト
伝

説

に
も

見

ら

れ

る

と
思

う

。
そ

う

し

て

そ

の
限

り

で

フ

ァ
ウ

ス
ト
伝

説

は

ド

イ

ツ
民

族
的

で
あ

る

と
言

え

る
。

し

か

し

、

そ

れ

は

一
応

「
ド

イ

ツ
民
族

的

」
だ

と
す

る

の

で
、

本

質

に
は

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス
的

な

も

の
を
含

ん

で

い
て
、

起

源

は

む

し

ろ

ド

イ

ツ
以
外

の
も

の

で
あ

る

。
考

察

を

す

、
め
系
図

を

た

ど

れ
ば

、

そ

れ

は

異

教

と

キ

リ

ス
ト
教

を
含

む

、

言

わ
ば

人
類

史

的

規
模

を

も

つ
た
性

質

の
伝

説

だ

と

い
う

こ
と

が
分

る
。

、

、

ゲ

ー

テ
は

ド

イ

ツ
民

族

の
申

に
生
き

て

い
た

。

フ

.
ワ

ス
ト
伝

説

を

、

よ

く

生

か

し

て
詩

作

に
と

り

入

れ

た

。

民
族

文

化

の
発

展
乃

至

ヘ

へ

民
族
自
体

の
発
展
に
お

い
て
過
去

の
民
族
伝

承
を
よ
く
生
か
す

こ
と
は
、
伝

承
が

そ

の
民
族

の
重
大
関

心
、

或

は
矛
盾

を
蔵
す
る
発
展
的

契
機

を
示
し
て

い
る
と
す

る
と
、
そ

の
契
機
を
発
展
き

せ
る
こ
と
を
意
味

す
る

の
で
、
重
要
な
意
味

が
あ

る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
か

ろ

う
。

一
般

に
言

っ
て
、

人
類
が
向

上
し
進
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
又
、
人
類
史

を
進
歩

の
過
程

と
見

る
か
ぎ
り
、
民
族

の
有
す

る
伝

承

の
う
ち
所
謂

「
進
歩
的

」
伝
統

を
継

承
発

展
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
意
味
が
あ

る
ぴ

そ

こ
で
、
ゲ
ー
テ
が

、

「
ゲ
ッ
ツ
」
と

「
フ
ァ
ウ

ス
ト
塗」
に

お

い
て
、
農

民
戦
争

と
宗
教
改
革

の
時
代
か
ら
、
作
品

の
素
材
を
択
ん
だ
こ
と
は
、
重
大

意
味
が
あ

る
と
思
う
。
と

い
う

の
は
こ
の
時
代

は
、
貧
弱
な

ド
イ

ツ
史
申

に
進
歩
的
傾
向

を
も

つ
た
少
数

の
時
代

で
あ

つ
た
と
言

え
る
か
ら

で
あ
る
。

そ
こ
で
、

そ
う
し
た
素
材

を
作
品

に
と
り
あ
げ
る
場
合

、
素
材

の
も

つ
意
味

を
、
作
家

の
主
観

に
よ
り
、
必
ず

し
も
恣
意
的

に
変
更
す

ヘ

へ

る
こ
と
は
許

さ
れ
な

い
。
作
家

は
無
制
限

に

「
詩
人

の
特
権
」
を
行
使

す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な

い
。
素
材

(
若
し
く

は
広
く

対
象

)
の
も

.

つ
、
意
味

や
必
然
性

に
よ

っ
て
或

る
制
限
葱
受

け

る
。
作
家

は
、
素
材

の
本
質
的
意
味

を
と
ら
え
、
そ
れ
を
生
か
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
が

大
切

で
あ
る
。
歴
史
的
素
材

に
お

い
て
は
、
そ
れ
に
含

ま
れ
た
、
根
本
的
本
質
的

な
歴
史
的
必
然

の
原
理

や
精
神

を
、
少
く
と
も
殺
し
て

は
な
ら
な

い
。
そ
れ
を
生
か

し
、
そ
れ
を
可
能
な
だ
け
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
問
題

に
な

る
。

こ
れ
は
リ

ア
リ
ズ

ム
の
方
向

で
あ

る
と
考
え

＼

ゲ

ー
テ

「
フ

ァ
ウ

ス
ト
」

の
素
材

に
つ
い

て
の
考
察
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人

文

研

究

第
十

一
輯

る
が
、

こ
れ
が
ま
た
、
ゲ
ー
テ
的
創
作
方
法

と
相

応
し
て

い
る
こ
と
を
吾

々
は
看
過

し
て
は
な
ら

な

い
と
思
う
。

そ
れ
は
ゲ
ー
テ
が

「
対
象
的
思
惟
」
あ

る

い
は

「
対
象
的
詩
作
」
と

い
う
言
葉

で
表
現

レ
て

い
る
創

作
態
度

で
あ

る
。
対
象

に
即

し
て

考
え

る
。
そ
れ
は
対
象

の
本
質
的
意
味
を
客
観
的

に
と
ら
え
る
、
リ

ァ
リ

ズ
ム
の
態
度

と

一
致
す

る
。
ま
た

、
ケ
ー
テ
の
、
対
象

を
矛
盾

と
連
関
と
全
体
的
発
展
的

に
と
ら
え
よ
う
と
す

る
態
度

は
、
そ

の
限

り

で
は
ま
た
弁
証
法
的

な
態
度

で
も

あ
る
。

ゲ

ー

テ

の
対

象

的

思
惟

(
O
⑦
σq
自

ω藍
5
色

8
ず
$

U
。
鼻

9

)

に

つ

い

て

の

考

え

は

、

た
と

え

ば

、

論
文

、、冒
①
留

暮
9

q
・

団
α
a

・旨

錠

畠
口
器
ゲ

⑦
甘

　
　

　

。
言

巴
σq
。
。。

㈹
。
室

孟

9

2

'
ミ

旦

.鷺

を

参

照

。

　ヨ
ゾ

爾
例

え
ば

、

エ
ッ
カ
ー

マ
ン
と

の
対
話

、

一
八

二
三
年
九
月
十

八

日
の
項

を
見

て
も

ゲ

ー
テ

の
創
作
態
度
は
う
か

が

え
る

。

も

カ

「
機

会
詩

」
と

い
う

こ
と
も

、

「
現
実

が
詩

に
た

い
す

る
誘
因
と
素
材

を
提
供
し
な

く

て
は
な

ら
な

い
。
」
と
か

、

「
現
実

に
根
拠

を
持
た

ぬ
詩
は

、

僕
は

こ
れ
を
少

し
も

重
ん

ず

る
気

に
な
れ
な

い
。
」
と
か

い
う

の
が

、
そ

の
基
本
的
態

度

で
あ
る

。

こ

～
で

、
ゲ

ー
テ
は

エ
ッ
ヵ

ー

マ
ン
に
、

「
徹
底
的

ヘ

へ

に
対
象
を
知

っ
て
い
る
」
よ
う
な

作
品
を
か
け
と
勧
め
て
い
る
。
素
材
も
大
き
な
も
の
を
と
り
あ
げ
ず
、
大
き
な
文
学

作
品
を
初

め
か
ら
書

こ
う
と
す
る

な

.
と
い
う
忠
告
も
、

(
相
手
次
才

で
あ
ろ
う
が
)
こ
う
し
た
ゲ
ー
テ
の
素
材

・
対
象
に
た
い
す
る
態
度
か
ら
き
て
い
る
。
対
象
の
客
観
的
本
質
を

つ
か

も

ヘ

へ

も

へ

む
こ
と
、
そ
れ
と
ゲ
ー
テ
の
主
観
的
体
験
と
の
共
鳴
か
ら
作
品
が
生
れ
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
主
観
に
お
け
る
客
観
的
本
質
と
の

一
致
に

ヘ

へ

よ
る
の
で
、
恣
意
的
に
主
観
を
対
象
や

素
材
に
投
入
す
る
と

い
つ
た
も
の

で
は
な
い
。

一44-一 一一

素
材

(伝

説
)

に
含
ま
れ
た
本
質
的
要
素

を
全
面
的

に
と
ら
え
、
そ
れ
と
作
者

の
時
代

(
ゲ
ー
テ
時
代

)

の
本
質
的
発
展
と

の
関
連
か

ら
、

フ

ァ
ワ
ス
ト
の
世

界

で
も
あ
り
、
ゲ

ー
テ
の
世
界

で
も
あ

る
、

と

い
っ
た

一
っ
の
典

型

的

情

況

と

典

型
的
形
象

が
生
れ
る
。

し
か

.

し

、

そ

れ

ほ
生

々
た

る
生

命

を
呼

吸

し
個
性

を
具

え

た
形

象

で

な
く

て
は

な

ら

ず

、

こ
う
し

た

創

作

に
は

、
対

象
-

他

界

や
自

分

・i

-

 に
た

い
す
る
完
全
な
誠
実

さ
が
要
求

さ
れ
る

の
は
勿
論

で
あ
る
が
、
作
者

は
吾

々
の
想
像

以
上

の
努
力
を
必
要
と
す
る
で
あ

ろ
う
。

そ

の
場
合

に
作
者

の
視
野

の
広

さ
、
見
識

の
高

さ
、
学
識
等

は
、
も
ち

ろ
ん
重
要
な
役

を
す

る
。

二
十
世
紀

の
現
代

に
お
け
る
よ
う
な

高
度

の
諸
料
学

の
発

達
が
未
熟

で
あ

っ
た

、

ゲ
ー
テ
時
代

に
お

炉
て
は
、
学

問
は
、
対
象
と
そ

の
住
命

の
、
全
面
的
把
握

に
は
不

十
分

で



あ
り
レ
丈
学
創
作

に
お
け
る
導
き

を
必
ず

し
も
与
え
ず
㌧
む
し

ろ
往

々
に
し
て
邪
路

に
導

い
た
で
あ

ろ
う
ひ
ゲ
ー
テ
が
学

問

に
対
す
る
不

信

を
表
明

し
て
い
る

の
は
、

そ
う

い
う
未
熟
な
学
問

に
た

い
し
て
で
あ

る
。
そ

こ
で
、
殊
に
初
期

の
ゲ

ー
テ
に
お

い
て
は
、
高
度

の
作
品

ヘ

へ

を
創

作

し

う

る

に
は

、

人
類

の
進

歩

的
方

向

え

の
直
観

が
生

々

と
働

か

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

(
観
念

に
囚

わ

れ

ぬ

リ

ア
リ

ス
ト

で
あ

る

こ
と

も

ま

た
必

要

で
あ

っ
た

だ

ろ
う
。

)

し

か

し
、

上

記

の
こ

と

が
容

易

で
な

い
こ

と

は
、

若

い
ゲ

ー

テ

の
他

の

作

品

を

見

て
も

分

る

。
た

と

え
ば

、

「
ゲ

ッ
ッ
」

に
お

い
て

は
、

ま

だ

「
自

由

」
の
理
念

は
混
乱

し
で

い
る
。

私

は

一,ゲ

.
ツ

」
を
読

み
か

え

し

て
見

て
、

往

年

の
読

書

の
感
銘

と
異

る
も

の
を

お

ぼ

ヘ

へ

え
た

の
だ
が
、

「
泥
棒

ら
的
騎
士

の

「
暴

力

」
を
自
由
と
讃
美
す

る
よ
う

に
と
れ

る
こ
と

は
、
ど
う
し
て
も
鑑
賞

の
障
害

に
な

つ
た
。
自

由

と
は
言
う
ま
で
も
な
く
認
識
さ

れ
た
必
然

で
あ

る
。
上
詑

の

「
自
由

の
混
乱

は
、
没
落

す
る

「
哀

れ
な
存
在

」
で
あ

る
騎
士
を
自
主

独
往

の

「
国

民
的
自
由

の
英
雄

と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
び

そ

の
混
乱

の
必
然
性
も
、

た

し
か

に
ド
イ

ツ
の
後
進
性

に
原
因

が
あ

っ

た
。
民
主
革
命

よ
り
も
国
民
的
統

一
が
先
決
だ

と
思

つ
つ
た

ド
イ

ツ
の
知
識
階
級

が
、

ま
だ
言
う

に
足

る
市
民
階
級

の
力

の
生
成
し
て

い

な

い
時

に
、
そ
う

い
う
自
主
独
往
的

「
天
才

を
解
放

の
シ
ン
ボ

ル
と
考
え

る
こ
と
は
当
然

で
あ

つ
つ
た
。

ゲ

ー
テ
の
当
時

の
理
解
力

で

ヘ

へ

は
農

民
戦

争

の
意

味

を

十

分

に

つ
か

む

こ
と
も

で
き

な

か

っ
た

。

こ

＼
で
は
対

象

的

思
惟

が

十

分

に
貫
徹

さ

れ

て

い
な

い
。

に
も

係

ら

ず

、

ゲ

ー
テ

が
、

デ

ッ
ツ

の
時

代

を
把

握
す

る
た

め

に
研

究

を

つ
ん

だ

て
と

は
、

「
詩

と
真

実

」

に
も

見

ら

れ

る
如

く

で
あ

つ
て

、

私

は

、
今

再

度

の
読

書

に

お

い
て

、

往
年

の

「
自
由

」

の
理
念

へ
の
感

銘

は

消

え

た

が
、

こ
れ

に
反

し

て
、

ゲ

ッ
ツ
の
世

界

が

、

そ

こ

に
よ
く

と
ら

え

ら

れ

て

い
る

こ
と

を
発

見

し

た
思

い
で
あ

つ
た

。

「
フ

。
ウ

ス
ト
」

に
お

い
て

も

、
ま

ず

こ
う

し

た
観

点

を

注
意

す

べ
き

で
は

な

い
か
。

即

ち
、

フ

ァ
ゥ

ス
ト

を
何

か

理
念

の
表

現

と
見

る
見

方

以
前

に
、

そ

れ

を

一
つ
の
、

ま

さ

に

「
フ

ァ
ウ

ス
ト

」

の
世

界

で
あ

つ
て
、

「
ゲ

ー

テ

の
総

餓
悔

」
と

か

「
ゲ

ー

テ

の
全

思

想

云

ヘ

へ

々

」

は

少

く

と

も

の
ち

の

問

題

で

あ

る
b

フ

ァ
ウ

ス
ト

は

ま

ず

フ

ァ
ゥ

ス

ト

で

あ

つ
て

、

フ

ァ
ゥ

ス

ト

即

ゲ

ー

テ

で

は

な

い

。

こ

の

自

明

ゲ

ー
テ

「
フ
ァ
ウ

ス
ト
」

の
素
材

に
つ
い

て
の
考
察

一45一
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研

究

第
十

一
輯

の

こ
と

が

忘

れ

ら

れ

、
又

は
鑑

賞

態
度

に
転

倒

を
生

じ

た
り

す

る
が

た

め

に

、
種

々

の
謬

論

が

生

ず

る

の
で

は
な

か

ろ
う
か

?

実

は

、

そ

う

し
た

見

方

自
体

が

、

前

述

し

た

意

味

か
ら
も

、

「
ゲ

ー
テ

」
的

で
は

な

い
し
、

或

は
ま

た

「
文

学

的

」

で

も

な

い

よ

う

に

見

え

る

。

こ
の
正
し
い
鑑
賞
態
度
を
妨
害
し
、
今
日
吾
々
が
も

っ
て
い
る
ゲ
ー
テ
像
を
、
少
な
か
ら
ず

「
伝
説
」
的
な
も
の
と

し
た
責
任
の
多
く
が
、、
無
数

の
下

イ
ツ
的
観
念
論
的

ゲ
ー
テ
研
究
家
に
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

一
般

に
馬
例
え
ば
哲
学
思
想
な
ど
か
ら
作
品
を
説
明
す
る
場
合
に
、
た
し
か
に
哲
学
と
文
学
の
相
互
作
用
は
存
在
す
る
と
し
て
も
、
両
者
の
関
係
、
原

因
結
果
の
関
係
を
混
同
し
な

い
用
意
が
必
要
で
あ
る
。
両
者
は

一
応
対
等
な
、
人
間
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
i
的
産
物
で
あ

っ
た

。
哲
学
が
文
学
の
基
礎
で
も
あ

る
か
の
如
き
幻
想
を
与

え
て
は
な
ら
な
い
、
と
私
は
考
え
る
、

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
の
正
し
い
読
み
方
に
つ
い
て
の

一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
は
、
ゲ
ー

　
お

ぜ

テ
が
、

一
八

二
七
年
五
月
六
日
、
エ
ッ
カ
ー

マ
ン
に
語
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。

い
つ

れ

に
し

て
も

、

ゲ

!

テ
の

フ

ァ
ウ

ス
ト

を

十

六
世

紀

の

フ

ァ
ウ

ス
ト

像

か

ら
切

り
離

し

て

理
解

し
よ

う

と
す

る

よ
う

な
態

度

で

は

「
ア

ウ

エ
ル

バ
ッ
ハ

の
害

」

σ
魔

法

も

、
「
魔

女

の
厨

」
も

、

「
ヴ

ル

プ

ル
ギ

ス
の
夜

」
も

、
所

詮

は

た

だ

、
す

こ

ぶ

る
奇

妙

な
も

の
と
映

ず

る

ほ

か

は

な

い
だ

ろ
う

。

私

は

つ
ぎ

に
、

比

較

的
奇

妙

で

な

い
場
合

も

、

や
は

り

「
フ

ァ
ゥ

ス
ト

の
世

界

」
と

し

て
理
解

し

た
方

が

よ

い
と
思

わ

れ

る

一
例

を

あ
げ

て
お

き

た

い
。

・

,

ゲ
L
テ
の

「
フ
ァ
ウ

ス
ド
」
に
は
飛
行
・
上
昇

に
た
い
す
る
憧
憬
が
所

々
に
見
ら
馨

・
例
え
ば

δ

山ハ
四
⊥

〇
九
九
行
を
引
い
て
・
あ
る
研
舞

は

言
う

。

「
フ
ァ
ウ

ス
ト
は

『
あ
あ
心
霊

は
あ

っ
て
も

、
肉

の
翼

が
た
や
す
く

こ
れ

に
伴
わ

ぬ
と

は
情
な

い
。
』
と
言

つ
て
い
る
が

、
も

し

『
肉

の
翼

』

が
与

え
ら
れ
た
ら

一
体
ど

こ
え
飛
び
去

ろ
う
と
い
う

の

で
あ
ろ

う
か

。
ま

た

フ
ァ
ウ

ス
ト
は

『
感
情

は
高
く
翔

っ
て
前

へ
前

へ
と
進

み
ゆ
く
』

も

の
だ

と

言

っ
て

い
る
が

、
そ

の
行
く

先

に
は

一
体

ど
ん

な
王
国
が

予
想
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か

。
」

現

代
人
の
感

覚

で
は
ま

さ

に
そ
の
と

お
り

で
あ
ろ
う

。
今
日
は
児
童

と

い
え
ど

も
鳥

を
見

て
鳥

の
如
く

飛
行
す
る

こ
と
を
空

想
す

る
傾
向

は

い
よ

い
よ

稀
と

な

っ
て
ゆ
く

で
あ

ろ
う

。
し

か
し
昔
は

、
レ
オ
ナ

ル
ド

・
ダ
ヴ

ィ

ン
チ

に
し

て
も

、
オ
ッ
ト

・
リ
リ

エ
ン
タ
ー

ル
に
し

て
も

一
応

飛
行

を
そ
う

い
う

も

の
と
し

て
考

え
た

。
明
ら
か

に

、

飛
行
機

の
出
現

が

、
ゲ
ー
テ
時

代
と
吾

々

を
区
別

し

て
い
る
の
で
あ
る

。
し
か
し

、

「
フ
ァ
ゥ

ス
ト
」
伝
説

が
魔
法

一一46一



に
よ
る
飛
行
と
関

係
が
あ

る

こ
と

を
知

っ
て
、

「
フ
ァ
ゥ

ス
ト
」
を

「
フ
ァ
ゥ

ス
ト
」
と
し

て
読

め
ば

、
少
く

と

も
そ
れ

ほ
ど

不
自

然
で
は

な
く

な
る
だ

ろ

う

。
こ
の
点

、

ゲ
ー
テ
時

代

に
は
も

っ
と
有
利
だ

つ
た
と
考

え
ら
れ

る
。

こ
れ
ら

の
章
句

は
、
後
述

す
る
だ
ろ

う
如
く

、
類
似

の
も

の
が

、

「
ヴ

ェ
ル
テ

ル
」

の
中

に
も

あ
り

、
そ
れ

は
ゲ
ー

テ
の
自

然
感
情

を
表

明
す

る
詩

人
的
独
白

と
も
解

せ
ら

れ

、
概
し

て
、
ゲ
ー
テ
時
代

の
読
者
は

、
そ

の
ま

㌧
で
も

共

〔
註

〕

鳴

を
感

じ
得

た
だ

ろ

う
と
思
わ
れ

る
か
ら

で
あ

る

。

〆

(
〔
註

〕
爾

、
伝
説

、
神
話
等

に
お

け
る

「
空

想

」
と

リ

ァ
リ

ズ

ム
の
関
係

に

つ
い
て
、
少

し
だ

け
示
唆
的

な
言

葉
を
附

記
し

て
お
き

た

い
。

ー

ラ
イ

ト
の
発
動
機
附
航
空
機
の
発
明

(
一
九
〇
三
年
)
は
、
人
類
の
頭
脳
か
ら
鳥
の
如
き
飛
行
の
夢

(空
想
)
を
追

い
払

っ
た
。
今
日
で
は
飛
行
を
憧
れ
る
場

合
も

、
す
ぐ
に
連
想
す
る
の
は
飛
行
機
で
あ
ろ
う
。

「
近
代
文
明
と
と
も
に
ギ
フ
シ
ヤ
神
話
は
消

え
た
。
」
電
気
の
発
明

に
た
い
し
て
ジ

ュ
ピ
タ
ー

〔
雷

神
〕
は
存
在
に
た
え
な
い
:
…

。
し
か
も
ギ
リ
シ
ヤ
神
話

な
し

で
は
考
え
ら
れ
な
い
ギ
リ
シ
ヤ
芸
術
が
後
世
の
鑑
賞
に
た
え
得

な
い
だ
ろ
う
か
2

人
類

の

「幼
年
時
代
」
の
想
像
が
老
年
時
代
の
人
類
を
喜
ば

せ
な
い
だ
ろ
う
か
?

「
大
人
は
ふ
た
た
び
子
供
に
な
る

こ
ど
は
で
き
な

い
…
…
だ
が
、
子
供
の
無

邪
気
さ
は
彼
を
よ
ろ
こ
ば

せ
な
い
だ
ろ
う
か
p

そ
し
て
、
よ
り
高
い
段
階

で
自
分
の
真
実
さ
を
再
生
産
す
る
た
め
に
、
ふ
た
た
び
み
ず
か
ら
努
力
し
て

は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
か
?

子
供
の
よ
う
な
性
質
の
人
に
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
そ
の
自
分
の
性
格
が
そ
の
自
然
の
ま

㌧
の
真
実
さ

で
よ
み
が
え
ら
な
い

ヘ

へ

だ

ろ
う
か

?
…
…

」
(蕉

・
マ
ル
グ

ス
に
よ

る
))
去

っ
て
か

え
ら

ぬ
幼
年
時

代

で
あ
る
か

ら

こ
そ
、
そ

の
健
康

で
無
邪
気
な
空

想
が

、
大

人

を
喜
ば

せ
る

。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

カ

ヘ

へ

こ
う

い
う
面

が
芸

術

に
は

あ
る

。
し
か

し
大
人
は
子

供
に
は
な
れ

な

い
、

せ
い
ぜ

い
も

う
ろ
く
す

る
ぐ
ら

い
の
も

の
だ

。
そ

こ

で
空
想

を
も

て
あ

そ

ぶ
こ

と
は

、
邪
道

で
あ
ろ
う

、
子
供

に
と

っ
て
は

、
ー

幼
年

時
代

の
人

類

に
と

っ
て
は

-ー

そ
れ
は

、
真
面
目

な

、
或

る
意
味

で
リ

ァ

ル
な

、

((即
ち
彼

ら

の
生
活
や
自
然
に
対
す
る
関
係
や
希
望
を
表
現
し
た
))
も
の
で
あ

っ
た
。
A

・
シ
ュ
ヴ
ァ
ィ
ツ
ア
は
ア
フ
リ
カ
の
原
住
民
が
幻
燈
を
見
て
虚
構
と
現
実
の
区

(
6

)

別
が
つ
か
な

い
こ
と
を
の

べ
、
次
の
如
く
述

べ
て
い
る
。

す

べ
て
の
画
嫁
は
現
実
の
再
現

で
な
け
れ
ば
な
ら

癒
と
い
う
素
朴
性
以
上

に
、
人
間
が
脱
し
た
瞬
間
か
ら
、
危
険
を
包
蔵
す
る
進
歩
の
軌
道
に
乗

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
失
わ
れ
て
ふ
た
た
び
帰
ら
な

い
単
純
性
の
か
わ
り
に
、
高
度
の
精
神
的
単
純
性
を
獲
得
す
る
場
合
に
の
み
、
人
間
は
そ
の
進
歩
の

軌
道
を
進
ん
で
害
な
き

こ
と
を
得
る
の
だ
。

)

,

フ

。
ウ

ス
ト

の
世

界

を
離

れ

て

、

そ

の

「
飛
行

」

を
見

て
、

た

だ

ち

に

レ
ア
リ

ス
テ

ィ

ツ
ク

で
な

い
、

と
断
定

す

る

と
す

れ
ば

、
少

し

9
く
早

計

で

あ
り

、

又

、

そ

の
た

め

に
作

品

の
価

値

が

下

る

と
す

る

こ
と

は

さ

ら

に
ま

た
早

計

で

あ

ろ

う

と
思

う

。
尚

、
ゲ

r

テ

は
、

「
フ
ァ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ウ

ス
ト

」
申

に
は
、

飛
行

の
憧
爆

は

の

べ
て

い
る
が

、
魔

法

に
よ

つ
て

飛
行

し
た

、

と

い
う

こ
と

に
億

し

て

い
な

い
。

(
外
套

や
酒

樽

に

一47一
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人

文

研

究

第
十

一
輯

乗

る

の
も

メ

フ

ィ
ス
ト

。

)

そ

の
創

作

方
法

自
体

か

ら
も

、

自

然

に
生

ず

る
結

果

で

あ

る
が

、

ゲ

ー
テ

は
、

フ

ァ
ウ

ス
ト
伝

説

を

、
彼

の

時
代

感

覚

に
で
き

る
だ

け

リ

ァ
リ

ス
テ
ィ
.
ク

に
接

近

し
う

る
も

の

に
変

え

よ
う

と

し

て

い
る

よ

う

で
あ

る
。

な
お

、
前

述

の
ご

と
く
科

学

が
現

代

の
よ

う

に
発

達

す

れ
ば

、
神

話

伝

説

の
世

界

と
、

現
実

の
世

界

と

は
、

ま

す

ま

す
明

晰

に
分

離

さ

れ

る
だ

ろ
う

。

空

想

は

空
想

そ

れ

自

身

と

し

て

の
面

白

味

は
依
然

失

わ

な

い
と

し
て
も

、

そ

れ
が

現
実

を
反

映

す

る
真

面

目

な
も

の
と

し

て
は

、

だ

ん

だ

ん
受

け

と

り
が

た
く

な

る
。

過

去

の
空
想

と
現
在

の
現

実

は
、
対

立

し
、

前

者

は
固
定

し

て
発

展

し
が

た

く

な

る
。

と

こ

ろ
が

、

十

九
世

紀

の
人

類

の
偉

大

な
自

然
科

学

以
前

で
も

あ

る

(
も

ち

ろ
ん

ラ

イ
ト

以
前

で
も

あ

る

)

ゲ

!

テ

の
時

代

に
は

、

民
衆

の
申

に
空
想

作

用

の
余

地

が
多

分

に
残

つ
て

い
て
、
伝

説

の
内

容

も

流

動

し
得

た

。
す

な

わ

ち

そ

れ

が
生

成

し
発

展

す

る

力

を

な

お

多

分

に

も

つ
て

い
た

。

そ

こ

で
、

ゲ

ー

テ
も

そ

れ

を
改

変

し
た

り

発

展

さ

せ

る

こ
と

が
不

自

然

で
は

な

か

つ
た

、

と
考

え

ら

れ

る
。

し
た

が

つ
て

ゲ

ー

テ

の

「
フ

ァ
ウ

ス
ト

」

は

そ

れ
が
世

界

文

学

に
お

け
る
最

高

の
傑

作

の

一
つ
だ

と

い
う
た

め
ば

か
り

で

な

く

、

ド

イ

ツ
の

フ

ァ
ウ

ス

ト
伝

説

の
生

き

た

フ

ァ
ウ

ス
ト

像

を
発

展

さ

せ
た

も

の
、
す

な

わ
ち

、

素

材

(
対

象

)

の
客

観

的
存

在

と
生
命

を
発

展

さ
せ

た
も

の

と

し

て

は
、

ま

ず

最
後

の
も

の
と

な

る

の
で
は

な

い
か

、

と

い
う
風

に
感

じ
ら

れ

る

。

い

つ

れ

に

し

て

も

ゲ

ー

テ

の

「
フ

ァ
ウ

ス
ト

」
が

、

「
フ
ァ
ウ

ス
ト
伝

説

」

の
最

後

の
仕

上
げ

を

し

た
も

の

と
言

っ
て
も

、

ま

ず
大

し

た

あ

や
ま

り

で

は

な

い
だ

ろ
う

。

大

衆

も

ま

た

「
フ
ァ
ウ

ス
ト
」

と
言

え
ば

何

よ
り

も

ゲ

ー

テ

の

「
フ

ァ
ゥ

ス
ト

」
を
考

え

る

。

こ

の
傾

向

は
後

世

に
さ

ら

に
続

く

だ

ろ

う

。

=

フ

ァ
ウ

ス

ト

の

歴

史

的

モ

デ

ル

魔
法
使
伝
説

の
系
図
を

た
ど
る
前

に
、
史
実

と
し
て
の
フ

ァ
ウ

ス
ト
と

い
う
人
物

に
つ
い
て
概
説

し
た

い
。

モ
デ
ル
論

議

に
つ
い
て

の

の

私
見

は
前

述

に

一
言

し
た

。
史

実

と

し

て
存

在

し
な

か

っ
た

と
か

、

し
た

と

か
は

、

言

わ
ば

文

学

以
前

で
あ

ろ
う

。

こ

＼
で
は
ま

た

そ

う

　
　

　

し
た
実

証
的
研
究

を
意
図
す
る

の
で
も

な

い
。
私
は

「
テ
ル
と
民
主
主
義
」
と

い
う
小
論

に
お

い
て
、

テ
ル
と

い
う
人
物

の
実

在

は
疑
問

一一48一



で
あ

る
が

、
そ
れ
が

ス
イ

ス
人

の
籔

的
籍

を
あ
ら
わ
す
人
物

で
あ
る

こ
と
を

認
め
た
・
伝
説

の
主
人
公

に
お
い
て
・
民
衆

は
自
己
の

-民

族

0
好

む

一
種

の
典

型

を

つ
く

り

あ
げ

る
。
!民
衆

自

身
が

詩

人

の
創

作
活

動

を
代

行

す

る

。

フ
》

ウ

ス
ト
伝

説

の

フ

ァ
ウ

ス
ト

も

十

六

世

紀

ド

イ

ツ
人

の

一
種

の
典

型

と

な

る

。

こ
の
伝

説

の

ア

ァ
ウ

ス
ト

を

、

ゲ

ー

テ
は
、

さ
ら

に
、

十

八
世
紀

後

半

の

フ
ラ

ン
ス
革

命
前

後

の
ド

イ

ツ

の
先

進
的

イ

ン
テ
リ
階

層

人

士

の

一
種

の
典

型

へ
と
高

め
た

、

と
言

え

る
だ

ろ
う

。

(
少

く

と
も

そ

の

精

神

と

性

格

に
お

い

て

)そ

こ

で

、

伝
説

フ

ァ
ウ

ス
ト

の

モ
デ

ル
は

、
必

ず

し
も

一
人

た

る

を

要

し
な

い
。
、
K

・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー

に
よ

れ
ば

、

十

六

世

紀

始

め

諸

地

方

を
浮
浪

し

た
手

品

使

の

フ
。
ウ

ス
ト

は
、

「
第

二

の
魔

法

使

、

若

い

フ
ァ
ウ

ス
ト

」

(
q
霞

甘
β
讐

扇
碧

。・f

働
霞

N
類
①
一8

舘

暫
σq
霧

)

ロ

　
　

　

と
自

称

し

た

由

、

従

つ
て
第

一
の
魔

法
使

古

い

フ
ァ
ウ

ス
ト
が
考

え

ら

れ

る
、

と
言

つ
て

い
る

。

さ
て

フ
ァ
ウ

ス
ト

と

い
う

人
物

の
想
定

的

モ
デ

ル
は

、

ヨ
ー

ハ

ン

・
フ

ァ
ウ

ス
ト

と
言

い
、

ま
た

、

ゲ

オ

ル
グ

・
フ

ァ
ウ

ス
ト

と

も

言

う

。
後

者

に

つ

い
て

、

だ
.い
た

い
ど

う

い

っ
た
性

格

の
も

の
か
述

べ
よ

う

。

,

、

、

ゲ

オ

ル

ク

.
ラ

。
ウ

ス
ト

は
多

分

ヴ

ュ
ル

テ

ム
ベ

ル
ク

の
ク

ニ

.
,ト

リ

ン
ゲ

ン
、

も

し
く

は

ハ
イ
デ

ル
ベ

ル
ク
附

近

の

ヘ
ル

ム

シ
ュ
テ
・
ト

に

一
四

八
〇

年

頃

に
生

れ
、
多

分

一
五

三
六
-

三

九
年

の
間

に
ブ

ラ

ィ

ス
ガ
オ

の

シ
ェ
タ

ウ

フ
ェ
ン
で
死

ん
だ

人
物

で

あ

ろ

う
と

ざ

れ

る
。

一
五
〇

六
年

以
来

、
彼

は
魔

術

師

占

星
術

師

と

し

て
知

ら

れ

る

に

い
た

る

。

一
五
〇

六
年

に
は

ク

ロ
ィ

ツ
ナ

ー

ハ
の
学

校

教

師

に
な

つ
た

が

、
素

行

上
芳

し
く

な

い
点

が

あ

つ
て

追

放

さ

れ

、

そ

の
後

エ
ー

ル

フ
μ

ト

(
一
五

=

二
)

バ

ム
ベ

ル
ク

.(
一
五

二
Q

)

イ

ン
ゴ

ル

シ
ュ

タ
ッ
ト

(
一
五

二
八
)

、

ニ
ュ
ー

ル

ン
ベ

ル
ク

(
一
五

三

二
)

と
滞

在

し

た

と

い

う

。

殆

ん
ど
各

所

に
暫

ら

く
滞

在

し

て
は
追

放

き
れ

た

由

。
彼

の
生

時

か

ら

、
種

々

の
虚

構

が
彼

の
行

状

に
加

え
ら

れ
、

一
種

の
伝
説

が
形

成

さ

れ

つ

㌧
あ

っ
た

と
も

言

う

。

以

上

の
性

格

か

ら

は

ル
タ

ー

に
対
立

す

る

ほ

ど

の
大

学

者
大

人
物

は
考

え
ら

れ

な

い
。

た

だ

の
詐

欺

師

的

人
物

で
み

る
が

、

し
か

し
知

識

層

で
あ

る

こ
と

、
.

大

律

奮

の
籍

を
も

つ
て

い
る

こ
と
、

そ

の
上
放
浪
的

で
あ

り
・
暮

3

と

い
う
も

の
が
な

い
・

F

●
シ
ュ
ト
リ
・
ヒ
に
よ
る
と
だ

ゲ

ー
テ

「
フ

ァ
ウ

ス
ト
」

の
護

材

に

つ
い

て
の
考
察

一49一



ノ

人

文

研

究

第
十

一
輯

い
た

い
流

動
や
浪
漫
性

は
ド
イ

ツ
人

の

頃
暮
霞

で
あ
り
、
理
想
主
義
が

Φ
①
δ
げ
で
あ
る
由
だ
が
、
上

記

の
性

格

に

一
筋

通
ず

る
も

の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
あ

ろ
う
。

空
想
的
な
大
ほ
ら

ふ
き
も
、
現
実

以
上

の
祈
念
す

る
理
想
主
義
的
性
格

か
ら
生
ず
る
か
も
知
れ

な

い
か
ら

で
あ
る
。

そ
れ

は
と
も
か
く
、

こ
う
し
た
人
物

の
噂

や
虚
構

の
上

に
の
み
フ

ァ
ウ
ス
ト
伝
説

が
き
つ
か
れ
た
と
言

う

こ
と

は
考

え
ら

れ
な

い
。
む

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

ろ
主

と
な

る
も

の
は
人

類

の
有

す

る
過

去

の
魔

法

使
伝

説

で
あ

ろ
う

。

そ

し

て
た

ま

た

ま

フ

マ
ウ

ス
ト

と

い
う

、

よ
り
多

く

ド

イ

ツ
人

へ

的
性
格

と
、
時
代
的
傾
向

を
あ
ら
わ
し
て

い
る

人
物

が
、
言
わ
ば

伝
説
形
成

へ
の
契
機

と
な
っ
た
。
言
わ
ば
詩

作

に
お
け
る

囲
言
σq
①
び
昌
β
σq

を
あ

た
え
た

。
当
時
、
宗
教
改
革
時
代

の
過
程

に
お
い
て
は
、

ド
イ

ツ
国
内

の
知
識
層

の
交

流
も
相
当
は
げ
し
く
、

フ

ァ
ゥ

ス
ト

の
流
浪

的
傾
向
も
幾
分

、
そ
う

い
う
現
実

を
反
映
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
史
実

の
詐
欺
師
的

フ

ァ
ゥ

ス
ト

を

ル
タ
ー
に
対
立
す
る
大
学
者
大
人
物

に
仕
立

て
た

の
も

、
結
局
そ
う

い
う
時
代
と
ド
イ

ツ
民
族

の
嗜
好
が
大
き
く
働

い
た
、
と
考
え
ら

れ
る
。
、
し
か
し
、

い
つ
れ

に
し
て
も
過

去

の
魔

法
使
伝
説

と
、
歴
史
的
実
在
人
物

の
行
状

が
、
複
雑
な
過
程

で
多

か
れ
少
か
れ
混
酒

し
て

い
る
と
は
言
え
る
で
あ

ろ
う
。

一50一

 

ヨ

シ

モ
シ
伝
説

に

つ
い
て

、

つ
ぎ

に
過

去

の
魔

法

使

伝

説

、

主

に

シ

モ
'ン
伝

説

(
聾
目
o
β

寓
蟄
σq
勢

)

に

つ

い
て

や

～
く

わ

し
く

考

察

し
て

み

た

い
。

こ
れ

は

聖
書

、

使

徒
行

伝

第

八
章

以

下

に
見

ら

れ
る

、

サ

マ
リ

ヤ

の

シ

モ

ン
の
話

で
あ

る
。

「
愛

に

シ

モ

ン
と

い
う

人

あ
り

、
前

に
そ

の
町

に
て
魔

術

を
行

い
、
サ

マ
リ

ヤ
人
を

驚

か

し
て

自

ら
大

い
な

る
も

の
と
称

え

た

り

。
」

ー

彼

は
同

国

人

に
よ

つ
て

「
神

の
大

能

…

と

よ
ば
れ
、
最
高

の
神
的
存
在
と

し
て
尊
敬

さ
れ

て

い
た
が
、
ピ
リ
ポ
の
教
化

に
よ
っ
て

キ
リ

ス
ト
教

に
帰
依

す
る
。
し
か
し
そ
の
際
彼

ヘ

ヘ

ヘ

ダ

は

ペ
テ

ロ
に
金

を

提
供

し

て
、

「
聖

霊

を
授

く

る
権

威

を

吾

に
も
与

え

よ

。

」
と

言

う

。

私
見

に
よ

れ

ば

、

こ
の
当
然

の
主

張

懇

願

は

、

　
　

　

ペ

テ

ロ
に
よ

め
論

駁

さ

れ
拒

絶

き

れ

る
。

俗

に
、
教

会

側

か

ら

は

、
彼

が

邪

信
徒

の
元

祖

で
あ
り

、
後

の
す

べ
て

の
グ

ノ
ー

シ
ス
派

(秘

法

を

事

と
す

る
)

の

元

祖

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い
惹
。

(
し

か

し
、
彼

が

グ

ノ
1

シ

ス
派

の
元
祖

で

あ

っ

つ
た

と

い
う
史

釣

根

拠

に



も
ち
ろ
ん
存
在

し
な

い
。
た
だ
彼

を
最
高
神

の
示
現

と
し
て
尊
崇
し
た
グ

ノ
ー
シ
ス
派

の

一
宗

派

に
シ
モ
ン
宗

な
る
も

の
が
存
在

レ
た

こ

と
は
事
実

で
あ

る
。
)

・

●

。

そ

こ

で

、

聖

書

の
科

学

的

研

究

に

つ

い

て

言

え

ば

、

ブ

ル

ー

ノ
ー

・
バ

ゥ

ァ

i

(
H
W婦
β
β
O

H
W鉾
⊆
①
目

目
Q◎
O
㊤
ー

Q◎
団
)

の
原

始

基

督

教

に

つ

ノ

い
て

の
研
究

以
後

、
新
約
聖
書

の
う
ち
著
作
年
代

の
確
定

さ
れ
た
も

の
が

一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
聖
書
中
、
最
古

の
文
献

で
あ
る

「
ヨ
ハ
ネ

(
10

)

黙

示

録

」

で
、
紀

元

六

七
年

か

ら

六

八
年

の
問

に
成

立

し

た
、

と

さ
れ

る

。

(
F

・
エ

ン
ゲ

ル

ス

に
よ

る
。
丁)

そ

う

し

た

研

究

に
従

え

気

＼

ば
、

「
キ
リ

ス
ト
教

そ

れ
自

体

は

フ
ラ

ヴ

ィ
ゥ

ス
朝

諸

帝

の
治

下

で

〔
六

九
-

九
六
年

〕
、

新

約

聖

書

は

、

ハ
ド
リ

ァ
ヌ

ス
お

よ
び

マ
ル

,
ク

ス

・
ア
ウ

レ
リ
ウ

ス
諸

帝

の
治

下

で

〔
一
.一
七
ー

一
八
〇

年

〕

ば

じ

め
て
成

立

し
た

」
と

い
う

。

以

上

の
こ
と

と
同

時

に

バ

ウ
ア

ー

の

科

学

的

研
究

に
よ

つ
て

、

イ

エ

ス
お

よ

び
彼

の
弟

子

に
関
す

る
新

約

聖
書

中

の
物

語

の
た

め

の
、

い

つ
さ

い
の

歴

史

的

背

景

が

消
滅

す

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る
。
そ
し
て

「
そ
れ
ら

の
物
語

の
な
か

で
は
、
最
初
期

の
教
団

の
内
部
的
発
展
段
階

と
感
情
上

の
斗
争

と
が
、
多

か
れ
少
か
れ
虚
構

の
人

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

(11

)

物

の
上

に
移

し
植

え

ら

れ

て

い
る

が

、
そ

れ

ら

の
も

の
は
伝

説

に
解

消

し

て

し

ま

う

。
」

(
同

じ
く

、

F

エ
ン
ゲ

ル

ス
に

よ
る

。
傍

点
筆

者

)と

こ

ろ
が

、
魔

法
使

シ

モ

ン
の
・話

は
、

ク

レ

メ

ン
ス

・
ロ
マ
ー

ヌ

ス

(
9
①
B
Φ
塁

葬
○
琴
導

岳

一
〇

二
年

死

亡

と

さ
れ

る
が

、
或

は

.

九

九
年

か

と
も
言

わ
れ

る
。

)

な

る

、

ペ
テ

ロ
の
弟
子

と

き
れ

る
人
物

の
名

を
冠

し

た
文

献

(⇔
δ

O
δ
影
o
暮

冒

冨
9

㊦
β

国
o
B
罠

①
昌

q
昌

閑
①
犀
o
σq
巳
寓
暮

曾

に
も

現

わ

れ

る
。

こ
れ

に
よ

る

ど
、

パ
オ

ロ
が
魔

法

使

シ

モ

ン
の
假
面

の
も

と

に
、

ペ
テ

ロ
の
論

敵

と

し

て
現

わ

れ
、

常

に

ペ
テ

ロ
に
論
駁

さ

れ

、
海

陸

を
越
え

て
逃

げ

る
が

、
最

後

に

ロ
ー

マ
に
遁
れ

、
皇

帝

ネ

ロ
の
前

で
法

力

を
較

べ
た

の
ち

A
昇

天

し
よ
ケ
と
す

る
・
砿
か
し
・

ペ
テ

。
の
祈
祷

の
　一量

に
よ

つ
て
転
落
す

る
・

と
さ
れ
で

い
砺
2

一世
紀

笛

来
す

る
こ
の
ク

レ
メ
ン
ス

[

課

の
方

が

、

ク

レ
メ

ン

ス
の
死
亡

(
九

九
-

一
〇

二
年

)

と
前

記

の
聖

書

発

生
年

代

(
一

一
七
i

一
八
〇

年

)
を
照

ら

し

て
見

で
も

、
実

51

は
古

い
と
考

え

ら
れ

る

。
そ

の
物

語

の
内

容

上

か

ら
も

、
聖

書

の
方

が

、

や
や
正

統

的

キ

リ

ス
ト
教

の
勝
利

が

お
か

明
白

に
な

っ
た

時
代

一

ゲ
ー
テ

「
フ
,ア
ウ

ス
ト
」
の
素
材
に
つ
い
て
の
考
察



郷

人

文

研

究

第
十

一
輯

に
書

か

れ

た

も

の
で

は
な

い
か

と

い
う
印

象

を
受

け

る
。

い
つ

れ

に
し

て
も

、

ペ

テ

ロ
と

い

い
ポ

ー

ロ
と

い

い
、

シ

モ

ン
と

い

い
、

伝

説

的

な
存

在

で
あ

っ
て

、
要

す

る

に
原

始

キ

リ

ス
ト

教

の
発
生

過

程

か

ら

、

生

じ

た
伝

説

に
過

ぎ

な

い
。

し
か

も

前

述

の
ご
と
く

発

生

当

時

ヘ

へ

ー

ー
或

は
そ

の
以

前

の
原

始

キ

リ

ス
ト
教

内

の
各

派
閥

間

の
激

し

い
対
立

を
反

映

し

て

い
る
。

そ

う

し

た

派
閥

は
、

も

ど
も

と

対

等

の

一

派

一
派

で
あ

つ
た

だ

ろ
う

。

、

シ

モ
ン
は
金

で
権
威

を
買

お

う

と
し

た

、

と

い
う

が

、
原

始

キ

リ

ス
ト
教

成

立

当

時

の
、

各

派

の
頭

目

に
と

つ
て
そ

の
最
大

関

心

は
、

ヘ

へ

一、人

で
も

二
人

で
も

信

徒

の
数

を

ふ
や
す

こ
と

で
あ

っ
た

。

そ

れ
も
、

何

よ

り
も

信

徒

の
献

金

が

、
幽
生

死

に
関

す

る
深
刻

な

問
題

で
あ

つ

た

た

め

に

ほ
か

な
ら

な

い
。
そ

こ

で

シ

モ

ン
の
金

の
提

供
も

、

当

時

と

し

て

は
お

そ
ら

く

当
然

自

明

の

こ
と

で
あ

つ
た

だ

ろ

う

。

!
-
ー
つ

ま

り

、

成
立

当
時

の
段
階

で
、
実

在

の

「
.ペ
テ

ロ
」
な

り

「
シ

モ

ン
」

な
り

を
想

像

す

る
と

、

そ

う

い
う
対

等

の
人
物

が
考

え

ら

れ

る

。

と

こ
ろ

が

、

そ

の
後

正
統

派

キ

リ

ス
ト
教

に
発

展

し
た
も

の

の
手

に
よ

っ
て

、

ン

モ

ン
に
全

く

邪

者

の
判

定

を

く

だ

し

た
伝

説

が

作

ら

れ

シ

モ

ン
を
異

教

対

立

と
し

て

の
明
白

な
貌

に
し

あ
げ

た

。

/

「
お
よ

そ
原

始

キ

リ

ス
ト
教

成

立

時
代

の

ロ
ー

マ
、

ギ

リ

シ
ヤ

で
も

、

殊

に
小

ア

ジ
ア
、

シ
リ

ア
、

エ
ジ
プ

ト

な

ど
は

尚

更

、
各

民

族

の

さ

ま
ぎ

ま

な
迷

信

や
も

っ
と
も

ら

し

い
隔

着

や

ご
ま

か

し

の
横

行

す

る
時
代

,
で
、

「
奇

蹟

や
神

が

か
り

や
幻

怪

や

降

神
術

や
う

ら

な

が
　
　

い
や
錬
金

術

や
、

そ

の
他

の
秘
密

の
魔
術
が

、
先
達
を
演

じ
て

い
た
時
代

で
あ

つ
た
。
」

(
エ
ン
ゲ
ル

ス
)
こ
う
し
た
雰
囲
気

の
中

か
ら

し

か
も
超
自
然

の
空
想
や
迷
信

に
耳
を
も

つ
と
も
傾

け
や
す

い
、
被

圧
迫
階

級
大
衆

の
中
か
ら
、
キ
リ

ス
ト
教
は
生

じ
た
。
当
時

は
大
衆

ヘ

ヘ

へ

を
腸
着
す

る
よ
う
な
奇
術

、

ぺ
て
ん
が
、

も

っ
と
も
ら
し
く
通
用
し
た
時
代

で
あ

る
と
す
れ
ば
、
も
と
も
と
聖
書

に
見
ら
れ

る
よ
う
な
、

},予

言
」
な
ど
も
大

い
に
大
衆

欺
職

の
役

を
演

じ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
前
述

の
ご
と
く
、
聖
書
成
立

の
年
代

を

二
世
紀
以
上
も
前

に
繰
り

上
げ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

そ
こ
に
語
ら
れ
て

い
る
予
言

は
歴
史
的
事
実

と
し
て
は
既

に
生

じ
て

い
た
既
知

の
事
柄

で
あ
つ
た

か
ら
、

適
中

す

る
の
は
当
然

で
あ
る
が
、
後

代

は
こ
れ
を
信
じ
た

の
で
あ
る
。

一52
一



以

上

の

こ
と

か
ら

も
魔

法

と
宗

教

の
密

接

な

関
係

は
暗

示

さ

れ

た

と
思

う

。

そ

し
て

そ

れ

は

一
ま

ず

対

等

の
資
格

の
も

の
で

あ

っ
た

。

と
言

え

よ

う

。

(魔
法
は
お
そ
ら
く
宗
教
よ
り
も
古

い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
㌧
で
は
、
両
者

の
関
係
に
つ
い
て
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
。
)

す

で

に
生

じ
た
伝

説

に
お

い
て

は
、
密

教
的
宗

派

と

正
統

派

キ
リ

ス
ト
教

と

の
対
立

は

、
異

教

乃

至
ギ

リ

シ
ヤ
的

要
素

と

、

キ
サ

ス
ト

,教

的

要

素

の
対

立

と

し
て
感

ぜ

ら

れ

る

に

い
た

る

。

シ

モ
ン
伝

説

に
お

い
て

、
彼

ど
と

も

に
尊
敬

さ
れ

て

い
る
彼

の
恋

人

は

ヘ
レ
ナ

で
あ

る

。

こ

の
.ヘ
レ
ナ

は
何

も

ギ

リ

シ
ヤ

と
関

係

は

な

い
か
も

知

れ
な

い
、

又

、

フ

7
ウ

ス
ト
伝

説

の

ヘ
レ
ナ

は
、

シ

モ

ン
伝

説

よ

り

も

さ
ら

-に
古

い
ホ

ー

マ
ー
か

ら

の
直
輸

入

で
も

あ

ろ
う

。

(
K

・
フ
ィ
ッ
シ
ヤ

ー

に
よ

る
。

)
そ

れ

ら

は

と
も

か
く

と

し
て
全

体

に
、

シ

モ
ン
伝

説

ど

フ

ァ
ウ

ス
墨
伝

説

は
非

常

に
似

て

い
る

の

で
、

種

々

の
論

拠

か
ら

系

統

を

ひ
く
も

の
と

さ
れ

る

。

し

か
も

前
記

の
異

教

ギ

リ

シ
ヤ
対

キ

リ

ス
ト
教

的
傾

向

の
故

に
、

ド

イ

ツ

の

「
ル
ネ

ッ
サ

ン
ス

一
と
も

言

う

べ
き
宗

教

改

革

時

代

に
復
興

し
て

く

る

必
然

性

も

あ

る

わ

け

で

あ

る
。

俗

に
密

教

的

グ

ノ
ー

シ
ス
派

の
元

祖

と

さ
れ

る
魔

法

使

シ

モ

ン
で
あ

る

。

グ

ノ
ー

シ

ス
派

(
た

と

え

ば

エ

ジ

プ

ト

の
グ

ノ
ー

シ

ス

派

)

は
錬
金

術

に
没

頭

し

た

。
錬
金

術

(
P
ざ
ぼ
目
δ
)

か

ら

は

、

の
ち

の
化

学

(
Q
ぴ
Φ
B
ざ

)
を

生
じ

た

。

こ
う

し
た

点

か
ら

も

魔

法

が

科

学

的

態
度

へ
の
傾

向

と
色

彩

を
帯

び

て
く

る
。

そ

れ

は
少

く

と

も

、

信
仰

、
神

へ
の
帰

順

の

み

に
救

済
を

見

出

し
、

自

己

の
努

力

で
は

義

人

た
り

得

な

い
、

と
す

る
キ

リ

ス
ト
教

的
傾

向

に
反

し

て

、
自

己

の
努

力

に
よ

る
自

然

の
征

服

と

い
う
態

度

を
保

持

し

て

い
る

。

,

四

キ

プ

リ

ア

ー

ヌ

ス
伝

説

、

フ

ァ
ウ

ス

ト

伝

説

つ
ぎ

に
過

去

の
魔

法

使
伝

説

で

キ

リ

ス
ト

教
史

的

意
味

を
含

む

、
す

な

わ
ち
魔

法

対

キ
リ

ス
ト
教

の

テ

ー、

マ
を
含

む

伝

説

の
う

ち

、

キ

プ

リ

ァ
ー

ヌ

ス
伝

説

だ

け

を
あ

げ

て

お
く

。

ア

ン
テ
ィ
オ

キ

ァ

の
キ

プ

リ

ァ

ー

ヌ

ス

(O
団
歪

蜜
昌

く
O
昌

b
暮

δ
。
ぽ
8

)

は

、
も

と
も

と
ギ

リ

シ
ヤ

哲

学

者

で

、

そ

の
前

半

生

に
お

ゲ
ー
テ

「
フ

ァ
ウ
ス
ト
」
の
素
材

に
つ
い
て
の
考
察

・…ny53一



人

文

研

究

第
十

一
輯

い
て

、

ギ

リ

シ
ヤ

や
埃

及

の
神

秘

教

を
窮

め
、

魔

王

と
同

盟

を
結

ん

だ
大
魔

術

師

で
あ

る

・

し

か

し
多
亡
の
あ

ら

ゆ

る
法

力
も

、

純

潔

な

キ

リ

ス
ト

教
徒

の
処

女

ユ

ス
テ

ィ
ナ

に
た

い
し

て

は
施

す
術

が

な

か

っ
た
。

彼

は

彼

女

を
自

分

の
も

の

と
す

る
た

め

に
、

あ
ち

ゆ
る

手

段

を

悪
魔

の
援

助

を
受

け

て
講

ず

る

が
、
彼

女

の
信

仰

と

十
字

架

記

号

の
威

力
、に
は
遂

に
か
な

わ
ず

、
異

教

の
信

仰

か

ら

キ

リ

ス
ト
教

に
改
宗

.し

て
、

信
者

と

し

て
修

養

を
積

み
司

教

に
ま

で
昇

進
す

る

。

ユ
ス
テ

ィ
ナ

は

、
彼

の
も

と

に
尼

と

な

っ
て
肉

体

の
恋

は

、

法

兄
妹

の
愛

に

純

化

さ
れ

る

。

そ

し

て

二
人

と
も

殉

教
者

と

し

て

の
死

を
遂

げ

る
。

こ
れ

は

、

二
五

八
年

に
殉

教

の
死

を
遂

げ

た

ヵ

ル
タ

ゴ

の
司

教

キ

プ

リ

ァ
ー

ヌ

ス
ど
結
合

し
た

、

四
世

紀

の
物

語

と

さ

れ

て

い
る
。

す

な

わ

ち

、

こ

の
伝

説

は
す

で

に
キ
リ

ス
ト
教

が

、

そ

の
存

在

を

確

立

し

た

時

代
ー

既

に

コ

ン
ス
タ

ン
チ

ヌ

ス

(
在

位

三
〇

六
,⊥

二
三

七

年

)

が

、

キ

リ

ス
ト

教

を
国

策

と

し

て
採

用

す

る

に

い
た

っ
た

以
後

の
物

語

で
あ

る
。

キ
リ

ス
ト
教

は
、

す

で

に
勝

利
者

と

し

て

の
優
越

感

と
安

定

感

を

も

っ
て
は

い
る

と

い
う

も

の

の
、
尚

対

立

者

と

し
て

の
ギ

リ

シ
ヤ
的

異

教
的

要
素

の
力

は
、

必

ず

し
も

弱

い
と

は
言

え

な

い
時

代

の
、

両

者

間

の
抗

争

を
反
映

し

て

い
る

。

こ
の
伝

説

か
ら

、
周

知

の
ご

と
く

、

ヵ

ル
デ

ロ
ン

(
O
出

q
霞

o
鐸

自
o

宣

切
農

$

男
①
臼
H
o

μ
8

0
1
Q。
μ
)
が

、

「
不

思
議

な
魔

術

師

」

(国
一
彦
欝
σq
一
8

娼
ま

象

σq
δ
・・
o
)

を
創

作

し
た

。

と

こ

ろ

で
、

ゲ

ー

テ
は

、

「
カ

ル
デ

ロ

ン
の
影

響

は

、
善

悪

両

様

の
意
味

で
受

け

な
か

シ

　
む

　

つ
た

」
と
言

つ
て

い
る
。

(
エ
ッ
ヵ

ー

マ
ン
、

一
八

二
五

、

五
、

=

一
)

「こ

の
ゲ

ー

テ

の
言

を
真

と
す

れ
ば

、

ゲ

ー

テ

の

「
フ
ァ
ウ

ス
ト
」

`
と

ヵ

ル

デ

ロ
ン
の

「
魔

術

師

」

と

の
直
接

の
関

係

は
、

と
も

か
く

も
排

除

さ
れ

る

だ

ろ
う
。

(
ゲ

ー

テ
が

、

ζ

の
書

を
知

っ
た

の
は

一
八

=

一年

に
な

っ
て
か

ら

の

こ
と

だ

っ
た
。

)
も

ち

ろ
ん

、

ヵ

ル
デ

ロ
ン
の
方

は

ド

イ

ツ
の
伝

説

を
全

く
知

ら

な

か

っ
た

。

だ

か

ら

「
フ
。
ウ

ス
ト
伝

説

」

が
彼

に
影

響

を
与
え

た

こ
と

は
考

え

ら

れ

な

い
。

に
も

か

、
わ

ら
ず

、

ど

う

も

血

統

的

に
観

て
似

か
よ

っ
た

と

こ

ろ
が
多

い
。

そ

こ

で

「
フ

ァ
ウ

ス
ト
伝

説

は

キ

プ

リ

ア

ー

ヌ

ス
伝

説

の
強

い
影

響

を
受

け

て
生

じ

た
も

の

に
ち

が

い
な

い
。

」
と
考

え

る

こ
と

に

な

っ
た

。

ー

こ
れ

は
、

少

し
粗

雑

な

、

詩

人

の
創

作

に

つ

い
て

の

こ

と
は

殆

ん

ど
無
視

し
た

よ

う
な

、
考

え
方

で
あ

る

が

、

と
も

か
く

ノ
グ

一54一



◎

●

姶
め
箪

な
る
推
定
と
し
て
斗
の
ち
詮

、
あ
つ
さ
り
妻

に
変
つ
た
.
.
蚕

金
伝
説
」
(脚

嬉

襯

瑚
暴

塞

が
、
フ
・フ
ン
ク

フ
ル
ト

の
出

版

業
者

シ
ュ
ピ

ー

ス
が

「
フ
ァ
ウ

ス
ト
物

語

」
を

編
纂

し

た
時

用

い
た
幾

冊

か

の
通

俗

本

の
中

に
あ

っ
た

に
ち

が

い
な

い
、

と

い
う

わ

け

で
あ

る
ひ

(
K

・
ワ
ィ
ッ
シ
ヤ

ー
、

「
フ
ァ
ウ

ス
ト

」

。

)
.

原
始

キ
リ

ス
ト
教

時

代

を
反

映

す

る
も

の
が

、

シ

モ
ン
伝

説

、
古

代

キ

リ

ス
ト

教

会
時

代

を
反
映

す

る

の
が

キ
プ

リ

ア
ー

ヌ

ス
伝

説

と

す

れ
ば

、

フ

ァ
ウ

ス
ト
伝

説

は
、

ル
タ

ー
時

代

、
宗

教

改

革

時
代

を
反

映

し

て

い
る
。
概

括

的

に
言

え
ば

、
第

一
は

、

キ

リ

ス
ト
教

の
、

異

教

的

分

子

と

の
抗

争

過
程

も

し
く

は
克
服

の
最

初

期

を

、
第

二
は

一
応

の
キ

リ

ス
ト
教

の
勝

利

安

定

期

を

ハ

第

三

は
、

さ
ら

に
、

ル

ネ

ッ
サ

ン

ス
的
意

味

で

キ

つ

ス
ト
教

に
た

い
す

る

あ

る
意
味

で
批

判

的

態

度

を
生

じ

た
時
期

を
反

映

す

る
、

と
言

え

よ

う

。

文
字

に
な

つ
た

フ
ァ
か

ス
ト
伝

説

(
フ
ァ
ウ

ス
ト
本

」

)

は

い
つ

れ

に
し

て
も

、

ル
タ

ー

(
一
四

八

三
-

一
五
四

六
年

)

の
プ

ロ
テ

ス
タ

●

ン
ト
運

動

以
後

の
年

月

に
現

わ

れ

て

い
る
も

の

で
あ

り

、

そ

の
内

容

か

ら
も

ま

た

、

こ
の
時
代

の
明

ら

か

な
刻

印

を
帯

び

て
・い
る
。

た

と

ヘ

ヘ

ヘ

へ

え

ば

、

フ

ァ
ウ

ス
ト
伝

説

は
、

ル
タ

ー
博

士

に
た

い
し

て

、

フ

ァ
ウ

ス
ト
博

士

を
対

立

さ

せ
、
称

号

ま

で

一
致

さ

せ

て

い
る

。
ま

究

日
時

ゐ

場
所

の
設
定

に
い
た

る
ま

で
フ

・
ウ

ス
ト

の
行
状

を
v

ル
字

も
し
く
は
プ

ヨ

三

タ

ン
ト

に
対
立

さ
せ
た
点

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ル
タ

ー
が

ヴ

ル
ト

ブ

ル
ク

で
聖

書

の
翻
訳

を
し

、

悪
魔

に
イ

ン
キ
壷

を
投

じ
た
年

に
、

フ

ァ
ウ

ス
ト

は
悪

魔

と
契

約

を
結

ぶ

こ
と

に
な

つ

つ

て

い

る

。

、

,

一

五

「
フ

ァ
ウ

ス

ト

本

」

と

「
フ

一ノ
ウ

ス
ト

劇

」

に

つ

い

て

一
五

七
五
年

ご

ろ
未

知

の
著

述
家

が

、

フ

ァ
ー

ス
ト

の
生

涯

を
著

述

に
ま

と

め

み
げ

よ

う

と
試

み
て

い
る
と

い
う

。

そ

の
も

と

の
草

稿

は

、

お

そ
ら

く

ラ

テ

ン
語

で
書

か

れ

て

あ

つ
た

だ

ち
う

と

い
う

。

そ

れ

を

ド

イ

ツ

語

に

訳

し

沈

も

の
が

拡

ま

っ
つ
た

。

す

な

わ

ち

、

,

↑

名

o
罵
o
昌
げ
洋

菖
霞

国
碧

駐

。
ぼ

一豊

昼
σq
・
～

嵐

菌

げ
。・
き

翻

μ
Q。
0
8

で

あ

る

。

所

謂

シ

ュ
ピ

ー

ス
版

の

フ

ァ
ウ

ス
ト

物

語

掴
慌
8

昌
魯

く
8

ノ

ゲ

ー
テ

「
フ

ァ
ウ

ス
ト
」

の
素
材

に

つ
い

て
の
考
察

＼
一55一



`

＼

噂

人

文

研

究

第
十

一
輯

U
目
匂
o
崖
碧

β

守

基

"

は

だ

い
た

い
、

こ

の
草

稿

の
物

語

に
よ

っ
て

い
る
。

H

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

・
ア
ム

・
マ
イ
ン
の
書
店

ヨ
ー
.ハ
ン

・
シ
ュ
ピ
…

ス
に
よ

つ
て
、
こ
う
称
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ

の
書

の
著

者

は

、
真

面

目

な

ル
タ

ー
教

徒

で
あ

る
か

ら

、
全

篇

の
主
旨

は

、無

用

な
研

究

や
懐

疑

を

い
ま

し

め
、

そ

の
主

人
公

フ
ァ
ウ

ス
ト

は
地

獄

に
お
ち

る
と

い
う
運

命

を

示

し

て
読

者

に
警
告

を

す

る

の
で
あ

る

。

と

こ
ろ
が

、

こ

の
書

が
非

常

な

売
行

き

を
示

し
た

た

め
、

G

・
R

・
ヴ
ィ
ッ
ト

マ
ン
が
改

作

し
量

を
増

し
た

の
ち

、

発

表

し

た

(
一
五

九

九
年

)

。

こ

の
量

的

に
大

部

と

な

っ
た
作

を
ま

た

プ

フ
ィ
ツ
ァ
ー

(q
O
げ
2
昌
昼

属
一〇
〇
一建

ロ
H
》h一N
Φ
同
)
が

改

作

し

た
(
一
六

七

四
年

)

。

彼

は

過
剰

な

点

を
削

除

し

た

が
、
加

筆

し
た

部

分
も

あ
つ
て

、
-そ

れ

に
、

フ

ァ
ウ

ス
ト

と
貧

し

い
少

女

と

の
恋

愛

の
物

語

が

あ

る
。

こ

㌧
に
ゲ

ー

テ

の
グ

レ
ー

ト

ヒ

ェ
ン
悲
劇

の
最

初

の
枠

と
も

い
う

べ
き
も

の
が

生

じ
て

い
る
わ

け

で
あ

る

。

(
い
つ

れ

に
、し
て
も

作

者

が

専

ら

自

己

ヘ

ヘ

へ

の
体

験

や
想

像

の
世

界

か

ら

の

み
作

品

を

構

成

し
な

い
、

と

い
う

こ

と

は
少

く

と
も
言

え

る
だ

ろ
う

。

Y

プ
フ
ノ
ッ
ァ
」
の
加
筆
は
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
結
婚
欲
と

い
う
テ
ー

マ
を
発
展
さ
せ
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ

フ
ァ
ウ

ス
ト
が
結
婚
し
元

い
と

い
う

だ
け

で
な
く
、
誰
か
に
惚
れ
こ
む
と
い
う
こ
と

に
さ
せ
た
や

フ
冴
ウ

ス
ト
物

語

の
民
衆

本

は
、

は

じ

め
プ

フ
ィ
ツ
7
1

の
作

か

ら
無

名

の
人

が
抜

華

し
た

も

の
で
あ

る
。

こ

の
-無

名

者

の
作

、

す

な

わ

ち

..自
$

9

昌
・D
菖
ざ
げ

冒
①
醤

Φ
β
q
①
炉
、
と

き
れ

て

い
る

フ
ァ
ゥ

ス
ト

本

(
一
七

二
五
年

)
が

、

ゲ

ー

テ
が

フ
。
ウ

ス
ト
伝

説

を
知

る
よ

う

に
な

つ
た

と

こ

ろ

の
、
歳

の
市
本

(q
9
ぼ

B
葭

犀
窪

H
離
o
犀
)

の
基

礎

に
な

つ
た
も

の
で
あ

つ
た

。

一56一

 

、

さ

て
、

こ

の
伝

説

が
舞

台

に
盛

ん

に
と
り

あ

げ
ら

れ

る

に

い
た

っ
た

の
は

、

十

七
世

紀

か

ら

十

八
世

紀

に
か

け

て

の

こ
と

で
あ

る
が

、

こ
れ

よ
り

さ

き

、

十

六
世

紀

の
英

国
劇

作

家

マ
ー

ロ
ー

(O
ぼ

ぢ
8
b
げ
霞

冒
碧

δ
司
o

戸
α
俵

一
潟

)

が

シ
ュ
ピ

ー

ス
叛

フ
ァ
ウ

ス
ト
本

の
英

、訳

を
戯

曲
化

し

た

。

(
日
げ
①

日
話

鴨

含
槻
o
剛
U
鉾

舅
即
器

3
.ピ
密
㊤
)

、



＼

'

シ

ニ
1
ク

ス
ピ

ア
と
同

年

の
生

れ

で

、
彼

に
多

く

の
素

材

を

提

供

し

た

と
も
言

わ

れ

る

マ
ー

ロ
ー
が

、
早

く

こ

の
伝

説

に
注

目

し
た

こ

・

と

は
、

市

民
文

化

が

一
歩

先

ん

じ

た
英

国

の
人

で
あ

り

、

こ
の
伝

説

申

の
ル

ネ

ッ
サ

ン

ス
的

要
素

が
彼

を

ひ
き

つ
け

た

の
で
あ

ろ
う

と
思

わ

れ

る
。

し
か

し
、

マ
ー

ロ
ー

の
作

で
は
、

知

識
欲

の
権

化

フ

ォ
ー

ス
ダ

ス
博

士

は
、

悪
魔

メ

フ

ィ
フ
ト

フ

ィ
リ

ス
に
魂

を
売

り

、

約
束

の

二
十

四
年

目

が
来

て
地
獄

に
お
ち
る

、

と

い
う

筋

に
な

っ
て

い
る
。

フ

ァ
ウ

ス
ト

の
救

済

は
考

え
ら

れ

て

い
な

い
。

こ

の
点

伝

説

に
あ

る

ル
ネ

ッ
サ

ン

ス
的

傾

向

を

十

分

に
は
生

か

し
て

い
な

い
、

と
言

え

る

。

マ
ー

ロ
ー

の
劇

で

は
、

特

に
開

幕

の
独

自
i

す

な

わ
ち

、

フ

ァ
ウ

ス
ト

が

、
学

問

の
無

力

を
説

き
魔

法

に
向

う

と

い
う

独
白

i

が

、

民

衆

の
感
激

を
得

た

と
言

わ

れ
る

。

こ

の
作
が

英

国

の
喜
劇

役

者

に
よ
り

、

ド

イ

ツ

に
移

入

さ

れ
馬
旅

役

者

が

一
世

紀

も

の
間

こ

れ

を
演

じ

た
。

ゴ

ッ
ト

シ
ヱ
ッ
ト

が
改

作

し
た

の
ち

、

こ

の
民
衆

劇

は

人

形

芝

居

の
舞

台

に
移

つ
て

い

つ
た

が

、

悲
劇

的

成

分
が

け

づ

ら

れ

て
喜

劇
的

成

分

が

強

く

な

つ
た

。

こ

の
よ

う

に

フ

ァ
ウ

ス
ト
物

語

は

ド
イ

ツ
人

の
間

に
ひ

ろ
ま

つ
て

い

つ
た

が

、

こ
れ

に
注

目

し

た

の
は
周

知

の
ご

と
く

レ

ッ
シ

ン
グ

で

あ

つ
た
。
彼

は

フ

ァ
ウ

ス
ト
物

語

は
も

っ
と
も

ド

イ

ツ
国

民

的

な
素

材

で
あ

る

、

ド

イ

ツ
国

民

は

こ

の
素

材

に
心
酔

し

て

い
る
、

と
強

調

し
た

。
自

ら
も

戯
曲

化

を

試

み

フ

ァ
ウ

ス
ト
劇

断
片

を
残

し

た

こ

と
も
周

知

の
と

お
り

で
あ

る

。

(
文
学

書

簡

第

十

七
書

、

一
七

五

九
年

お
よ

び
演
劇

遺

稿

一
七

八

七
年
参

照

)

ド

イ

ツ
啓
蒙

主
義

の
も

つ
と

も
優

れ

た
文
学

者

で

あ

つ
た

レ
ワ
シ

ン
グ

は
、

当

然

伝

説

の
筋

を
変

え

て

、

フ
ァ
ウ

ス
ト

は
知

識
欲

旺
盛

な

る
が

故

に

こ
そ
、

救

済

さ

る

べ
き

で

あ

る

と
し

た

の
で
あ

る
。

こ

㌧

に
、
啓

蒙

主

義

の
流

れ
を

汲

む

ゲ

ー

テ
が

、

そ

れ

に
倣

う

で

あ

ろ
う

こ
と
も

、

も

ち

ろ
ん
考

え

ら

れ

る
。

い
つ
れ

に
し
で

も

、

こ
う

し

て
、

レ

ッ
シ

ン
グ

は
、

は

じ

め
て

シ

モ

ン

・
マ
グ

ス
以
来

、
地

獄

、
没

落

、
邪

者

と

い
っ
た
観

念

と
結

び

つ
い
た

、

キ

リ

ス
ト

教
的

中
世

的

束
縛

か

ら

所

謂

「
魔

法

師

」

を

解
放

し

た

の
で
あ

り

、

素

材

の
含

む

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ル
ネ

ッ
サ

ン

ス
的

意
味

は

、

こ
れ
を

生

か

し

た
と

言

わ

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

た
だ
彼

の
場

合

素

材

の
含

む
要

素

を
全

面
的

に
と
ら

え
得

た

か

ど
う

か

が
問

題

と

し
て
残

る

で

あ

ろ
う

。

ゲ
ー
テ

「
フ
ァ
ウ

ス
ト
』
の
素
材

に
つ
い
て
の
考
察

一 ・57一
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◎

人

文

研

究

第
十

一
輯

次

に
、

シ
ュ
ト
ゥ
ル

ム

・
ウ

ン
ト

・
ド
ラ

ン
グ

(
以
下

便

宜

上
簡

略

し

て

「
疾

風
時

代

」

と

よ

ぶ
)

の
詩

人

た
ち

も

、

こ

の
伝

説

に
興
味

を
持

ち

、

作
品

を
残

し

た

こ
と

は
周

知

の

こ

と

で
あ

り

、

ゲ

ー

テ
以
後

の
作
品

も
多

い
が
、

こ

㌧
に
は

詳
説

を
避

け

る

。

た

寓
前

者

か

ら

、
P

・
ミ
ュ
ラ

ー
、
俗

に
画
家

ミ
ュ
ラ
ー

の
断

片

頃
碧

。・宏

ピ
Φ
げ
①
P

旨

お

と

M

・
ク
リ

ン
ガ

ー

の
小

説

嗣
碧

暮
o

日
①
ぴ
⑦
P

白
鋒
窪

目
昌
創

国
α
嵩
①
昌
甘

げ
詳
"
.旨
箪

の
'二
作

だ

け

を
例

と

し
て

あ
げ

て

お

こ
う

。

一
般

に
言

つ
て

レ
。
シ

ン
グ
が

専

ら

啓
蒙

思

想

の
代

表

と

し

て

、

フ
ァ
ウ

ス
ト

を

と
ら

え

よ

う

と
し

た

の

に
た

い
し

て
、

疾

風
時

代

の
詩

人

た
ち

は

、

フ

ァ
ウ

ス
ト

の
巨
人

主
義

的

デ

ー

モ

ン
的

傾

向

に
よ
り
多

く
関

心
を

示

し
た

、

と

は
言

え

る

で
あ

ろ
う

。
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'

六

結

論

ヘ

ヘ

フ

ァ
ウ

ス
ト
伝
説

が
、

ド
イ

ツ
人

の
多
大

の
関

心
を
集
め
た
素

材

で
あ
る

こ
と
、
同
時

に
こ
の
伝
説

の
起
源

は
む
し
ろ
異
国

に
あ
る
こ

と
は
、
上
述
か
ら
も

う
か
が
え
た
と
思

う
。
こ

の
異
国
的
要
素

の
、
十
六
世

紀
宗
教
改
革
時
代

に
お
け

る
、

「
復
活

」
を

フ

・
ウ
ト

ス
伝

説
成
立

の
契
機

と
見

る

こ
と

は
で
き
な

い
か
。

6

ル
ヵ

ー

チ

は

、
結

局

、

フ

ァ
ウ

ス
ト
伝

説

の
伝

承

は

ル
ネ

ッ
サ

ン

ス
伝

説

で
あ

り

、

「
敵

国

か

ら

」
由

来

し

た
も

の
で
あ

る

と

し

、

「

ヘ

ヘ

へ

申
世

の
き

つ
惹
か
ら
解
放
さ

れ
た
人
間
が
、
す

べ
て

を
知

り

つ
く
し
限

り
な
く
生

を
た

の
し
む

こ
と
を
求

め
て
、
そ

こ
に
生
ず

る
悲
劇
的

ド

ロ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

葛

藤

が

ル

ネ

ッ
サ

ン

ス
伝

説

で
あ

る

。

」

と
説

明

し

て

い

る

。
そ

し

て

、

こ
う

し

た

ル
ネ

ッ
サ

ン

ス
伝

説

を
宗

教
的

見
地

か

ら

ゆ
が

め
て

と
ら

え

て

、

ル

ネ

ッ
サ

ン

ス
の
悲
劇

的

英

雄

を
涜

神
者

に
で

っ
ち

上

げ

て

で
き

た
も

の
が

フ

ァ
ウ

ス
ト
伝

説

で
あ
σ

、

で

っ
ち

上
げ

た

も

(
15

)

の
は
、
何

よ
り
も
宗
教
改
革

の
熱

心
な
宗
徒

、

ル
タ

ー
派

の
人
人

で
あ

つ
た
ど
の
意
味

を
説

い
て
い
る
。

た
し
か

に
そ

の
通
り

で
あ

る
と
思

う
が
、
そ

の
前

に
注
意

し
た

い
こ
と
は
、
魔
法
使
伝
説
と

い
う
素
材

そ
の
も

の
が
、
ド
イ

ツ
人

の
気

に
入

る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
最
初

の
考
察

に
お

い
て
、
私

は
魔

法

と
宗

教

の
密
接

の
関
係
と

い
う
こ
と
を
言

つ
た

(
第

五
三
頁

〉
。
魔



法

ば
宗
教

よ
り
も
古

い
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か

ば
と
も

か
く
"
人
類

の
胤

じ
よ
う
な
煩
膚

か
ら
生
れ
た
言

か
ば
圃
族
晦

な
も

の
で
㌧
広
意

の
宗
教

の
申

へ
含

め
で

い

い
で
あ

ろ
う
。
ド
イ

ツ
人

は
宗
教
性

と
か
神

秘
的
傾
向

と
か
が

比
較
的
強

い
民
族

で
あ
る
、
と

は
常
識
的

に
言

へ

え

る
だ

ろ
う
。

「
森

に
住
む
」
民
族
と
さ

れ
た

ゲ
ル

マ
ン
、
森

の
申

に
種

々
の
神
秘

や
妖
魔

を
ド
イ

ツ
が
空
想

し
た
か
ど
う
か

は
別

と
し

て
、
吾

々
が
グ
リ

ム
の
童

話

(
こ
れ
ば
周
知

σ
ご
と
く

民
間

の
伝

承

に
つ
と
め
で
忠
実

で
あ

ろ
う
と
し
た
も

の
)
を
見
て
も
、
実

に
多
く

が

の
魔

法

使

が

で
て

い
る
。
野

蕃

未

開

の
時
代

に
は
魔

法

は

現
実

的

な
力

を
も

つ
て

い
た

が

、

文

明

の
十

六
、

七
、

八
世

紀

に
お

い
て
も

、

そ

れ

は

民
衆

の
想

像

の
申

に
強

く

生

き

て

い
た

。
ギ

リ

シ
ヤ

の
神

々
が

ギ
リ

シ
ヤ
文

学

の
申

に
生

き

て

い
る

よ
う

に
、
魔

法

使

が

ド

イ

ツ

も

人

の

フ
ィ
ク

シ
.
ン
の
中

で
生

き

る
必

然
性

は
、

そ

ケ

し
た

と

こ
ろ

に
あ

つ
た

だ

ろ
う

。

つ
ま

り

は
、
素

材

の
も

つ
、
異

教

乃

至

ギ

リ

シ
ヤ

ヘ

へ

的
要
素
対
キ
リ

ス
ト
教
要
棄

の
対
立
以
前

の
、
全

体
と
し
て

の
宗
教
性
と

い
つ
た
も

の
が
、

ド
イ

ツ
人

の
嗜
好

に
は
じ
め
か
ら
適
合

し
て

い
た
。
ゲ

ー
テ
の

「
フ
ァ
ウ

ス
ト
」

に
い
た

っ
て
も

、
問
題

は
最
後

ま

で
、
そ

の
宗
教

に
た

い
す

る
関

係

に
あ

る
。
ゲ

ー
テ
は
、
宗
教

に

は
或
る
意
味

で
強

く
対
立
し

て

い
る
。
し
か
し
決
定
的

に
宗
教

を
対
立

者

と
し
て
抹
殺
す

る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
な

い
。
全
体

と
し
て

は
矢
張
り
或

る
意
味

で
は
宗

教
的
な

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

「
宗

教
性

」
を

一
応

私
は

「
ド
イ

ツ
的

」.
傾
向

と
考
え
る
も

の
だ
が
、

「
ド
イ
ツ
的

」
と

い
う
言
葉
は
も

っ
と
科
学
的

に
と

ら
え
ら
れ
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
歴
史
的

に
規
定

さ
れ
る
だ

ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
人
類

は
何
よ
り
も
そ

の
生
産

力
の
段
階

で

一
番
大

き

く
規
定

さ
れ
る
か
ら

「
国
民
性

」
め
本
質

な
ど
と

い
う
言
葉
自
体
が
あ

や
し
く
な
つ
て
く

る
が
、

歴
史

の
経
過
中
必
然
的

に
規
定
さ

れ
た

あ
る
民
族

の
特
徴

は
、
若
干
存
在
す
る
と
思

う
。
,

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぞ

そ

こ
で
、

若

干

の
示
唆

を

す

る

に
と

ゴ

め
れ
ば

、

こ

の
・
「
ド

イ

ツ
的

」

と

い
う
語

は

、
英

仏

等

の
国

に
比

し

て

ド
イ

ツ
歴

史

が

後

進

的

」

経

過

を

と

つ
た

こ
と

と
関

係

が

あ

る

。

ド

/

ツ
の
後

進

性

、

封
建

性

、

い
わ

ゆ
る

「
ド

イ

ツ
の

み
じ
め

さ

」

や
、

ま
た

ド
イ

ツ
人

お
よ

び

59

ド
イ

ツ
文
学

に
お
け
る

「
俗
物
性
」

と
の
関
導

ま
た
、
前
記

の

「
宗
教
性

」
や
観
念
的

理
想
主
義
的
傾
向

と
関
連
幽・
る
こ
と
挿
、
も
ち

一

ゲ

ー
テ

「
フ

ァ
ウ

ス
ト
」

の
素

材

に

つ
い
て
の
考
察

＼



人

文

研

究

第
十

一
輯

う

ん

で
あ

ろ
う

。

周

知

の
ご

と
く

、
●
ド

イ

ツ
の
歴
史

的

後

進

性

の
た

ぬ

に
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
ル
ネ

ッ
サ

ン
ス
は
、

ド

イ

ツ
に

お

い
て

は
、
宗

教

改
革
乏

な

ら
ざ

る

を
得

な

か

っ
た
。

す

な

わ
ち

、

ま
ず

も

っ
て

カ

ト

リ

ッ
ク
か

ら

ド
イ

ツ
が
解

放

さ

れ

る

こ

と
が

、

ド

イ

ツ
人

解

放

の
第

一
前

提
と

な

っ
た

の
で
あ

る

。

、

[

十
六
世
紀
か
ら
始

っ
た
ド
ィ
ッ
の
経
済
的
衰
退
は

、
特

に
つ
ぎ

の
よ
う
な
理
由
に
よ

っ
た
も

の
だ
。
す
な
わ
ち
従
来
ド
ィ
ッ
の
経
済
は
、
北
欧
か
ら
南

欧
お
よ
び
伊
太
利

に
通
ず
る
貿
易
路
の
お
か
げ
で
栄
え
た
の
だ
が

、
商
業
申
心
地
が
伊
太
利
か
ら
西
班
牙

へ
移
動
し
た
た
め
に
、
ド
ィ
ッ
の
経
済
は
大
打

撃
を
受
け
た
。
そ
の
時
以
後
ド
イ
ッ
は
国
際
貿
易
の
主
路
か
ら
外
れ
た
わ
け
だ
。
そ
う
し
た
ド
イ
ッ
の
経
済
的
衰
弱
は
、
英
、
仏
、
西
そ
の
他
の
よ
う
な

政
治
的
統

一
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
た
。
つ
ま
り
ド
ィ
ッ
は
英
仏
西
の
よ
う
な
強

力

な

中

央

政

府

を
有
す
る
統

一
国
家

へ
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
周
知
の
よ
う
に
ド
イ
ッ
は
単
に
名
義
上

で
の
み
弱
い
皇
権
に
統

一
さ
れ
、
事
実
上
幾
多

の
独
立
国
家
に
砕
断
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
関
係
は
ゲ
ー
テ
時

代
で
も
少
し
も
よ
く
は
な

っ
て
い
な
い
。
第

一
部

「
ア
ウ

エ
ル
バ
ッ
ハ
の
害
」
に
も
、
神
聖

ロ
ー

マ
帝
国
の
残
骸

(
!
)
に
た
い
す
る
若
干
の
皮
肉
が
見

ら
れ
る

(
二
〇
九
〇
i
二
〇
九
三
)
。

こ
う
し
た
微
力
な
国
家
と
、
ド
イ
ツ
人
の
敬
神
性
が
相
ま

っ
つ
て
、
ド
イ
ッ
人
は

ロ
ー

マ
教
会
の
よ
い
餌
食
に
な

っ
た
の
だ
。
教
会
の
謙
求
搾
取
に
も

っ

ヘ

へ

と
も
苦
し
め
ら
れ
た
の
は
ド
ィ
ッ
人
で
あ

っ
た
。
イ
ギ
リ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
、

ス
ペ
イ
ン
等

の
強
力
な
国
家
は
、
ヵ
ト
リ
ッ
ク
と
断
交
す
る
こ
と
な
く
、
し

.
か
も
事
実
上
法
王
の
束
縛
か
ら
脱
し
得
た
。
だ
か
ら
法
王
と
し
て
は
ド
イ
ッ
は
手
放
す
わ
け
に
い
か
な
い

「宝
」
だ
つ
た
。
免
罪
符
の
売
出

し
は
、
ド
イ

ツ
に
お

い
て
特

に
激
し
く
行
わ
れ
た
。
そ
れ
故

、
当
時

「
ロ
ー

マ
は
ド
イ
ッ
の
罪

の
上
に
立
っ
て
い
る
。」
と
ま
で
言
わ
れ
た
。

す

な

わ

ち

、

こ
う

し
た

束
縛

か

ら
ま
ず

脱
却

し
な

い
で
は

、

ド

イ

ツ
人

の
発

達

な

ど
は

あ

り
得

な

い
状

態

に
き

て

い
た

。

十

四

、

十

五

世
紀

に
発

達

し
た
産
業

や
大

学

な

ど
を
背

景

に
、

や

㌧
発

達

の
徴

を

見

せ
か

け

た
国

民

文
化

の
発

展
も

言

わ

ば
中

頓

の
形

で
、

ま

ず
宗

教

改
革

が

日
程

に

の

ぼ
り

、

ド

イ

ツ
の

「
文
芸

」
復

興

は
、

こ
れ

を

十

八
世

紀

の
啓
蒙

主
義

以
後

の
時
代

ー

ー
す

な
わ

ち

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
ブ

ル

ジ

.
ア
革

命
期

ま

で
、
持

ち

こ

き
ぎ

る

を
得

な

か

つ
た

わ
け

で
あ

る

。

こ

、
で

,
宗

教

改
革

L

は

、
・ド

イ

ツ
の
反

封

建
斗

争

の

一
環

で

あ

つ
た

。

(
グ

レ
ー

ト

セ

ェ
ン
癒
劇

の
主

題

を
も

ま

た

、
私

は

、
反

封

建

、
乃

至
反

カ

ト

リ

ッ
ク
靭
観

点

か

ら
も

観

た

か
と
思

う

ー

!
後
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述

)

、

,

:

簿

要
約
す
る
と
・
フ
ァ
ウ
ス
ト
伝
説
は
・
宗
教
改
革
時
代

の
子

で
あ
り
、
そ
し
て
宗
教
改
慕

言
わ
咲

幾

襟

か
浴
ド
ぞ
み

ル

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ネ

。
サ

ン

ス
で
あ

る

と
す

れ
ば

、

フ

ァ
ウ

ス
ト
伝

説

も

、

ゆ
が

め
ら

れ
た

ル
ネ

。
サ

ン

ス
伝

説

と
言

え

る
だ

ろ
う

。

「
ゆ
が

め
ら

れ

た
」

と

い
う

語

を

避

け

れ
ば

、

ル
ネ

ワ
サ

ン
ズ
伝

説

の

ド

イ

ツ
版

と

で
も

言

う

べ
き

か

。

す

な

わ
ち

、

そ

れ

は
申
世

的

教

会

か
ら

の
、
完

全

な

人

間
性

解

放

と
称

す

る

に
は

、

あ

ま

り

に
ま

だ

宗

教

的

囚

わ

れ
が

強

す

ぎ

る
。

し

か

し

、
表

向

き

の

「
敬

神

性

」

の
裏

に

「
人

間

性

」
が

存

在

を
大

い
Fに
主
張

し

て

い
る

こ
と
を

吾

々
は
見

落

し
て

は

な

ら

な

い
。

ド

イ

ツ
民

族

に
お

け

る

フ

ァ
ウ

ス
ト
伝

説

の
発

生

と
流

行

そ

の
も

の
が

、

敬

神
性

に
動

か

さ
れ

て
生

じ

た
も

の
で

は
な

く

、

人
間

復
興

の

動

機

に
よ

る

と
考

え

ら

れ

る

。

フ

ァ
ウ

ス
ト
と

い
う

、

「
気

味

の
わ

る

い
魔

法

使

」

の
行

状

を
憎

み
、
地

獄

に
お
ち

る

こ
と

に
た

い
し

て
快

哉

を
叫

ぶ

こ

と

が
本

旨

で

は
な

く

、

む

し

ろ
悪
魔

と
結

托

し

て
も

人

間

性

の
あ

ら

ゆ

る
面

を
積

極

的

に
発

蒲

す

る
と

こ

ろ

に
こ
そ

、
興

味

乃

至

興

奮

を

感

じ
た

も

の
と
思

う

。

マ
ー

ロ
ー

の
劇

で
、

最
初

の

マ

.
ウ

ス
ト
独

白

に
観

衆

が
感

激

し

た

と

い
う

の
も

、

決

し

て

民
衆

の

敬

神

性

を

示

す

わ

け

で
は

な
く

、

そ
う

し
た

、「
人

間

的

要
求

」

に
た

い
し
て

喝
采

を

お
く

っ
た
わ

け

で
あ

ゐ
う

。

、

民

衆

の

「
人

間

性

解

放

」

つ
人

間

性
讃

美

と

い
つ
た

欲
求

が

、

こ

①
伝

説

で

生

か

さ

れ

た

と

見

て

い
い
。

と

こ

ろ
が

、

重

要

な
点

は

、
彼

ら

の
人
聞

的

要

求

を
代

表

す

る

フ

ァ
ウ

ス
ト

を

、

堂

々
と
晴

れ

て
正

座

に
据

え

る
だ

け

の
素

直

さ

も
度

胸

も

も

っ
て

は

い
な

い
。

＼

(
幾

分

偽

善

的

ど
言

え

る

か
も

知

れ

な

い
。

)

と

い
う

点

で
あ

る

。

主

と

し

て

こ

の

点

は
執

筆

者

の
責

任

と
す

べ
き

で

あ

ろ

う
が

、

す

で

に

ド

イ

ツ

の

民

衆

そ

の
も

の
が

、

お
く

れ

て

い
て

、

そ

う

し

た

「
ゆ

が

み
」

や
臆

病

さ

を
持

つ
て

い
た

と
も
見

ら
れ

る
。

彼

ら

の
内

心

の
欲
求

は

フ

ァ
ウ

ス
ト

を
堂

々
と
讃

美

し
た

い
が

、
彼

ら

の

い
だ

い
で

い
る
宗

教
観

念

は

そ

れ

を
許

さ
な

い
。

こ

う

し
た
傾

向

を
決

定

的

に

す

る

の
は

、

そ

の
仕

上
げ

を

し
た
筆

者

で

あ

る
。
彼

ら

は
、

い

つ

れ

に
し

て
も

文
筆

を
弄

し
得

る
教
養

層

、

即

ち

当
時

と

し
て

は
国

民

水

準

か

ら

は

上

流

層

に
属

し

、

し
か

も
熱

心
な

プ

ロ
チ

ス
タ

ン
ト

ゲ
ー
テ

「
フ
ァ
ウ

ス
ト
」
一の
素
材

に
つ
い
て
の
考
察
…

一61一
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人

文

研

究

第
十

一
輯

で
あ

っ
た
り
す

れ
ば

、

或

る
意
味

で
礼
儀
正

し
く
、
と
て
も
悪
魔

と
結
托
す

る
よ
う
な

「
涜
神
者

」
を
、
正
座

に
お
く
わ
け

に
は

ゆ
か
な

/

い

。何

ゆ
え

に

、

フ

ァ
ウ

ス
ト
的

認

識

欲

、
現
世

享
楽

的

傾
向

を

、
人
聞

本
来

の
欲

求

と

し

て
堂

々

と
庵

ち
出

し

、
中
世

葡

キ

リ

ス
ト

教
的

抑

圧

と

対
抗

さ

せ
、
後

者

に
攻

撃

を
与

え

否
定

し

去

る

、

と

い
っ
た
明

白

な

態
度

が

と

れ
な

い
の
だ

ろ
う

か

?

「
ル

タ

ー
派

」

の
限

界

は

繰

返

す

ま

で
も

な

い
。

ド

イ

ツ
人

の
後

進

性

に

つ

い
て

も

一
言

し
た

。

が

、
ま

さ

に
反

封

建

的

斗

争

の
不

徹
底

、

そ

の
意
味

の
非

政
治

性

、

そ

し

て
観

念

の
世

界

へ
の
逃

避

(非

現
実

性

)

、

こ
う

し
た
も

の
が

ナ

チ

ス
に

い
た

る
ま

で

の

ド

イ

ツ
民

族

の
悲
劇

を
生

ん

で

い
る

こ

と

は
言

え

よ

う

。

こ

う

し
た

ド

イ

ツ
的

特

性

と
限

界

は

、
全

体

と

し
て

の

ゲ

ー
テ
像

に
も

ま
た

認

め

ら
れ

る
。

こ
れ
は
、
伝
説
的
人
物
で
は
な
い
が
、
反
教
会
的
意
味
を
も

つ
人
物
を

、
吾

々
は
十
六
世
紀
の
歴
史
申

に
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
思
想
を
ゲ
ー

チ

も
受
け
た
、
ジ

ョ
ル
ダ
ー

ノ
ー

・
ブ

ル
ー

ノ
ー

(
O
一〇M匙
画b
O
HW肖=昌
O
H
笥畠
ー
H
OO
O
)
で
あ
る
。
そ
の
生
涯
の
経
過
を

一
瞥
し
た
だ

け
で
、
フ
ァ
ウ
ス
ト

と
類
似
が
あ
る
こ
と
が
分
る
。
彼
は
ド
・み
ニ
カ
ー
ナ
ー
で
あ

っ
た
が
教
義
に
疑
問
を
い
だ
き
宗
派
を
捨

て
、
全
欧
を
漂
浪
す
る
。

一
部
は
迫
害
を
う
け
た

た
め
、

一
部
は
内
心
の
不
安
の
た
め
で
あ
つ
た
。

一
五
八
六
ー
八
八
年
に
億
ヴ
ィ
ッ
テ

ン
ベ
ル
ク
で
講
義
も
行
い
、
辞
去
の
際
は
熱

烈

な
ル
タ
ー
讃
美
の

演
説
も
し
た
と

い
う
。

一
五
九
二
年
に
は
ザ

ェ.ニ
ス
の
貴
族

寓
。8
.
陶σq
()
の
招
待
を
受
け
同
地

に
赴
き
彼
に
魔
術
を
教
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
貴
族
は
彼

に
だ
ま
さ
れ
た
と
考
え
て
、
彼

を
宗
教
裁
判
に
告

発
す
る
。
ブ
ル
ー
ノ
ー
は

ロ
ー

マ
に
お
く
ら
れ
、
七
年
間
牢
獄
に
投
ぜ
ら
れ
る
が
頑
と
し
て
自
説

を
ま

げ
ず

一
六
〇
〇
年

ロ
ー

マ
に
お
い
て
火
刑

に
処
せ
ら
れ
る
。

一62一

 

こ

の
ブ

ル
ー

ノ
ー

の
生

活

を

、

ほ

皮
そ

の
ま

㌧
描

け

ば

、

そ

の
形

象

か

ら

は

、
明
白

に
教

会

や
中
世

的

キ

リ

ス
ト
教

に
対
立

し

、
正

面

か

ら
衡

突

対
決

す

る
姿

が
生

ず

る

で
あ

ろ

う
。

フ

ァ
ゥ

ス
ト
も

、

そ

う

い
う
要

素

を
も

つ
て

い
る

に
も

係

ら

ず

、
折

角

の
そ

う

い
う
契

機

が

曖

昧

な
も

の
ど

な

っ
て

い
な

い
だ

ろ

う

か

?

"
タ

ー
教
徒

の

「
フ

ァ
ゥ

ス
ト
伝

説

」

で

縁
、

そ

う

し
た
観

念

億
少

く

と
も

臆

っ
き

り

で
て

か
な

炉
。
強

い
て
言

え

ば

、

衡

突

対

立

な



'

避

け

ら

れ

妥

協

し

て

い

る

、

と

も

言

え

ぬ

こ

と

は

な

い
だ

ろ

う

。

9

,

.

(
16

)

ル

ヵ

ー

チ
は

、

「
フ

ァ
ウ

ス
ト

」

を

「
人

類

の
ド

ラ

マ
」

(
号

。。
b
罫

送
欝

勉
①
。。
旨
①
塗

9

睾

σq
①
ωσ
鑑

①
。
馨

。。
)
と

称

ん

で

い
る
。

と

こ

ろ
が

、

ゲ

ー

テ
は

、

「
人

類

な

ど

と

い
う

こ
と

は
抽
象

で
あ

る

。

」

(
エ

。
カ

ー

マ

ン
)

と
言

つ
て

い
る
。

丈

学

作

品

と

し
て
問

題

の
あ

る

と

こ
ろ
だ

と
思

う

が

、
人

類

と

い
う
観

点

か
ら

、
素

材

の
も

つ
意

味

の
有

効

な
範

囲

と

い

っ
た
も

の
を

一
応
限
定

し

て

み
る
と

、

前

述

に
し

た

が

っ
て
原

始

キ

リ

ス
ト
教

発

生
前

後

か
ち

、

キ

リ

ス
ト
教

の
支

配

し

た
申
世

、

そ

し

て

な

お
宗

教

と
科

学

認

識

の
対

立

が

問
題

と

な

つ
て

い
る
市

民

社

会

に
ま

で
お

よ

ぶ
と
言

え

よ

う

か

。

そ
れ

は

モ
ル
ガ

ン
等

の
分

類

に
よ

る

「
文

明
期

」
を
代

表

し

、
後

に
グ

レ
ー

ト

ヒ

ェ
ン
悲

劇

の
考

察

に
お

い
て
も

見

る

で
あ

ろ
う

よ

う

に
、
私

有

財
産

発

生

後

の
単

婚

(
家

族

)
制
度

の
発

生

以
後

市

民

社
会

、
資
本

主

義

社

会

ま

で

に
通
用

す

る
だ

ろ

う
。

(
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