
生

と

音

楽

―

―

デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
け
る
生
と
音
楽
の
時
間
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

折

橋

康

雄

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
が
非
常
に
音
楽
を
愛
し
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
残
し
た
日
記
や
手
紙
、
数
々
の
評
論
、

ド
イ
ツ
精
神
史
研
究
に
見
ら
れ
る
数
多
く
の
音
楽
へ
の
言
及
を
見
て

も
、
彼
が
音
楽
に
寄
せ
る
愛
情
や
評
価
が
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
彼
の
頻
繁
な
音
楽
へ
の
言
及
を
、
単

な
る
趣
味
の
問
題
と
し
て
片
付
け
た
り
、
ま
た
そ
の
賞
賛
を
、
単
に

ド
イ
ツ
の
精
神
運
動
の
豊
饒
な
成
果
と
し
て
の
評
価
に
尽
き
る
も
の

と
見
做
し
た
り
す
る
だ
け
で
は
、
彼
の
思
想
に
於
け
る
音
楽
の
位
置

を
十
分
に
評
価
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
晩
年
に
な
っ
て

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
繰
り
返
し
音
楽
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
彼
独
自
の

生
概
念
や
時
間
概
念
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
て
お
り
、
む
し
ろ
音
楽

が
彼
の
思
想
に
と
っ
て
重
要
な
モ
デ
ル
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
、

と
り
わ
け
そ
の
生
概
念
を
説
明
す
る
上
で
き
わ
め
て
有
効
な
実
例
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
こ
そ
、
音
楽
の
持
つ
真
に
哲
学
的
な
重
要

性
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
器
楽
は
、
そ
の

高
の
形
式
に
於

（
一
）

、

」（

）
。

い
て
は

生
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

Ⅶ
,224

、

、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て

文
学
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
芸
術
は

常
に
重
要
な
考
察
の
対
象
で
あ
っ
た
。
文
化
的
創
造
の
モ
デ
ル
ケ
ー

ス
と
し
て
、
精
神
的
運
動
を
先
駆
的
に
導
く
役
割
を
担
う
完
全
な
表

現
と
し
て
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
精
神
史
に
於
け
る
重
要
な
精
神
的
所
産

と
し
て
、
彼
は
、
芸
術
作
品
や
芸
術
家
、
さ
ら
に
は
そ
の
創
造
行
為
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の
過
程
を
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
デ
ィ
ル
タ

イ
が
、
晩
年
に
な
っ
て
と
り
わ
け
音
楽
に
着
目
し
た
の
は
、
音
楽
が

時
間
芸
術
で
あ
る
こ
と
に
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
晩
年
の

、
、

デ
ィ
ル
タ
イ
の
多
岐
に
わ
た
る
仕
事
に
は
、
意
義
（

、

B
edeutung

）

価
値
（

、
目
的
（

）
と
い
っ
た
人
間
の
生
に
固
有
の
範
疇

W
ert

Z
w
eck

）

を
、
や
は
り
生
に
固
有
の
時
間
性
と
関
係
づ
け
て
考
察
す
る
と
い
う

課
題
が
含
ま
れ
て
い
た
。
過
去
を
意
義
に
於
い
て
捉
え
、
価
値
の
感

情
と
と
も
に
現
在
を
生
き
、
未
来
に
向
け
て
目
的
を
据
え
る
と
い
う

こ
と
は
、
人
間
の
生
に
と
っ
て
何
よ
り
も
本
質
的
な
事
柄
で
あ
り
、

人
間
の
十
全
な
姿
を
捉
え
る
に
は
、
固
有
の
時
間
性
と
対
応
し
た
生

に
固
有
の
範
疇
が
不
可
欠
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
範
疇
は
、
互
い
に
通

約
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
固
有
な
時
間
性
に
於
い

て
互
い
に
関
係
し
規
定
し
合
う
こ
と
で
生
の
統
一
を
形
成
す
る
の
で

あ
る
。
晩
年
の
彼
に
と
っ
て
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
、
人
間
の

生
が
こ
う
し
た
固
有
の
時
間
性
の
う
ち
で
統
一
を
形
成
し
て
ゆ
く
過

程
で
あ
り
、
音
楽
の
例
も
ま
た
、
こ
う
し
た
研
究
と
の
関
連
で
頻
繁

に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

同
じ
頃
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
対
象
と

す
る
思
想
史
的
研
究
、
或
い
は
ド
イ
ツ
の
文
学
史
、
音
楽
史
を
包
括

す
る
精
神
史
的
研
究
に
も
従
事
し
て
い
た
。
フ
リ
ッ
ト
ヨ
フ
・
ロ
ー

（
二
）

デ
ィ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
そ
の
ヘ
ル
ダ
ー

（
三
）

リ
ン
研
究
に
於
い
て
、
彼
の
文
学
作
品
の
持
つ
音
楽
的
性
格
を
強
調

、

「

」

。

し

そ
こ
に
表
現
さ
れ
た

生
そ
の
も
の
の
リ
ズ
ム

に
着
目
す
る

こ
の
生
の
リ
ズ
ム
は
、
多
様
な
要
素
を
分
裂
か
ら
統
一
へ
と
も
た
ら

す
よ
う
な
人
間
の
生
の
根
本
動
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
概
念
の
弁
証
法
も
ま
た
、
こ
の
生
の
リ
ズ
ム
の
哲
学
的

概

－

念
的
表
現
で
あ
る
と
さ
れ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
人
間
精
神
の
内
面
性
の

歴
史
の
創
始
者

（

）
と
い
う
評
価
を
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
受
け

」Ⅳ
,157

る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
デ
ィ
ル
タ
イ
の
関
心
を
導
い
て
い
る
の

は
、
分
裂
し
た
様
々
な
意
識
内
容
が
統
一
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
時
間

的
過
程
で
あ
る
。
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
未
曾

有
の
高
み
に
達
し
た
ド
イ
ツ
の
文
学
や
哲
学
、
そ
し
て
音
楽
を
対
象

と
す
る
精
神
史
的
研
究
と
、
人
間
の
生
の
存
在
様
態
に
肉
薄
し
よ
う

。

、

と
す
る
理
論
的
研
究
と
が
こ
こ
に
於
い
て
交
錯
す
る

文
学
や
哲
学

そ
し
て
何
よ
り
も
音
楽
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
た
も
の
を
手
掛
か
り

に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
人
間
の
生
に
固
有
の
時
間
性
、
さ
ら
に
は
生
の

統
一
さ
れ
る
時
間
的
過
程
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
デ
ィ
ル
タ
イ
の
音
楽
と
の
関
わ
り
は
、
こ
う
し
た
論
点

生と音楽／116
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に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
実
際
、
他
に
も
様
々
な
研
究
課
題
を

設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
本
論
稿
で
は
、
人
間
的
生

（
四
）

に
固
有
の
時
間
性
や
生
の
範
疇
と
の
関
係
に
限
っ
て
、
彼
の
音
楽
理

解
を
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。
晩
年
の
草
稿
に
見
ら
れ
る
生
の
時
間
性

を
め
ぐ
る
記
述
と
音
楽
の
例
は
、
そ
の
断
片
的
な
性
格
の
故
に
、
扱

わ
れ
て
い
る
事
柄
の
興
味
深
さ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
お
不
明
瞭
な
印

象
を
免
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
生
の
時
間
性
を
め
ぐ
る
彼
の

理
論
の
概
要
を
整
理
し
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
時
間
性
と
対
応
し
た
生

の
範
疇
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
音
楽
が
生
の
理
解
に
対
し
て
持
っ
て

い
る
モ
デ
ル
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
ま
た
、
一
八
世
紀
末

か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
の
精
神
運
動
の
中
で
徐
々

に
意
識
化
さ
れ
て
い
っ
た
重
要
な
洞
察
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
た
い
と
思
う
。

一

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
既
に
一
八
八
〇
年
代
に
書
か
れ
て
い
た
『
精
神

科
学
へ
の
序
説
』
第
二
部
の
た
め
の
草
稿
の
中
で
、
時
間
を
流
れ
去

る
等
質
的
な
直
線
と
し
て
捉
え
る
カ
ン
ト
の
抽
象
的

形
式
的
な
時

－

間
概
念
を
批
判
し
、
こ
れ
と
対
比
的
に
、
人
間
が
実
際
に
経
験
す
る

時
間
の
実
在
性
（

）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
。
こ
の

R
ealität

der
Z
eit

（
五
）

時
間
論
は
、
当
時
、
公
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
見

ら
れ
る
生
の
時
間
性
を
め
ぐ
る
洞
察
は
、
晩
年
に
な
っ
て
再
び
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
晩
年
の
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
精
神
科
学
的

（
六
）

認
識
の
源
泉
で
あ
る
人
間
の
生
の
存
在
様
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
人
間
の
生
に
固
有
の
範
疇
（

）
を
提
示
し
よ
う

L
ebenskategorien

。

、

と
す
る
試
み
に
取
り
組
ん
で
い
た

し
か
し
こ
う
し
た
生
の
範
疇
は

や
は
り
生
に
固
有
な
時
間
性
と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
生
の
範
疇

を
こ
う
し
た
時
間
性
に
即
し
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
と
き
、
時
間
性

の
問
題
は
あ
ら
た
め
て
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

。「

、

。

る

生
は

時
間
の
充
実
と
い
う
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

生
の
性
格
の
全
体
、
す
な
わ
ち
生
に
は
腐
食
性
と
い
う
関
係
が
含
ま

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
同
時
に
生
は
一
つ
の
連
関
を
形
成
し
、
そ
の

う
ち
に
統
一
（
自
己
）
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
。
生
が
諸
部
分
と
全
体
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
諸
部

分
の
一
つ
の
連
関
と
い
う
仕
方
で
存
在
す
る
の
は
、
時
間
に
於
い
て

」（

）
。

、

、

な
の
で
あ
る

こ
こ
で

と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は

Ⅶ
,229



生と音楽／118

人
間
の
生
が
如
何
に
し
て
、
時
間
経
過
の
中
で
様
々
な
要
素
か
ら
統

、
、
、
、

一
を
形
成
し

（
精
神
科
学
的
な
）
認
識
へ
と
高
め
て
ゆ
く
の
か
と

、

い
う
点
で
あ
り
、
一
八
八
〇
年
代
の
時
点
で
は
未
だ
十
分
に
主
題
化

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
生
の
統
一
形
成
の
問
題
が
、
今
や
、
時
間
性
の

問
題
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。デ

ィ
ル
タ
イ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
実
際
に
経

験
し
て
い
る
時
間
は
、
一
本
の
直
線
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
な
抽
象
的

形
式
的
な
時
間
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

－

く
、
む
し
ろ
人
間
の
生
の
根
源
的
な
生
命
形
式
に
根
ざ
し
、
様
々
な

価
値
や
意
義
や
目
的
を
産
出
し
続
け
る
存
在
と
し
て
の
人
間
に
と
っ

て
本
質
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
自
然
科
学
に
於
い

て
前
提
さ
れ
、
カ
ン
ト
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
直
線
的
な

時
間
概
念
に
対
し
て
、
人
間
的
生
に
固
有
の
時
間
性
を
「
実
在
的
な

時
間

、
或
い
は
「
具
体
的
時
間

」
と
し
て
際
立
た
せ

」

konkrete
Z
eit

る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
経
験
の
主
観
的
制
約
と
し
て
の
直
線
的
な
時

間
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
経
験
不
可

能
な
背
後
的
な
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
、
我
々
が
実
際
に
経
験
す
る

実
在
的

具
体
的
時
間
と
い
う
前
面
的
な
も
の
と
対
置
す
る
の
で
あ

－

る
。
前
者
の
時
間
が
、
直
線
的
に
経
過
し
、
流
れ
去
る
も
の
、
或
い

は
事
柄
の
順
序
を
単
に
表
象
的
観
点
か
ら
受
動
的
に
把
握
す
る
際
の

形
式
に
過
ぎ
ず
、
し
ば
し
ば
「
経
過

」
と
表
現
さ
れ
る
の
に

A
blauf

対
し
て

後
者
の
時
間
は

前
進

と
表
現
さ
れ

現

、

、「

」

、「

F
ortrücken

在
の
絶
え
ざ
る
前
進

（

）
と
い
う
能
動
的
に
前
進

」Ⅹ
Ⅸ

Ⅶ
,213

;
,72

し
、
前
方
へ
と
自
ら
を
拡
張
し
て
ゆ
く
イ
メ
ー
ジ
に
於
い
て
捉
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
従
来
の
哲
学
が
人
間
の
自
我
を

単
な
る
思
惟
主
観
と
し
て
の
み
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
に
対
し

、

、

「

、

、

て
批
判
的
で
あ
り

人
間
を
全
体
的
な

つ
ま
り

意
志
し

感
じ

表
象
す
る
存
在
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
自
ら
の
課
題
に
掲
げ
た

の
だ
っ
た
（

。
そ
れ
故
、
時
間
に
つ
い
て
も
、
単
に
理
論
的

Ⅰ
ⅹ
ⅷ

,

）

立
場
か
ら
表
象
す
る
主
観
に
と
っ
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
意
志
、
感

情
、
表
象
を
併
せ
持
っ
た
全
体
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
経
験
す
る

時
間
性
が
主
題
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
時
間
は
我
々
の
自

。

己
意
識
の
全
体
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
知
性

の
事
柄
で
は
な
い

（

。
彼
が
主
題
化
し
よ
う
と
す
る
実

」

）

Ⅹ
Ⅸ
,
217

在
的

具
体
的
時
間
は
、
過
去
を
意
味
（
意
義
）
づ
け
、
現
在
を
価
値

－

感
情
を
も
っ
て
生
き
、
将
来
に
目
標
（
目
的
）
を
掲
げ
る
実
践
的
な
人
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間
が
経
験
す
る
時
間
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
、
単
に
受
動
的
に
経

過
す
る
の
で
は
な
く
、
過
去
を
担
い
つ
つ
未
来
に
向
け
て
絶
え
ず
能

動
的
に
前
進
し
て
ゆ
く
と
い
う
人
間
の
根
源
的
な
生
命
形
式
に
適
っ

た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い

っ
た
時
制
も
ま
た
、
時
間
秩
序
を
捉
え
る
た
め
の
理
論
的
思
惟
や
反

省
の
所
産
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
生
の
根
源
的
な
生
命
形
式
に

属
し
、
ま
た
そ
れ
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

（
七
）

さ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
う
し
た
実
在
的

具
体
的
な
時
間
の
性

－

格
を
次
の
よ
う
に
音
楽
と
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る

「
時
間
の

。

前
進
と
は
、
ど
ん
ど
ん
過
去
を
置
き
去
り
に
し
て
、
未
来
へ
と
推
し

進
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
心
の
う
ち
で
起
こ
る
こ
と
が
何
か
か
ら

単
に
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
〔
能
動
的
な
〕
活

動
で
あ
る
の
か
と
い
う
大
き
な
問
題
が
解
決
さ
れ
る
の
は
、
把
握
さ

れ
た
も
の
に
於
け
る
方
向
性
そ
の
も
の
が
表
現
と
な
る
よ
う
な
場
面

に
於
い
て
、
そ
の
経
過
の
表
現
が
探
し
求
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。

時
間
の
う
ち
で
前
進
す
る
と
か
、
過
去
が
心
に
付
加
さ
れ
る
と
い
う

の
で
は
十
分
で
な
い
。
私
は
、
時
間
の
う
ち
で
経
過
し
得
る
表
現
、

外
部
か
ら
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
表
現
を
探
し
求
め
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
に
器
楽
が
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に

成
り
立
っ
た
に
せ
よ

〔
そ
こ
に
は
〕
作
曲
者
が
時
間
に
於
け
る
そ

、

の
連
関
を
、
或
る
形
象
か
ら
他
の
形
象
へ
と
見
渡
す
よ
う
な
経
過
が

存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
一
つ
の
方
向
、
実
現
に
向
か
っ

て
伸
び
て
ゆ
く
行
為
、
心
的
活
動
そ
の
も
の
の
前
進
、
過
去
に
制
約

さ
れ
な
が
ら
様
々
な
可
能
性
を
う
ち
に
含
む
と
い
う
事
態
、
同
時
に

創
造
で
も
あ
り
得
る
よ
う
な
展
開
と
い
っ
た
も
の
が
存
し
て
い
る
」

（

。
晩
年
の
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
い
わ
ゆ
る
内
観
心
理
学
的

Ⅶ
,231

f.

）

な
方
法
の
限
界
を
強
く
意
識
し
、
様
々
な
生
の
表
現
（
生
の
客
観
態

）
を
通
じ
て
生
そ
の
も
の
を
把
握
す
る

O
bjektivationen

des
L
ebens

方
法
へ
と
傾
斜
す
る
が
、
こ
こ
に
も
そ
う
し
た
傾
向
は
は
っ
き
り
と

。

、

覗
わ
れ
る

音
楽

と
り
わ
け
器
楽

と
い
う
時
間
的
形
象
は

―

―

実
在
的

具
体
的
な
時
間
の
う
ち
で
絶
え
ず
前
進
し
て
ゆ
く
人
間
の

－

生
の
在
り
方
を
典
型
的
に
示
す
事
例
と
し
て
、
ま
た
そ
う
し
た
在
り

方
を
把
握
す
る
手
段
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
音

楽
に
つ
い
て
「
過
去
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
様
々
な
可
能
性
を
う
ち
に

含
む
と
い
う
事
態
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
も
ま
た
、

過
去
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
も
、
多
様
な
可
能
性
を
う
ち
に
含
み
、
自

己
を
能
動
的
に
実
現
し
て
ゆ
く
存
在
で
あ
る
。
人
間
が
実
現
し
て
ゆ
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く
発
展
的
展
開
は
、
過
去
を
保
持
し
な
が
ら
自
己
の
「
実
現
に
向
か

っ
て
伸
び
て
ゆ
く
行
為
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
過
去
に
完
全
に

制
約
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く

「
同
時
に
創
造
で
も
あ
り
得
る

、

よ
う
な
展
開
」
な
の
で
あ
る
。

二

抽
象
的

形
式
的
時
間
（
つ
ま
り
直
線
的
時
間
）
と
実
在
的

具

－
－

体
的
な
時
間
と
い
う
二
通
り
の
時
間
理
解
の
相
違
は
、
現
在
と
い
う

時
制
に
於
い
て
端
的
な
仕
方
で
明
ら
か
に
な
る
。
直
線
的
な
時
間
に

於
け
る
現
在
は
、
拡
が
り
を
持
た
な
い
単
な
る
点
、
或
い
は
内
容
を

欠
い
た
「
切
断
面
」
に
過
ぎ
ず
、
経
験
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
、

我
々
は
具
体
的
時
間
に
於
け
る
現
在
を
内
容
を
持
っ
た
具
体
的
な
も

の
と
し
て
経
験
す
る

「
経
験
可
能
な
も
の
と
し
て
の
現
在
は
、
か

。

の
切
断
面
で
は
な
く
、
時
間
の
経
過
の
中
で
連
続
的
に
前
進
す
る
、

実
在
的
な
も
の
に
よ
る
充
実
で
あ
る

（

。
具
体
的
時
間
に

」

）

Ⅵ
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於
い
て
捉
え
ら
れ
た
現
在
は
、
も
は
や
単
な
る
点
や
切
断
面
で
は
な

く
、
そ
れ
自
体
、
時
間
的
な
拡
が
り
や
幅
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、

我
々
は
、
時
間
的
拡
が
り
を
持
っ
た
連
続
体
を
こ
の
現
在
そ
の
も
の

に
於
い
て
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
既
に
『
精
神
科

学
へ
の
序
説
』
第
二
部
の
た
め
の
草
稿
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

た

「
私
の
下
方
の
道
路
を
走
っ
て
ゆ
く
荷
馬
車
の
音
の
よ
う
な
連

。
続
的
な
音
の
連
な
り
は
、
一
つ
の
分
割
不
可
能
で
拡
が
り
の
な
い
現

在
の
瞬
間
と
過
去
の
諸
瞬
間
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
経
過
そ
の
も
の
が
我
々
の
実
際
の
知
覚
の
う
ち
に
存

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
知
覚
は
、
連
続
体
を
感
性
的
に
把
握
す

る
非
常
に
限
ら
れ
た
焦
点
を
持
つ
も
の
な
の
で
、
我
々
の
知
覚
は
そ

れ
自
体
、
一
つ
の
現
在
の
状
態
だ
け
し
か
包
含
で
き
な
い
と
見
做
す

よ
う
な
誤
謬
が
容
易
に
起
こ
る
の
で
あ
る

（

。
晩
年
の

」

）

Ⅹ
Ⅸ
,218

草
稿
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る

「
心
理
学
的
に
見
ら
れ

。

た
現
在
は
、
一
つ
の
時
間
経
過
で
あ
っ
て
、
そ
の
拡
が
り
を
我
々
は

一
つ
の
統
一
と
し
て
把
握
す
る
。
我
々
が
現
在
と
い
う
性
格
で
も
っ

て
把
握
す
る
の
は
、
そ
の
連
続
性
に
よ
っ
て
我
々
に
と
っ
て
は
分
離

不
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る

（

。
音
楽
を
聴
く
場
合
で
言

」

）

Ⅶ
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う
な
ら
ば
、
我
々
は
、
一
つ
の
楽
句
を
分
離
不
可
能
な
連
続
体
と
し

フ
レ
ー
ズ

て
聴
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
の
が
ま
さ
に
現

在
と
い
う
場
な
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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現
在
は
常
に
実
在
に
充
た
さ
れ
た
時
制
で
あ
る
が
故
に
、
単
に
表

象
的
な
も
の
で
も
あ
り
得
る
過
去
や
未
来
と
い
う
他
の
時
制
に
対
し

て
特
別
の
地
位
を
獲
得
す
る
。
「
具
体
的
な
時
間
は
、
む
し
ろ
現
在

（
八
）

の
絶
え
ざ
る
前
進
の
う
ち
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
現
在
の

も
の
が
絶
え
ず
過
去
と
な
り
、
未
来
の
も
の
が
現
在
と
な
る
。
現
在

と
は
、
或
る
時
点
の
、
実
在
に
よ
る
充
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
体
験

の
想
起
に
対
し
て
、
ま
た
未
来
に
体
験
可
能
な
も
の
へ
の
願
望
、
希

望
、
期
待
、
恐
怖
に
対
し
て
、
体
験
〔
そ
の
も
の
〕
な
の
で
あ
る
」

（

。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
場
合
に
特
徴
的
な
の
は
、
こ
う
し
た
現

Ⅶ
,72

）

在
は
、
単
に
知
覚
や
表
象
に
の
み
関
わ
る
も
の
と
は
理
解
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
在
性
は
、
知
覚
や
表
象
の
み
な
ら
ず
、

意
志
や
感
情
を
含
ん
だ
生
の
全
体
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
経
験
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
基
本
的
な
立
場
で
あ

っ
た

そ
し
て
こ
う
し
た
現
在
の
在
り
方
を

デ
ィ
ル
タ
イ
は

体

。

、

、「

（
九
）

験

」
と
性
格
づ
け
て
い
る

「
生
」
と
「
体
験
」
と

E
rleben,E

rlebnis

。

い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
代
替
可
能
な
も
の
と
し
て
用
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
体
験
は
、
基
本
的
に
生
と
同
義
で

（
一
〇
）

あ
り
、
む
し
ろ
人
間
の
生
の
十
全
な
様
態
、
或
い
は
高
ま
っ
た
様
態

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と

っ
て
の
人
間
の
生
の
十
全
な
在
り
方
と
は

「
意
志
し
、
感
じ
、
表

、

象
す
る
存
在
」
と
し
て
の
生
で
あ
り
、
或
る
現
在
に
於
い
て
表
象
、

意
志

感
情
が
欠
け
る
と
こ
ろ
な
く
構
造
化
さ
れ
て
で
き
た
連
関

構

、

（

造
連
関
）
が
体
験
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
体
験
が
意
志
を
含

む
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
未
来
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
し
、
感

情
（
価
値
感
情
）
も
ま
た
、
過
去
の
経
験
と
の
関
係
の
中
で
、
そ
の

多
く
が
規
定
さ
れ
て
く
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は

自
ら
の
体
験
を
例
に
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る

「
私
は
夜
半

。

に
横
に
な
り
、
始
め
た
仕
事
を
私
の
高
齢
で
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
と
心
配
し
、
何
を
な
す
べ
き
か
を
熟
慮
す
る
。
こ
う
し

た
体
験
に
は
、
或
る
構
造
的
な
意
識
連
関
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
対
象
的
把
握
が
そ
の
基
礎
を
な
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
の

が
、
対
象
的
に
把
握
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
の
心
配
や
苦
痛
、
そ
れ

を
乗
り
越
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
努
力
と
い
っ
た
態
度
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
こ
う
し
た
体
験
の
構
造
連
関
に
於
い
て
、
私

に
対
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る

（

。

」

）

Ⅶ
,
139

一
方
、
体
験
は
、
現
在
と
い
う
場
に
於
い
て
形
成
さ
れ
た
後
、
単

に
流
出
し
散
逸
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
。
人
間
的
生
は
、
絶
え
ず
流

れ
去
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
る
時
間
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
さ
ら
に
構
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造
的
な
全
体
連
関
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
体
験
は
、
そ
う
し

た
全
体
連
関
の
中
で
も
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
人
間
的
生
の

小

の
単
位
を
な
す
の
で
あ
る
。
実
際
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
体
験
を
単
に

現
在
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
過
去
へ
と
過
ぎ
去
り
な
が
ら
も
な
お

現
在
へ
と
作
用
を
及
ぼ
し
得
る
よ
う
な
生
の
構
成
要
素
と
し
て
理
解

し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
先
の
例
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
説
明
す

。「

、〔

〕

、

る

さ
て
し
か
し
私
の
把
握
は

現
在
の

体
験
そ
の
も
の
か
ら

そ
こ
に
含
ま
れ
る
諸
契
機
に
基
づ
い
て
、
時
間
の
経
過
の
う
ち
で
長

い
時
間
の
隔
た
り
に
よ
っ
て
分
か
た
れ
て
い
て
も
、
そ
う
し
た
諸
契

機
と
構
造
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な
諸
体
験
へ
と
引
き
ず
ら
れ

て
ゆ
く

（

。
現
在
の
体
験
は
そ
れ
だ
け
で
単
独
に
あ
る
の

」

）

Ⅶ
,
140

で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
諸
契
機
に
基
づ
い
て
、
過
ぎ
去

っ
た
他
の
諸
々
の
体
験
へ
と
私
を
引
き
ず
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
そ

し
て
想
起
的
に
呼
び
出
さ
れ
た
諸
々
の
体
験
は
、
今
度
は
逆
に
現
在

へ
と
作
用
を
及
ぼ
す
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
よ
う
に
過
ぎ
去
っ
た
体

験
が
現
在
へ
と
作
用
す
る
仕
方
を
「
現
前

」
と
特
徴
づ
け
て

P
räsenz

い
る

「
そ
の
よ
う
に
体
験
を
形
成
す
る
質
的
に
規
定
さ
れ
た
実
在

。

は
、
構
造
連
関
で
あ
る
。
確
か
に
、
構
造
連
関
は
時
間
の
う
ち
で
経

過
し
、
時
間
は
経
過
と
し
て
経
験
さ
れ
、
構
造
連
関
に
於
け
る
時
間

関
係
が
把
握
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
経
過
の
う
ち
に
あ
る
構
造

連
関
の
中
で
、
過
ぎ
去
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
現
在
に
於
け
る
力
と

し
て
い
わ
ば
持
続
す
る
も
の
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
前
と
い
う
固

。

、

、

有
の
性
格
を
獲
得
す
る

体
験
と
は

経
過
を
な
す
に
も
拘
わ
ら
ず

或
る
力
動
的
な
統
一
な
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
現
前
と
い
う
〉
言
葉
が

特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
体
験
を
形
成
す
る
構
造
連
関
の
構
成
部
分

と
し
て
過
去
に
帰
属
す
る
も
の
が
、
現
在
の
う
ち
へ
と
達
す
る
力
と

し
て
経
験
さ
れ
、
現
在
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
後
に
、
我
々
の
体
験

の
う
ち
で
現
在
に
対
し
て
独
特
な
関
係
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ

る

（

。
現
在
の
体
験
は
、
そ
れ
が
遂
行
さ
れ
る
や
否
や
過

」

）

Ⅵ
,315

去
の
諸
体
験
と
関
係
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
相
互
作
用
の
中
で
む
し

ろ
真
の
体
験
と
な
る
。
さ
ら
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
の
現
在
の
体
験

の
形
成
に
は
未
来
の
も
の
も
ま
た
関
与
す
る
と
指
摘
す
る

「
体
験

。

は
現
在
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
現
在
の
意
識
に
於
い
て
そ
れ
自
身
の

う
ち
に
既
に
過
去
と
未
来
と
を
含
ん
で
い
る
。
と
言
う
の
も
、
現
在

の
概
念
は
如
何
な
る
次
元
も
そ
の
う
ち
に
含
ん
で
は
い
な
い
が
、
具

体
的
な
現
在
の
意
識
は
、
従
っ
て
過
去
と
未
来
を
そ
の
う
ち
に
含
ん

で
い
る
か
ら
で
あ
る

（

。

」

）

Ⅵ
,
314
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三

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
う
し
た
「
具
体
的
な
現
在
の
意
識
」
の
う
ち

に
過
去
と
未
来
が
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
制
に
対
応
し
た
生
の
範
疇
に
よ
っ
て
説
明
を
試
み
て
い
る
。
我

々
は
、
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
事
柄
を

自
ら
の
こ
れ
ま
で
の
人
生

―

に
対
し
て
も
、
ま
た
そ
の
拡
張
と
し
て
の
歴
史
認
識
に
於
い
て
も

意
味
（
意
義
）
づ
け
、
現
在
に
於
い
て
出
会
わ
れ
る
事
物
を
積

―極
的
も
し
く
は
消
極
的
な
価
値
感
情
に
於
い
て
経
験
し
、
ま
た
将
来

に
何
ら
か
の
目
的
を
抱
い
て
そ
れ
を
目
指
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。

従
っ
て
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
三
つ
の
時
制
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

意
義
、
価
値
、
目
的
と
い
う
生
の
範
疇
が
対
応
さ
せ
ら
れ
る
が
、
こ

れ
ら
の
範
疇
は
、
通
約
不
可
能
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
互
い
に
連
関

し
合
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
と
り
わ
け
意

義
の
範
疇
に
他
に
対
す
る
優
位
性
を
認
め
、
こ
の
意
義
の
範
疇
の
み

が
生
に
統
一
を
与
え
る
資
格
を
持
つ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ

ル
タ
イ
は
こ
こ
で
も
音
楽
的
な
例
を
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
説
明
す

る

「
価
値
の
観
点
の
も
と
で
は
、
生
は
肯
定
的
な
存
在
価
値
や
否

。
定
的
な
存
在
価
値
の
無
限
の
充
実
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
協

和
音
と
不
協
和
音
と
の
カ
オ
ス
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
、
現
在
を
満
た
し
て
い
る
音
の
形
象
で
あ
る
が
、
互
い
に

。

、

音
楽
的
関
係
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

目
的
や
善
の
範
疇
は

未
来
へ
の
方
向
と
い
う
観
点
の
も
と
で
生
を
把
握
す
る
が
、
こ
う
し

た
価
値
の
範
疇
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
し
て
目
的
の
範
疇
か
ら
も
生

の
連
関
が
組
み
立
て
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
言
う
の
も
、
目
的

相
互
の
諸
関
係
は
、
単
に
可
能
性
や
選
択
や
従
属
の
関
係
に
過
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
意
義
の
範
疇
の
み
が
、
生
の
諸
部
分
の
単
な

、

。

、

る
並
立

単
な
る
従
属
を
克
服
す
る

そ
し
て
歴
史
が
想
起
で
あ
り

意
義
の
範
疇
が
こ
う
し
た
想
起
に
属
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は

」（

）
。

ま
さ
に
歴
史
的
思
惟
に

も
固
有
な
範
疇
な
の
で
あ
る

Ⅶ
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意
義
は
、
過
去
の
体
験
を
想
起
的
に
捉
え
る
生
の
範
疇
で
あ
る
。

確
か
に
我
々
は
過
去
の
体
験
を
有
意
義
（
有
意
味
）
な
も
の
と
し
て

捉
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
体
験
の
意
義
（
意
味
）
は
、
そ
の
体
験
単

独
で
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
。
意
義
は
、
当
該
の
体
験
と
生
の
全
体

と
の
関
係
の
中
か
ら
、
つ
ま
り
様
々
な
体
験
の
相
互
連
関
の
中
で
は

じ
め
て
生
じ
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
の
と
き
、
客
観
的

直
線
的
な

－

時
間
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
互
い
に
隔
た
っ
て
い
て
関
係
を
持
た
な

い
は
ず
の
諸
々
の
体
験
が
、
具
体
的
時
間
に
於
い
て
は
、
相
互
に
結
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び
つ
い
て
規
定
し
合
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
意
義
と
い
う
も
の
が
常

に
部
分
と
全
体
と
の
関
係
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
解

釈
学
的
な
洞
察
が
援
用
さ
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
シ
ュ

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
一
般
解
釈
学
に
よ
っ
て
言
語
行
為
一
般
に
ま

で
拡
張
さ
れ
た
洞
察
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
人
間
的
生

の
心
的
連
関
へ
と
転
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
文
の
全
体
の

（
一
一
）

意
味
（

）
は
、
個
々
の
単
語
の
意
味
（
意
義

）
の
集
積

S
inn

B
edeutung

か
ら
形
成
さ
れ
る
が
、
個
々
の
単
語
の
意
味
（
意
義
）
も
ま
た
基
本

的
な
意
味
範
囲
を
保
ち
な
が
ら
も
、
文
全
体
の
意
味
に
よ
っ
て
再
規

定
さ
れ
る
。
人
間
的
生
に
於
い
て
も
、
同
じ
循
環
関
係
の
中
で
、
心

的
生
の
全
体
の
意
味
と
、
そ
の
内
部
の
個
々
の
体
験
の
意
義
の
双
方

が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
に
対
応
す
る
生

の
範
疇
で
あ
る
価
値
は
、
生
を
統
一
へ
と
も
た
ら
す
機
能
を
果
た
し

。

、

得
な
い

価
値
は
個
々
の
事
柄
を
感
情
的
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
り

そ
の
瞬
間
的
な
直
接
性
の
故
に
、
生
の
豊
か
な
多
様
性
は
示
す
も
の

の
、
そ
れ
自
体
で
は
相
互
に
並
立
的
な
も
の
に
留
ま
る
。
一
方
、
未

来
に
対
応
す
る
目
的
の
範
疇
も
ま
た
、
生
に
統
一
を
与
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
一
方
の
目
的
に
他
方
が
従
属
す
る
と
い
っ
た
関
係
は
あ

り
得
て
も
、
複
数
の
異
な
る
目
的
に
生
の
う
ち
で
統
一
的
な
位
置
づ

け
を
与
え
る
こ
と
は
、
目
的
範
疇
そ
れ
自
体
の
内
部
で
は
不
可
能
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
過
去
に
想
起
的
に
遡
及
す
る
意
義

、

。

の
範
疇
の
み
が

生
の
分
裂
を
統
一
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る

ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
精
神
的
発
展
の
真
理
を
明
る
み
に
出
す
の
は
記
憶

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
過
去
に
対
す
る
反
省
的
な
ま
な
ざ
し
の
み

が
生
の
う
ち
に
意
義
を
見
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

（
一
二
）

も
っ
と
も
、
過
去
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
だ
け
で
生
全
体
の
意
味
や

個
々
の
体
験
の
意
義
が
完
全
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な

い
。
実
際
、
明
確
な
未
来
の
目
的
を
掲
げ
、
そ
の
観
点
か
ら
す
べ
て

を
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
人
達
が
い
る
の
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
。

し
か
し
未
来
に
向
け
て
の
目
的
は
、
意
義
や
意
味
の
領
域
か
ら
何
某

か
の
方
向
性
の
規
定
を
受
け
取
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
て

、

、

い
る
は
ず
で
あ
る
し

そ
う
し
て
行
な
わ
れ
た
目
的
設
定
に
よ
っ
て

意
義
や
意
味
も
ま
た
よ
り
詳
細
な
規
定
を
受
け
る
の
で
あ
る

「
生

。

〔
人
生
〕
の
意
義
を
め
ぐ
る
我
々
の
把
握
は
絶
え
ず
変
化
す
る
。
人

生
設
計
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
、
生
〔
人
生
〕
の
意
義
を
ど
う
捉
え

た
か
の
表
現
な
の
で
あ
る

〔
ま
た
〕
我
々
が
未
来
に
対
し
て
目
的

。

と
し
て
設
定
し
た
も
の
が
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
意
義
の
規
定
を
制

約
す
る
。
実
現
さ
れ
た
生
の
形
成
は
、
想
起
さ
れ
た
も
の
の
意
義
の
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評
価
を
通
じ
て
或
る
尺
度
を
得
る
の
で
あ
る

（

。
デ
ィ
ル

」

）

Ⅶ
,233

タ
イ
は
歴
史
主
義
の
哲
学
者
で
あ
り
、
個
人
の
過
去
の
み
な
ら
ず
、

歴
史
全
般
へ
と
遡
及
し
、
そ
こ
か
ら
知
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
態
度

に
於
い
て
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
彼
が
過
去
と

い
う
時
制
、
意
義
と
い
う
範
疇
に

大
の
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
単
に
過
去
を
単
独
で
、
静
的
に

捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
意
味
や
意
義
が
客
観
的
に
把
握
さ

れ
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
未
来
時
制
や
目
的
範
疇

に
つ
い
て
十
分
に
主
題
化
せ
ず
、
そ
の
威
力
に
必
ず
し
も
自
覚
的
で

な
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
過
去
が
そ
れ
だ
け
で
は

な
お
未
規
定
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
却
っ
て
そ
の
故
に
、
未
来
へ
の

解
放
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
彼
は
決
し
て
否
定
し
て
は
い
な
い

の
で
あ
る
。

（
一
三
）

確
か
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
意
義
、
価
値
、
目
的
と
い
う
三
つ
の
生

の
範
疇
を
、
そ
れ
ぞ
れ
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
三
つ
の
時
制
に

対
応
さ
せ
て
は
い
る
が
、
そ
の
対
応
関
係
は
必
ず
し
も
厳
密
な
も
の

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
デ
ィ
ル
タ
イ
の
具
体
的
時

間
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
現
在
の
意
識
は
そ
れ
自
体
一
つ
の
体
験
と

し
て
、
過
去
の
諸
体
験
を
現
前
と
い
う
仕
方
で
呼
び
出
し
、
そ
れ
ら

と
の
連
関
の
中
で
さ
ら
な
る
規
定
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
し
、
未
来

の
目
的
も
ま
た
、
過
去
の
諸
体
験
と
の
関
係
の
中
で
規
定
を
受
け
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
意
義
の
範
疇
は
、
価
値
や
目
的
と
切
り

離
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
も
包
括
す
る
範
疇
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
先
述
の
通
り
、
意
義
と
は
、

（
一
四
）

本
質
的
に
、
諸
部
分
と
全
体
と
の
関
係
か
ら
の
統
一
的
把
握
と
い
う

性
格
を
有
す
る
範
疇
で
あ
っ
た

「
意
義
と
は
、
生
の
内
部
で
、
そ

。

の
諸
部
分
が
全
体
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
特
殊
な
関
係
の
仕
方
で
あ

る
。
我
々
は
こ
う
し
た
意
義
を
、
ち
ょ
う
ど
一
つ
の
文
の
中
で
の
単

、

。

語
の
そ
れ
の
よ
う
に

想
起
や
未
来
の
可
能
性
を
通
じ
て
認
識
す
る

意
義
連
関
の
本
質
を
な
し
て
い
る
の
は
、
環
境
の
制
約
の
も
と
生
の

構
造
に
基
づ
い
て
生
じ
た
生
の
経
過
の
形
態
化
が
、
時
間
経
過
の
う

ち
に
含
ん
で
い
る
よ
う
な
諸
関
係
な
の
で
あ
る

（

。
先

」

）

Ⅶ
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f.

の
引
用
で

「
体
験
は
、
現
在
の
意
識
に
於
い
て
そ
れ
自
身
の
う
ち

、

に
既
に
過
去
と
未
来
と
を
含
ん
で
い
る

（

）
と
言
わ
れ
る
の

」Ⅵ
,
314

も
、
意
義
と
い
う
包
括
的
な
範
疇
に
よ
っ
て
、
過
去
、
現
在
、
未
来

と
い
う
三
つ
の
時
制
に
属
す
る
諸
要
素
が
、
現
在
と
い
う
場
に
於
い

て
媒
介
さ
れ
、
統
一
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
言
い
表
わ
し
た
も
の
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
意
義
を
中
心
と
し
て
、
生
が
時
間
の
中
で
そ
の

よ
う
に
統
一
を
形
成
し
て
ゆ
く
在
り
方
を
、
か
な
り
自
由
な
言
葉
の

用
法
に
於
い
て
「
内
在
的
な
目
的
論
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
も
そ
も

個
々
の
体
験
は
、
そ
れ
自
体
、
既
に
内
在
的
に
目
的
論
的
な
構
造
を

持
っ
て
い
る

「
愛
す
る
人
の
死
は
、
構
造
的
に
特
別
な
仕
方
で
痛

。

み
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
痛
み
と
、
私
が
痛
み
を
感
ず

る
対
象
に
関
わ
る
知
覚
な
い
し
表
象
と
の
結
合
が
体
験
で
あ
る
。
…

…

こ
の
体
験
が
他
の
体
験
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
痛

み
と
、
こ
の
痛
み
を
起
こ
さ
せ
た
も
の
に
つ
い
て
の
知
覚
な
い
し
表

象
と
、
さ
ら
に
そ
の
知
覚
が
関
わ
る
対
象
と
の
構
造
連
関
と
し
て
、

分
割
不
可
能
で
内
在
的
に
目
的
論
的
な
全
体
を
形
成
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る

（

。
一
つ
の
体
験
は
、
特
定
の
表
象
（
知
覚

、
感

」

）

）

Ⅵ
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情
、
意
志
（
欲
求
）
と
い
っ
た
も
の
の
統
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
を
構

成
す
る
如
何
な
る
契
機
が
変
化
し
て
も
、
そ
れ
は
別
の
体
験
と
な
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
体
験
は
、
こ
う
し
た
特
定
の
諸
契
機
の
構
造
的

統
一
と
し
て
或
る
意
義
の
実
現
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
或
い

は
こ
の
体
験
自
体
が
意
義
を
通
じ
て
統
一
を
受
け
取
っ
て
い
る
と
言

っ
て
も
よ
い
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
目
的
論
的
」
と
は
、
体
験
を
構

成
す
る
諸
契
機
が
す
べ
て
こ
の
意
義
の
実
現
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て

。

、

い
る
と
い
う
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る

ま
た
こ
の
体
験
の
意
義
は

外
部
か
ら

例
え
ば
、
恣
意
的
に
立
て
ら
れ
た
目
標
の
観
念
の
よ

―

う
な
も
の
か
ら

付
加
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
体
験
そ
の

―

も
の
の
中
で
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
そ
れ
は
常

に
「
内
在
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

（
一
五
）

一
つ
の
体
験
は
そ
れ
自
体
で
単
独
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
愛
す
る
人

の
死
の
体
験
は
、
亡
く
な
っ
た
人
と
の
交
友
の
中
で
得
た
体
験
や
、

そ
の
人
格
や
生
涯
を
め
ぐ
る
体
験
的
印
象
や
、
或
い
は
ま
た
、
別
の

人
の
死
の
体
験
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
、
そ
の
中
で
さ
ら
な
る
意
義
の

。

、

規
定
を
受
け
取
る
の
で
あ
る

こ
の
愛
す
る
人
の
死
と
い
う
体
験
は

例
え
ば
、
人
間
の
儚
さ
や
脆
さ
と
い
っ
た
象
徴
的
意
義
（
意
味
）
を

持
つ
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
つ
の
体
験
が
象
徴
的
な
意
義

を
持
ち
得
る
と
い
う
こ
と
が
、
既
に
全
体
性
と
の
関
わ
り
を
示
唆
し

。

、

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う

体
験
を
構
成
す
る
諸
契
機
と
そ
の
体
験

そ
し
て
諸
々
の
体
験
と
生
の
全
体
と
は
、
常
に
部
分
と
全
体
の
関
係

を
な
し
て
お
り
、
す
べ
て
が
そ
れ
ぞ
れ
に
段
階
を
な
し
つ
つ
も
、
統

一
的
な
意
義
や
意
味
の
実
現
の
た
め
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
部
分
と
全
体
と
の
関
係
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
し
ば

し
ば
「
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
中
心
化
し
て
い
る
」
と
い
う
言
い
方
で
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も
表
現
し
て
お
り
、
こ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
所
産
に
共
通
す
る
特

徴
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（

。
こ
こ
に
、
す
べ
て
の
部
分
に
全

Ⅶ
,154

）（

）

体
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
流
の

汎
神
論
的
な
洞
察
を
、
神
学
的

形
而
上
学
的
含
意
を
払
拭
し
な
が

－

ら
意
識
的
に
継
承
し
よ
う
と
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
姿
勢
を
見
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。四

デ
ィ
ル
タ
イ
は
一
八
九
二

九
三
年
頃
に
書
か
れ
た
論
考
「
生
と

－

」

、

、

認
識

の
中
で

生
の
部
分
と
全
体
と
の
関
係
を
説
明
す
る
た
め
に

（
一
六
）

次
の
よ
う
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
例
を
挙
げ
て
い
る

「
生
の
統
一
体
は
、

。

…
…

諸
部
分
に
付
加
さ
れ
る
よ
う
な
紐
帯
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ

、

。

は

結
び
つ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
付
加
さ
れ
る
結
合
力
で
は
な
い

ま
た
関
係
を
逆
に
し
て
も
い
け
な
い
。
そ
れ
は
、
…
…

諸
部
分
に
先

行
す
る
よ
う
な
全
体
で
は
な
い
。
む
し
ろ
生
の
統
一
体
と
い
う
も
の

が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
単
純
な
一
も
不
連
続
の
多
も
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
、
生
に
つ
い
て

の
如
何
な
る
定
義
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
我
々
に
語
っ
て
く
れ
る
。

メ
ロ
デ
ィ
ー
に
あ
っ
て
は
、
諸
部
分
に
先
行
す
る
の
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
諸
部
分
の
う
ち
で
、
諸
部
分
と
と
も
に
、
諸
部
分
を
通
じ
て

成
り
立
つ
統
一
が
事
実
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る

（

。

」

）

Ⅹ
Ⅸ
,353

こ
の
引
用
で
は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
、
個
々
の
音
と
い
う
部
分
か
ら
形

成
さ
れ
な
が
ら
も
、
部
分
が
先
行
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
全
体
が

先
行
す
る
の
で
も
な
い
よ
う
な
相
互
規
定
的
な
統
一
体
の
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
先
述
の
通
り
、
こ
う
し
た
部
分
と
全
体
と
の
相

互
規
定
的
な
関
係
は
、
文
化
的

精
神
的
所
産
の
す
べ
て
に
共
通
す

－

る
特
徴
と
見
做
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
は
特
に
言
及
さ
れ
て
は

い
な
い
が
、
加
え
て
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
場
合
、
こ
う
し
た
部
分
と
全

体
と
の
関
係
が
流
れ
る
時
間
の
中
で
成
立
す
る
と
い
う
点
は
見
逃
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
音
楽
は
時
間
芸
術
で
あ
り
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
場

合
の
み
な
ら
ず
、
時
間
の
中
で
の
部
分
と
全
体
と
の
相
互
規
定
的
で

目
的
論
的
な
構
造
は
至
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る
し
、
む
し
ろ
音
楽
全

般
に
と
っ
て
そ
う
し
た
構
造
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
が
と
り
わ
け
重
視
し
て
い
る
の
は

「
器
楽

、

」
で
あ
る

「
器
楽
に
於
い
て
は
、
特
定
の
対
象

Instrum
entalm

usik

。
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は
存
在
せ
ず
、
無
限
の
、
す
な
わ
ち
無
規
定
の
対
象
が
存
在
す
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
対
象
は
、
生
そ
の
も
の
に
於
い
て
し
か
与
え
ら
れ

な
い
。
器
楽
は
そ
の

高
の
形
式
に
於
い
て
は
、
生
そ
の
も
の
を
対

象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

（

。
こ
こ
で
彼
の
念
頭
に
あ
っ

」

）

Ⅶ
,
224

た
器
楽
と
は
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
音
楽
の
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の

対
立
項
を
な
す
の
は
、
一
方
で
は
詩
句
（
歌
詞
）
に
付
随
す
る
音
楽

と
し
て
の
声
楽
で
あ
り
、
ま
た
他
方
で
は
表
題
音
楽
で
あ
る
。
声
楽

は
、
一
連
の
詩
句
（
歌
詞
）
を
理
解
し
、
表
現
す
る
こ
と
へ
と
方
向

づ
け
ら
れ
、
詩
句
の
内
容
を
そ
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た

標
題
音
楽
は
、
例
え
ば
自
然
現
象
と
い
っ
た
外
的
事
象
を
音
で
表
現

す
る
こ
と
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
、
い
わ
ば
外
的
事
象
の
体
験
を
対
象

と
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
絶
対
音
楽
と
し

て
の
器
楽
は
、
特
定
の
対
象
を
持
た
ず
、
む
し
ろ
自
ら
の
生
の
う
ち

で
生
起
す
る
も
の
を
直
接
に
対
象
と
し
、
こ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
器
楽
の
優
位
性
は
、
単
に
器
楽
の
方
が
制
約
が
な
く
、
相

対
的
に
よ
り
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
声

楽
や
標
題
音
楽
は
、
特
定
の
対
象
、
す
な
わ
ち
既
に
体
験
さ
れ
た
事

柄
を
描
写
す
る
と
い
う
目
的
に
常
に
制
約
さ
れ
、
一
方
の
体
験
さ
れ

た
世
界
を
他
方
の
音
楽
表
現
の
世
界
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
常
に
強
い

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
体
験
を
（
反
省
的
に
）
把

（
一
七
）

握
し
た
後
で
そ
れ
に
対
す
る
表
現
を
探
す
の
は
表
現
の
本
来
の
在
り

方
で
は
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
表
現
は
創
造
的
な
場
で
あ
り
、
表

現
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
自
身
の
様
々
な
体
験

無
意
識
的
な

―

も
の
も
含
め

を
相
互
に
結
び
つ
け
、
結
果
と
し
て
特
定
の
体
験

―

を
単
に
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
体
験
を
創
造
的
に
生
み
出

す
の
が
、
本
来
の
表
現
な
の
で
あ
る

「
音
楽
的
な
魂
の
中
で
、
曖

。

昧
で
、
漠
然
と
し
て
、
し
ば
し
ば
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
現

わ
れ
る
も
の
が
、
思
い
が
け
ず
、
音
楽
的
形
象
の
う
ち
で
水
晶
の
よ

う
に
透
明
な
表
現
を
と
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
に
音
楽
の

高

の
機
能
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
体
験
と
音
楽
と
の
二
重
性
も
、
二
重
化

、

」（

）
。

さ
れ
た
世
界
も

ま
た
一
方
か
ら
他
方
へ
の
翻
訳
も
な
い

Ⅶ
,221

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

「
体
験
の
う
ち
で
は
、

。

自
身
の
自
己
は
、
流
出
と
い
う
形
式
に
於
い
て
も
、
ま
た
自
己
が
包

含
し
て
い
る
も
の
の
深
み
に
於
い
て
も
把
握
で
き
な
か
っ
た
。
意
識

的
な
生
と
い
う
小
さ
な
領
域
は
、
一
つ
の
島
の
よ
う
に
、
到
達
し
難

い
よ
う
な
深
み
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
表

現
は
こ
の
よ
う
な
深
み
か
ら
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。
表
現
は
創
造
的
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な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
理
解
に
於
い
て
、
生
そ
の
も
の
が
我
々
に

接
近
可
能
と
な
る
、
つ
ま
り
創
造
の
追
形
成
を
通
じ
て
接
近
可
能
と

な
る
の
で
あ
る

（

。
真
に
優
れ
た
器
楽
は
、
創
造
的
な
表

」

）

Ⅶ
,220

現
と
し
て
、
反
省
的
意
識
が
及
ぶ
以
上
に
生
そ
の
も
の
を
よ
り
豊
か

に
直
接
的
に
表
現
す
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
そ
の
表
現
の
理
解
を
通

じ
て
、
生
の
実
相
に
一
層
肉
薄
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
一
八
）

器
楽
、
も
し
く
は
絶
対
音
楽
は
、
詩
句
や
外
界
の
描
写
に
制
約
さ

れ
ず
、
ま
た
そ
れ
に
依
存
も
し
な
い
が
故
に
、
音
楽
の
内
部
で
独
自

の
形
式
（
楽
式
）
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
一
八

世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
成
立
し
、
ハ
イ
ド
ン
や
モ

ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
代
表
さ
れ
る
ウ
ィ
ー
ン
古
典
派

に
於
い
て
、
絶
対
音
楽
の
興
隆
と
新
し
い
音
楽
形
式
の
確
立
と
が
時

を
同
じ
く
し
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。
音
楽
形
式
に
対
す
る
意
識
は
、

ウ
ィ
ー
ン
古
典
派
に
於
い
て
大
き
く
変
わ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
二
つ
の
主
題
を
持
ち
、
提
示
部
、
展
開
部
、
再
現
部
か
ら

な
る
ソ
ナ
タ
形
式
は
、
バ
ロ
ッ
ク
末
か
ら
前
古
典
派
の
間
に
器
楽
の

新
し
い
枠
形
式
と
し
て
既
に
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
古

典
派
の
音
楽
家
達
は
、
そ
れ
を
単
な
る
枠
形
式
と
は
せ
ず
に
、
楽
曲

を
有
機
的
統
一
体
と
し
て
動
的
に
展
開
す
る
た
め
の
原
理
に
ま
で
高

め
、
二
つ
の
主
題
も
、
楽
曲
の
主
要
材
料
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ

楽
曲
に
首
尾
一
貫
し
た
有
機
的
展
開
を
可
能
に
す
る
た
め
の
問
題
提

起
と
い
っ
た
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル

（
一
九
）

タ
イ
が
音
楽
、
と
り
わ
け
器
楽
に
言
及
す
る
と
き
、
こ
う
し
た
き
わ

め
て
高
度
に
有
機
的
な
統
一
を
持
っ
た
音
楽
作
品
が
念
頭
に
置
か
れ

て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
音
楽
形
式
は
、
決
し

て
恣
意
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
生
の
根

本
構
造

つ
ま
り
時
間
の
中
で
目
的
論
的
な
統
一
を
形
成
し
て
ゆ

―

く
生
命
形
式

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
考
え

―

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
音
楽
愛
好
家
と
し
て
の
彼
は
、
大
バ
ッ

ハ
を
は
じ
め
と
す
る
バ
ロ
ッ
ク
か
ら
、
後
期
ロ
マ
ン
派
の
ヴ
ァ
ー
グ

ナ
ー
に
至
る
ま
で
実
に
幅
広
い
音
楽
に
親
し
ん
で
い
た
し
、
取
り
上

げ
ら
れ
る
音
楽
の
例
も
決
し
て
古
典
派
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
音
楽
全
般
が
そ
う
し
た
生
命
形
式
の
表
現
な

の
で
あ
り
、
古
典
派
の
音
楽
家
達
は
、
そ
う
し
た
生
命
形
式
を
洞
察

し
、
そ
れ
を
彼
ら
の
音
楽
形
式
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
自
覚
的
に
表
現

へ
と
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
間
的
生
の
生
命
形
式
に
対
す
る
類
似
の
洞
察
は
、
ウ

ィ
ー
ン
古
典
派
の
音
楽
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
ド
イ
ツ
の
文
学
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や
哲
学
の
領
域
で
も
生
じ
て
く
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
と
り
わ
け
注
目

す
る
の
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
彼
は
晩
年
の
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
論
の
中
で
、
ま
ず
抒
情
詩
の
持
つ
音
楽
的
性
格
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る

「
音
楽
的
な
も
の
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ

。

ン
の
詩
の
内
的
形
式
に
於
け
る
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
私
が
こ

の
内
的
形
式
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
い
る
の
は
、
彼
の
言
葉
や
詩
句

の
扱
い
方
だ
け
で
は
な
く
、
内
的
過
程
や
そ
の
部
分
の
特
別
の
形
式

の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
と
同
一
の
形
式
を
、
ロ
マ
ン
主
義
の
抒

情
詩
の
う
ち
に

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
同
時
代
人
で
あ
る
ノ
ヴ
ァ
ー

―

リ
ス
や
テ
ィ
ー
ク
、
そ
し
て
後
の
ア
イ
ヒ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
う
ち
に
見

出
す
。
こ
れ
ら
の
抒
情
詩
の
全
体
は
、
ド
イ
ツ
器
楽
の
完
成
と
時
を

同
じ
く
し
て
い
る
。
器
楽
に
於
い
て
は
、
連
続
す
る
感
情
が
、
個
々

の
体
験
や
そ
こ
に
含
ま
れ
る
対
象
的
な
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
提

示
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
抒
情
詩
人
達
に
も
類
似
の
傾

向
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る

（

。
さ
ら
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
天

」

）

E
309

。「

、

才
の
特
徴
が
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

抒
情
詩
の
天
才
は

何
よ
り
も
ま
ず
、
抒
情
詩
人
の
次
の
よ
う
な
特
性
の
う
ち
に
存
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
内
的
過
程
を
、
そ
の
固
有
の

法
則
性
に
従
っ
て
完
全
か
つ
純
粋
に
体
験
し
尽
く
さ
せ
る
よ
う
な
特

性
で
あ
り
、
そ
の
特
性
に
よ
っ
て
、
彼
は
全
く
そ
の
過
程
に
没
頭
し

て
、
外
部
か
ら
こ
の
法
則
的
な
経
過
を
妨
げ
得
る
も
の
と
は
無
関
係

で
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
天
才
は
、
そ
う
し
た
経
過
の
う
ち
に

成
り
立
つ
目
的
論
的
な
法
則
性
を
表
現
へ
と
も
た
ら
す
。
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
は
そ
う
し
た
真
に
抒
情
的
な
天
才
で
あ
っ
た
。
彼
の
行
動
嫌
い

の
内
向
性
、
世
事
か
ら
の
乖
離
、
自
身
に
向
か
う
心
情
の
深
さ
と
い

っ
た
も
の
は
す
べ
て
、
我
々
の
感
情
の
経
過
の
微
か
に
流
れ
ゆ
く
リ

ズ
ム
を
彼
に
知
覚
せ
し
め
る
よ
う
に
働
い
た
の
で
あ
る
」(

)

。

E
307

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
天
才
は
、
何
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く

「
経

、

過
の
う
ち
に
成
り
立
つ
目
的
論
的
な
法
則
性
」
を
聴
き
取
り
、
表
現

へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
存
し
て
い
る
。
そ
し
て

、

「

」

そ
の
表
現
は

音
楽
的
な

内
的
過
程
や
そ
の
部
分
の
特
別
の
形
式

と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
の
「
経
過
の
う
ち
に
成
り
立
つ
目
的
論
的
な

法
則
性
」
の
表
現
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
あ
ら
ゆ
る
作
品
の
中
に
一
貫

す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
を
「
生
そ
の
も
の
の
リ
ズ
ム
」

と
呼
ん
で
い
る

「
小
説
を
締
め
く
く
る
こ
の
頌
歌
の
リ
ズ
ム
は
、

。

ヒ
ュ
ペ
リ
オ
ー
ン
の
高
揚
し
た
箇
所
す
べ
て
を
通
し
て
一
貫
し
て
い

る
。
そ
れ
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の

も
固
有
な
芸
術
的
手
法
で
あ
る
。
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言
葉
に
於
け
る
リ
ズ
ム
、
悲
劇
の
構
成
に
於
け
る
リ
ズ
ム
は
、
彼
の

哲
学
の
究
極
に
し
て

高
の
概
念
を
示
す

つ
ま
り
生
そ
の
も
の

―

の
リ
ズ
ム
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
こ
の
リ
ズ
ム
の
中
に
、
詩
人

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
生
の
運
動
の
法
則
の
表
現
を
見
た
の
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
概
念
の
弁
証
法
的
発
展
の
う
ち
に
こ
れ
と

同
じ
法
則
を
見
出
し
た
よ
う
に

（

。
こ
こ
で
は
、
生
そ
の
も

」

）

E
285

の
の
リ
ズ
ム
が
「
生
の
運
動
の
法
則
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
さ
ら
に

ヘ
ー
ゲ
ル
の
概
念
の
弁
証
法
も
ま
た
、
こ
の
同
じ
運
動
法
則
の
哲
学

的

概
念
的
表
現
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

－場
合
に
一
層
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
こ
こ
で
の
主
題
が
、
人
間
の
生

の
内
な
る
歴
史
性
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
個
人
の
レ
ヴ

ェ
ル
で
あ
れ
、
共
同
体
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
あ
れ
、
人
間
的
生
が
分
裂
を

媒
介
し
つ
つ
、
統
一
を
形
成
し
て
ゆ
く
過
程
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
人
間
精
神
の
内
面

性
の
歴
史
の
創
始
者

（

）
と
い
う
評
価
を
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら

」Ⅳ
,157

受
け
る
こ
と
に
な
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
ド
イ
ツ
に
於
い
て
ほ
ぼ
同

時
期
に
成
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
創
的
な
高
み
に
達
し
た
文
学
、
哲

学
、
そ
し
て
音
楽
の
中
に
、
人
間
的
生
の
根
源
的
な
生
命
形
式
を
め

ぐ
る
共
通
の
洞
察
が
現
わ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
精
神
的
所
産
を
通
じ
て
、
人
間
の
生
の
根

源
的
な
生
命
形
式
に
肉
薄
す
る
こ
と
が
、
彼
自
身
の
課
題
と
も
な
る

の
で
あ
る
。

五

人
間
的
生
の
根
源
的
な
生
命
形
式
へ
の
洞
察
が
、
文
学
、
哲
学
、

音
楽
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
於
い
て
時
を
同
じ
く
し
て
現
わ
れ

た
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
生
命
形
式
を
理
解
す
る
上
で
、
依
然
と
し

て
モ
デ
ル
的
性
格
を
保
持
し
て
い
る
の
は
音
楽
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
古
典
派
音
楽
が
確
立
し
た
楽
式
の
特
徴
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
述
の
通
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
体
験
を
生
の

高
ま
っ
た
様
態
と
し
て
、
生
全
体
の
構
成
要
素
を
な
す
も
の
と
理
解

し
た
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
時
間
経
過
が
体
験
と
な
る
わ

け
で
は
な
く
、
新
し
い
構
造
連
関
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
な
経
過
、
意

味
深
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
経
過
だ
け
が
体
験
と
呼
ば

れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
経
過
は
、
単
に
流
出
し
散
逸
し
て
ゆ

く
い
わ
ば
単
な
る
経
過
に
過
ぎ
な
い
。
体
験
は
、
そ
れ
自
体
が
一
つ

、
、
、
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の
統
一
と
し
て
意
義
（
意
味
）
を
な
す
も
の
、
し
か
も
全
体
の
意
味

を
実
現
す
る
た
め
に
部
分
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
り
、
器
楽
の
中
で

と
り
わ
け
そ
う
し
た
役
割
を
果
す
の
は
、
個
々
の
楽
句
と
い
う
こ
と

フ
レ
ー
ズ

に
な
る
だ
ろ
う
。
一
つ
の
楽
曲
は
、
そ
れ
自
体
意
義
を
持
っ
た
統
一

で
あ
る
楽
句
の
有
機
的
な
結
合
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か

し
個
々
の
楽
句
が
単
に
次
々
に
現
わ
れ
る
だ
け
で
は
、
楽
曲
の
統
一

は
決
し
て
十
分
に
は
実
現
さ
れ
な
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
楽
曲
の

緊
密
で
有
機
的
な
統
一
を
実
現
す
る
た
め
に
、
新
し
い
音
楽
形
式
を

意
識
的
に
開
発
し
て
い
っ
た
の
が
、
古
典
派
の
音
楽
家
達
で
あ
り
、

と
り
わ
け
そ
の
諸
形
式
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
く
つ
か
の

主
題
（
動
機
）
を
設
定
し
、
そ
の
展
開
と
再
現
と
い
う
形
で
統
一
を

実
現
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
人
間
の
生
も
ま
た
、
い
く
つ
か
の
決

定
的
な
体
験
を
中
心
に
、
そ
の
意
義
連
関
を
形
成
し
て
ゆ
く
も
の
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
。
生
の
全
体
の
意
味
は
、
単
に
後
か
ら
遂
行
さ

れ
た
体
験
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
強
力
で
決
定
的
な
体
験
を
中
心
に

規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に

も
重
要
な
モ
デ
ル
と

な
っ
て
い
る
の
が

「
自
伝
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
ア
ウ
グ
ス
テ

、

『

』

、

。

ィ
ヌ
ス
の

告
白

を
念
頭
に
置
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

「
…
…

回
心
に
於
い
て
は
じ
め
て
、
永
遠
に
し
て
苦
痛
な
き
関
係

。

〔

〕

〔

〕

が
現
わ
れ
る

か
く
し
て
彼

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
生

人
生

を
め
ぐ
る
理
解
は
、
そ
の
生
〔
人
生
〕
の
諸
部
分
が
一
つ
の
絶
対
的

価
値
、
無
条
件
の

高
善
の
実
現
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
関
係
に
於
い
て
、
回
顧
す
る

彼
の
眼
差
し
に
は
、
人
生
の
先
行
す
る
各
時
点
の
意
義
を
め
ぐ
る
意

識
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る

（

。
回
心
、
或
い
は
そ
れ
を

」

）

Ⅶ
,198

引
き
起
こ
す
契
機
と
な
っ
た
強
烈
な
体
験
を
通
じ
て
、
他
の
あ
ら
ゆ

る
体
験
の
意
義
は
、
あ
ら
た
め
て
新
し
い
関
係
の
中
で
意
識
さ
れ
る

に
至
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
根
本
的
体
験
が
決
定
的
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
そ
の
後
の
体
験
も
こ
れ
に
従
属
的
に
意
義
を
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
人
間
の
生
涯
に
と
っ
て
、
意
義
深
い
決
定
的
な
体

験
と
い
う
も
の
は
、
生
全
体
の
統
一
に
と
っ
て
決
定
的
な
役
割
を
果

た
す
の
で
あ
る
。
器
楽
に
於
い
て
こ
う
し
た
決
定
的
な
体
験
に
相
当

（
二
〇
）

す
る
も
の
が
、
主
題
（
動
機
）
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
こ
う
し
た
対
応
関
係
は
次
の
よ
う
な
箇
所
に
も
示
唆
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

「
諸
々
の
体
験
は
、
ち
ょ
う
ど
交
響
曲
の

。

ア
ン
ダ
ン
テ
の
中
で
諸
動
機
が
起
こ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ら
は
展
開
さ
れ
（
展
開

、
展
開
さ
れ
た
も
の
が
綜
合
さ

E
xplikation

）
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れ
る
（
綜
合

。
音
楽
と
は
、
こ
こ
で
は
豊
か
な
体
験
の

Im
plikation

）

形
式
の
こ
と
で
あ
る

（

。

」

）

Ⅵ
,
316

或
る
時
点
で
の
決
定
的
な
体
験
は
生
の
全
体
を
規
定
す
る
が
、
そ

の
後
も
、
こ
の
体
験
は
類
似
の
体
験
、
或
い
は
連
関
し
合
っ
た
体
験

と
関
係
づ
け
ら
れ
な
が
ら
一
層
普
遍
的
な
性
格
を
高
め
て
ゆ
く
。
む

し
ろ
そ
う
し
た
時
間
の
経
過
を
経
て
、
我
々
が
こ
の
決
定
的
な
体
験

を
想
起
す
る
と
き
、
こ
の
体
験
は
よ
り
多
く
の
も
の
を
反
映
さ
せ
、

一
層
豊
か
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

自
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
う
ち
に
見
出
し

「
生
そ
の
も
の
の
リ

、

ズ
ム

「
経
過
の
う
ち
に
成
り
立
つ
目
的
論
的
な
法
則
性
」
な
ど
と

」
、

呼
ん
だ
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
一
例
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「

、

ち
ょ
う
ど

初
の
感
情
状
態
が
そ
の
部
分
部
分
に
於
い
て
展
開
し

結
局
は
自
身
の
う
ち
へ
と
還
帰
す
る
が
、
今
度
は
も
は
や

初
の
不

確
定
な
ま
ま
で
は
な
く
、
そ
の
経
過
の
想
起
の
う
ち
で
統
合
さ
れ
て

一
つ
の
調
和
と
な
り
、
そ
の
調
和
の
中
で
個
々
の
部
分
が
共
鳴
す
る

と
い
っ
た
よ
う
に
…
…

（

。
器
楽
を
聴
く
場
合
に
も
、
一
つ

」

）

E
307

の
主
題
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
が
様
々
に
展
開
さ
れ
た
後
に
、
再
び
こ

の
主
題
が
再
現
さ
れ
る
と
き
、
我
々
は
こ
の
再
現
を
、
主
題
が

初

に
提
示
さ
れ
た
と
き
以
上
に
大
き
な
感
銘
を
も
っ
て
聴
く
こ
と
を
経

験
す
る
。
こ
の
再
現
さ
れ
た
主
題
は
、

初
に
提
示
さ
れ
た
も
の
と

同
一
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
よ
り
意
味
深
く
、
統
一
的
な
性
格
を

持
つ
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
音
楽
（
或
い
は
抒
情
詩
）
に
見
ら
れ
る
法
則
性
は
、
主

題
の
提
示
、
展
開
、
再
現
と
い
う
関
係
形
式
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
全
く
性
質
の
異
な
る
対
照
的
な
も
の
と
し
て
提
示

さ
れ
た
複
数
の
主
題
が
、
反
復
さ
れ
な
が
ら
次
第
に
密
接
に
関
係
づ

け
ら
れ
、

終
的
に
統
一
（
対
立
の
和
解
）
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
生
そ
の
も
の
の
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
、

デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
た

「
対
照
的
な
諸
感
情

。

の
対
立
が
我
々
の
う
ち
で
融
解
し
て
ゆ
く
よ
う
に
、
も
し
く
は
著
し

い
苦
痛
が
そ
の
頂
点
に
昇
り
つ
め
た
後
に
、
安
ら
ぎ
が
訪
れ
る
よ
う

に

（

。
同
じ
よ
う
な
関
係
は
、
さ
ら
に
、
先
行
す
る
諸
楽
章

」

）

E
307

と
終
楽
章
と
の
間
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
対
立
や
分
裂
を
時
間

経
過
の
中
で
統
一
に
も
た
ら
す
よ
う
な
在
り
方
は
、
ま
さ
に
人
間
の

生
の
歴
史
的
動
性
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
古
典
派
音
楽
の
器
楽
形
式
は
、
人
間
の
生
の
歴
史
的
動

性
に
対
応
し
た
仕
方
で
、
多
を
一
へ
と
統
一
す
る
方
向
へ
と
目
的
論

的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

「
音
楽
的
な
連
関

。
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は
、
作
品
の
す
べ
て
の
部
分
を
結
び
つ
け
る
。
作
品
の
正
し
い
解
釈

は
、
端
的
に
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
。
音
楽
家
自

身
は
、
こ
の
関
係
を
可
能
な
限
り
力
強
く
現
出
せ
し
め
る
こ
と
に
力

を
尽
く
し
て
い
た
。
彼
は
、
こ
の
連
関
が
確
実
か
つ
明
瞭
に
理
解
さ

れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る

（

。
我
々
は
優
れ
た
演

」

）

D
298

奏
家
（
解
釈
者
）
の
演
奏
を
聴
く
と
き
、
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た

よ
う
な
部
分
相
互
の
関
係
、
或
い
は
部
分
が
全
体
に
対
し
て
果
た
し

て
い
る
役
割
と
い
っ
た
も
の
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な

い
。
作
曲
者
が
意
図
し
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
作
曲
者
が
無
意
識
の

う
ち
に
関
連
づ
け
て
い
た
目
的
論
的
な
関
係
を
も
見
出
だ
す
こ
と

が
、
演
奏
家
（
解
釈
者
）
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
音
楽
が
「
生
そ
の
も
の
の
表
現
」
で
あ
る
と
述

べ
た
。
し
か
し
既
に
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
生
が
別
の
諸
形
態
を

と
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
（
行
為
や
他
の
表
現
）
の
描
写
や
模
写
で
は

な
い
。
音
楽
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
固
有
の
規
則
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
、

そ
の
美
的
価
値
の
実
現
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
音
楽

は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
音
楽
家
の
個
人
的
体
験
に
基
づ
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
こ
う
し
た
個
人
的
体
験
さ
え
も
超
え
て
、
一

層
普
遍
的
な
も
の
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
人

（
二
一
）

間
の
生
が
具
体
的
時
間
の
中
で
、
体
験
と
い
う
統
一
を
形
成
し
、
全

体
の
中
で
部
分
を
意
味
づ
け
、
綜
合
を
行
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
人
間

の
生
の
根
源
的
な
生
命
形
式
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
第
九
交
響
曲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す

る

「
こ
の
交
響
曲
の
対
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
特
殊
的
な
出
発
点
か
ら

。
解
き
放
た
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
生
の
一
側
面
を
特
定
の
対
象
に
す

、

。

る
の
で
は
な
く

む
し
ろ
生
そ
の
も
の
が
こ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

こ
の
点
に
於
い
て
、
そ
れ
は
音
楽
作
品
す
べ
て
の
中
で
唯
一
無
比
な

も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
音
楽
の
み
が
こ
う
し
た
対
象
へ
の
道
を
拓
き

得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
対
象
は
、
人
生
と
格
闘
す
る
偉
大
な
魂
の
道

。

、

、

、

程
で
あ
る

こ
の
道
程
は

迷
妄
を
経

さ
ら
に
そ
の
解
決
を
経
て

或
る
魂
の
状
態
に
ま
で
達
す
る
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
個

人
と
人
類
と
の
、
そ
し
て
神
と
の
普
遍
的
な
関
係
の
う
ち
で
、
同
胞

の
意
識
と
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
に
於
い
て
、

簡
単
に
言
え
ば
、
個
人
と
神
と
人
々
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
愛
と
歓

喜
の
一
つ
の
連
関
に
於
い
て
前
進
す
る
よ
う
な
、
個
人
の
存
在
の
狭

さ
を
超
え
て
高
ま
っ
た
魂
の
状
態
な
の
で
あ
る

（

。

」

）

D
297 （

二
二
）

人
間
の
生
涯
に
と
っ
て
転
機
を
な
す
よ
う
な
重
大
な
体
験
は
、
人

間
的
生
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
し
か
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し
そ
う
し
た
影
響
は
決
定
論
的
意
味
に
於
い
て
受
け
取
ら
れ
て
は
な

ら
な
い
。
体
験
は
、
展
開
さ
れ
再
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
の

普
遍
性
を
獲
得
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
そ
の
過
程
に
は
、
類
似
の
体
験

ば
か
り
で
な
く
、
異
種
の
、
或
い
は
相
対
し
矛
盾
す
る
よ
う
な
体
験

と
の
統
一
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
を
統
一
し
て
ゆ
く
仕
方

に
は
無
限
の
可
能
性
が
あ
る
。
体
験
の
展
開
に
は
、
ち
ょ
う
ど
音
楽

に
於
け
る
主
題
の
展
開
と
同
じ
よ
う
に
、
自
由
な
可
能
性
が
常
に
含

ま
れ
て
い
る
し
、
ま
た
そ
う
し
た
統
一
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
能
動

的
な
努
力
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ

は
、
音
楽
（
器
楽
）
の
う
ち
に

「
過
去
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
様
々
な

、

可
能
性
を
う
ち
に
含
む
と
い
う
事
態
、
同
時
に
創
造
で
も
あ
り
得
る

よ
う
な
展
開

（

）
を
見
て
い
た
。
そ
う
し
た
意
味
に
於
い

」Ⅶ
,231

f.

て
も
、
音
楽
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
生
そ
の
も
の
を
映
し
出

す
鏡
と
し
て
、
時
間
の
中
で
統
一
を

過
去
に
制
約
さ
れ
な
が
ら

―

も
、
か
つ
ま
た
自
由
に

形
成
す
る
生
を
理
解
す
る
上
で
の
有
効

―

な
モ
デ
ル
と
な
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。

（
了
）

註

L
eipzig

und
B
erlin

1921

デ
ィ
ル
タ
イ
の
引
用
は
、G

esam
m

elte
Schriften.

に
拠
り
、
引
用
後
の
ロ
ー
マ
数
字
は
巻
数
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
頁
数
を
示
す
。

ff.

未
収
録
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
略
号
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に

G
es.Schriften

よ
る
頁
数
を
示
す
。

D
:

,
L
eipzig

und
B
erlin

1933.
V

on
deutscher

D
ichtung

und
M

usik

但
し
、
引

E
:

,
L
eipzig

und
B
erlin

1906.
D

as
E

rlebnis
und

die
D

ichtung

用
に
は

(
)

を
用
い
た
。

14.A
ufl.

G
öttingen

1965

な
お
引
用
文
中
の
〔

〕
は
、
折
橋
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

R
.
A
.
M
akkreel,

,

（
一
）

D
ilthey

P
hilosopher

of
the

H
um

an
Studies

―

P
rinceton

U
niversity

P
ress,

1975,
S.

377.

D
ie
Jugendgeschichte

H
egels,

in
:

G
S

（

）

（

、

二

以
下

G
esam

m
elte

Schriften

B
d.

;
,
L
eipzig

und
B
erlin

1906
;

と
略
記
）

Ⅳ
D

as
E

rlebnis
und

die
D

ichtung

,
L
eipzig

und
B
erlin

1933.
V

on
deutscher

D
ichtung

und
M

usik

E
rkenntnis

des

（
三
）F

rithjof
R
odi,

D
er

R
hythm

us
des

L
ebens

selbst,
in

:

,
Frankfurt

a.
M
.
1990,

S
.56

-69.
E

rkannten

（
四
）
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
観
念
論
（
と
り
わ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
や
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ

ハ
ー
）
の
音
楽
理
解
と
の
関
わ
り
や
、
彼
の
音
楽
史
理
解
を
、
と
り
わ
け
文
学
史

や
他
の
精
神
史
的
研
究
と
の
連
関
に
於
い
て
検
証
す
る
こ
と
も
、
興
味
あ
る
課
題

と
な
ろ
う
。

A
usarbeitungen

zum
2.

B
and

der
E
inleitung

in
die

G
eistesw

issen-
（
五
）

schaften,
in
:
G
S
B
d.

,
S
.
210

-222.
Ⅹ
Ⅸ

F
ragm

ente
zur

P
oetik,

in
:
G
S
B
d.

,
S
.
313

ff.
;
Studien

zur
G
rund-

（

）
六

Ⅵ

legung
der

G
eistesw

issenschaften.
3.

S
tudie,

in
:
G
S
B
d.

,
bes.

S
.72

ff.
;

Ⅶ

P
lan

der
Fortsetzung

zum
A
ufbau

der
geschichtlichen

W
elt

in
den

G
eiste-

sw
issenschaften,

in
:
G
S
B
d.

,bes.
S.228

ff.,
u.a.

Ⅶ
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（
七
）
デ
ィ
ル
タ
イ
の
時
間
理
解
は
、
時
間
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認

め
る
点
で
な
お
カ
ン
ト
的
な
も
の
を
留
め
て
い
る
と
言
え
る
が
、
し
か
し
時
間
を

内
的
経
験
の
観
念
的
形
式
で
あ
る
と
す
る
カ
ン
ト
の
見
解
は
退
け
ら
れ
る
。
デ
ィ

、

、

、

ル
タ
イ
に
よ
れ
ば

カ
ン
ト
は
数
学
的
自
然
科
学
に
依
拠
し
て

空
間
と
同
様
に

時
間
に
関
し
て
も
そ
の
抽
象
的
な
形
式
を
の
み
扱
っ
た
の
で
あ
る
が
、
内
的
経
験

は
外
的
経
験
の
よ
う
に
現
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
っ

V
gl.

G
S
B
d.

,
S
.192

f.
;
R
.
A
.

た
実
在
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

Ⅶ

M
akkreel,

T
he

O
vercom

ing
of

L
inear

T
im
e
in
K
ant,

D
ilthey,

and
H
eidegger,

in
:
M
akkreel

and
S
canlon

eds.
,

,
U
niversity

(
)

D
ilthey

and
P

henom
enology

P
ress

of
A
m
erica,

1987,
p.143

-144.

（
八
）
デ
ィ
ル
タ
イ
が
現
在
を
時
間
的
幅
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
把
握
し
、
し
か

も
そ
れ
に
特
別
の
位
置
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
理
解

を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
の
力
点
は
、
時
間
の
理
論
的

現
象
学
的

－

記
述
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
現
在
の
体
験
が
統
一

的
内
容
を
有
す
る
が
故
に
、
過
去
の
諸
体
験
や
未
来
の
目
的
と
構
造
的
な
意
義
連

関
を
形
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
ら
が
媒
介
さ
れ
る
場
と
し
て
現
在
が

卓
越
し
た
位
置
を
占
め
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
三
者
を
、
各
々
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
時
制
と
い
う
観
点
か
ら

D
avid

C
arr,

T
he

Future
P
erfect

:
T
em

porality
and

比
較
し
た
研
究
と
し
て
、

Priority
in

H
usserl,

H
eidegger,

and
D
ilthey,

in
:
M
akkreel

and
S
canlon

(
)

が
あ
る
。

は
、
デ
ィ
ル

eds.
,

,
p.12

5
-138.

C
arr

D
ilthey

and
P

henom
enology

タ
イ
が
過
去
時
制
に
優
越
性
を
認
め
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し

て

は
、
過
去
が
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
現
在
に
於
い
て
絶
え
ず

M
akkreel

再
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
点
を
強
調
し
、
過
去
に
過
度
の
優
位
性
を
認

M
akkreel,

T
he

O
vercom

ing
of

L
inear

め
る
こ
と
に
疑
念
を
呈
し
て
い
る(

)

。

T
im
e
in
K
ant,

D
ilthey,

and
H
eidegger,

S
.
155

V
gl.

B
eiträge

zur
L
ösung

der
Frage

vom
U
rsprung

unseres
G
laubens

（

）
九

an
die

R
ealität

der
A
ußenw

elt
und

seinem
R
echt,

in
:G

S
B
d.

,
S.
90

-138.
Ⅴ

E
rlebnis

E
rleben

-A
usdruck

-

（
一
〇
）
例
え
ば
、
晩
年
の
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

(
)

V
erstehen

E
rlebnis

と
い
う
三
要
素
の
関
係
を
取
り
上
げ
る
が
、
し
ば
し
ば
こ
の

E
rleben

L
eben

V
gl.

G
S

B
d.

,
(

)

の
代
わ
り
に

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

Ⅶ

デ
ィ
ル
タ
イ
は
あ
く
ま
で
生
に
内
在
的
な
立
場
を
貫
い
て
お
り
、
体
験
の

86
f.

中
に
生
を
超
出
し
た
も
の
を
見
る
可
能
性
は
、
当
然
の
如
く
排
除
さ
れ
て
い
る
。

V
gl.

H
.-G

.
G
adam

er,
,
in

:
G
esam

m
elte

（
一
一
）

W
ahrheit

und
M

ethode

W
erke

B
d.

,
T
übingen

1990,
S
.
228

f.
Ⅰ

6.
A
ufl.

（
一
二
）
想
起
や
反
省
的
な
眼
差
し
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
に
し
て
も
、
デ
ィ

ル
タ
イ
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、
静
的
な
反
省
と
い
う
よ
り
、
時
間
経
過
の
中
で

遂
行
さ
れ
る
表
現
の
過
程
で
の
想
起
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ

は
し
ば
し
ば
内
観
的
な
反
省
が
経
過
を
固
定
化
し
、
そ
の
豊
饒
さ
を
損
な
っ
て
し

ま
う
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
体
験
は
、
表
現
と
の
固
有

の
関
係
か
ら
、
表
現
へ
と
外
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
豊
饒
な

D
as

E
rlebnis

und

内
容
を
汲
み
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。V

gl.

,
S
.
165

f.
die

D
ichtung

D
ilthey

E
ine

E
inführung

in
seine

P
hilo-

（
一
三
）V

gl.
O
.
F.

B
ollnow

,

―

,
4.A

ufl.,
S
chaffhausen

1980,
S
.123

f.
;
R
.
A
.
M
akkreel,

,
sophie

D
ilthey

周
知
の
通
り
、
未
来
の
持
つ
強
い
規
定
性
を
強
調
す
る
の
が
ハ
イ

p.383
-384.

デ
ガ
ー
で
あ
る
。

R
.
A
.
M
akkreel,

.

（
一
四
）

ibid

V
gl.

O
.
F
.
B
ollnow

,
,
S.114

f.

（
一
五
）

D
ilthey

L
eben

und
E
rkennen,

in
:
G
S
B
d.

,
S.333

-388.

（
一
六
）

Ⅹ
Ⅸ

（
一
七
）
も
ち
ろ
ん
音
楽
家
の
表
現
意
欲
は
、
し
ば
し
ば
そ
う
し
た
特
定
の
対
象

に
由
来
す
る
制
約
を
乗
り
越
え
て
ゆ
く
し
、
詩
句
（
歌
詞
）
の
追
体
験
を
通
じ
て

優
れ
た
生
の
表
現
を
実
現
す
る
こ
と
も
実
際
に
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
描
写
的

性
格
の
強
い
標
題
音
楽
（
例
え
ば
交
響
詩
の
よ
う
な
）
に
対
し
て
は

「
真
の
器
楽

、

を
殺
す
も
の
で
あ
る

（

）
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
な
か
な
か
手
厳
し
い
。

」Ⅶ
,224

（
一
八
）
フ
リ
ッ
ト
ヨ
フ
・
ロ
ー
デ
ィ
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
理
解
に
お
け
る
音
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」、

『

』

、

楽
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

日
本
デ
ィ
ル
タ
イ
協
会
編

デ
ィ
ル
タ
イ
研
究

第
一
一
号

三
七

三
八
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

－

（
一
九

『
平
凡
社
世
界
大
百
科
事
典

（
第
二
版

「
古
典
派
音
楽
」
の
項
を
参

）

』

）
、

照
。

（
二
〇

「
伝
記
」
の
場
合
に
も
、
伝
記
作
者
は
、
描
か
れ
る
人
物
の
決
定
的
な

）

体
験
を
際
立
た
せ
る
よ
う
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
指
摘
さ

G
S
B
d.

,
S.199

ff.,

れ
て
い
る

自
伝
や
伝
記
の
哲
学
的
意
義
を
め
ぐ
っ
て
は

。

、

Ⅶ

な
ど
を
参
照
。

246
ff.

（

）

、

、「

」

二
一

晩
年
の
デ
ィ
ル
タ
イ
は

こ
う
し
た
超
個
人
的
な
領
域
を

心S
eele

と
は
対
比
的
に

「
精
神

」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
示
し
よ
う
と
す
る
。

、

G
eist

彼
の
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、
精
神
科
学
の
対
象
が
作
曲
者
や
著
者
の
心
理
で
は
な

く
、
む
し
ろ
意
識
の
及
び
得
な
い
も
の
を
も
包
括
し
た
領
域
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

す
る
と
と
も
に
、
作
品
の
自
立
性
と
解
釈
の
開
放
性
と
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味

を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
音
楽
に
つ
い
て
端
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

「
音
楽

。

の
歴
史
学
的
研
究
の
対
象
は
、
音
楽
作
品
の
背
後
に
求
め
ら
れ
る
心
的
経
過
、
心

理
学
的
な
も
の
で
は
な
く
、
対
象
的
な
も
の
、
つ
ま
り
表
現
と
し
て
の
、
空
想
の

,221
V
gl.

O
.
F.

B
ollnow

,

う
ち
に
現
わ
れ
る
音
の
連
関
な
の
で
あ
る

（

。

」

）

Ⅶ

,
S.

212
ff.

D
ilthey

（
二
二
）
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
第
九
交
響
曲
に
於
い
て
は
、
各
楽
章
の
中
で
提
示

さ
れ
た
主
題
が
展
開
さ
れ
再
現
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
終
楽
章
で
再
び
各
楽
章

の
主
題
が
回
想
さ
れ
、
有
名
な
合
唱
へ
の
導
入
を
な
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
章
と
し

て
独
立
に
提
示
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
終
楽
章
に
と
っ
て
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
終
楽
章
に
至
っ
て
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
概
し
て
、
ベ
ー
ト

ー
ヴ
ェ
ン
の
楽
曲
の
場
合
に
は
、
終
楽
章
に
於
い
て
、
そ
れ
以
前
の
す
べ
て
の
楽

章
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
が
解
決
さ
れ
る
と
い
っ
た
構
成
が
顕
著
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
多
様
な
構
成
の
在
り
方
の
一
つ
の
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
時
間
の

経
過
の
中
で
、
部
分
を
全
体
へ
と
統
一
し
て
ゆ
く
典
型
的
な
事
例
が
こ
こ
に
見
ら

れ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

注
記

本
論
文
は
、
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Leben und die Musik
Über das Problem der Zeitlichkeit―

―von Leben und Musik bei Dilthey

Yasuo ORIHASHI

Dilthey erörtert in seinen letzten Schriften die Kategorien des Lebens, die dem
menschlichen Leben eigen sind. Vor allem durch die Kategorien, die der Zeitlichkeit
des menschlichen Lebens entsprechen (Bedeutung, Wert, Zweck, usw.), thematisiert
er den Verlauf, in dem das menschliche Leben seine Bestandteile (Erlebnisse)
vereinheitlicht. Dabei führt er immer wieder von der Musik Beispiele an, um damit
den Zeitverlauf dieser Vereinheitlichung zu erläutern. In dieser Analogie mit der
Musik wird der Kategorie der Bedeutung eine besondere Wichtigkeit zugemessen,
und zwar deshalb, weil diese Kategorie allein das Verhältnis von Teilen zum Ganzen
betrifft und die Vereinheilichung des Lebens ermöglicht. Es ist die Vereinheitlichung
des Lebens durch die Kategorie der Bedeutung, die Dilthey an Musik oder an
musikalischen Formen zu zeigen versucht.

Was Dilthey vorschwebte, wenn er Beispiele von der Musik anführte, ist die
Instrumentalmusik in den hoch organisierten Formen, die von den Wiener Klassikern

－festgelegt worden waren. In musikalischen Formen, wie etwa Exposition
Durchführung Reprise, Gegensatz und Versöhnung der Themen, usw., sieht er－

Vorbilder der Art, wie einzelne Erlebnisse im Zeitverlauf durch die Kategorie der
Bedeutung zur Ganzheit des Lebens organisiert werden. Große Musiker, vom Ende
des 18. Jahrhunderts bis ins 19. Jahrhunderts, sahen grundlegende Lebensformen des
Lebens ein und brachten sie zum Ausdruck. Eine ähnliche Einsicht in diesen Prozeß
der Vereinheitlichung des Lebens machte sich, gleichzeitig mit dem Aufschwung der
Instrumentalmusik, auch in lyrischen Gedichten Hölderlins und in der Philosophie
Hegels bemerkbar. Dilthey sieht in ihnen Ausdrücke der Einsicht der
Geschichtlichkeit, die dem menschlichen Leben innewohnt.


