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書
評岡

田
暁
生
『

西

洋
音
楽
史

　
　
　
　
　

　
　
　
「

ク

ラ

シ
ッ

ク
」

の

黄
昏
』

（

中
公
新
書

、

平
成
十
七
年
）

七
八

〇

円

　
　

　

　
　
　
　
お

古
田

島
洋
介

　

研

究
者
と

呼

ば

れ

る

方
で

も、

自
身
の

専
門
領
域
や

近

接
領
域
か

ら

遠

く

離
れ

た

分

野

と

な

れ

ば、

た

い

て

い

は

高
校
で

習
ぴ

覚
え

た

知
識
が

頂
点、

下
手
を

す
れ

ば

中
学
校、

い

や

小

学
校
の

と

き

に

仕
入

れ

た

知

識
だ

け
で
一

生
を

過
ご

す
分
野
さ

へ

あ

る

だ

ら

う
。

大

半
の

方
々

に

と
つ

て
、

音
楽
史
は

そ

の

や

う

な

分
野
の

典
型

で

は

な

か

ら

う
か

。

も

ち

ろ

ん、

べ

ー

ト

ー

ヴ
ェ

ン

好
き

と

な

れ

ば、

弦
楽

四

重
奏
の

滅

多
に

演
奏
さ

れ

な
い

作
品

に

ま

で

鑑
賞
の

幅
を

広
げ

て

ゆ

く

か

も

し

れ

な

い
。

シ

ョ

パ

ン

好
き

で

あ

れ

ば、

バ

ラ

ー

ド

に

つ

い

て

だ

け
は
、

さ

ま

ざ

ま

な
ピ

ア
ニ

ス

ト

の

演
奏
を
こ

ま

め

に

収
集
し

て

ゆ

く
か

も

し

れ

な

い
。

け
れ

ど

も、

そ

れ

は

あ

く

ま
で

ベ

ー

ト

ー

ヴ
ェ

ン

の

楽
曲
や

シ

ョ

パ

ン

の

演
奏
ス

タ

イ

ル

に

つ

い

て

詳
し

く

な

つ

て

ゆ

く

に

す
ぎ

ず、

音

楽
史
に

関

す
る

造

詣
が

深
ま

る

こ

と

と

は

別
次
元
の

話
で

あ
る
。

特
定
の

作
曲
家
や

楽
曲
に

つ

い

て

ど

れ

ほ

ど

精
通

し

よ

う
と

も、

音
楽
史
と

な

れ

ば、

小
学
校
の

音
楽
室
の

壁
に

貼
ら

れ

て

ゐ

た

大

作
曲
家
の

肖
像
付
き

年
表
よ

ろ

し

く
、

相
変
は

ら

ず

「

古
典
派
」

「

ロ

マ

ン

派
」

あ

る

い

は

「

音
楽
の

父
バ

ッ

ハ

」

「

神
童
モ

ー

ツ

ァ

ル

ト
」

「

楽
聖
ベ

ー

ト

ー

ヴ
ェ
ン

」

「

歌
曲
の

王

シ

ュ

ー

ベ

ル

ト
」

「

ピ

ア

ノ

の

詩
人
シ

ョ

パ

ン

」

く

ら
ゐ

の

知

識
に

と

ど

ま
つ

て

ゐ

る

こ

と

が

多
い

の

で

は

あ
る

ま

い

か
。

ま

し

て

や

ク

ラ

シ

ッ

ク

音
楽
フ

ァ

ン

と

い

ふ

わ

け
で

も

な

け

れ

ば、

実
際

か

う
し

た

知
識
が

関
の

山

だ

ら

う
。

そ

れ

で

は

「

鉄
人
ル

ー

・

テ

ー

ズ
」

「

神
様
カ

ー

ル

・
ゴ

ッ

チ
」

「

燃
え

る

闘
魂
ア

ン

ト

ニ

オ

猪
木
」

な

ど

と

い

ふ

プ

ロ

レ

ス

ラ

ー

の

紹
介
と

五

十
歩
百

歩、

ほ

と

ん

ど

選
ぶ

と

こ

ろ

が

あ

る

ま

い
。

い

つ

た

い
、

バ

ッ

ハ

は

ど

の

や

う
な
意
味
で

「

音
楽
の

父
」

と

言
は

れ

る

の

か
。

ベ

ー

ト
ー

ヴ
ェ
ン

は

な

ぜ

「

楽
聖
」

と
讃
へ

ら
れ

る

の

か
。

そ

の

歴
史
的
な

位
置
付
け

が

わ

か

ら

な

け
れ

ば、

小

学
生
の

域
に

と

ど

ま
つ

た

ま

ま

だ

と

貶
さ

れ

て

も、

に

は

か

に

は

反
論
し

づ

ら

い

も

の

が

あ

ら
う。

　
岡

田

暁
生
『

西
洋
音
楽
史
』

は
、

さ

う

し

た

小

学
校
止

ま

り
の

「

音
楽
史
」

を
一

気
に

高
み

へ

と

引
き

上

げ

て

く

れ

る

好
著
で

あ

る
。

ぼ

ん

や

り

想
ひ

描
い

て

ゐ

る

「、
音
楽
史
」

が、

実
は

西

洋
音
楽
史
に

す
ぎ

な

い

こ

と

を

再
認

識
さ

せ

て

も

ら
へ

る

点
で

も

有
り

難
い
。

副
題
「

〈

ク

ラ

シ

ッ

ク
V

の

黄
昏
」

も

読
書
欲
を

そ

そ

る

だ

ら

う
。

こ

れ

だ

け

盛
ん

に

ク

ラ

シ

ッ

ク

音
楽
の

演
奏
会
が

催
さ

れ

て

ゐ

る

の

に、

ど

う

し

て

「

黄
昏
」

を

迎
へ

て

ゐ

る

の

か
、

と。

　
本
書
の

執
筆
方
針
は

明
快
だ

。

「

こ

の

本
の

主

役
は、

西

洋
音
楽
の

〈

歴

史
〉

で

あ
っ

て、

個
々

の

作
曲
家
や

作
品
で

は

な

い
」

「

可

能
な

限
り
一

気
に

読
み

通
せ

る

音
楽
史
を

目

指
し

」

「

中
世
か

ら

現
代
に

至

る

歴

史
を、

〈

私
〉

と

い

う
一

入
称
で

語

る
こ

と

を

恐

れ

な
い

」

（

「

ま

え

が

き
」

”
U

頁
）

。

事
実、

か

う

し

た

言
明
が

読
者

を

裏
切

る

こ

と

は

な

い
。

本
文
全
二

三

〇

頁
を

通

じ

て

常
に

西

洋
音
楽
の

「

歴
史
」

が

織
り

成
さ

れ、

各
種
の

簡
要
な

説
明
は
一

気
呵
成
に

読
み

通

す
こ

と

が

で

き

る
。

諸

処
に

開
陳
さ

れ

る

筆
者
の

私
見

も

明
確
に

整
理

さ

れ

て

を

り、

大
作
曲
家
に

対
す
る

陳
腐
な

讃
辞
を

意
識
し

て

慎
ん

で

ゐ

る

点
が

好
も

し

い
。

蓋

し
、

本
書
は
、

「

音
楽

書
評
　
岡

田

暁
生

『

西

洋
音

楽
史

　

　
「
ク

ラ

シ

ッ

ク
」

の

黄
昏
』

古
田

島
洋
介

＊

言

語
文
化
学
科

　
教
授

　
日

中
比

較
文

学

161

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明
星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】

第
十

六

号
　
二

〇
〇
八

年

史
L

と
い

ふ

難
物
を、

楽
譜
や

録
音
資
料
の

助
け

を

借
り

ず、

ひ

た

す

ら

言
語
の

み

で

綴
る

こ

と

に

成
功
し

た

稀
な

例
で

あ

る
。

　

グ

レ

ゴ

リ

オ

聖
歌
を

代
表
と

す
る

中
世
音
楽
が、

ル

ネ

サ

ン

ス

期
・

バ

ロ

ッ

ク

期

を

経
て、

ど

の

や

う
に

古
典
派
音
楽
へ

と

推
移
し

て

い

つ

た

の

か
。

も

し

冗

長

に

し

て

拙
劣
な

解
説
で

も

加
へ

ら

れ

た

と

し

た

ら、

た

だ

で

さ

へ

模
糊
た

る

イ

メ

ー

ジ

が

ま

す

ま

す
混
乱
す

る

だ

け

だ

ら

う。

し

か

し、

岡
田

氏
は

然
ら

ず、

そ

の

間
の

変
遷

を

見

事
に

説
き

明

か

し

て

く

れ

る。

疑
ふ

向
き

は、

本
書

＝
二

・
二

四

・

四
一
・

五

三
・

七

四

・
一

〇
二

頁
に

掲
げ
ら

れ

た

高
音
部
と

低
音
部
の

概
念
図
を

御
覧
い

た

だ

き
た

い
。

グ
レ

ゴ

リ

オ

聖
歌
か

ら

古
典
派
音
楽
へ

の

変
遷
が
一

目

瞭
然
の

は

ず
だ

。

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

か

く

「

オ

ル

ガ

ヌ

ム

と

は

何
ぞ

や
」

「

モ

テ

ッ

ト

と

は

此
の

如
し

」

な

ど

と

い

ふ

講
釈
を

い

く

た

び

聞
い

た

と

て
、

そ

れ

が

如
何
な

る

変
貌
を

遂
げ
て

古
典
派
音
楽
へ

と

結
び

付

い

て

ゆ

く

の

か
、

な

か

な

か

理

解
で

き

る

も

の

で

は

な
い

。

何
を

隠
さ

う、

岡
田

氏

の

説
明
に

よ

つ

て、

私
も

や

う

や

く

古
典
派

音
楽
へ

の

脈
絡
が

つ

か

め

た

の

で

あ
る
。

　

も

つ

と

も、

右
に

記
し

た

高
音

部
と

低
音
部
の

概
念
図

が、

ロ

マ

ン

派
以
後
の

音

楽
に

つ

い

て

掲
げ

ら

れ

て

ゐ

な
い

こ

と

に

は

注
意
す
べ

き

だ

ら

う
。

む

ろ

ん
、

こ

れ

は

岡
田

氏

の

失

念
や

怠
慢
が

原
因
で

は

な
い
。

ロ

マ

ン

派
音
楽
と

も

な

れ

ば
、

高
音

部
と

低
音

部
に

分
け

て

考
へ

る

や

う

な

単
純
な

図

式
で

は、

も

は

や

整
理

が

利
か

な

い

の

で

あ

る
。

　

た

だ

し、

事
が

単
純
に

済
ま

ぬ

と

は

い

へ

、

ロ

マ

ン

派
音
楽
は、

古
典
派
音
楽
と

並

ん

で、

我
々

に

最
も

馴
染
み

の

深
い

音
楽
だ

。

問
題
は

そ

れ

以
後
で

あ

る
。

ド
ビ

ュ

ッ

シ

ー

や

ラ

ヴ

ェ

ル

あ

た

り

ま

で

は

何
と

な

く

わ

か

つ

て

ゐ

る

や

う
な

気
に

な

れ

る

だ

ら

う
が
、

両
者
の

位
置
付
け

は

も

と

よ

り、

そ

の

後
の

音
楽
の

特
徴
や

変
遷
と

な

る

と、

ほ

と

ん

ど

見

当

す

ら

つ

か

ぬ

と
い

ふ

の

が

正

直
な

と
こ

ろ

で

は

あ

る

ま
い

か
。

こ

れ

に

つ

い

て

も

岡

田

氏
の

叙
述
は

明
快
だ。

世

紀
末
か

ら

第
一

次
世

界
大
戦

に

至

る

時
期
の

音
楽
を

的
確
な

仕
分
け

に

基
づ

い

て

解
説、

ク

ラ

シ

ッ

ク

音
楽
が

持

162

つ

て

ゐ

た

「

調
性
」

「

拍
子
の
一

定
性
」

「

楽
音
」

の

三

要
素
が

破
壊

さ

れ

た

こ

と

を

述
べ

（

一

九
八

〜
二

〇

〇
頁
） 、

最
後
に

二

十
世

紀
後
半
に

見

ら

れ

る

三

つ

の

主

要

な

潮
流
と

し

て

「

前
衛
音
楽
」

「

巨
匠
の

名
演
」

「

ポ

ピ

ュ

ラ

ー

音
楽
」

を

指
摘
す
る

（

二

二

一

〜
二

二

五

頁
）

。

二

十
世
紀
の

混
沌
た

る

音
楽
事
清
を

、

よ

く

ぞ

こ

こ

ま

で

簡
明
に

整
理

し

て

く

れ

た

も

の

だ
。

そ

の

手
腕
に

は
、

ま

さ

に

頭
の

下
が

る

思

ひ

で

あ

る
。

　

と

は

い

へ

、

本
書
の

楽
し

さ

は、

音
楽
の

「

歴

史
」

を

説
く

部
分

に

ば

か

り

見
出

さ

れ

る

わ

け

で

は

な

い
。

散
見

す
る

岡

田

氏
の

私
見
も、

充
実
し

た

愉
悦
を

も

た

ら

し
て

く

れ

る
。

文
字
ど

ほ

り

「

私
見
」

の

二

字
を

銘
打
つ

見
出
し

は、
「

バ

ッ

ハ

の

A

偉
大

さ
〉

に

つ

い

て

の

私
見
」

（

八

九
〜
九
三

頁
）

だ

け

だ

が
、

率
直
に

「

私

に

と

っ

て
バ

ッ

ハ

が

い

ろ

い

ろ

な

点
で

理

解
す
る
の

が

難
し

い

作
曲
家
で

あ

る

こ

と

を
、

ま

ず
告
白
し

て

お

か

ね

ぼ

な

ら

な
い
」

と

述
べ

て

か

ら、

バ

ッ

ハ

の

「

抽
象
性
」

と

「

神
学
上

の

背
景
」

二

そ

が

理
解
の

う
へ

で

の

障
害
で

あ

る

と

説
く
。

そ

し

て
、

バ

ッ

ハ

が

二

九
世
紀
の

神
話
L

と

し
て

「

音
楽
の

父
」

に

祭
り
上

げ

ら

れ

た

こ

と

に

注
意
を

促
し、

さ

ら

に

「

作
曲
家
に

と
っ

て

の

バ

ッ

ハ

」

「、
演
奏
家
に

と
っ

て

の

バ

ッ

ハ

」

に

つ

い

て

私
見

を

開
陳
す
る

。

簡
潔
な

が

ら、

読
み

応
へ

十
分
の
一

節

だ
。

ま

た

「

ベ

ー

ト

ー

ヴ
ェ

ン

と

〈

啓
蒙
の

音
楽
〉

の

ゆ

く

え
」

（

＝
一
〇

〜

＝
二

〇
頁
）

も、

べ

ー

ト

！

ヴ
ェ

ン

の

音
楽
を

説
き

明
か

し

て

甚
だ

興

味
深
く、

殊
に

シ

ュ

ー

ペ

ル

ト

の

交
響
曲
《

グ

レ

ー

ト
》

を

引
き

合
ぴ

に

出
し

て

べ

；

ト

ー

ヴ
ェ

ン

の

特
徴
を

論
じ

た

点
は

秀
抜
で

あ

ら

う。

た

だ

し、

俗
に

バ

ッ

ハ

、

ぺ

ー

ト

ー

ヴ
ェ

ン

、

ブ

ラ

ー

ム

ス

を

「

ド

イ

ツ

三

大
B

」

と

称
す

る

も
の

の、

ブ

ラ

ー

ム

ス

に

つ

い

て

は

「

職

人
」

の

側
面
を

強
調
し、

そ
の

「

フ

ォ

ル

マ

リ

ズ

ム

的
な

音
楽
観
」

に

言
及

す

る

の

み

だ

（

＝
二一
二

・
一

六

六

頁
）

。

か

う

し

た

取
り

扱
ひ

の

軽
重

も
、

岡

田

氏

の

私
見

の

一

端
か

と

愚
考
す
る

。

　

知
的

で

冷
静
な

私
見

が

大
部
分
を

占
め

る

な

か

で、

い

き

な

り

感
情
的
な

色

彩
の

N 工工
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濃
い

私
見

が

飛

び

出

す
の

も
一

興
だ

ら

う
。

そ

れ

は、

十
九
世

紀
に

お

け

る

パ

リ

の

音
楽
生

活
を

活
写
し

た

叙
述
の

う
ち

、

「

簡
易

版
サ

ロ

ン

音
楽
」

（

一

五

四

頁
）

に

触

れ

た

部
分

に

見
え

る
。

岡

田

氏
は

例
の

有
名
な
バ

ダ
ジ

ェ

フ

ス

カ

《

乙

女

の

祈
り

》

に

鼻
持
ち
な

ら

ぬ

印
象
を

抱
い

て

ゐ

る

ら

し

く、
「

シ

ョ

パ

ン

風

だ

が

平
板
で

過

剰

に

感
傷
的

な

旋
律

、

ペ

ダ
ル

に

よ

っ

て

砂
糖
菓
子
の

よ

う

に

増
幅
さ

れ

た

情
緒、

安

手
の

ド

レ

ス

よ

ろ

し

く

ア

ル

ペ

ジ

オ

や

装
飾
音
で

飾
り

立

て

ら

れ

た

パ

ッ

セ

ー

ジ
、

そ

し

て

〈

夢
見
る

気
分
〉

を

い

や

が

う

え

に

も

か

き

た

て

る

よ

う

な

詩
的
な

タ

イ

ト

ル

」

と

貶
し

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

こ

れ

は

「

簡
易
版
サ

ロ

ン

音
楽
」

一

般
の

特
徴
を

指
摘
し

た

評
言
で

、

《

乙

女
の

祈
り

》

だ

け
に

当

て

は

ま

る

話
で

は

な
い

。

し

か

し
、

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
い

や

語
気
文
勢
か

ら

推
し

て、
《

乙

女
の

祈
り

》

が

嫌
で

堪
ら

な

い

と

い

ふ

思
ぴ

が

ひ

し

ひ

し

と

伝
は

つ

て

く

る
。

も

し

機
会
あ

ら

ば

《

乙

女
の

祈
り

》

の

ケ
ッ

タ

ク

ソ

悪
さ

を

書
き

た
い

と

思
つ

て

ゐ

た

私
が、

こ

の

字
句
を

読
ん

で

快
哉
を

叫
ん

だ

の

は

言
ふ

ま

で

も

な
い

。

多
分
に

個
入
的
な

事
情
な

が

ら、

本
書
は

か

う
し

た

快
感
ま
で

も

味

は

へ

る

の

だ
。

　
「

音
楽
を

歴

史
的
に

聴
く

楽
し

み
」

（一，
ま

え

が

き
L

．
m

頁）

を

強
調
し
、

「

〈

歴

史

的
教
養
〉

の

喪
失
は

入
文
科
学
の

自
殺
行
為
」

（

「

あ

と

が

き
」

二一
二

四

頁
）

と

言
ひ

切

る

岡

田

氏
が

「

文
献
ガ

イ

ド
」

を

附
録
と

し

て

ゐ

る

の

は、

十

分
に

納

得
の

ゆ

く

措
置
で

あ

る
。

き

は

め

て

親
切

な

内
容
の

「

文
献
ガ

イ

ド
」

だ
。

俗
物
の

音
楽
フ

ァ

ン

と

し

て

は、

せ

め

て

作
曲
家
名
の

索
引
が

あ

れ

ば

便
利
な

の

に

と

も

思

ふ

の

だ

が
、

そ

れ

で

は

岡

田

氏
の

趣
意
に

反

す

る

こ

と

に

な

ら

う
。

本
書
に

関
す

る

か

ぎ

り、

好

み

の

作
曲
家
の

部
分
だ

け

拾
ひ

読
み

す

る

こ

と

は、

岡

田

氏
の

最
も

忌
み

嫌
ふ

行
為

か

と

推
察
す

る
。

本
書
は

通
読
を

要
求
す
る

音
楽
史
で

あ

り、

事
実

、

通

読
に

堪
へ

得
る

音
楽
史
な

の

だ
。

　

最
後
に、

僭
越
を

百

も

承
知
の

う
へ

で
、

注
文

と

希
望
を
一

つ

づ

つ

述
べ

て

お

か

’
つ

。

虫目
評

　

岡
田

暁
生

『

西

洋
立

日

楽
史

−
「
ク

ラ

シ

ッ
ク
」
の

黄

昏』

古
田

島
洋

介

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
も

　

注
文
と

は
、

仮
名
遣
ぴ

に

つ

い

て

で

あ

る。

俗
に

「

独
壇
場
」

と

書
く

と

こ

ろ

を

　

　
　

　

　
へ

正

し

く

「

独
擅
場
」

（

七

七

頁
）

に

作
る

や

う
な

見
識
を

持
つ

岡

四

氏
が、

「

な
か

ん

ず
く

」

（
八

五
・
一

七

八

頁
）

と

記
し

て

ゐ

る

の

は、

い

さ

さ

か

解
せ

な

い

印
象
だ

。

こ

れ

は

漢
文
「

就
中
」

の

訓
読
「

中
に

就
く

」

が

音
便
化
し

た

語
な

の

だ

か

ら、

正

し

く

は

「

な

か

ん

つ

く
」

で

あ

る
。

昨
今
は

大

学
生

で

す

ら

大

半
が

「

な

か

ん

つ

く
」

と
い

ふ

言

葉
そ
の

も

の

を

知
ら

な

い

と
い

ふ

情
け

な
い

状
況
だ

。

し

か

し
、

い

や、

だ
か

ら
こ

そ、

正

し

く

「

な

か

ん

つ

く
」

と

記

し

て

ほ

し

い

と

願
は

ず
に

は

ゐ

ら

れ

な
い

。

む

ろ

ん、

か

う

し

た

仮
名
遣
ひ

の

問
題

は、

独
り

岡

田

氏
の

み

に

限
つ

た

話
で

は

な

く、

広
く

日

本
語

全

体
に

関
は

る

重
要
事
だ。

　
一

方
、

希
望
と

は、

変
奏
と
い

ふ

概
念
に

つ

い

て

で

あ

る
。

以

前

か

ら

私
は

音
楽

に

お

け

る

変
奏
が

い

か

な

る

概
念
な

の

か
、

曖
昧
模
糊
と

し

た

ま

ま

だ
。

変
奏
に

は

装
飾
変
奏
と

性
格
変
奏
が

あ

り、

ベ

ー

ト

ー

ヴ
ェ

ン

を

例
と

す

れ

ば、

前
者
の

代
表

は

《

六
つ

の

変
奏
曲
》

作
品
三

四、

後
者
の

典
型
は

《

デ
ィ

ア

ペ

リ

変
奏
曲

》

作
品

一

二

〇
か

と

い

ふ

程
度
の

あ

や

ふ

や

な

知
識
に

と

ど

ま
つ

て

ゐ

る。

け

れ

ど

も、

変

奏
と

い

ふ

概
念
を、

変
奏
曲
の

み

な

ら

ず
、

他
の

楽
曲
に

ま

で

当

て

は

め

れ

ば、

た

と
へ

ば

ソ

ナ

タ

形
式
に

お

け

る

展
開
部
は

主
題
の

変
奏
部
で

あ

ら

う

し
、

ま

た

再
現

部
で

第
二

主
題

が

調

性
を

変
へ

て

再

現
さ

れ

る

の

も

変
奏
の

一

た

る

を

失

ふ

ま
い

。

い

つ

た
い

変
奏
と

い

ふ

概
念
は、

ど
こ

ま

で

適
用

さ

れ

る

の

か
。

変
奏
に

は

狭
義
と

広
義
が

あ

る

と
い

ふ

話

な

の

か
。

狭
く

は

変
奏
曲
を

指
し、

広
く

は

変
奏
技
法
を

指

す
と

理

解
し

て

お

け

ば

宜

し

い

の

か
。

ぜ

ひ

岡
田

氏
に

は、

次
な

る

機
会
に、

そ

の

該
博
な

学
識
を

以

て

「

変
奏
（

曲
）

の

歴
史
」

を

整
理

し

て

い

た

だ

け

る

と

有
り

難

い
。　

右
は、

岡

田

氏
の

見
識
と

学
識
を

全

面

的
に

信
頼
し

た

う
へ

で

の

注
文

と

希
望

だ
。

私
は

岡

田

氏
の

種
々

の

著
作
に

よ

つ

て

日

本
人
の

西

洋
音
楽
に

対

す
る

理

解
・

認
識

が

飛
躍
的
に

向
上

す

る

こ

と

を

信
じ

て

疑
は

ぬ

者
で

あ

る
。
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