
ノ

ス

タ

ル

ジ

ー

と

音

楽

（
一
）

 
 
 

―

時
間
の
時
間
性
を
巡
っ
て
―

戸

澤

義

夫

 
序

雪

の
や

つ
て
来
た
朝

私
は
小
児

の
や
う
に

自
分

の
行

ひ
に
つ
い
て
う

な
だ
れ
る
。

斯
う
し
て
年
ご
と
に
来

る
の
だ
と
雪
は
囁
く
、

だ
が
私
は
愚

か
で
、
来
る
と

い
ふ
日
の
今

日
ま

で
…
…
…
…

こ
れ
程

の
真
実
を
怖
れ
ず

私

は
何
を
し
て
暮

し
て
来
た
の
だ

ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
藤
 
整

「雪

の
来
る
朝
」

 

一
つ
の
揺
ぎ
な
き
真
実
が
あ
る
。
時
は
蘇
る
こ
と
が
な
い
。 
「
不
可
逆
性
と
は
時

間

の
時

間
性

で
あ

る
」
。

こ
の
時

の

「
で
あ

る
」

（ei
tr
e
）

は
何

ら

コ

プ

ュ

ラ

（
c
o
-

p
u
la
）

の
意

に
解

さ

れ

て

は
な

ら

ず

、

存

在

論

的

な
意

味

で
語

ら
れ

て

い

る
。

不

可

逆

性

と

は
時

間

性

の
す

べ

て

で
あ

る
と

同

時

に
、

そ

の
本
質

な

の

で
あ

る
。

 
こ
の
揺
ぎ
な
き
真
実
は
、
人
間
に
於
て

「
老
い
て
死
す
」
と
い
う
姿
を
と
る
。
過

ぎ
去
り
し
、
懐
し
き
我
が
青
春
は
、
二
度
と
再
び
手
に
入
れ
る
こ
と
の
か
な
わ
ぬ
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
は
必
ず
死
ぬ
。

こ
の
こ
と
は
同
時
に
二
つ
の
こ
と
を
意
味

す
る
。
ま
ず
第

一
に
、
人
間
は
徹
頭
徹
尾
時
間
的
存
在
で
あ
る
と
い

う

こ
と

を
。

「人
間
と
は
正
に
成
り
ゆ
く
も
の

（
生
成
）
 
（d
ev
e
n
ir）
で
あ
り
」
、 
「受
肉
し
た

不
可
逆
性
」
な
の
で
あ
る
。
次
に
第
二
に
、
人
間
は
有
限
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
。
人
は
単
に
不
可
逆
な
時
の
中
に
生
を
受
け
、
そ
れ
以
降
永
遠
に
生
き
続
け
る

の
で
は
な
い
。 
「
滅
び
」
に
、
そ
し
て
又
す
べ
て
の

「
滅
び
あ
る
も
の
」
に
対
す
る

人

間

の

「
無

心
」

（
1'in
n
o
c
e
n
c
e
）

な

同
情

は
、

人

間

の
自

ら

の
本

質

に
対

す

る

直

観

的

洞

察

―

「
垣

間

見

」

（
e
n
tr
e
v
is
io
n
）

に
負

う

て

い
る

の
で

は

あ

る

ま

い
か
。

 
こ
の
揺
ぎ
な
き
真
実
、
即
ち
時
間
と
人
間
と
の
存
在
論
的
同

一
性
に
思
い
到
る
時
、

時
間
芸
術
と
言
わ
れ
る
音
楽
が
、
い
か
な
る
意
味
で
時
間
的
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
が

否
応
な
く
私
に
迫

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
又
、
更
に
次
の
如
き
事
情
が
私
を
時
間
の
考
察

へ
と
誘
う
。

 
ま
ず
第

一
に
、

一
つ
の
紛
れ
も
な
い
私
の
体
験
が
あ
る
。
私
が
音
楽
を
聴
く
時
、

特
に
そ
の
調
べ
に
没
入
す
る
時
、
不
思
議
な
こ
と
に
私
は
、
は
る
か
な
る
彼
方

へ
、

そ
し
て
単
に
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
懐
し
き
彼
方

へ
と
、
従

っ
て
私
の
過
去

へ
、
私
の

故
郷

へ
、
そ
し
て
私
の
幼
き
日
々
へ
と
向

っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
私
は
ノ
ス
タ

ル
ジ
ク
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
で
あ
る
。
私
は
何
ら
か
の
日
付
の
あ
る
特
定
の
過

去
や
、
こ
の
地
球
上
の
私
の
育

っ
た
土
地
へ
向

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
過
去

一
般
、

今
は
過
ぎ
去
り
、
二
度
と
再
び
巡

っ
て
は
来
ぬ
が
、
し
か
し
か
つ
て
確
か
に
私
の
体

験
し
た
過
去

へ
と
向

っ
て
い
る
か
の
感
を
持

つ
。
私
の
故
郷

に

し

て

も
、
そ
れ
は

「
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の
」
で
あ
り
、
よ
し
彼
地

へ
帰
郷
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ

に
私
の
故
郷
が
文
字
通
り
あ
る
訳
で
は
な
く
、
従

っ
て
、
た
と
え
故
郷
に
い
た
と
し

て
も
、 
「
ひ
と
り
故
郷
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
／
ふ
る
さ
と
お
も
ひ
涙
ぐ
」
 
（傍
点
筆
者
）

ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
故
郷
の
地
イ
タ
カ

（Ith
a
q
u
e
）

へ
と
、
愛
す
る
妻

ペ
ネ

ロ
ー
プ
の
下

へ
と
帰
り
着
い
た
幸
福
な

ユ
リ
シ
ー
ズ
は
、
し
か
し

一
人
暖
炉
の

傍

で

涙

ぐ

ま

ね
ば

な

ら

な

い

の
で
あ

る
。

 

こ

の
よ

う

な
体

験

は
、

音

楽

と

ノ

ス

タ

ル
ジ

ー
が

の

っ
ぴ

き

な

ら

ぬ
関

係

を

持

っ



て

い
る

の
で

は
あ

る

ま

い

か
と

い
う

予

感

と

な

っ
て

、
絶

え
ず

私

の
頭

を

去

来

し

て

い
た
。

 

更

に
、

か

つ
て
私

が

L

・
B

・
メ

イ

ヤ

ー

の

”
E
m
o
tio
n
 a
n
d
 M

e
a
n
in
g

in

M

u
s
ic
”

（
1
9
5
7
）

に
於

け

る
彼

の
音

楽

意

味

論

を

検

討

し

た
時

に
残

さ

れ

た

「
表

現

」

に
関

す

る

問
題

が

あ

る
。

彼

は
原

理

的

に
異

な

る

二
層

の
意

味

論

を

展

開

し
、

必

ず

し

も

そ

の
調
停

に
成

功

し

て

い
な

い
。

第

一
層

に
於

て
音

楽

の
意

味

は
時

の
流

れ

に
即

し
、

傾

向

性

（t
e
n
d
e
n
c
y
）

（
期

待
）

の
発

生

、

成

立

と

同
期

せ

（
s
y
n
c
h
－

ro
n
is
e
r
）

ら

れ
、

傾

向

性

の
成

立

と

意

味

の
成

立

は
等

置

せ

ら
れ

る
。
第

二
層

に
於

て
、

音

楽

の
意

味

は

、

聴

取
体

験

の
各

瞬

間

の
持

つ
、

三

つ

の
ア

ス
ペ

ク

ト

に
応

じ

て
、

各

々
、

「
仮

説

的

」

（h
y
p
o
th
e
t
ic
a
l）
―

期
待

の
行

為

が

な

さ

れ

る

間

に

成

立

す

る
ー

、

「
明

示

的

J

（
e
v
id
e
n
t
）
t

帰

結

す

る
身

振

り

（g
e
s
t
u
r
e
）

〔
こ
れ

は

イ

ヴ

ェ
ン
ト

と
も

呼

ば

れ

、

一
つ

の
ま

と

ま

り
と

し

て
受

容

さ

れ

る
音

楽

事

象

の

こ
と

で
あ

る
〕

が

物

理

・
心

理

的

事
実

と

な

り
、

両

者

の
関

係

が

知
覚

さ

れ

た
時

、

先

行

す

る
身

振

り

に
帰

せ
ら

れ

る
―

、

「
決

定

的

」

（
d
e
t
e
r
m
in
a
te
）

―

仮

説

的
意
味
、
明
示
的
意
味
及
び
音
楽
の
展
開

の
よ
り
後
の
諸
段
階
と
の
間
に
存
す
る
諸

関
係
か
ら
生
ず
る
―

の
三
つ
の
意
味
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
層
の
音
楽

的
意
味
の
裡
、
第

一
層
の
意
味
に
整
合
す
る
も
の
は
仮
説
的
意
味
だ
け
で
あ
る
こ
と

は
、
既
に
波
多
野
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
両
者
が
う
ま
く
整
合
し
な
い
の
は
、

帰
す
る
と
こ
ろ
、
時
間
の
流
れ
る
方
向
と
聴
取
体
験
に
於
け
る
聴
手
の
意
識
の
向
う

方

向

が

一
致

し
な

い

た

め

で
あ

る
。

言
換

え

る
な

ら
ば

、

時

間

性

の
ヴ

ェ
ク
ト

ル
と

志

向

性

の
ヴ

ェ
ク

ト

ル
が

必

ず

し

も

一
致

す

る
訳

で

は
な

い

こ
と

を

、

そ

し

て
更

に

何

故

に

そ

の

よ
う

な

齟

齬

が

生

ず

る

の
か

と

い
う
そ

の
理

由

を

、

メ
イ

ヤ

ー

の
設
定

す

る

理
論

的

枠

組

だ

け

で

は
十

分

に
説

明

し
え

な

い

た

め
な

の

で
あ

る

。

 

し

か

し
、

メ
イ

ヤ

ー
が

明

示

的
意

味

の
定

義

に
際

し
、

音

楽

的

意

味

の
中

に

回
顧

性

（
r
e
tr
o
s
p
e
c
t
iv
ite
）

の

モ

メ

ン
ト

の
あ

る

こ
と

を

、

た
と

え

部

分

的

に

で
は

あ

ろ

う

と

も

、

取

り

出

し

て
き

た
点

は
見

過

し
え

な

い
。

そ

し

て

こ

の
回

顧

す

る

こ
と

即

ち
、

振

り
返

る
行

為

と

は
、

優

れ

て

人

間
的

な

も

の

で

は
な

い

で
あ

ろ

う

か
。

人

間

的

に
振

り

返

る

こ
と

で
最

愛

の
も

の
を
失

っ
た

オ

ル
ペ

ウ

ス
、
振

り
返

ら
な

い
と

い
う

条

件

を

守

り

エ
ウ

リ

ュ
デ

ィ
ケ

ー

を
取

り
戻

す

か
、

そ

れ

と

も
彼

女

が

彼

の
後

に

つ

い

て
来

て

い
る

こ
と

を
確

か

め

る

た

め

に
振

り

返

る

べ
き

か

と

い
う

、
 

「
人

間

的

な

、

余

り

に

人
間

的

な

」

デ

ィ

レ

ン

マ
に
遭

遇

し

た

オ

ル
ペ

ウ

ス
は

、
最

愛

の
者

の
存

在

す

る

こ

と
を

確

か

め

る

べ
く
振

り
返

り
、

そ

の
代

償

と

し

て
最

愛

の
者

を
永

遠

に
喪

失

し

て

し

ま

っ
た

。

偶

然

の
符

号

で
あ

ろ
う

か
、

こ

の
苦

く

、

切

な

き
体

験

の
体
験

者

た

る

オ

ル
ペ

ウ

ス
が

、
音

楽

の
神

ア
ポ

ロ

ン
の
子

で
も

あ

る

と

い
う

の
は

…

…
。

死

と

い
う

厳

然

た

る

不

可

逆

な
取

り
返

し

の

つ
か

ぬ

（
ir
re
v
o
c
a
b
le
）
真
実

（
q
u
o
d
d
ite
）
を
前

に

し

て
、

な

す

術

な

く
泣

然

と
佇

む

人

間

は
、

い
か

な

る

理

性
的

手
段
を
し
て
も
、
い
か
な
る
科
学
的
手
段
を
し
て
も
打
ち
勝
ち
え
ぬ
人
間
は
―

延

命

も

長
寿

も

決

し

て
不

死

で
は

な

い
―

唯

涙

に
く

れ

嘆

く

し

か

な

い
。

し

か

し

そ

ん

な

人
間

に
も

唯

一
つ
な

し

う

る

こ
と
が

あ

る
。

そ

れ

は
歌

う

こ
と

、

失

っ
た
愛

の

歌

を

、
失

っ
た
悲

し

み

の
歌

を

歌

う

こ
と
が

…

…
。、

し

か
し

又

何

と

い
う

イ

ロ

ニ
ー

で
あ

ろ

う

か
、

こ

の
時

、

こ

の
歌
が

い
か

に
人

の
心

を

慰

め
よ

う

と

も

、

決

し

て

失

っ
た

当

の
も

の
を
取

り
戻

さ

せ

て

は
く

れ

ぬ

と

は
！

 

そ

れ

故

一
時

的

に
も

慰

め
ら

れ

た

人

の
心

は
、

か
え

っ
て
ま

す

ま

す
嘆

き

の
深

い
も

の
と

な

る

。

オ

ル

ペ
ウ

ス
は

嘆

き

の
余

り
自

ら

の
命

を

落

し

た

で
は

な

い
か
！

 

し

か

し

、
確

に

そ
う

で

は
あ

る
が

、

こ

の
逸

話

は
我

々
に
次

の

こ
と

を

示

し

て

い

る
。

不

可

逆

性

の
中

の
有

限

な

存

在
が

こ

の
不
可

逆

性

を

前

に
す

る
時

、

既

に
し

て

感

情

的

に
な

ら
ざ

る
を

え

な

い
と

い
う

こ
と

を
、

そ

し

て
又

、

音

楽

と

は
正

に

こ

の

不

可

逆

な
時

間

に
時

間

的

に
対

応

す

る
、

即

ち
内

在

的

に
対

処

す

る

類

な

き

手

段

で

あ

る
と

い
う

こ
と

を
。

こ

の
不

可

逆

な
時

間

に
時

間

的

に
対

応

し

て

い
く

、

い
や

い

か
ね

ば

な

ら

な

い
と

い
う

人
間

と

音

楽

と

の
存

在

論

的

同

一
性

こ
そ

、
「
音

楽

は

表

現

で
あ

る
」
と

か

「
音

楽

は
感

情

を

表
現

す

る
」

と
言

わ

れ

る
時

の
、
こ

の
文

の
真

相

を

最

も

よ
く

明

ら

か

に
す

る
第

一
原

理

な

の

で

は
あ

る

ま

い
か
。
 
「
不

可

逆

と

は

そ

れ

自

身

既

に

し

て
感

情

で
あ

る

、

い
や
感

じ

ら
れ

た
と

い
う

よ

り

も
、

生

々
し
く

体

験

 さ

れ

た
状

況

（
u
n
e
 s
it
u
a
t
io
n
 s
e
n
t
ie
 o
u
 p
lu
t
o
 t
r
e
s
se
n
t
ie
）
な

の

で
あ

る
」
。

 

私

は

こ
の
存

在

論

的

同

一
性

と

い
う
言

葉

に

こ
だ

わ

る

。
何

故

か
。

音

楽

の
表

現

を
作

品

の
存

在

を

前

提

に
し

て
、
作

品
が

何

か
を

表

現

し

て

い
る

と
考

え

る
時

、

必

然

的

に

ア

ナ

ロ
ジ

カ

ル
な

関

係

が

、
創

作

者

と
作

品

、

作

品

と

聴
手

と

の
間

に
前

提

さ

れ

る

。
創

作

者

は
何

か

（
q
u
e
lq
u
e
 c
h
o
s
e
）
を

作

品

に
よ

っ
て
表

現

し

て

い

る

の

で
あ

り

、
聴

手

は

こ

の
何

か
を

作

品

を

通

し

て
受

容

理

解

す

る

と
考

え

る

か
ら

で
あ

る
。

そ

し

て

こ

の
何

か
が

「
も

の
的

」
 
（
r
e
iq
u
e
）

に
考

え

ら

れ

れ
ば

考

え

ら

れ

る



程
―

「
も
の
的
」
に
考
え
る
と
は
、
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
を
外
音
楽
的
事
象
で

あ
る
と
考
え
る
場
合
を
勿
論
含
む
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
実
在
化
さ
れ
た
本
質
で

あ
る
と
考
え
る
場
合
も
含
ん
で
い
る
―

、
表
現
は
認
識
論
的
色
彩
を
帯
び
て
く
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
音
楽
が

「表
現
的
」

と
言
わ
れ
る
そ
の
時
点
か
ら
、
こ
の
表
現

さ
れ
て
い
る
何
か
は
、
外
音
楽
的
音
響
事
象
が
模
倣
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、

明
瞭
な
場
合
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
物
理
音
響
的

レ
ヴ

ェ
ル
に
於
て
す
ら
、
実
証
的

研
究
の
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
何

ら
か
の
言
語
的
指
示
が
必
要
で
あ
り
、
そ

れ
な
し
の
場
合
は
、
全
く
曖
昧
な
形
で
し
か
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
様

な
音

楽

は

、
「
表

現

し

て

い
な

い
表

現

 

（
1'E
x
p
re
s
s
iv
o

in
e
x
p
r
e
s
s
if
）

と

い

う

形

容

矛

盾

を
行

っ
て

い

る

こ
と

に
な

り
、

議

論

が

認

識

論

的

ス

タ
イ

ル
を
取

っ
て

い

れ
ば

い

る
程

、

自

ら

の
議

論

の
論

理
的

基

盤

の

不
当

性

を

明

ら

か

に

せ
ざ

る
を

え

な

く

な

る

の

で
あ

る
。

 

こ

の
事

態

を
、

Ｉ

・
ス
ピ

チ

ッ
チ
は

次

の
如

く

整

理

す

る

。

ま
ず

第

一
に
、

創

造

は
表

現

で
あ

る

と

い
う

意

味

で

の
表

現

、

即

ち

「
存

在

論

的

」

表
現

は
、

聴

手

に
何

が

表

現

さ

れ

て

い

る

か
が

分

る

「
現

象

的

」
 

（p
h
e
n
o
m
e
n
a
le
）
表

現

か
ら

区

別

さ

れ

る
。

つ
ま

り
、

す

べ

て
そ

の
名

に
値

す

る
音

楽

作

品

は

「
存

在

論

的

」

に

は
必

ず

表

現

で
あ

る

と

し

て
も

、

必

ず

し

も

「
現

象

的

」

に

は
そ

う

で
は

な

く

と
も

よ

い

の

で
あ

る
。

さ

て
次

に
、

こ

の

「
現

象

的

」

表

現

は
、
 

「
記

述

的

」

と
狭

義

の

「
表

現

的

」

と

に
分

け

ら

れ

、

前

者

は
外

音

楽

的

自

然

の
音

楽

的

再

現

を

指

し
、

後

者

は
人

問
の
心
理
学
的
内
面
、
特
に
創
作
者

の
創
造
時
の
心
理
学
的
内
面
を
指
す
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
狭
義
の
表
現
に
於
て
表
現
さ
れ
る
も
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「情
動
」
、

「
感

情

」

と

さ

れ

る
。

で

は
何

が

こ

の
表

現

を
可

能

に
す

る

の

で
あ

ろ

う

か
。

ス
ピ

チ

ッ
チ
は
、

音

楽

作

品

が

道

具

的

記

号

（
s
ig
n
e

in
s
tr
u
m
e
n
t
a
l
）

に

な

り
う

る

か

ら

で
あ

る

と
す

る
。

つ
ま
り

、
意

味

さ

れ

る
も

の
と

一
定

の

ア

ナ

ロ
ジ

ー

を
所

有

し
、

且

又

そ

の
存

在

自

体

が

そ

れ

と

し

て
認

識

さ

れ

る
価

値

の
あ

る

記

号

と

な

り
う

る

か

ら

で
あ

る

と
す

る
。

し

か

し
、

問

題

な

の
は
、

い

か
な

る
意

味

で

ア
ナ

ロ
ジ

ー
が

言

い
う

る

の

か

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ

う

。
残

念

な

が

ら

、

こ

の
肝

心

な
点

に

つ
い

て

ス

ピ

チ

ッ
チ

は
答

え

て

い
な

い

、
彼

は

、

こ

の
道

具

的

記

号

が

「
表
現

出
来

る
も

の

は

表
現
し
、
出
来
な
い
も
の
は
表
現
し
な
い
」
と
言
う
。
こ
の
答
は
正
し
い
。
し
か
し
又

何
も
答
え
て
は
い
な
い
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
か
答
え
ら

れ
な
い
最
大
の
理
由
は
、
彼
が
表
現
の
事
態
の
分
析
は
す
る
も
の
の
、
表
現
内
容
の

分
析
に
立
ち
入
ら
な
い
点
、
従

っ
て
人
間
の
感
情
の
在
方
、
音
楽
の
中
で
表
わ
さ
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
感
情
の
在
方
が
少
し
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
点
に
求
め
ら
れ
る
。

 
か
く
し
て
我

々
は
、
音
楽
の
時
間
性
も
し
く
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
の
関
係
を
議
論

す
る
た
め
に
は
、

一
方
に
於
て
、
不
可
逆
な
時
間
の
時
間
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
共

に
、
そ
の
中

の
有
限
存
在
た
る
人
間
の
、
こ
の
無
情
な
る
時
に
対
す
る
有
情
の
基
本

的
在
方
を
、
他
方
に
於
て
音
楽
の
表
現
と
は
い
か
に
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
同

時
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
問

に
真
正
面
か
ら
対
決
し
て
い
る
、
V

・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
考
察
に
主
と
し
て

依
存
し
つ
つ
、
時
間
の
時
間
性
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

 
 

Ｉ

 
時

間

の
不

可
逆
性

と
人

間

の
感

惰

 
 
 
 
第

一
章
 
時
間
の
不
可
逆
性

 
時
間
の
不
可
逆
な
在
方
は
、
空
間
の
可
逆
性
と
の
比
較
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。

「
空
間
と
は
そ
れ
自
身
、
可
逆
性
の
客
観
的
な
相
貌
で
あ
る
」。

勿
論
、

時
間
性
が

本
質
的
に
不
可
逆
で
あ
る
と
し
て
も
、
逆
に
不
可
逆
性
は

一
重
に
時
間
的
で
あ
る
の

で
は
な
い
。
空
間
に
も
不
可
逆
性
を
示
す
も
の
は
存
在
す
る
。
し
か
し
空
間
に
於
け

る
不
可
逆
性
の
諸
事
例
ー

道
具
の
右
手
用
と
左
手
用
の
区
別
、
重
力
に
関
す
る
高
、

低
、
空
間
に
於
け
る
偏
在
性

（
こ
こ
に
い
て
同
時
に
あ
そ
こ
に
は
お
れ
な
い
こ
と
）

―

が
す
べ
て
運
動
や
生
命
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
そ
れ
ら
の
不
可

逆
性
を
、
空
間
に
内
在
す
る
不
可
逆
性
と
考
え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
空
間
に
潜
む
、

も
し
く
は
空
間
に
巣
く
う
時
間
性
の
契
機
と
考
え
る
方
が
、
よ
り
妥
当
な
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
少
く
も
そ
う
考
え
る
考
え
方
は
、
可
動
性
に
関
す
る
我
々
の
直
観
と
も

よ
く

一
致
す
る
。

つ
ま
り
人
間
に
と
り

「
可
動
性
と
は
優
れ
て
自
由
」
を
意
味
し
、

い
た
ず
ら

っ
子
が
罰
せ
ら
れ
て
、

一
本
の
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
木
の
如
く
立
た
さ
れ
る
の

も
、
又
罪
人
が
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
る
の
も
―

特
に
重
罪
人
や
思
想
犯
が
か
つ
て
地

下
牢
に
入
れ
ら
れ
た
の
も
―

、
す
べ
て
行
動

の
禁
止
、
剥
奪
が
ど
ん
な
に
人
間
に

と

っ
て
苦
痛
で
あ
り
、
重
い
責
苦
で
あ
る
か
を
物
語

っ
て
い
る
。

 

こ
の
思
想
犯
が
地
下
牢
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
空
間
に
於
け
る
可
逆
性
が
、
単



に
往

復

（
E7CC6
T
p
Oll
）

や

巡

回

（笥
。b
.q
嫡§

）

と

い

う

行

動

の
自

由

の

み
な

ら

ず

、

共

在

（
c
o
e
x
is
t
e
n
c
e
）

と

共
観

（
q
ぎ

ミ
への）
の
自

由

、

即

ち

同
時

に
共

に
現

前

し

う

る

こ
と

と

一
度

に
す

べ

て
が

見

渡

し

う

る

こ

と
、

つ
ま
り

展

望

の
自

由

を

も

意

味

し

て

い
る

こ
と

を

示

し

て

い
る

。

そ

し

て

人
間

の
知

性

（
in
t
e
llig
e
n
c
e
）

は

、

こ

の

相

互
性

（
re
c
ip
r
o
c
ite
）

を

最

も
標

準

的

且
本

質

的

と

考

え

て

い

る
。

こ

の
間

の
事

情

は
、

例

え
ば

数

学

に
於

け

る

「
正
規

性
」

が

正

に

こ

の
相

互
性

も

し
く

は
可

換

性

を
保

存

す

る
関

係

を
指

し

て

い

る

こ
と

、 

「
真

理
」
 

（
v
e
r
ite
）

の
永

遠

性

と

は
、

共
観

の
極

限

と

し

て
捉

え

ら

れ

て
お

り

、

シ
リ

ウ

ス
か
ら

眺

め

て

も
成

立

す

る
法

則

、

定

理

の
在

方

と

し

て
考

え

ら

れ

て

い
る

こ
と

な
ど

か
ら

、

十

分

に
窺

わ

れ

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

し

か

し
時

間

に

は
、

こ
れ

ら

、

共

存

と

共
観

及

び

往

復

と

巡

回

の
可

能

性

は
、

全

く

も

の

の
見

事

に
閉

ざ

さ

れ

て

い
る

。 

「
生
成

」

（d
e
v
e
n
ir
）

と

い
う
語

の
成

り

立

ち

か
ら

し

て
ー

こ

の
記

は

d
e

と

v
e
n
ir

の

二
語

か
ら

成

り
、

あ

る
と

こ

ろ

へ

（d
e
）

や

っ
て

い
く

、
来

る

（
v
e
n
ir
）

と

い
う

意

味

を

持

つ
―

、

時

間

の

「
未

来

へ
と

一
方
向
的
に
磁
化
さ
れ
て
い
る
過

程
の

〔偏
〕
極
性
」
を
示

し

て

い

る
。

「
生
成
と
は
唯

一
の
方
向
で
あ
り
、
回
帰

は

『禁
止
さ
れ
た
』
方
向
で
あ
る
と
言
う

だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
り
、
生
成
と
は
絶
対
的
に
必
然
的
な
方
向
で
あ
り
、
逆

の
方
向
は
単
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
不
可
能
な
の
で
あ
る
」
。
現

象

と

し
て
偶

々
そ
う
で
あ
る
と
か
、
人
為
的
な
取
り
決
め
に
よ
っ
て
そ
う
で
あ
る
の
で
は

な
く
、
本
質
か
ら
し
て
あ
り
え
ぬ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
不
可
逆
性
と
は

同
時
性
の
絶
対
的
不
可
能
を
言
う
。

 
 
 
 
 
 

一
・
一 
意
識
の
不
可
逆
性
超
越
の
不
可
能

 

時

間

的

継
起

は
、

意

識

を

そ

れ
が

前

方

へ
向

う

も

の
―

超

意

識

（
s
u
r
c
o
n
s
c
i-

e
n
c
e
）
―

で
あ

ろ

う

と
、
後

方

へ
向

う

も

の
―

回

顧

意

識

（r
e
tr
o
c
o
n
s
c
ie
n
c
e
）

―

）

で
あ

ろ

う

と

そ

れ

ら

を
包

み
込

む
。

 
超
意
識
が
時
間
に
包
み
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
勿
論
、
完
全
な
る
予
測
の
不

能
性
、
未
来
の
完
全
な
る
不
透
明
性
、
完

全
な
る
闇
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

意
識
は
し
か
し
、
完
全
に
超
越
す
る
こ
と
も
か
な
わ
ぬ
の
で
あ
る
。
即
ち
、 
「
生
成

に

は
常

に
我

々

か
ら

逃

れ
、

未

来

へ
と

向

う

未

完

成

（
in
a
c
h
e
v
e
m
e
n
t
）

の
地

平

が

あ

る
」
。

こ

の

「
無

限

の
開

け

（o
u
v
e
r
t
u
r
e
 in
f
in
ie
）

の
原

理

の
た

め

に
、

生

成

は
意

識

に
包

ま

れ

る

こ
と

な
く

、

意

識

を

包

む
」
。

こ

の
意

味

で
、

「
す

べ

て
は

時

間

の
中

に

（e
v
x
p
ovru
）
あ

る

の

で
あ

り

、

時

間

は
自

ら

の
外

に

（
蹄
cu
a
u
ro
i）

何

も

の

を
も

残

さ

な

い
」
。

注

意

す

べ

き

は
、

こ

の
時

、

前

置

詞

「
の
中

に
」

（
窪
）

が

用

い

ら
れ

る

か
ら

と

い

っ
て
、

時

間

が

「
普

遍

的

包

括

者

」

と

捉

え

ら

れ

、

そ

れ

に
空

間

を
も

含

ま

せ

て
考

え

ら

れ

て

は

な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

空

間

が

時

間

の

中

に
あ

る

と

い
う

言

明

に
は
、

時

間

と
空

間

が

何

ら

か

の
包

摂

関

係

を

持

ち

う

る

同

質

の
も

の

で
あ

る

こ
と

、

即

ち
時

間

が

一
種

の
空

間

で
あ

る

こ
と

の
承

認

が

含

意

さ

れ

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

 

こ
の
超

意

識

の
不

完

全

さ

は
、

実

は
人

間

の
意

志

の
在

方

に
最

も
端

的

に

示

さ

れ

る
。

人
間

は
自

由

に
意

欲

す

る

（
v
o
u
lo
ir
）

こ

と
が

出

来

る
。

し

か

し

人

間

の

意

志

は
、

意

欲

す

る

こ
と

の
み

な

ら
ず

、

意

の
ま

ゝ

に

「
意

欲

し

な

い

こ

と

を
意

欲

す

る
」

（
d
e
v
o
u
lo
ir
）

こ
と

は
出

来

な

い
。

何

か

を

そ

う
す

る

こ
と

も

そ

う

し

な

い

こ

と

も

、
結

局

そ

の
事

態

を

意

欲

す

る
点

で

は

不
変

で
あ

り

、

意

欲

し

て

い
な

い

の

で

は
な

い
。

そ

う

し

な

い

こ
と

を

、

そ

う

な

り

た
く

な

い

こ
と

を

意

欲

す

る

と

い
う

形

態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
か
く
の
如
き

「魔
法
使
い
の
弟
子
」
た
る
人
間
の
意
志

の
自
由
は
、

一
方
向
に
の
み
許
さ
れ
た
、
半
分
だ
け
の
自
由
な
の
で
あ
る
。

 

か
く
し
て
、
か
つ
て
意
欲
し
た
こ
と
も
、
意
欲
し
な
か

っ
た
こ
と
も
今
と
な

っ
て

は
時

の
不
可
逆
性
故
取
消
し
不
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
又
そ
の
時
、
同
時

に
意
欲
し
且
又
意
欲
せ
ぬ
こ
と
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
不
可
逆
な
時
は
又
、

「
取
消
し
の
不
可
能
」
も
し
く
は

「
取
返
し
の
つ
か
な
さ
」
 
（1'irre
v
oc
ab
le）

で

も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

 
 
 
私
は
愚
か
で
、
来
る
と
い
ふ
日
の
今
日
ま
で
…
…

 
 
 

こ
れ
程
の
真
実
を
怖
れ
ず

 
 
 
私
は
何
を
し
て
暮
し
て
来
た
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
時
は
、 

〔良
心
の
〕
呵
噴
も
し
く
は
悔
恨

（reｍ
ord
s）

と
必
然
的
に
関
係

す
る
。
時
に
対
す
る
基
本
的
感
情

の
一
つ
に
、
こ
の
呵
噴
、
悔
恨
の
念
が
あ
る
の
で

あ
る
。

 
回
顧
す
る
意
識
も
不
完
全
で
あ
る
。
文
字
通
り
過
去

へ
と
立
ち
帰
る
訳

に
は
い
か



な

い
。

「
回
顧

と

は
避

け
難

く

未

来

化

（
f
u
t
u
r
it
io
n
）

の

一
契

機

で
あ

る
」

か
ら

で

あ

る
。

こ

の
認

識

が

妨

げ

ら

れ

る

の
は

、

即

ち

我

々
が

何

か

回

帰

出

来

る

か

の
如

く

錯

覚

し
が

ち

な

の

は
、

空

間

的

イ

メ

ー
ジ

の
影

響

が
強

力

で

あ

る

か

ら

に
他

な

ら

な

い
。
 
「
ひ
と

り

都

の
ゆ

ふ
ぐ

れ

に
／

ふ

る
さ

と

お

も

ひ
涙

ぐ

む

」
 

（傍

点

論

者

）

の

は
、

た

と

え

故

郷

に
帰

り

そ

の
変

ら

ぬ

姿

を

見

出

し

た

と

し

て

も
、

そ

れ

は
私

の
故

郷

で

は
な

い
故

に
存

在

す

る

「
無

限

小

の
相

違

」

（
d
iff
e
r
e
n
c
e

in
f
in
ite
s
im
a
le
）

、

重

さ

な

き

、

触

れ

も

出

来

ぬ

差

（
動
ca
¢
op
a
）
、

「
そ

れ

と

は
知

り

え

ぬ
何

か
」

（
je
-n
e
-

s
a
is
-q
u
o
i）

に
も

気

づ

か
ず

に
は

お

れ

ぬ
詩

人

の
直

観

が

、

空

間

の

「
こ

こ
」

と
時

間

の

「
あ

そ

こ
」
、

空

間

の
共

在

と

時

間

の
離

在

と

の
齟

齬

に

耐

え
切

れ

ず

し

て
、

は
た

又

「
ま

た

都

を

逃

れ

来

て
／

何

所

の
家

郷

に
行

か
む

と

す

る
ぞ

」

と

い
う
取

返

し

の

つ
か

ぬ
思

い
を

抒

情

で
包

む

た

め

に
、

同

じ

「
は

る
け

さ

」

に
よ

る
同

質

化

を

試

み

た

の

で

は
あ

る
ま

い
か

。

詩

人

の
意

識

は
、

過

去

回

帰

の
不

能

を
直

観

し

た

か

ら

こ
そ

、
 

「
ふ

る
さ

と

」

で

は
な

く

「
都

」

で
涙

ぐ

ん
だ

の

で

は
な

い

で
あ

ろ

う

か
。

 

こ

の
時

、

次

の

二
点

が

重

要

で
あ

る

。

 

 

一 

不

可

逆
性

は
取

返

し
不

能

性

に
優

位

す

る

。

 

 

二
 

す

べ

て

の
体

験

さ
れ

た
経

験

は
未

来

化

の
契
機

を
持

つ
。

両

者

は
結

局

同

一
の

こ
と
、

時

間

が

唯

一
方

向

た

る

未

来

へ
と

歩

む

こ

と

に
帰

着

せ

ら

れ

る

。

 

一
は
、

生

成

と

は

「
未

来

の
到

来
」

（
1'a
v
e
n
e
m
e
n
t
d
e

1'a
v
e
n
ir
）

で

あ

る

こ

と

を

意

味

し

て

い
る
。

 

二

は
、

未

来

化

の
契

機

は
、 

「
時

間

の
方

向

を

逆

転

さ

せ

た

か

に
見

え

る

想

起

（s
o
u
v
e
n
ir
）

も

、

そ

れ

を

不
動

化

す

る

か

に
見

え

る

悔

恨

も

、

そ

し

て

そ

れ

を
ゆ

る
や
か
に
す
る
か
に
見
え
る
ノ
ス
タ
ル
ジ

ー
に
も
含
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
す

る
。
即
ち
、
過
却
の
経
験
は
結
局
現
在
の
経
験
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
未
来
化

へ

参
加
し
て
い
る
。
新
た
に
昔
日
の
経
験
の
出
現
を
生
じ
さ
せ
ん
と
す
る
我

々
の
努
力

は
、
事
実
と
し
て
新
た
な
経
験
に
到
達
す

る
。

 
引
用
し
た

一
文
は
、
我

々
の
問
題
の
核
心
に
答
え
る
鍵
を
提
供
し
て
い
る
。
即
ち
、

そ

こ

に
は
時

間

を
考

察

す

る
際

、

方

向

（
se
n
s
）

も

し

く

は
方

向

付

の

み
な

ら

ず

テ

ン
ポ
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言

え
ば
我
々
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
音
楽

は
、
こ
の
全
能
の
不
可
逆
性
た
る
時
に
対

す
る
、

一
時
的
な
方
向
と
速
度

の
様
態
の
変
化
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
故
に
こ
そ
、

そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
し
て
、
感
情
表
現
的
な
の
で
あ
る
、
と
。 
「音
楽
が
全
く
時

間
的
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
同
時
に
、

不
可
逆
性
に
対
す
る
抗
議
で
あ
り
」
、

そ
の
抗
議

の
手
だ
て
と
し
て
、

「
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
想
起
さ
れ
る
も
の
」

（re
m
i-

n
isc
en
e
）
の
魅
力
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
音
楽
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と

深

く

関
わ
る
。
更
に
言
え
ば
、
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
方
向
と
速
度
を
示
し
え
、
し
か
も
そ

れ
ら
の
方
向
と
速
度
を
妨
げ
る
こ
と
が
最
も
少
い
、
最
も
透
明
な
質
料
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
、
音

こ
そ
音
楽
を
表
現
す
る
最
も
優
れ
た
媒
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方

に
於
て
、 
「
調
べ
」
―

時

の
流
れ
の
方
向
と
テ
ン
ポ
の
変
化
及
び
そ
れ
か
ら
成
立

し
て
く
る
も
の
―

そ
の
も
の
は
必
ず
し
も
音
も
し
く
は
音
の
連
鎖
に
の
み
存
す
る

も

の
で

は

な

い

と
考

え

る
。

心

や

詩

に
於

て

も
感

じ
ら

れ

る
、

あ

の
言

う

に
言

わ

れ

ぬ

（
je
 n
e
 s
a
is
 q
u
o
i）
音

楽

的

息

吹

（
p
n
e
u
m
a
）

と

は
、

我

々

の
言

う

「
調

べ
」

の
流

れ

の
気

配

で

は
あ

る

ま

い

か
。

 

さ

て
、

こ

の
未

来

化

の
絶

対

性

と

は
、 

「
す

べ

て
は

未

来

な

の
で

あ

り

、

過
去

で

さ

え

、

未

来
―

過

去

（
p
a
s
s
e
-f
u
t
u
r
）
、

来

る

べ
き

過

去

（
p
a
s
s
e
 a
 v
e
n
ir
）
既

に

到

来

し

た
未

来

（a
v
e
n
ir
 d
e
ja
-a
d
v
e
n
u
）
」

で
あ

る
と

も

言

い
う

る

。

こ

こ

に

懐

古

さ
れ

る
過

去

が

「
来

る

べ

き

理
想

」

（
id
e
a
l 
a
 
v
e
n
ir
）

と

な

る

理

由
が

あ

る
。

メ

シ
ア
主

義

の

「
失

（
わ

れ

た
）

楽
園

」

（
le
p
a
r
a
d
is

p
e
r
d
u
）

や
伝

統

に
於

け

る

「
黄

金

時

代

」
 

（
1'a
g
e

d
'o
r
）
が

、
 

ユ
ー
ト

ピ

ア
主
義

の

「
理

想

都

市

」
 

（
la

c
ite
 id
e
a
le
）

と
結

局

同

じ

も

の

に
な

る

の

で
あ

り
、

超

歴

史
的

過

去

の
極

限

と

超

歴

史

的

未

来

の
端

と
が

結

局

同

じ
も

の
と

な

る
。

同

一
の
終
末

論

と

な

る
。

ユ
ー

ト

ピ
ア
と
は
、
既
に
し
て
予
め
失
楽
園
な
の
で
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
、
こ
こ
に
い
わ

ゆ
る
未
来
主
義
の
つ
ま
ら
な
さ
と
、

一
見
無
為
に
思
え
る
哀
惜
や
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の

積
極
性
、
否
定
性
の
積
極
性
を
説
明
す
る
鍵
が
秘
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
成
程
、
未
来
主
義
は
モ
ラ
ル
上
の
使
命
感
に
燃
え
人
間
の
未
来
の
幸
福
を
願

っ
て

い
る
点
で
大
真
面
目
な

一
つ
の
精
神
の
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
未
来
主
義
は
未
来

を
未
来
と
し
て
捉
え
る
こ
と
、
即
ち
質
的
未
来
性
に
関
心
を
持

つ
、
と
い
う
こ
と
を

し
な
い
。
そ
れ
が
狙

っ
て
い
る
の
は
、
未
来
の
内
容
や
価
値
、
即
ち
勝
利
と
か
平
和

と
か
幸
福
と
か
で
あ
り
、
有
体
に
言
え
ば
、
未
来
を
そ
の
も
の
と
し
て
は
少
し
も
希

望
し
て
い
な
い
し
、
又
思
い
も
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
般
的
に
未
来
は



い
か

な

る
仕

方

に

し

ろ
到

来

す

る

も

の
と
予

め
決

め

て
か

か

り
、

私

の
未

来

が

死

で

あ

る

な
ど

と

い
う

こ
と

は
頭

の
中

に
な

く

、

唯

こ

の
未

来

が

「
祭

り

の
日
」
 

（
jo
u
r

d
e

fe
te
）
で
あ

ら

ん

こ
と

を
希

望

し

て

い
る

だ

け

な

の

で
あ

る
。

気

に

か
け

て

い

る

の
は

、
来

る

べ
き

存

在

の

一
定

の

モ

ー
ド
―

た
と

え

そ

れ
が

よ

り

よ

い
も

の
を

願

う
と
し
て
も
―

な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
未
来
主
義
は
現
代
の
反
映
で
し
か
な
く
、

改
良
主
義
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
日
常
的
次
元
に
留
ま

っ
た
相
対
主
義
的

考
え
方
に
過
ぎ
な
い
。
従

っ
て
人
は
そ
こ
で

一
致
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

 

こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
哀
惜

（re
g
re
t）―

過
ぎ
去

っ
た
過
去
を
惜
し
む
感
情
。

時
の
不
可
逆
性
に
対
す
る
最
も
基
本
的
感
情
の

一
つ
で
あ
る
―

の
か
け
が
え
も
な

さ
を
明
ら
か
に
す
る
。 
「
こ
の
哀
惜
は
正
に
過
去
の
過
去
性
を
惜
し
む
。
そ
れ
は
単

に
過
去
の
幸
福
を
惜
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
過
ぎ
去

っ
た
と
い
う
限
り
で
の
過

去
を
、
唯
そ
れ
が
過
去
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
か
ら
、
唯
訳
も
な
く
惜
し
む
の

で
あ
る
」
。
懐
古
と
は
、
た
と
え
そ
の
過
去
が
不
幸
で
あ

っ
た
と
し
て
も
そ
の
過

去

を
惜
し
む
の
で
あ
り
、
こ
こ
に

一
見
す
る
と
逆
説
的
な
、
理
不
尽
で
情
熱
的
な
ノ
ス

タ
ル
ジ
ー
が
成
立
す
る
所
似
が
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
絶
対
的
普
遍
性
こ
そ
、

先
述
の
如
く

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
価
値
な
の
で
あ
る
。
人
は
そ
こ
で
完
全
に

一
致
す
る
。

こ
の

「
言
い
知
れ
ぬ
も
の
」
 
（je
-n
e
-sa
is-q
u
o
i）

で
か
え

っ
て
、
す
べ
て
の
対
立

と
差
異
を
越
え
て

一
致
す
る
。

 
 
 
過
去
は
寂
蓼
の
谷
に
連
な
り

 
 
 
未
来
は
絶
望
の
岸
に
向

へ
り

 
 
 
砂
礫
の
ご
と
き
人
生
か
な
！

と
絶
望
の
無
の
淵
に
あ
る
人
で
あ

っ
て
も

「
帰
郷
」
す
る
。

 
 
 
わ
れ
既
に
勇
気
お
と
ろ
へ

 
 
 
暗
憺
と
し
て
長
な
へ
に
生
き
る
に
倦
み
た
り
。

 
 
 
い
か
ん
ぞ
故
郷
に
独
り
帰
り

 
 
 
さ
び
し
く
ま
た
利
根
川
の
岸
に
立

た
ん
や
。

と
叫
び

つ
つ
も
、
故
郷
に
帰

っ
て
い
く
。
何
故
か
。
絶
望
は
未
来
の
虚
夢
を
砕
き
、

過
去
の
人
間
的
有
象
無
象
を
砕

い
て
純
粋
化
し
、
そ
の
過
去
性
を
露
わ
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
絶
対
的
事
実
性
即
ち

「
真
実
性
」
（Ia
g
ro
dd
ite
）
を
人
に
覚
醒
さ

せ
、
す
べ
て
の
人
間
的
次
元
を
超
え
た
、

し
か
し
す
べ
て
の
人
間
が
担

っ
て
い
る
―

―
ど
ん
な
人
に
も
過
去
は
あ
る
―

こ
の
真
実
を
人
に
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら

で
あ

る
。

一
個

の
詩

人

が

、

抒

情

を
砕

き

、

言

語

の
技

巧

を

砕

き

、

自

ら

の
人

生

を

も

砕

き

、

す

べ

て

を
砕

い

て
砕

き

ぬ

い
て

な

お

且
詩

作

し

た
と

い
う

、

こ

の
壮

絶

な

、

真
に
英
雄
的
な
―

芸
術
家
が
芸
術
の
内
に
か
ら
く
も
踏
み
留
ま
り

つ
つ
そ
の
芸
術

を

越

え

ん

と

し
、

人
間

で
あ

る

こ
と

を
超

え

ん
と

し

た
―

行

為

の
美

と

は

、

感

官

的

も

し

く

は
感

覚

を
喜

ば

し

む

る

と

い
う

意

味

で

の

「
美

的

覚

醒

」

（
l'e
t
o
n
n
e
-

m
e
u
t
 e
s
th
e
tiq
u
e
）

を
既

に
超

え

た
殆

ど

透

明

化

し
た

光

の
如

き

「
超

美

的

覚

醒

」

（
1'e
t
o
n
n
e
m

e
n
t
 m
e
t
e
s
th
e
tip
u
e
）
、

「
形

而

上

学

的
直

観
」

（
1'in
t
u
it
io
n

m
e
ta
-

p
h
y
s
iq
u
e
）

に
到
達

し

て

い
る

の

で

は
あ

る

ま

い
か
。

 

こ

の
節

の
最

後

と

し

て
、 

「
す

べ

て
は
未

来

な

の

で
あ

り
、

過

去

で
さ

え

、

未

来

―

過

去

、

来

る

べ
ぎ

過

去

で
あ

る
」

と

い
う
文

は
、
 

「
や
が

て
あ

る

で
あ

ろ

う

も

の

は
正

に

か

つ
て

あ

っ
た
も

の

で
あ

り

、
未

来

と

は
既

に
見

た
も

の

で
、

神

の
太

陽

の

下

で

は
、

従

っ
て
、
何

一
つ
新

し

い
も

の

は
な

い
」

と

い
う
意

味

で

と

ら
れ

て

は
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

を

注
意

せ

ね
ば

な

ら
な

い
。

何

故

か
。

そ

の
よ

う
な

考

え
方

に

は
、

時

が

循

環

す

る

も

し

く

は

サ

イ

ク

ル
を

な

す

と

い
う
前

提

が

含

意

さ

れ

て

い

る

か

ら

で
あ

る
。

時

の
不

可

逆

性

と

は
、

正

に

こ

の
前

提

の
否

定

と

し

て
あ

る
。

時

は
、

「
無

限

へ
と
開

い

て

お
り

、

常

に
前

へ
、

来

る

べ
き

未

来

へ
と

歩

む
」
。

「
生

成

の
再

来
は
執
要
に
我

々
を
再
来
の
生
成

へ
と
連
れ
戻
す
」
。

 
か
く
し
て
時
間
は
、
定
義
不
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
が
予
め
前
提
に

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
企
て
の
裏
を
か
き
、
あ
ら
ゆ
る
言
葉
の

先
を
越
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
定
義
す
る
行
為
が
既
に
定
義
さ
る
べ
き
も
の

に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
循
環
論
証
は
、
正
に
そ
れ
が
存
在
論
的
次
元
に
関
与
し
て

い
る
だ
け
に
、
悲
劇
的
悪
循
環
と
考
え
る
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
詳
説

は
後
日
を
期
す
る
し
か
な
い
が
、
そ
れ
は
悪
循
環
な
の
で
は
な
く
「良
き
循
環
」
（c
ir-

c
u
lu
s
 s
a
n
u
s
）
な

の

で
あ

り

、
実

に
我

々

の
希
望

を

可
能

に
す

る
も

の
な

の

で
あ

る

。

一
・
二
 
時
間

の
速
度

の
恒
常
性

 
 
 

 

斯
う
し
て
年
ご

と
に
来
る
の
だ
と
雪

は
囁
く
、

 
 
 

 

だ
が
私
は
愚

か
で
、
来

る
と
い
ふ
日
の
今
日
ま
で
…
…



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
れ
程
の
真
実
を
怖
れ
ず

 
時
の
不
可
逆
な
動
き
は
人
に
は
間
歇
的
な
も
の
の
如
く
見
え
て
も
―

人
に
は
記

憶
出
来
る
出
来
事
な
く
し
て
記
憶
や
意
識
は
不
可
能
で
あ
る
―

、
実
は
完
全
に
連

続
的
で
あ
る
。
記
憶
や
予
期
の
能
力
の
備

わ

っ
た
、
従

っ
て
不
可
逆
性
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
そ
れ
程
厳
密
に
働
い
て
い
な
い

「
生
命
的
持
続
」
も
例
外
で
は
な
い
。
記
億

に

つ
い
て
述
べ
れ
ば
、 
「
記
憶
は
不
可
逆
性
を
補
完
す
る
よ
う
に
全
く
見
せ
か
け
る
が
、

そ
の
実
、
そ
れ
を
確
認
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。 
「想
起
は
過
去
か
ら
過
去
性
を
解

き
放
つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
我

々
に
我
々
が
失

っ
て
し
ま

っ
た
す
べ
て
を
、
即
ち
現
在

の
置
換
し
難
き
、
比
類
な
き
味
、
肉
と
骨
あ
る
実
在
的
な
も
の
の
可
触
性
を
感
じ
さ

せ
は
す
る
」
（傍
点
論
者
）。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
は
す
る
が
、
本
当
に
そ

う
は
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、 

「我

々
の
癒
し
難
い
懐
古
」
は
、
同
時
に
魅
惑
と
悲
し

み
を
与
え
ら
れ
、
甘
く
も
苦
き
喜
び
と
い
う
両
義
的
な

「想
起
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」

〔
ノ

ス

タ

ル
ジ

ー
〕

と

な

る

の

で
あ

る
。

思

い
出

す

こ
と

は
出

来

る

が

そ

の
も

の

は

得

ら

れ

な

い
と

い
う
、

肯

定

性

と

否

定

性

、

積

極

性

と
消

極

性

の
解

消

し

え

ぬ
共

存

こ
そ

、

ノ

ス

タ

ル
ジ

ー

に
、

又

ノ

ス

タ

ル
ジ

ク
な
調

べ

に
、

あ

の
え

も

言

わ

れ

ぬ
悲

愁

（
メ

ラ

ン

コ
リ

ー
）

を
与

え

る

の

で
あ

る

。

 

不

可

逆

性

の
速
度

の
恒

常

性

と

は
、 

「
形

而

上
学

的

時

間

」

が

回

帰

も
中

止
も

遅

延
も
加
速
も
出
来
な
い
こ
と
を
言
う
。
我

々
は
空
気
の
存
在
を
意
識
出
来
ぬ
如
く
、

時
の
流
れ
を
意
識
出
来
な
い
。
空
気
に
対
す
る
風
の
如
く
、
我
々
の
、
我

々
の
側
で

の
多
く
の
人
為
的
速
度
変
化
の
試
み
の
果
に
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
無
に
帰
す
る
と
、

即
ち
こ
の
形
而
上
学
的
時
間
を
前
に
し
て
は
、
我

々
の

一
切
の
試
み
は
す
べ
て
無
益

な
の
だ
と
悟
る
時

の
、
そ
の
無
力
感
に
よ
り
、
か
ろ
う
じ
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
な
の

で
あ
る
。
無
情

の
自
然
の

「
荒
蓼
た
る
意
志

の
彼
岸
」
と
は
、
単
に
自
然
の
無
情
性

を
言
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ

っ
て
、
「
速
く
も
遅
く
も
な
い
等
速
度
、
無
で

あ
り
且
無
限
の
速
度
た
る
」
、
「非
人
間
的
」
非
情
の
時
を
も
含
め
て
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
を
前
に
し
た
時
の
人
間
の
無
力
感
、 
「
暗
憺
と
し
て
長
な

へ
に
生
き
る

に
倦
み
た
り
」
。

そ
し
て
そ
の
無
力
故
に
こ
み
上
げ
て
く
る
激
烈
な
憤
怒
、 
「
人

の

憤
怒
を
烈
し
く
せ
り
」
。
こ
の
憤
怒
こ
そ
、

芸
術
的
虚
構
空
間
を
突
き
ぬ
け
て
、

人

が
生
き
て
い
る
こ
と
、
人
が
人
間
で
あ
る

こ
と
を
示
す
、
ぎ
り
ぎ
り
の
瀬
戸
際
の
証

し
な
の
で
あ
る
。

 
そ
し
て
怒
る
こ
と
怒
り
う
る
こ
と
が
人
間
ら
し
さ
の
証
し
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ

の
人
間
ら
し
さ
、
「人
間
の
暖
か
さ
を
完
全
に
喪
失
し
て
い
な
い
人
は
、
誰
か
に
呼
ば

れ
れ
ば
振
り
向
い
て
、
今
来
た
道
を
戻
る
」
人
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
愛
す

る
者
を
失

っ
た
オ
ル
ペ
ウ
ス
！
 
そ
ん
な
彼
が
そ
れ
以
降
そ
の
た
め
に
二
度
と
振
り

返
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
時
彼
は
、
も
は
や
竪
琴
を
持

っ
て
は
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
し
持

っ
て
い
た
と
し
て
も
彼
の
奏
で
る
音
楽
は
誰
を
も
魅
惑
す

る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
感
動
は
又
、

ア
ム
ー
サ

（9I婁
違
q袋
）

で
も
あ
る
の
だ

か
ら
。

 
そ
れ
で
は
、
人
間
ら
し
さ
を
失
わ
ぬ
人
間
は
、
何
故
に
振
り
返
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

オ
ル
ペ
ウ
ス
の
逸
話
は
こ
の
点
で
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
彼
は
何
故
振
り

返

っ
た
の
か
。
愛
す
る

エ
ウ
リ
ュ
デ

ィ
ケ
ー
、
魅
力
が
背
後
に
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

人
は
、
有
限
存
在
た
る
人
間
は
、
惜
し
む
故
、
過
去
を
振
り
返
る
。
過
ぎ
去
り
し
過

去
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
故
に
振
り
返
る
。
哀
惜

（reg
re
t）

と
は
か
く
の
如
き
感
情

に
他
な
ら
な
い
。
不
可
逆
性
は
表
向
き
で
は
人
間
に
、 
「
後
を
見
る
な
！
気
弱
に
な

る
な
！
」
と
、
「後
悔
す
る
な
！
前
方
の
み
を
見
よ
！
」
と
言
う
で
あ
ろ
う
が
、
し
か

し
人
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
の
は
、
行
動
す
る
時
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
人
が

休
ら
う
時
、
そ
の
人
は
自
か
ら
振
り
向
く
人
と
な

っ
て
い
る
。
失

っ
た
過
去
を
惜
し

む
故
…
…
。
私

の
前
に
は
死
し
か
な
い
故
に
そ
れ
だ
け
貴
重
に
な
る

「唯

一
無
二
」

な
私
の
過
去
の
時

々
は
、
私
が
既
に
失

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
故
に
、
更
に
二
重
に

惜

し

ま

れ

る
。

 
 

 

 

 

 

一
・
三
 
瞬

間
の
不
可
逆
性

 

瞬

間

と

は
生

起

し

つ
つ
あ

る

不
可

逆

性

、

も

し

く

は

「
無

限

小

の
」

（in
f
in
it
e
s
i-

m
a
l
le
）

不

可

逆
性

で
あ

る
。

時

間

的

継
起

の

こ

の
無

限

小

の
瞬

間

の
集

積

と

し

て

生

成

は
あ

る
。

こ

の
時

各

瞬

間
が

到

来

さ

せ

る
諸

事

象

は

殆

ど
知

覚

さ
れ

ず

に
過

ぎ

去

っ
て

い
く

が

、

各

瞬

間

は
文
字

通

り
個

別

的

（s
in
g
u
lie
r
 o
u
 in
d
iv
id
u
e
l）

で

あ

る

。
今

、

こ

の
無

限

小

が
唯

一
度

、

文

字

通

り

の
再

生

産
が

な

さ

れ

た

と

し

て

み

よ

う
。

そ

の
時

、

時

は

一
瞬

立

ち

止

ま

る

こ
と

に
な

る

。

そ

し

て

一
度

あ

っ
た

こ

と

は

ど

う

し

て

二
度

と

な

い

で
あ

ろ

う

か
。

か
く

し

て

時

は

不
可

逆

性

と

袂

を

分

ち



う

る

こ

と

に
な

る

。

し

か

し
、

こ
の
思

考

実

験

の
如

き
事

態

の
絶

無

、

そ

れ
が

時

の

不

可

逆

性

な

の

で
あ

る
。

各

瞬

間

は
、

最

初

で
最
後

な

の

で
あ

る
。

各

瞬

間

は
常

に

新

し
く

予

見

不

能

と

い
う
点

で
常

に
最

初

で
あ

る

。

同
時

に
常

に
過

去

と
相

関

し

て
、

一
度

し

か
生

起

せ
ず

、

徐

々
に
忘

却

の
淵

へ
と
沈

み
、

疑

わ

し
く

な

っ
て

い
く

点

で

最

後

で
あ

る
。

か

く

し

て
生

成

と

は
、

瞬

間

の
相

か

ら

見

る

と
、

「
突

出

性

」

（s
o
-

u
d
a
in
it
e
）

と

「
漸

減

性

」

（
g
r
a
d
a
t
io
n
）

の
双

方

を

含

む

こ
と
が

明

ら

か
と

な

る

。

 

「
唯

一
無

二
な

る
」

（
s
e
m
e
lfa
c
t
iv
e
）

「
最

初

で
最
後

」

（
p
r
in
l
u
tin
e
＝

p
r
i-

m

u
s
＋
u
lt
im

u
s
）

の

「
単

一
性

」

（
u
n
ic
it
e
）
、

こ
れ
が

生

成

に
於

け

る
瞬

間

の
別

名
で
あ
る
が
、
そ
の
突
出
性
は
瞬
間
の

「
真
実
性
」

（la
 q
u
o
dd
ite
）
―

一
度
存

在
し
た
と
い
う
事
実
性
―

に
直
接
関
与

し
て
い
る
。
い
か
に
忘
却
の
淵
に
沈
み
、

希

釈

と
消

滅

の
最

後

の
段

階

に
到

り
、

零

へ
極

限

的

に
接

近

し

よ

う

と
も

、

何

も

生

起

し

な

か

っ
た
事

態

と

区

別

出
来

な

い
よ
う

に
な

ろ

う

と

も
、

一
度

生

起

し
た

瞬

間

は
決

し

て
根

本

的

に
無

化

さ

れ

る

こ
と

は
な

い
。

「
殆

ど

あ

る

か

な

き

か
」

（
p
re
s
-

q
u
e

r
ie
n
）
と

「
無

」
（
r
ie
n
）
と

の
間

、

殆

ど
非

在

の
《

唯

一
性

》

（H
a
p
a
x
）
と
全

面
的

非

在

と

の
間

に

は
、

な

お

無

限

の
隔

り
が

あ

る
。

そ

し

て
、

こ

の
唯

一
無

二

の

過

去

の
持

つ
真

実

と

は
、

時

の
持

つ

二

つ

の
重

要

な

性

質

の

一
つ

「
打

ち
消

し
え

な

さ

」

も

し
く

は

「
取

返

し

の

つ
か

な

さ
」

（
in
e
x
te
rm

in
a
b
ilite
 o
u
 ir
r
e
v
o
c
a
b
i-

lite
）

を

支

え

る

根

拠

な

の
で
あ

る
。

こ

の
意

味

で

い
く

ら

そ

の
重
要

性

を
強

調

し

て
も

強

調

し
過

ぎ

に
な

る

こ
と

は
な

い
。

ジ

ャ
ン

ケ

レ
ヴ

ィ

ッ
チ
は

万
感

の
思

い

を

込

め

て
次

の
よ

う

に
言

う
。

「
ド

イ

ッ

の
戦

場

に
永

久

に
露

と
消

え

た

幼

き

少

女

の
」
、

「
こ

の
墓

と

て
な

い
無

名

の
、

そ

う

！

 

同

じ

く

無

名

者

た

る

墓

に

埋

葬

さ

れ

た

『
無

名

戦

士
』

（
in
c
o
g
n
ito
）

よ

り

も
無

名

な

子
供

、

永

久

に
誰

と

も

分

ら

な
く

な

っ
た

こ

の
子

供

は
、

よ

し
永

遠

の
契

機

で

は
な

く

と

も

、

歴

史

の

永

遠

の
契

機

な

の

で
あ

る

。
」

「
人
間

の
歴
史

と

は
帰

す

る
と

こ

ろ
、

も

し

こ

の
小

さ

き

殉

教
が

存

在

し

て

い
な

か

っ
た

な

ら
ば

、

今

あ

る

よ
う

で

は
な

か

っ
た

で
あ

ろ

う

も

の
な

の
で

あ

る
。

そ

れ

は
そ

の
よ

う

な
殉

教
が

存

在

し

て

い

な

か

っ
た
と

し
た

ら

別

の
人

間

の
歴

史
、

別

種

の
人

類

の
歴

史

と

な

る

で
あ

ろ

う
」
。

 

我

々
が

今

展

開

し

て

い
る
時

間
論

に

と

っ
て
、

取

消

不
能

性

と

は

正

に

s
in
e

q
u
a

n
o
n

の
性
質

な

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、

不
可

逆

性

と

並

ぶ

こ

の
取

消

不

能

性

が

、

か

つ

て
あ

っ
た

こ
と

も

し

く

は

か

つ
て
為

し

た

こ
と

の
真

実

（
q
u
o
d
d
ite
）

を

強

め
る

時

、
先

述

の
如

く

人

は
自

ら

、
悔

恨

（r
e
m
o
r
d
s
）

に
捉

え

ら

れ

る

。

 

他

方

漸
減

性

に
間

し

て
言

う

な

ら
ば

、

唯

一
無

二
な

る
各

瞬

間

は
、

そ

の
た

め

に

人

間

に
対

し

て
持

つ
価

値
－

我

々
は

こ
れ

を
ジ

ャ

ン
ケ

レ
ヴ

ィ

ッ
チ

の
用

語

と

は

別

に

サ

ン
グ

ュ
ラ
リ

テ

（s
in
g
u
la
r
ite
）

と
呼

ぶ
―

が

区

別

さ

れ

る

よ
う

に
な

る
。

即
ち
各
瞬
間
の
サ
ン
グ

ュ
ラ
リ
テ
は
深
さ
を
持

つ
。
詳
し
い

一
覧
は
次
回
に
譲
り
、

今
回
は

一
ま
ず
人
間
の
誕
生
と
死
の
重
要
性
か
ら
直
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
次
の
二
つ
の

瞬
間
の
比
較
に
留
め
る
。

 

α 

最
初
の
最
後
 
こ
れ
は
生
れ
つ
つ
あ
る
習
慣
、
繰
返
し
で
あ
る

 

ω
 

最
後

の
最
初
 
も
は
や
な
く
な
ろ
う
と
し
、
無
に
飲
み
込
ま
れ
ん
と
し
て
い

る
瞬
間
で
あ
る
。
も
う
殆
ど
何
も
な
い
稀
薄
さ
の
更
に
向
こ
う
に
は
、
そ
れ
を
越
え

た
ら
無
し
か
な
い
、
唯

一
の
細
い
針
の
切
先
た
る
単

一
性
の
瞬
間
で
あ
る
。

 
こ
の
α
と

ω
の
二
つ
の
瞬
間
の
裡
、

α
よ
り
も

ω
の
方
が
、
即
ち
湧
出
の
瞬
間
の
、

殆
ど
何
も
の
か
が
成
ら
ん
と
し
て
い
る
瞬
間
よ
り
は
、
無

の
淵

の
縁
の

「殆
ど
あ
る

か
な
し
」
（le
p
resq
u
e
-rien
）

の
方
が
サ
ン
グ

ュ
ラ
リ
テ
は
深

い
。

そ
の
サ
ン
グ

ュ
ラ
リ
テ
の
度
数
は
高
い
。
何
故
か
。 
「生
成
は
本
質
的
に
未
来
化

の
方
向
に
方
向

付
ら
れ
て
い
る
た
め
、
人
間
が
最
も
胸
引
き
裂
か
れ
、
最
も
両
義
的
な
感
情
を
体
験

す
る
の
は
ω
の
方
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
「悲
愴
」

（le
p
a
th
e
tiq
u
e）

は
、

帰

還
の
望
み
な
き
出
立
、
決
定
的
別
離
、
劇
的
な
幕
切
れ
、
な
か
ん
ず
く
死
と
い
っ
た
、

い
ず
れ
に
し
て
も
な
に
が
し
か
の
生
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
時
の
周
囲
に
凝
結
し

て
あ
る
。
心
締
め
つ
け
る
も
の
は
す
べ
て
、
大
き
な
危
機
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ど
ん
な
小
さ
な

「
さ
よ
な
ら
」
に
も
、
思
わ
ず
深
い
悲
し
み
が
宿
る
こ
と
が
あ
る
の

も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 

一
・
四
 
無
限
小
の
瞬
間
の
無
限
の
豊
か
さ

 

こ
の
よ
う
な

α
や

ω
の
よ
う
な
特

に
サ
ン
グ

ュ
ラ
リ
テ
の
深
く
な
い
各
瞬
間
、
無

限
小

の
各
瞬
間
は
、
で
は
サ
ン
グ

ュ
ラ
リ
テ
を
持
た
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
そ
の

各
々
は

「唯

一
無
二
な
る
真
実
性
」
（la
q
u
od
d
ite
sem
e
lfac
tiv
e）
を
持

つ
。
し

か
し
刻

一
刻
と
過
ぎ
て
い
く
日
常
的
な
こ
れ
ら
の
瞬
間
は
、
無
限
小
な
だ
け
に
無
限

に
貧
し
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
日
常
茶
飯
の
平
凡

の
連
鎖
の
中
に
あ
る
瞬
間



で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
無
限
小
は
無
限
に
豊
か
な
の
で
あ
る
。
人
は
、

つ
ら
ら
か
ら
滴
り
落
ち
る
水
滴
の
、
こ
の
無
味
で
無
色
な
そ
の
つ
つ
ま
し
い
姿
に
は

似
つ
か
わ
し
く
な
い
、
豪
華
な
光
の
祭
典
を
知

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
何
気
な
い

北
国
の
春

の
雪
溶
け
の
中
で
、
水
滴

一
雫
、

一
雫
、
の
燦
然
と
輝
く
虹
色
の
玉
の
連

な
り
落
ち
る
様
は
、
私
に
は

一
つ
の
驚
異

で
あ

っ
た
。
か
く
し
て
私
は
次
の
言
葉
に

納
得
す
る
。
「
日
常
茶
飯
の
細
事
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
他
の
そ
う
い
っ
た
も
の
と
完

全
に
同

一
と
は
言
え
な

い
、
同
じ
よ
う
に
灰
色
と
は
言
え
な
い
、
我
々
の
興
味
を
引
き

つ
け
る
塵

の

一
粒
を
そ
の
中
に
隠
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
。
「
こ
の
塵
の

一

粒
の
中
に
、
顕
微
鏡
は

一
つ
の
世
界
を
我

々
に
啓
示
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
」。
ト
ル
ス
ト
イ
も
同
じ
発
見
を
な
し
て
い
る
。
彼
は
二
十
三
才
の
折
、
最
初
の
小

説

「
昨
日
と
い
う

一
日
の
物
語
」
と
い
う

「
無
限
小
の
ロ
マ
ン
」
を
企
て
、
日
常
性

の
底
に
沈
ん
で
い
る
、
微
か
な
、
感
じ
う

る
か
否
か
の
瀬
戸
際

の
知
覚
を
目
覚
め
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
無
限
小
の
充
満
す
る
厚
み
に
深
く
突
き
入
ろ
う
と
試
み

た
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の

ロ
マ
ン
は
未
完
に
終

っ
た
。
無
限
小
は
尽

き
な
い
。
そ
の
意
味
で
無
限
に
豊
か
な
の
で
あ
る
。 
「
我
々
は
必
ず
や
そ
の
内
容
を

備
え
た
生
成
を
生
き
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
形
式
は
質
料
を
離
れ
て
与
え
ら
れ
る
こ

と
は
な
く
、
時
の
褥
は
濡
れ
ぬ
こ
と
な
く
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
。

 

こ
の
無
限
小
の
豊
か
さ
は
、

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
を
考
え
る
際
重
要

な
も
の
と
な
る
。
不
可
逆
性
及
び
最
初
の
最
後
性
は
、
諸

々
の
瞬
間
の
客
観
的
重
要

性
及
び
個
別
的

（in
trin
ce
q
u
e）
重
さ
と
は
独
立
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
諸
瞬
間
に
全

く
無
差
別
に
関
与
す
る
か
ら
で
あ
る
。
少
く
と
も
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
最
も
特
徴

的
な
不
可
逆
性
は
、
例
外
的
で
壮
大
な
出
来
事
に
於
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
は
な

い
点
が
実
に
興
味
深
い
の
で
あ
る
。
最
も
特
徴
的
な
不

可
逆
性
と
は
心
臓
が
高
鳴
る
唯

一
的
瞬
間

の
不
可
逆
性
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
又
、
我
々
が
個
人
的
に
体
験
し
た
こ
と

の
な
い
歴
史
的
に
記
憶
す
べ
き
日
時
も
、

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
栄
光
に
満
ち
た
唯

一
無
二
の
、
高
貴
な
る
事
実
も
、
今
言
う

不
可
逆
性
に
は
関
与
し
な
い
。
全
く
逆
説
的
に
、 
「
最
も
意
味
の
重

い
不
可
逆
性
は
、

全
く
ど
う
で
も
い
い
出
会
に
賦
与
さ
れ
る
。
そ
れ
は

『
英

雄

交

響

曲
』
で
は
な
く

『家
庭
交
響
曲
』
に
、
そ
し
て
あ
る

『英
雄
の
生
涯
』
で
は
な
く
退
届
な

一
生
に
、

又
著
名
な
人
の

一
生
や
世
界
的
な
著
名
人

に
よ
っ
て
足
繁
く
訪
れ
ら
れ
る
場
所
で
は

な

く

、

日

常

の
平

凡

の

『
万
年

一
日
』

に
賦

与

さ

れ

る
」
。

一
口
で
言

う

な

ら

ば

、

歴
史
家
が
語
る
こ
と
を
軽
蔑
す
る

「微
少
事
象
」
に
賦
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ

て
、 
「
こ
の
不
可
逆
性
の
経
験
に
特
権
的
な
時
間
的
風
土

（m
ik
e
u
）
と
い
う
の
は
、

ど
の
季
節
に
し
て
も
そ
の
半
ば
当
り
の
、
ど
こ
と
言

っ
て
何
の
特
微
も
な
い
午
後
の
、

空
虚
で
単
調
で
全
く
平
凡
な
、
ど
う
で
も
よ
い
無
為
で
無
意
味
な
出
来
事
に
蔽
わ
れ

た
時
間
な
の
で
あ
る
」
。
何
故
か
。

す
べ
か
ら
く
偉
大
な
出
来
事
は
、

最
初
の
最
後

性
即
ち
不
可
逆
性
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
永
遠
化
し
、
忘
れ
え
ぬ
も
の
と
な

っ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
惜
し
む
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
、
例
え
ば
徹
夜
の
夜
で
あ
る
と

か
失
わ
れ
た
楽
園
で
あ
る
と
か
大
い
な
る
幸
福
の
記
憶
を
惜
し
む
と
し
た
ら
、
そ
の

よ
う
な
哀
惜
は
極
く
当
然
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、 
「
そ
の
よ
う
な
哀
惜
は
ノ

ス

タ

ル
ジ

ー
で

は
な

い
」
。

「
純

粋

な

ノ

ス

タ

ル
ジ

ー

は
、

丁
度

純

粋

な

愛

が

い
わ

れ

な
き
如
く
、

又
純
粋
な
不
可
逆
性
が
説
明
し
え
ぬ
如
く
、

無
動
機
な
の
で
あ
る
」
。

唯
ひ
た
す
ら
過
去
の
過
去
性
を
惜
し
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
無
限
小
の
無

限

の
豊
か
さ
故
、
こ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
も
又
貧
し
い
ど
こ
ろ
か
尽
き
せ
ぬ
豊
か
さ
を

持

つ
の
で
あ
る
。

 
か
く
し
て
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
逆
説
性
と
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
発
生
の
機
構
は
か
な
り
明

確
に
な

っ
て
き
た
が
し
か
し
な
お
明
ら
か
で
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
哀
惜
と
ノ
ス

タ
ル
ジ
ー
は
い
か
な
る
点
に
於
て
区
別
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
で
あ
る
。

こ
の
問
題

は
、
こ
れ
迄
検
討
し
て
き
た
時
間
の
諸
特
性
だ
け
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来

ず
、
そ
れ
ら
の
諸
特
性
に
対
し
て
持

つ
人
間
の
側
の
諸
感
情
―

哀
惜
、
悔
恨
、
特

に
希
望
、
等
々
―

相
互
の
入
り
組
ん
だ
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
迄
待
た
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
問
を
解
く
鍵
す
ら
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
鍵
と
な
る

言
葉
は
先
に
引
用
し
た
、
「
忘
れ
え
ぬ
過
去
に
対
す
る
哀
惜
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

で

は

な
い
」
と
い
う

一
文
で
あ
る
。
時
は
不
可
逆
性
と
取
消
不
能
性
と
い
う
二
重
の
顔
を

持
つ
。
そ
し
て
そ
の
二
重
性
が
我
々
の
持
つ
感
情

の
曖
昧
さ
の
最
も
本
質
的
な
原
因

な
の
で
あ
る
。
我

々
の
具
体
的
に
持
つ
現
実

の
感
情
は
い
つ
も
ど
こ
か
曖
味
な
と
こ

ろ
が
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
あ
る
が
、
希
望
、

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
、
哀
惜
、
悔
恨
は
、

常
に
相
互
に
混
り
合
い
つ
つ
も
、
お
よ
そ
こ
の
順
に
不
可
逆
性
が
強
く
現
わ
れ
る
か

も
し
く
は
取
消
不
能
性
が
強
く
現
わ
れ
る
か
に
よ
っ
て
徐

々
に
各
々
の
感
情
の
色
彩

を
強
く
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
悔
恨
に
比
べ
れ
ば
、
ノ
ス
タ
ル
ジ



ー
と
哀
惜
は
区
別
し
難

い
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
両
者
の
間
で
は
、
な
お
哀
惜
の
念
の

方
が
よ
り
取
消
不
能
性
に
強
く
関
与
し
て
い
る
と
い
う
具
合
に
。

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、 
「
不
可
逆
性
が
過
去
の
過
去
性
に
内
在
し
て
お
り
、
こ
の
過

去
性
は
純
粋
で
単

一
な
過
ぎ
去

っ
た
と
い
う
事
実

（真
実
性

（p
u
o
dd
ite
）
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
例
外
な
く
、
逆
に
言
え
ば
何
の
特
権
も
な
い
、
す
べ
て
の
老
化
の
出
来
事

に
絶
対
的
普
遍
的
に
共
通
し
て
い
る
唯

一
の
性
質
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
点
は
、
既

述
し
て
あ
る
と
は
言
う
も
の
の
、
再
度
こ
の
論
文
を
終
る
に
当

っ
て
強
調
し
て
お
き

た
い
。
何
故
か
。
そ
の
絶
対
性
、
普
遍
性
故
に
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ

の
点
だ
け
な
ら
ば
死
も
又
そ
の
よ
う
に
言

い
う
る
が
、
死
は
我
々
が
私
の
死
と
し
て

体
験
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
過
去
性
の
絶
対
性
と
は
我

々
が

現

実

性

（1'e
ff
ec
tiv
ite）
を
持

っ
て
体
験
出
来
た
絶
対
な
の
で
あ
る
。
更
に
第
三
点

と
し

て
、
人
間
は
誰

一
人
と
し
て
死
に
魅
力
を
感
ず
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
い
か
に
巧

妙
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
語
ろ
う
と
も
、
そ
し
て
誰

一
人
と
し
て
そ
の
議
論
に
抗
弁
出
来

な
く
と
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
あ
る

「
意
心
地
の
悪

さ
」

（la
 m
a
u
v
a
ise
 c
o
n
-

sc
ie
n
ce
）
を
感
じ
て
し
ま
う
絶
対
事
な
の
に
対
し
て
、
純
粋
化
さ
れ
た
過
去
性
は
、

我
々
の
心
を
引
き

つ
け
て
止
ま
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
死
は

「
言
語
を
絶
し
た
」

（1'in
d
ic
ib
le
）
神
秘
と
言
わ
れ
る
の
に
対
し
、
純
粋
化
さ
れ
た
過
去
性
の
持

つ
魅

（す
る
）
力
は
、

「え
も
言
わ
れ
ぬ
」
（1'in
effa
b
le）

神
秘
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
の
前
に
は
無
し
か
な
い
絶
対
で
は
な
く
愛
の
宿
り
う
る
絶
対
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
絶
望
の
淵
に
あ
る
人
が
、
す
べ
て
を
砕
き
な
が
ら
も
求
め
て
い
た
の
は
、

決
し
て
無
で
は
な
く
、
真
実

（Q
u
o
d
）

な
の
だ
と
言
い
う
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
は
、
歌
が
、
芸
術
的
な
も

の
か
ら
流
行
歌
、
民
謡
を
含
め
て
、
ど
う

し
て
こ
ん
な
に
愛
の
歌
を
歌
う
こ
と
が
、

し
か
も
失
わ
れ
た
愛
の
歌
を
歌
う
こ
と
が

多
い
の
か
と
い
う
こ
と
の
理
由
の

一
端
を
も
説
明
し
て
く
れ
る
。
失
わ
れ
た
愛

の
歌

を
歌
う
と
い
う
こ
と
は
、
失
わ
れ
た
と
い
う
個
別
的
悲
哀
の
、
時
の
悲
愁
を
帯
び
た

哀
惜

へ
の
同
期

（sy
n
c
h
ro
n
isa
tio
n
）

に
よ
り
普
遍
性
を
獲
得
し
つ
つ
、
な

お

愛

の
絶
対
を
過
去
性
の
絶
対
に
重
ね
合
わ
せ
ん
と
す
る
巧
み

（a
rs）
な
の
で
は

な

い

で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
失
わ
れ
た
も
の
は
必
ず
や
人
の
心
を
引
き

つ
け
る
。

 
し
か
し
、
で
は
何
故
に
、
過
ぎ
去
り
ゆ
く
も
の
、
滅
び
ゆ
く
も
の
は
、
か
く
も
人

の
心
を
そ
そ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
は
、
過
去
の
過
去
性
に
対
す
る
問
な
の
だ

か

ら

、

そ

し

て

又

、

過

去

の
過

去

性

と

は

真

実

（
性

）

の

こ

と

で

あ

る

の

だ

か

ら

、

そ

れ

は

我

々
を

必

然

的

に

真

実

（
性

）

の

考

察

へ
と

誘

う

の

で

あ

る

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
未

完

）

 

 

注

 
(
1
) 

V
.
 Ja
n
k
e
le
v
itc
h
,
 I'irr
e
v
e
r
sib
le
 e
t
 la
 n
o
s
ta
lg
ie
,
 f
la
m
m
a
r
io
n
 19
7
4
,
 p
.

 

 

５

（
以
後

I.N
.
と
略

記

す

る

。
）

又
文

中

の
ジ

ャ

ン
ケ

レ
ヴ

ィ

ッ
チ

の
文

は

彼

の
名

を

い

 

 

ち

い
ち
言

う

こ
と

な
く

引

用

し

て
あ

る
。

 
(
2
)
 V
.
 Ja
n
k
e
le
v
itc
h
,
 o
p
.
 c
it.
,
 p.9

 
(
3
)
 ib
id
.,
 p
.６

 
(
4
) 

c
f.
 V
.
 J
a
n
k
e
le
v
itc
h
,
 L
a
 M
u
s
iq
u
e
 e
t
 1'in
e
ff
a
b
le
,
 A
r
m
a
n
d
 
C
o
lin
,
 19

 

 

6
1
.
 p
p
.1
0
8
〜

1
14
,
 p
.
19
0
.
（
以
後

と

M

.I

.
と
略

記

す

る

）

な

す

（
F
a
ir
e
）

こ
と

を

 

 

知

性

的

に
知

る

（S
a
v
o
ir）

こ
と

よ

り
優

位

に
お

く

ジ

ャ

ン
ケ

レ
ヴ

ィ

ッ
チ

は
、

ア

リ

ス

 

 

ト

テ

レ

ス
の

『
ニ

コ
マ

コ

ス
倫

理

学
』

の

「
人

は

竪

琴

を
奏

で

つ

つ
竪
琴

弾

き

に
な

る

」

 

 

と

い
う

言

を
幾

度

と

な

く
引

用

し
、

「
無

知

の
知

」

（又

は

博
学

な

る

無

知
）

（d
o
c
ta

 

 

ig
n
o
ra
n
tia
）
と

智

（sa
g
z
ss
e）

と
無

心

と

を
等

置

し

、

音

楽

の
化

身

た

る

フ

ェ
ブ

ロ
ー

 

 

ニ
ア

（
F
e
v
ro
n
ia
）

の
無

心

を
魅

力

（c
h
a
r
m
s
）

持

つ

存

在

と
捉

え

、

「
第

一
哲

学

」

 

 

 

（
la
 p
h
ilo
s
o
p
h
ie
 p
r
e
m
ire
r
e
）

と

共

に
愛

し

む

。

 
(
5
)
 c
f.
 V
.
 J
a
n
k
e
le
v
itc
h
,
 L
e
 J
e
-n
e
-sa
is
-q
u
o
i
 e
t
 le
 P
re
s
q
u
e
-r
ie
n
,
 P
.
U
.
F
.

 

 

19
57
,
 p
.
5
2

（
以
後

J
.
P
.

と

略

記

す

る
）
,

“
E
C
6
c
ClSE
Y

麻

a
i
cp
ミ

s'

°
象

 
“
動
ミ

 

 

'o'n
o,s
…

（
E
n
n
.,
 VI
.7
.3
6
）
.
 A
p
e
rc
e
v
o
ir
 
sa
n
s
 v
o
ir
,
 n
'e
st-c
e
 p
a
s
 
e
n
t
re
-

 

 

v
o
ir
 ?”

即

ち
、

突

然

そ

の
あ

る

こ
と

を

認

め

る
が

し

か

し
ど

の
よ

う

に
あ

る

の

か
は

知

 

 

ら

な

い
理

解

の
仕

方

、
言

換

え

る

な

ら
ば

、 

q
u
id

な

き

Q
u
o
d

（Q
u
o
d
 sa
n
s
 q
u
id
）

 

 

の

理
解

（
こ

の
時

の

c
o
m
p
re
n
d
r
e

は

s
a
v
o
ir

で
は

な

い
）

の

こ
と

で
あ

る
。

 
(
6
)
 
I.N
.,
 p
.3
13
.

 
(
7
)
 拙

著
論
文

「
音
楽

の
意
味

と
形

（
一
）
―

メ
イ
ヤ
ー
再
考
―

」

（
美
学
史
研
究
叢

 

 

書

 
第

四
輯

八

一
〜

一
〇

七
頁

 

一
九

七

八
年

 

東

京

大
学

美

学

芸

術

学
研

究

室

）

参

照

。

 
(
8
) 

L
.E
.
 M
e
y
e
r
,
 E
m
o
tio
n
 a
n
d
 M

e
a
n
in
g
 in
 M
u
s
ic
,
 19
5
7
,
 p
.
3
5
.

 
(
9
)
 
ib
id
.,
 p
.3
7
f.

 
(
1
0
)
 

波

多
野

誼

余

夫

「
音
楽

の
情

報

論

的
接

近

」
音

楽

学

 
第

一
四
巻

Ｉ
／

Ⅱ
 

一
九

六
八

 

 

年

五

四

〜

六

四
頁

参

照

。

 
(
1
1
)
 

I.N
.,
 p
.
19
.

 
(
1
2
) 
I.N
.,
 p
.
3
4
,
 p
.
5
0
.



(
1
3
)

 

V
.
 J
a
n
k
e
le
v
itc
h
,
 D
e
b
u
ss
y
 e
t
 le
 M
y
ste
r
e
,
 19
4
7
,
 p
.
1
0
.

(
1
4
)

 
I.N
.,
 p
.
1
2
4
.

(
1
5
)

 
c
f.
 V
.
 J
a
n
k
e
le
v
itc
h
,
 L
a
 P
h
ilo
so
p
h
ie
 p
r
e
m
ie
re
,
 P
.U
.F
.
 19
5
4
,
 C
h
a
p
.

 

II
 
L
E
 
P
R
O
B
L
E
M

E
 
D
E
 
L
'O
R

IG
IN
E
 
R
A
D
IC
A
L
E
,

 
N
 
L
e

《
P
o
tiu
s
-

 

q
u
a
m
》

p
p
.3
8
〜

4
5
。

（
以

後

P
.P
.
と

略

記

す

る
）

汚な

お

、

そ

の
点

に
関

し

て
だ

け

な

 

ら

ジ

ャ

ン
ケ

レ
ヴ

ィ

ッ
チ
と

極

め

て
類

似

し

た
結

論

を
私

も

得

て

い
る
。

拙

著

論

文

「
音

 

楽

に
於

け

る
意

味

と

指

示

」
美

学

一
一
二
号

（
第

二

十

八
巻

第

四
号

）

五

五
〜

六

七

頁
及

 

び

美
学

一

一
三

号

（第

二
十

九

巻
第

一
号

）

五

四
〜

六

五
頁

参

照

。

(
1
6
)

  
H
.
 R
o
sin
g
,
 M
u
sik
a
lisc
h
e
 s
t
ilis
ie
ru
n
g
 a
k
u
st
isc
h
e
r
 V
o
r
bild
e
r
 
in
 
de
r

 

T
o
n
m
a
lo
re
i,
 19
7
7
,
 M
iin
c
h
e
n
-S
a
lz
b
u
r
g
.

(
1
7
)

 
M
.I.,
 C
h
a
p
.
 II
 L
'
《

E
sp
re
ss
iv
o
》

IN
E
X
P
R
E
S
S
I
F
 p
p
.2
5
〜
9
8
.

(
1
8
)

 
Iv
o
 S
p
ic
ic
,
 L
a
 M
u
s
iq
ue
 e
x
p
re
s
s
iv
e
,
 P
.U
.F
,
 1
9
5
7
,
 p
.
2
3
.

(
1
9
)

 

ib
id
.,
 p
.7
8
.

(
2
0
)

 

ib
id
.,
 p
.5
5
.

(
2
1
)

 

ib
id
.,
 p
.5
6
.

(
2
2
)

 

C
f
.
 ib
id
.,
 p
.4
7
.
 ス
ピ

チ

ッ
チ
は

、
こ

こ

で
次

の

よ
う

に
述

べ

て

い
る

“n
o
u
s
 e
n
-

 

te
n
d
o
n
s
 e
n
 r
ea
lite
 1
'in
te
llig
ib
ilite
 d
'u
n
 d
y
n
a
m
is
m
e
 e
m
o
t
if
 o
u
 v
ita
l,
 d
u

 

c
a
ra
c
te
r
e
 d
'u
n
 s
e
n
t
im
e
n
t,
 d
'u
n
 co
n
c
e
p
t
 d
'u
n
e
 
id
e
e
 o
u
 
d
'u
n
 a
c
te
 d
e

 

v
o
lo
n
te
.”

こ

の

一
文

は
、

ス
ピ

チ

ッ
チ
が
我

々

の
理
解

す

る
と

考

え

て

い

る
も

の
が

い

 

か

な

る
も

の

で
、

し

か
も

い

か
に

そ

の
自

然

な

順
序

を

考

え

て

い
る

の

か
を

示

す

上

で
も

 

興
味

深

い
が

、

一
方

で
表

現

す

る

も

の
と

表

現

さ

れ

る
も

の
と

の

ア
ナ

ロ
ジ

ー
を

主
張

し

 

て

い
る

こ
と

を
考

え
合

わ

せ
る

と
、

「
で
は

音

響

的
事

実
と

概

念

と
は

い

か
な

る
意

味

で

 

ア
ナ

ロ
ジ

カ

ル
な

の
か
？

」
と

い
う
素

朴

な
問

を
導

出

し

て
し

ま
う

。

(
2
3
)

 

I.N
.,
 p
.
13
.

(
2
4
)

 
I.N
.,
 p
.
12
.

(
2
5
)

 
c
f
.
 P
.
 V
a
le
r
y
,
 C
h
a
r
m
es

の
中

の

「
篠

懸

に

」
第

一
連

第

三
節

〜

四
節

「
し

か
し

 

そ

の
無

邪

気

さ

は
自

由

を

奪

は

れ
、

そ

の
足

は
抑

留

さ

れ

て
い

る
、

風

景

の

力

に
よ

っ

 

て

」

（
菱

山

修

三
訳

ヴ

ァ
レ
リ

ー
詩

集

J

C

A
出

版

一
三

八
頁

よ

り

）

(
2
6
)

 

I.N
.,
 p
.
2
1.

(
2
7
)

 

I.N
.,
 p
.
1
9
.

(
2
8
)

 

今

道

友

信

「
展

望

の
構

造

―
距

離

に

つ

い
て

の
省

祭

―

」
富

山

県

教
育

委

員

会

昭
和

五

 

十

三
年

参

照
。

今

道

教

授

は
、

パ

リ

の
サ

ン

・
ジ

ュ
リ

ア

ン

・
ポ

ー

ヴ

ル
教

会

の
傍

に
あ

 

る
、

か

つ
て
地

下

牢

の
あ

っ
た
易

所

が
そ

の
ま

ゝ

シ

ャ

ン
ソ

ン
酒

場

に

な

っ
て

い
る

「
カ

 

ヴ

ォ
ー
」
（
C
a
v
e
a
u
）
で
の
体
験

か
ら
出
発
し
、
人
間
が
人
間
と
し
て
存
在
す
る
た
め
に

 

は
展
望
ー

距
離
作
出
の
成
果
 
 
が
必
要
で
あ
る
と
し
、 
「外
部
の
展
望
」
か
ら

「内

 

部

の

展

望

」

へ
と

、

従

っ
て

「
行

動

圏

の

展

望

」

と

「
視

覚

の

展

望

」

か

ら

人

間

の

心

の

 

「
内

部

の

展

望

」

へ
と

そ

の
視

点

を

移

し

つ

つ
、

人

間

が

自

己

自

身

の

可

能

性

を

開

く

展

 

望

を

最

も

大

切

な

も

の

と

さ

れ

て

い

る

。

(
2
9
)

 

I
.N

.,
 p
.
1
1
.

(
3
0
)

 

ib
id
.,
 p
.
2
0
.

(
3
1
)

 

i
b
id
.,
 p
.
2
2
.

(
3
2
)

 

i
b
id
.
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f
.
 V
.
 J
a
n
k
e
l
e
v
it
c
h
,
 Q
u
e
lq
u
e
 
p
a
r
t
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a
n
s
 1
'
in
a
c
h
e
v
e
,
 G
a
l
li
m

a
r
d
,

 

1
9
7
8
,
 
p
.
2
0
1

:

“
e
n
 
p
a
r
l
a
n
t
 d
u
 
t
e
m

p
s
 
n
o
u
s
 
p
a
r
l
io
n
s
 
d
e
ja
 
u
n
 
p
e
u
 
d
e
 
l
a

 

n
u
it

;
 c
a
r
 la
 
s
u
c
c
e
s
s
io
n
 
t
e
m

p
o
r
e
l
le
 
e
s
t
 
u
n
e
 e
s
p
e
c
e
 
d
e
 
n
u
it
 
o
u
 
n
o
u
s

 

p
r
o
g
r
e
s
s
o
n
s
 a
 
t
a
t
o
n
s
.
”

(
3
3
)

 

N

.I

.
,
 p
.
2
3
.

(
3
4
)

 

i
b
i
d
.
,
 p
.
2
2
.
 
こ

れ

は

プ

ロ

チ

ノ

ス

の

言

葉

で

あ

る

（
E
n
n
.
 
III
.7
,
8
）
。

な

お

、

ジ

ャ

 

ン

ケ

レ

ヴ

ィ

ッ

チ

は

次

の

よ

う

な

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ー

ス

の

言

葉

も

引

い

て

い

る

。

“
s
ミ

の
・

 

p
o
v

o
z
c

 t
ca
6
cc

 
e
z
－cz－ 3
o
d
 

r
a
i
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i
c
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c
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v

x
p
o
y
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e
Q
Z
C
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”
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P
h
y
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2
3
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1
3

 

-

1
5
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3
5
)

 
N

.
I
.,
 p
.
2
3
.

(
3
6
)

 

I
.N

.,
 p
.
2
5
.

(
3
7
)

 

両

方

向

の

自

由

、

f
a
i
r
e

す

る

こ

と

も

d
e
fa
i
r
e

す

る

こ

と

も

可

能

な

自

由

、

そ

れ

は

 

神

の

自

由

で

あ

る

。

c
f
.

I
.N

.,
 p
.
1
9
2
.

(
3
8
)

 

I
.
N
.
,
 p
.
2
5
.

(
3
9
)

 

c
f
.
 I
.N

.
 C
h
a
p
.
V
 
L
'
I
lZ
R
V
E
O
C
A

B
L
E
,
 
p
p
.
2
1
1
〜

2
7
5
.

こ

の
章

は

、

悔

恨

と

 

他

の

基

本

感

情

、

即

ち

哀

惜

（
r
e
g
r
e
t
）
、

希

望

（
e
s
p
e
r
a
n
c
e
）
、

ノ

ス

タ

ル

ジ

ー

ら

と

 

の

関

係

を

詳

説

し

て

お

り

、

将

来

対

決

せ

ね

ば

な

ら

な

い

箇

所

で

あ

る

。
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4
0
)
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i
d
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2
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(
4
1
)
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id
.
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 p
.
2
7
.

(
4
2
)

 

ジ

ャ

ン

ケ

レ

ヴ

ィ

ッ

チ

は

、

ア

ウ

グ

ス

テ

ィ

ヌ

ス

の

“
C
o
r
f
e
t
io
n
u
m

”

の

次

の

著

名

 

な

言

葉

に

も

言

及

し

て

い

る

°

“
（
s
e
io
 
ti
a
m

e
n
）
,
 u
b
i
 c
u
m

q
u
e
 
s
u
n
t
,
 
n
o
n
 
i
b
i
 e
a

 

f
u
t
u
r
a
 
e
s
s
e
 
a
u
t
 p
r
a
e
t
e
r
i
a
,
 s
e
d
 
p
r
a
e
s
e
n
t
ia
”

（
X
I
,
x
v
III）
,

又

”
n
e
c
 
p
r
o
p
r
ie

 

d
ic
it
u
r
:
 
te
m
p
o
r
a
 
s
u
e
t
 
t
r
ia
,
 
p
r
a
e
t
e
r
iu
m

,
 
p
r
a
e
s
e
n
s
 
e
t
 
f
u
t
u
r
u
m

,
 
s
e
d

 

f
o
r
t
a
s
s
e
 p
r
o
p
r
ie
 
d
ic
e
r
e
t
u
r
:
 t
e
m

p
e
r
a
 s
u
e
t
 t
r
ia
,
 p
r
a
e
s
e
n
s
 d
e
 
p
r
a
e
t
e
r
it
is
,

 

p
r
a
e
s
e
n
s
 
d
e
 
p
r
a
e
s
e
n
t
ib
u
s
,
 p
r
a
e
s
e
n
s
 
d
e
 
f
u
t
u
r
is
.
”

（
X
I
,
x
x
.
）



(
4
3
)

 
c
f.
 M

.I

.,
 p
.7
0
;

“L
e
 s
e
n
s
 d
'u
n
 v
e
r
s,
 q
u
i
 es
t
 le
 s
en
s
 d
u
 s
en
s
…

…
”
,“
la

 

m
u
s
iq
u
e
…

…
d
ig
a
g
e
 la
 s
ig
n
if
ica
tio
n
 g
e
n
e
ra
le
 d
'u
n
 p
o
e
m
e

（
e
n
c
o
re
 q
u
'-

 

e
lle
 p
u
is
se
 v
iv
r
e
 s
a
n
s
 lu
i…
…

.
 ＆
 
I.
N
.,
 p
.
5
8

;
“L
a
 fu
tu
r
it
io
n
 
e
st
 L
e

 

S
e
n
s
,
 et
 il
 n
'y
 e
n
 a
 p
a
s
 d
'a
u
tr
e
”
こ
れ

ら

の
発

言

か
ら

、
ジ

ャ
ン

ケ

レ
ヴ

ィ

ッ
チ
が

 

音

楽

の

「
意

味

」
（
s
o
n
s
）

を

「
方

向

」
（
se
n
s）
又

、

意

味
付

の
作

用

（s
ig
n
if
ic
a
tio
n
）

 

即

ち

方

向
付

け

（
c
f
 in
t
e
n
t
io
n
 o
r
ie
n
te
e

（
ib
id
.,
 p
.
7
1.
）
）
と
重

ね

合

わ

せ

て
考

え

 

て

い

こ
う

と

し

て

い
る

こ
と

は
確

か
で
あ

る
。

し

か
も

単

に
そ

れ

だ
け

な

の
で

は

な
く

、

 

（
α
）

器

楽
音

楽

と

（
β
）

プ

ロ
グ

ラ

ム
音

楽

を

議

論

し

て
、

α
に
関

し

て

は
、

“D
a
n
s

 

le
s
 P
r
elu
d
es
 d
e
 D
e
b
u
ssy
 le
 s
e
n
s
 d
u
 s
en
s
 s
'e
x
p
r
im
e
 lu
i-m
e
m
e
 im
m
e
-

 

d
ia
te
m
e
n
t
 a
 p
a
r
tir
 d
e
 la
 m
u
s
iq
u
e
”

（ib
id
.,
 p
.7
8
）

と
述

べ

、

β

に
関

し

て
は

、

 

“
d
a
n
s
 la
 m
u
s
iq
u
e
 a
 p
ro
g
ra
m
m
e
…

…
 
le
 se
n
s
 d
u
 s
en
s
 s
e
 d
e
g
a
g
e
 s
ec
o
n
-

 

d
a
ir
e
m
e
n
t
 d
'u
n
 se
n
s
 a
n
tic
ip
e
:
ic
i
 la
 mn
u
s
iq
u
e
 e
s
t
 in
te
r
m
e
d
ia
ire
 e
n
tr
e

 

le
 s
en
s
 e
t
 le
 se
n
s
 d
u
 se
n
s
,
 e
n
t
re
 I'e
s
s
e
n
c
e
 e
t
 la
 
q
u
in
te
s
se
n
c
e
,
 e
n
tr
e

 

le
 S
e
n
s
 e
t
 le
 C
h
a
r
m
e”

（ib
id
.）

と

述

べ

て

い
る

と

こ
ろ

か
ら

も

分

る

よ
う

に
、

こ

 

の

「
意

味

の
意

味

」

（le
 
le
n
s
 d
u
 s
e
n
s）

は

「
魅

す

る
力

」

（C
h
a
rm
e
）

と

同

一
の

 

も

の
な

の

で
あ

り
、

遍

在

的

且

遍

不
在

的

（
o
m
n
ip
re
s
e
n
t
e
 e
t
 o
m
n
ia
b
s
e
n
te
）
な

現

 

前

な

の

で
あ

る

。

こ
の

「
魅

す

る
力

」

に
関

し

て

の
議

論

も

、
残

念

な

が

ら
将

来

に
委

ね

 

ね

ば

な

ら

な

い
。

(
4
4
)

 

テ

ン
ポ

の
感

情
性

と

の
関

係

に
於

け

る

重

要

性

に
、

最

初

に

注
意

を

促

し

て
く

れ

た

の

 

は

、

L

・
B

・
メ
イ

ヤ

ー

の

“
E
x
p
la
in
in
gg
 M
u
sic
―
E
ss
a
y
s
 a
n
d
 E
x
p
lo
ra
tio
n
s
”

 

（
U
.
 C
a
lif
o
r
n
ia
 P
r
e
ss
,
 B
a
rk
e
le
y

／

L
o
s
 A
rg
e
le
s
／
L
o
n
d
o
n
,
 19
7
3
）

で
あ

る

。

 

彼

は

こ

の
著

作

の
中

で
、

数

々

の
積

極

的

提

言

を
行

っ
て

い
る

が
、

そ

の
中

に
、

エ
ト

ス

 

（e
th
o
s）

の
学

の
必

要

性

と
重

要

性

の
強

調

が
あ

る

（
同
書

、

二

四
六

頁

）
。
し

か
も

興

味

 

深

い

こ
と

に
、

こ

の
よ

う

な

エ
ト

ス
は

又

性

格

（c
h
a
ra
c
te
r
）

と
も

呼

ば

れ

、

「外

音

楽

 

的

概

念

や

イ

メ
ー
ジ

の
媒

介

な

し

に
感

じ

ら

れ

う

る

」
も

の
で

あ

る

と
さ

れ

（
同
書

二

四

 

二
頁

）
、

こ

の
感

得

が

運

動

的

感

得

（
k
in
e
sth
e
tic
 s
e
n
s
in
g
）

と
言

わ

れ

て

い
る

の

で

 

あ

る
。

こ
の

こ

と

は
、

よ

く
演

奏

家

達

が

「
そ

の
曲

の
性

格

は

最
初

の

二

つ

の
音

で
決

ま

 

っ
て
し

ま

う

」

と
弟

子

達

に
教

え

る

こ
と

も

考

え
合

わ

せ
る

と

、

エ
ト

ス
と

テ

ン
ポ

の
密

 

接

な
関

係

に

注
意

を

向

け

て

い
る

と
言

え

る

（
同
書

四
十

頁

も

参

照

の

こ
と

。
）

(
4
5
)

 
M

.I.,
 p
.
1
2
2
.

(
4
6
)

 
今

道

友

信

「
死

と

旋
律

に

つ

い
て

」

（
理

想

四

七

七
、

八
十

八

〜

九
十

七
頁

）

参

照
。

 

今

道

教

授

は

旋

律

を
湧

出

と

捉

え

（
九
十

二
頁

）
、

「
旋
律

は

い

か
な

る
音

色

の
媒

体

に
乗

 

ら

う

と
も

、

そ

の
旋
律

で
あ

る
」

（
九
十

三
頁

）

と

い
う

理
由

か
ら

、

旋
律

は
音

と

し

て

湧

出
す

る
も

の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
旋
律
を
湧
出
と
し

て
捉
え
る
考
え
方

は
、
時

の
未

来
化

の
契
機
、
創
出

の
契
機
を
明
確

に
捉
え
て

い
る
非
常
に
魅

力
あ

る
考
え
方

で
あ
り
、

し
か
も
我

々
も
必
ず

し
も
我

々
の
言
う

「
調
べ
」
を
音

や
音

の
連
鎖

に
封
じ
込

め
て
は
考

え
ぬ
故
、
我

々
の
考
え
方
と
非
常

に
近

い
立
場
に
あ

る
と
考
え

て
い
る
、

い
や
そ

の
論
文

な
く
し
て
こ
の
種

の
関

心
が
論
者
に
は
生
じ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
え
思

っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
我

々
の
立
場

は
今
道
教
授

の
立
場

の
言
換

え
に
過
ぎ
ぬ

の
で
あ

ろ
う

か
。
そ
う

で
は
な
い
。
即
ち
、我

々
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
調
べ
は
こ
れ

か
あ
れ
か
の
音

に
依
存
し
て

い
る
訳

で
は
な

い
が
、
だ

か
ら
と

い
っ
て
音
化
さ
れ

な
く
と
も
よ

い
の
で
は
な
い
。
よ
し

心

の
中

で
調
べ
が
流
れ

よ
う
と
も
、
そ
れ
は
響
く
の
で
あ

る
。

い
や
心
が
響
く
時
、
心
が

音
と
な
る
時
、
調
べ
と
な
る

の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
限

り
に
於

て
必
ず

し
も
現
象
と
し

て
の
音
を
伴
わ
ず
と
も
よ
い
と
考
え
る
。

し
か
し

一
度

も
音

に
な
ら
な
く
と
も

よ
い
調
べ

を
考
え
る
こ
と
は
、
既
に
調
べ
以
前
に
ど
こ
か
に
調
べ
が
予
在
し

て
い
る
と

い
う

こ
と
を

含
意
す
る
。
事
実
、
今
道
教
授

は

「
旋
律

の
湧
出
と
は
、
何
も

の
か
旋
律
以
外
の
も

の
が

湧
出

し
て
旋
律

と
な
る
」
 
（
九
十
五
頁
）
と
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

で
は
そ

の
旋
律
以
外

の

も
の
と
は

一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
生
命

で
あ
る
と
答

え
ら
れ

て
い
る
。

し
か

も
唯

生
命

の
現
わ
れ
な
の
で
は
な

い
。

「
旋
律
と
は
距
離
を
自
己
の
生
活
空
間
に
呼

び
込

む
精

神
の
業

」
な

の
で
あ

る
。
従

っ
て
旋
律
は
、

「
生
命
と
空
間
の
問
題

に
還
元
で
き
る

面

」
が
あ

る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
我

々
は
、

こ
こ
に
納
得

し
難

い
点
の
あ

る
こ
と
を
明
言

せ
ざ
る
を
え
な

い
。

 

「
死
が
不
死

の
象
出
と
し
て
、
純
粋

の
精
神

に
と

っ
て
喜
び

で
あ
る
」

と

同

時

に
、

「
人
間
的
生
命

の
極
限

で
」
も
あ
る
故
に
又

「
恐
怖

で
あ
り
呪

ひ
で
あ
る
」
と
い
う

「
こ

の
対
立

こ
そ
が
美

し
い
旋
律
の
持

つ
明
澄
な
悲

愁
の
根
拠
で
あ

る
こ
と
を
喜
ん
で
心

か
ら

容
認

し
た
と
し
て
も

（
問
題
が
な

い
訳

で
は
な

い
。
純
粋

の
精
神

と
は

一
体
何

な
の
で
あ

ろ
う

か
。
我

々
は
そ
れ
を
知
ら
な

い
。
我

々
に
は
肉
体
と
共

に
あ
る
精
神
し

か
な

い
の
で

は
な
い
か
。
又
美

し

い
旋
律
と
は
何

な
の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
れ
迄

の
議
論

で
は
旋
律

は
議

論

さ
れ

て
き
た
が
、
美

し
い
旋
律
は
議
論
さ
れ

て
こ
な
か

っ
た
。
）
、

 

ま
ず
第

一
に
、
生
命

は
湧
出
以
外

の
何
も

の
か
で
あ

る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ

の
点
が
明

ら
か
で
な

い
。
我

々
に
は
そ
う
は
思

わ
れ

ぬ
故
、
即
ち
湧
出
と
は
生
命

の
最
も
本
質

的
在

方

を
指

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
故
、
旋
律
が
そ
れ
以
外

の
も

の
の
湧
出
と
さ
れ
、
し
か
も

そ
の

「
そ
れ
以
外

の
も

の
」
が
生
命

と
さ
れ
る
言
方

は

一
つ
の
循
環
を
形
成
し

て
い
る
よ

う
に
思
え

て
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
湧
出

と
は
何

か
と

い
う
問

の
回
避
に
過
ぎ

ぬ
と
思
わ
れ

て
な
ら
な
い
。
そ
し
て
湧
出
と
は
正
に
時
間

の
不
可
逆
性

の
言
換
え
な
の
で
は
な

い
で
あ

ろ
う

か
。



 
 
第
二
に
、

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
空
間
と
は
形
而
工
学
的
空
間

で
あ
る
と
さ
れ

て
い

 
る
が
、

し
か
し
空
間
性
と
は
あ
く
迄
も
距
離
化

の
可
能
性
な
の
で
あ
り
、
し

か
も
距
離
化

 
と
は

「
こ
こ
と

「
あ
そ

こ
」
の
措
定
可
能

性
を
前
提

に
し
て

い
る
の
に
対
し
、
こ
の
意
味

 

で
の
距
離
化

の
不
可
能

こ
そ
死

な
の
で
あ
る
か
ら
、
即
ち
優
れ
て
時
間
的
な
問
題

な
の
で

 
あ
る

か
ら
、

不
死
を
願
う
、

は
る
け
さ
を
知
る
精
神
と
は
、
む
し
ろ
、
時

の
不
可
逆
性
を

 
知
る
と

い
う
意
味

で
の
絶
対
を
覚
醒
し
た
、
優
れ

て
時
間
的

な
意
識

に
思
わ
れ
て
な
ら
な

 

い
。

 
 
第
三
に
、
従

っ
て
必
ず

し
も
感
覚
的

に
美
し

い
と
は
感
じ
ら
れ
ぬ
旋
律

で
も
―

多
く

 

の
現
代
音
楽

は
こ
の
意
味

で
、
非
美
的
音
楽
を
目
指

し
て
い
る
―

、
人
が

こ
の
時

の
不

 

可

逆

性

と
自

ら

の
有

限

に
思

い
到

る
時

、
悲

愁

を
帯

び

て
く

る

の

で
あ

り

、

し

か
も

そ

の

 

悲

愁
は

、
悲

愁
を

帯

び

る

理

由

の
普

遍

性

故

に
、

聴

く

主

体

の
側

の
勝

手

な

思

い
な
し

な

 

の

で
は

な

く
、

旋

律

に
内
在

し

て

い
る

と

考

え

る

べ
き

で
あ

ろ

う
。

 

 

第

四

に
、

こ
の
時

間

の
不

可

逆
性

の
現

出

も

し

く

は
湧

出

は
、

成

程

、

必
ず

し
も

音

を

 

必
要

と

は
し

な

い
が
、

し

か
し
何

故

に
音

に
最

も

よ

い
媒

体

を

見
出

す

の

か
と
言

え

ば

、

 

や

は

り
そ

れ

は

、音

が
発

生

、
持

続

、消

滅

す

る

も

の
、
即

ち

生

成

す

る
も

の
で
あ

る
、

そ

の

 

存

在

そ

の
も

の
が
時

間

と

の
親
和

性

を

示

す

か

ら

に
他

な

る

ま

い
。

一
言

で

言
え

ば

、

音

 

は
湧

出

す

る

も

の

な

の

で
あ

る
。

故

に
旋

律

は
む

し

ろ

音

の
湧

出

と

言

う

べ
き

で
あ

ろ
う

。

 

 

こ
れ

が

目

下

の
と

こ

ろ
、

当

該

論
文

の
み

を
問

題

に
し

た
際

の
我

々

の
立
場

か
ら

得

ら

 

れ

る
暫

定

的

な
帰

結

で
あ

る
が
、

し

か
し

「
見

え
ざ

る
自

己

空
間

」

と

「
そ

の
中

に
自

己

 

の
憧

憬

を

樹

立

し

て

い
く

」

人

間
精

神

と

の
関
係

に

つ
い
て

言
及

せ
ず

し

て
、

決

定

的

な

 

こ
と

を
言

う

の
は
差

し

ひ

か
え

る

べ
き

こ
と

と
思

わ
れ

る

の
で
、

こ

の
点

に

関

し

て

も

 

又
、

将

来

の

一
つ
の
大

き

な

課
題

と

し

た

い
と

思

っ
て

い
る

。

(
4
7
)

 
I
.N
.,
 p
.2
7
.

(
4
8
)

 

ib
id
.,
 p
.2
0
8
.

(
4
9
)

 

ib
id
.,
 p
.2
0
6
.

(
5
0
)

 
c
f
.
 ib
id
.,
 p
.
12
2
;
 c
'e
s
t
 d
a
n
s
 le
 lo
isir
 q
u
e
 1'h
o
m
m
e
 d
ist
illa
it
 d
o
u
lo
u
-

 

r
e
u
s
e
m
e
n
t
 la
 f
u
ite
 d
e
s
 jo
u
r
s
 e
t
 d
e
s
 h
e
u
rs
,
 r
e
g
a
rd
a
it
 la
 c
le
p
sy
d
r
e
 s
e

 

v
id
e
r
 g
o
u
tte
 a
 g
o
u
tte
,
 p
le
u
ra
it
 le
s
 la
r
m
e
s
 a
m
e
r
e
s
 
d
u
 
re
g
r
e
t,
 c
h
a
n
-

 

ta
it
 la

《

c
h
a
n
so
n
 d
'a
u
to
m
n
e
》

,
 s
a
v
o
u
rr
a
it
 a
 
p
e
tits
 t
ra
its
 1'a
rr
ie
re
-

 

g
o
u
t
 m
e
la
n
c
o
liq
u
e
 d
e
s
 c
h
o
s
e
s
 s
u
r
a
n
e
e
s
…
”
そ

し

て
、

哀

惜

と

希

望

（
es
p
o
ir
）

 

の
関

係

が
続

く
第

三
章

L
A
 
C
O
M
P
L
A
IS
A
N
C
E
 
A
 
L
'IR
R
E
V
E
R
S
I
B
L
E

（p
p
.

 

1
2
4
〜

17
9
）

で
詳

説

さ

れ

る

の

で
あ

る

が
今

回
は

触

れ
え

な

い
。

(
5
1
)

 

I.N
.,
 p
.
2
0
7
.

(
5
2
)

 

こ
の
点

で
、
久
保

田
芳
太
郎

「
『
氷
島
』

の
位
相
―

「
究
極
す
る
と
こ
ろ
の
イ
デ

ア
」

 

へ
の
志
向
―

」

（
日
本
近
代
文
学
 
第
二
十
四
集
 
昭
和
五
十
二
年
十
月
）

の
論
述

は
、

 
鋭
く
的
を
射
て

い
る
と
考
え
る
。

「
詩
的
空
間
が
喪
失
さ
れ
る

に
つ
れ
て
現
実
生
活

の
場

 

も
失

っ
て
い
っ
た
」
と
い
う
言
は
、
芸
術
的
行
為
と
詩
人

の
現
実

の
生
活
と

の
偶
然

の
符

 
合
を
多
少
都
合
よ
く
結
び
合
わ
せ
た
き
ら

い
が
な

い
で
は
な

い
が
、

「
日
常
言
語
を

『
空

 
無
化
』
し
、
ま
た
そ
れ
を

『
否
定
的
媒
介
』
と
す
る
こ
と

で
は
じ
め
て
成
立
す
る
文
学

言

 
語
を
、
朔
太
郎
は
更

に

『
空
無
化
』
し
、
そ
れ
を

『
否
定
的
媒
介
』
と
す
る

こ
と
で
日
常

 

言
語

に
よ
る
ポ

エ
ジ

ー
を
奏
で
よ
う
と
し

て
い
る
」
と
述
べ
、
更

に
、
 
「
ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
と

 
現
実
と

の
交
叉
の
上

に
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
二

つ
の
も

の
の

『
空
無
化
』

の
上
に
、

こ
の

 

『
氷
島
』

の
世
界
が
屹
立
し
て

い
る
」
と
は
け
だ
し
言

い
え
て
妙

で
あ
ろ
う
。

こ
の

一
方

 
が
他
方
の
否
定
と
な
る
関
係

に
あ
る
も
の
の
相
互

の
否
定

運
動

と
更

に
そ

の
運
動

そ
の
も

 

の
の
否
定
運
動

に
よ
り
、

一
瞬
瞬
く
光

こ
そ
、
朔
太
郎
言
う

と
こ
ろ
の

「
ポ

エ
ジ

ィ
の
最

 
も
単
純

な
る
原
理
的
実
体

」
な

の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し

て
こ
の
点
で
、
我

々
は

 
久
保
田
氏
と
快
を
分

つ
。
そ
れ
は

「
「無

」
に
向

っ
て
の

「
絶
叫

」
と

「
啄
嘆
」
」
な
の
で

 

は
な
く
、
我

々
言
う
と
こ
ろ
の

「
真
実

」

へ
向

っ
て
絶
対
的
希
求

の
叫
び
な
の
で
あ

る
。

 
 
な
お
、

こ
の
久
保

田
氏

の
論
文

の
他
、 

『
氷
島
』
に
関
す

る
多
く

の
貴
重

且
適
切
な
資

 
料
を
、
門
外
漢

の
論
者

に
快
く
提
供
、
教
示
し
て
下
さ

っ
た
、
本
学
の
和

田
義
昭
教
授
に

 
対
し
、
こ
こ
で
深
く
感
謝

の
意
を
表

し
て
お
き
た

い
。
但

し

一
知
半
解
の
責

は

一
重

に
論

 
者

の
責
に
な
る
も

の
で
あ
る
。

(
5
3
)

 
c
f.
P
.P
.,
 p
.
14
4
＆

p
.
2
50
ジ

ャ
ン
ケ
レ
ヴ

ィ
ッ
チ
は

こ
こ
で

（
二
五
〇
頁
）
、
J
.

 

ク

リ

ソ

ス

ト

ム

（J
e
a
n
 C
h
ry
s
o
sto
m
e）

の

“
IT
ep
i
a
鳶
a
ca
N蜥
司
to
u
”

（Ire
 H
o
-

 
m
e
lie
.
 70
5
b
,
 7
0
6
b
）
を
引

き

つ
つ
、
驚
き
も
し
く
は
覚
醒

（O
a
u
 x
dt
o
v）

を

「
美

 
的
」
（e
sth
e
t
iq
u
e
）
と
超
美
的

（
m
e
te
sth
e
tiq
u
e）

と
に
分
け
、
次

の
よ
う
に
そ
の
性

 
格
を
記
述
す
る
。
前
者

は
、
最
上
の
も

の
を
前
に
し
た
時

の
賛
嘆
で
あ

り
、
後
者
は
、
形

 
な
き

「
超
真
理
」
（la
s
u
r
v
e
r
ite
）
―

こ
れ
は
本
質
と
し
て
の
真
理
、
即
ち
人
間

の
知

 
性
が
捉
え
う
る
、
永
遠
性
を
所
有
し
て
い
る
が
し
か
し

「
現
実
性
」
（1'e
ff
e
c
tiv
ite
）
な
き

 
真

理
を
超
え
、
そ
の
真
理
そ

の
も

の
を
可
能
に
す
る
も
し
く
は
生
じ
さ

せ
る
真
理
を
指
す

 
ー

も

し
く

は

「
超

美

」

（la

su
r
b
e
a
u
te）

を
前

に
し

た
時

の
驚

愕

で
あ

る

。

更

に
前

 
者
は
、
彫
刻
や
絵
画
、
肉
体

の
美
な
ど
の
、
造
形
的
感
覚

に
於
け

る

馬ミ

ミ

qさ

ヤ

で
あ

 
り
、
後
者
は
、
大
き
く

口
を
開

け
た
深

み
、
無
限
な
る
深
淵
、
太
洋

の
広
大
さ
な
ど

に
対

 
す
る

「
恐
怖
を
伴

っ
た
」
（
n
u
m
in
a
l）

真

の
驚
き

で
あ
る
。

そ
し
て
か
く

の
如
き
空
無

 

の
端

に
あ
る
人
間

は
、
単

に
知
性
の
混
乱

の
み
な
ら
ず
、
存
在
全
体

の
恐
怖
に
満

ち
た
眩

 
量

を
体
験
す
る
、
と
。



 

か
く

の
如

き

区

別

は

い
か
に
解

す
べ

き

で
あ

ろ
う

か
。
現

在

迄

論

者

が
確

認

出

来

た

の

は
、

次

の
如

き

ジ

ャ

ン
ケ

レ
ヴ

ィ

ッ
チ

の
発

言

か

ら
判

定

さ

れ

る
、

美
的

賛

嘆

を

超

え

た

超

美

的

覚

醒
も

し
く

は
形

而

上

学

的
直

観

の
位

置
付

で
あ

る
。

 

「
芸

術

（A
rt）

は

我

々
に

『
そ

の
も

の
』

（
1'ip
s
e
）
も

し
く

は

『大

い
な

る
神

秘

』

（M
y
st
e
riu
m

m
a
g
n
u
m
）

の
直

観

を

与

え

る

の

に
対

し
、

宗

教

（
R
e
lig
io
n
）

は

『
最

も

大

い
な

る

神
秘

』

（M
y
ste
riu
m
 
m
a
x
im
u
m
）

も

し

く

は

『
そ

の
も

の
性

の
極

み
』

（
l'Ip
se
 
ip
s
is
sim
u
s）

の
啓

示

を
も

た

ら

す

の

で
あ

る

か
ら

、

両

者

の

シ

ム
メ

ト

リ

ー
は

放
棄

さ
れ

ざ

る

を

え
な

い
。
何

故

か
。
造

形

的

美

（
la
 
b
e
a
u
te
 
p
la
stiq
u
e
）

の
積

極

性

、
実

証

性

（
la

p
o
sitiv
ite
）

と
無

定

形

の
超
真

理

（
la
 S
u
rv
e
r
ite
 in
fo
r-

m
e
）

と

の
間

に
は
何

の
並

行

性

も
対

応

も

存

在
し

て

い
な

い
か
ら

で
あ

る
。

…
…

本

来

的

に
言
う

な
ら
ば

、
『
そ

の
も

の
』

（l'ip
se
）

は

『
そ

の
も

の
の
極

み
』

（
l,Ip
s
e
 
ip
s
i-

s
sim
u
s
）

の
道

で

は
な

い
の

で
あ

る

」

（P
.P
.
 p
p
.14
0
〜
1
4
1
.
 c
f
 ib
id
.,
 p
.2
2
9
,
2
2
7
）

 

し

か
し
注

意

せ

ね
ば

な
ら

な

い
の

は
、

こ

こ
で
考

え

ら

れ

て

い
る

芸
術

の
美

は

、

す

べ

て
視

覚

芸

術

の
美

で
あ

る
、

と

い
う
点

で
、

音

楽

や
詩

、
文

芸

は
除

か
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

で
は

こ

の
点

は

い
か

に
考

え

る
べ

き

な

の

で
あ

ろ
う

か
。

こ
れ

は

ジ

ャ

ン
ケ

レ
ヴ

ィ

ッ
チ
哲
学

に
於

け

る
芸

術

の
位
置

付

の
問

題

で
あ

り
、
後

日
詳

説

し

た

い
テ

ー

マ
で
あ

る

が
、

例

え
ば

、

 
「
美

そ

の
も

の

（邑

さ

養

き
マ
）

は

美

し

い

（b
elle
）

即

ち

よ

い

（
b
o
n
）
 

〔と

い
う

こ
と

〕
以

上

で
あ

る

〔虹

足

な

が
ら

鳶
ミ

評

と

い
う
形

容

詞

に
は

「
美

し

い
」

と

「
よ

い

（善

い
）
」

の
二

つ

の
意

味

が
あ

る
。
〕
の
は
、

美

が

「
魅

（す

る
）

力

（c
h
a
rm
e
）

の

働
き

（
1'o
p
e
ra
tio
n
）

で
あ

る

か
ら

で
あ

る

」

（
P
.P
.,
 p
.
2
5
9）

と

か

 

「
神

が
神

で
あ

る

の
は
、

偉

大

さ

（
G
ra
n
d
e
u
r）

か
ら

美

（B
e
a
u
te
）

も

し

く

は
力

 

か

ら
形

態

へ
の
移
行

が
神

に
と

り
衰

退

を

し

か
示

し

て

い
な

い
か

ら

で

あ

る

」

（P
.P
.,

 

p
.
2
3
7
）

 

と

い
う

発

言

に
見

ら

れ

る
如

く

、

静
的

な
も

の
よ

り

も

デ

ィ

ナ

ミ

ク
な

も

の
を

（c
f.

P
.

 
P
.,
 p
.1
4
8
）
、

E
t
re

よ

り
も

F
a
i
r
e

を

よ

り
本

質

的

で
あ

る

と
考

え

て

い
る

こ
と

は
明

 

ら

か

で
あ

る

（c
f
.
 P
.P
.
 C
h
a
p
.
 IX
 L
a
 C
re
a
tio
n
,
 II
―
L
e
 F
a
ire
-e
tr
e
 n
e
s
t
 p
a
s
 ＆

 

III―

L
e
 F
a
ir
e
-e
tr
e
 se
 f
a
it
 lu
i-m
e
m
e
）

こ

の
点

か
ら

す

る

と
、

視

覚

的

美

よ

り

は

 
そ

れ

を

可
能

に
す

る

魅

（
す

る
）

力

を

重

ん

じ
、

魅

（
す

る
）

力

の
魅

（
す

る
）

力

（le

 
C
h
a
r
m
e
 d
'u
n
 c
h
a
r
m
e
 c
f
 M
.
I.
,
 p
.7
0
）

と
も

表

現

さ
れ

る
、

そ

の
魅

（
す

る

）

力

 

の
顕

現

た

る
音

楽

を

、

例

え
ば

次

の
発

言

に

見

ら
れ

る

如

く

 
 

「
哲

学

と

は

一
種

の
魅

（
す

る
）

力

で
あ

る

。」

（P
.P
.,
 p
.
2
6
1
）

 
 

 

「
哲

学

は
、

殆

ど

存

在

し

て

い
る

と

は

言

い
え

ぬ
、

い
と

も

易

く

通

り

過

ぎ

ら

れ

る

 
 

音

楽

の
如

く

に
あ

る
。
」

（P
.P
.,
 p
.
2
6
5
.
）

 
真

正

の
哲

学

と
同

列

に
置

こ
う

と

し

て

い
る
と

考

え

ら

れ

る

。

(
5
4
)

 
I
.N
.,
 p
.
2
7

(
5
5
)

 

I.N
.,
 p
.
2
8
.

(
5
6
)

 

ib
id
.,
 p
.
3
0
.

(
5
7
)

 
ib
id
.,
 p
.3
1.

(
5
8
)

 

H
.
C
h
.
 プ

エ
ク

（P
u
e
c
h
）

に
よ

れ
ば

、
時

間

表

象

に

は
基

本

的

に

三

つ
の

タ

イ

プ

 

が

あ

る

（
“L
a
 G
n
o
se
 e
t
 L
e
 J
e
m
p
s”

（
E
ra
n
o
s
 J
a
h
r
b
u
c
h
 X
X
 
1
9
5
1.
 pp
.5
7
〜

 

1
1
3
.）
）

 
 

 

一 

ヘ
レ

ニ
ズ

ム
的
循

環

的

時

間

 
 

時

間

は
循

環

し
、

そ

の

コ
ー

ス
を

指

定

せ

る
天

体

の
動

き

の
影

響

の
下
、

そ

れ

は
永

遠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q
d
ID

（1
）

Q
U
O
D
D
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E
S
P
A
C
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T
E
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 I
n
e
x
iste
n
c
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C
o
n
s
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n
c
e
 

 

S
u
b
s
is
ta
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（S
a
v
o
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d
isc
u
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if）
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（
 
 
 
I
n
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o
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s
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t
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n
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5
u
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n
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（
S
e
n
t
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m

e
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t

v
a
g
u
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I
n
）
c
o
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i
s
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n
c
e

 

 

I
n
s
u
b
s
i
s
t
a
n
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（
E
n
t
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v
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i
o
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）
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D

e
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i
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s
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E
x
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n
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C
°
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S
u
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G
n
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s
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）
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p
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刈
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）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d
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q
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v
a
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p
a
ss
e
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fu
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r

 
 
 
 
p
r
e
se
n
t
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e
n
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e
c
o
n
n
a
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n
c
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Q
u
o
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r
v
a
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p
a
ss
e
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fu
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e
n
t
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v
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Q
u
o
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In
sta
n
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P
r
tsse
n
t

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σq
n
o
s
e

 

 

 

 

I

Q
u
o
d
＋
q
u
id

 

In
sta
n
t
－I－in
te
r
v
a
lle

 

E
te
r
n
e
l
p
re
s
g

t

＜
r
.P
°も

刈゚
鮮
゜
）



に
自

己
自
身
に
回
帰
し
、
永
遠

に
自
己
自
身

の
上

で
輪

を
な
す
。

 
 

二
 

キ
リ
ス
ト
教
的
線
分
的
時
間

 
時
間
は
唯

一
の
出
発
点

か
ら
唯

一
の
目
的
点

へ
向

っ
て
展
開

し
て
い
く
。
そ

の
時
間
は

方
向
付
ら
れ
、

一
つ
の
進
行
過
程
が
過
去
か
ら
未
来

へ
向

っ
て
時
間

の
中
で
完
成
さ
れ

て

い
く
。

 
 

三
 
グ

ノ
ー
シ
ス
派
的
神
秘
的
瞬
間
的
時
間

 
循
環
的
時
間

へ
の
隷
属

や
繰
返
し
、
及
び
直
線
的
時
間

の
有
機
的
連
続
性
の
双
方
を
破

砕
し
、
須

臾
の
救
済
、
恩
寵

の
瞬
間

か
ら
成
る
。

 

一
に
於

て
は
、

い
か
な
る
事
件
も
唯

一
で
は
な
く
か

つ
て
生
起
し
、
今
生
起
し
、
そ
し

 

て
将
来
も
生
起
す
る

こ
と
に
な
り

（
ib
id
.,
 p
.6
1）
、

二
に
於
て
初

め
て
、

唯

一
と
か

個
と

か
が
意
味
を
持

つ

（
p
.
7
l
）
。

こ
の
点

の
確
認

が
敢

え
て
必
要

に
な
る
の
は
、

ジ

ャ

ン
ケ
レ
ヴ

ィ
ッ
チ
が
、
人
間

の
意
識

の
知
的
作
用

（
in
te
llec
t
io
n
）

の
最
高
段
階
と
し

て
、

「
言

い
知
れ

ぬ
も

の
」

（
je
-n
e
-s
a
ls
-q
u
o
i）
―

こ

れ

は

真

実

（Q
u
o
d
）

＝
神

―

の
、
瞬
間

に
於
け
る
直
観

の

「
垣
間
見
」
を
置
く

か
ら
で
あ

る
。 

（前

頁
図
参
照
。

但

し
詳
説
は
後

日
を
期
す
。
）

 

g
n
o
s
e
の
レ
ヴ

ェ
ル
は
神

に
し
か
許
さ
れ

て
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
は
時
間

に
於
け

る
カ
イ

ロ
ス

（
哲
袋
ζ
＆
）
と
そ
こ
で
の
恩
寵

（σq
ra
ce
）
を
重
要
視
す
る

こ
と
に
は
変
り
は

な

い
の
で
あ

る
か
ら
、
全
体

の
図
式
と
し
て
は
著

し
く
三
に
接

近
す
る
の
は
誰

の
目

に
も

明
ら

か
で
あ

る
。
し

か
し
、
三
と
ジ

ャ
ン
ケ
レ
ヴ

ィ
ッ
チ
の
時
間
と

は
決
定
的
相
違

か
あ

る
。

い
か
な
る
点

に
於
て
か
。
時

の
不
可
逆
性

と
取
消
不
能

性
と
を
時
間
の
本
質
と
考
え

る
点

に
於
て
で
あ
る
。
ジ

ャ
ン
ケ

レ
ヴ

ィ
ッ
チ
自
身
も

こ
の
間

の
事
情
を
知
悉

し
て
い
る

が
故

に
、
こ
れ
ら
両
特
性
を
、
I.
N
.
に
於

て
も
又
『
死
』
（la
M
o
rt）
に
於
て
も
、
あ
れ
程

に
強
調
す
る

の
で
あ

る
。
三

の
、

一
に
反
対
す
る
故

の
、
「
反
、
世
界
的
」
、
「
無
世
界
的
」

（
《
a
n
t
ico
s
m
iq
u
e
》

o
u
《
a
c
o
sm
iq
u
e
》
）

な
、

こ
の
世
に
対

し
て
無
関
心
で
敵

意
を

見
せ
る
、
そ
し

て
又
二
に
反
対
す
る
故

の

「
反
歴
史
的
」
、
「
無
歴
史
的

」
（
《
a
n
tih
is
to
-

r
iq
u
e
》

o
u
《
a
h
is
to
r
iq
u
e
》
）

な
、
歴
史
に
対

し
て
無
関
心
で
敵
意
を
見
せ
る
グ
ノ

ー
シ
ス
派

の
時
間

（
ib
id
.,
 p
.
8
8
.
）

と

い
う

よ
り
は
瞬
間
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

こ
の

点

に
関
し
蛇
足
な
が
ら
次

の

一
文
を
補
足
し
て
お
き
た

い
。

 

「
神
秘
と
は
端
的
な
事
柄

で
あ

る
」
（
D
e
b
u
ss
y
 e
t
 le
 M
y
ste
re
,
 19
4
9
,
 p
.
1
1）

 

こ
の
時

の
不
可
逆
性
を
論
ず

る
際
、
非
常

に
興
味
深

い
指
摘
が

M

・
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て

い
る

（
「永
遠

回
帰

の
神
話

」

未
来
社
 
堀

一
郎
訳
 
第

三
章
 
不
幸
と

歴
史
）
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
れ
ば
、

「
逆
転

不
能

（
一
回
起

）
の
、
予
測
し
が
た
い
、
自
律

的
な
価
値
を
持

つ
よ
う
な
事
件

の
継
続
と
見
ら
れ

る
歴
史
」

（
同
訳
書

一
二
七
頁
）
に
反

 
対

の
立
場
を
と
る
時
、
即
ち
歴
史
を
容
認
し
、
そ
れ

に
そ

の
価
値
を
与
え

る
こ
と
を
拒
絶

 

し
よ
う
と
す
る
時

に
古
代
人
の
と

っ
た
方
法
は
、 

「
何
よ
り
も
先
ず

超
人
間
的

モ
デ

ル
に

 
従

い
、
祖
型
と

一
致
し

て
生
き

る
」

（
同
訳
書

一
二
八
頁
）
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ

 

の
こ
と
は
言
換

え
る
な
ら
ば
、
彼
等
が
全
く

の
偶
然
と

い
っ
た

「
い
わ
れ
の
な
い
苦
悩
を

 
考
え

る
こ
と
」

（同
訳
書

一
三

一
頁
）
が
出
来
ず
、

ま
し
て
や

「
苦

悩
を
自
ら

の
た
め
に

 

進
ん

で
求

め
よ
う
」
 
（
同
訳
書

一
二
九
頁
）
な
ど

と
は
し
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
―

こ

・
こ
に

エ
リ
ア
ー
デ

は
、

キ
リ
ス
ト
教

の
偉
大
な
価
値

を
認

め
て
い
る
ー

。

こ
の
た
め
、

 
彼

ら
は
、
過
去
に
取
消

不
能
な
事
件

と
そ
れ
を
な
し
た
神

・
英
雄
を
求
め
、
す
べ

て
の
理

 
由

と
責
任
を
そ
こ

へ
転
嫁
さ
せ
よ
う

と
す

る
。
過
去
化

に
よ
り
時

の
不
可
逆
性
を
中
和
化

 

し
よ
う

と
す
る
。

 
 
古
代
人

の
こ
の
よ
う
な
心
性
が
何
故
興
味
深

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、

こ
の
過
去

 
化

に
よ
る
不
可
逆
性

へ
の
抵
抗
と

い
う

一
面
を
、

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
類
縁
的
に
考
え
ら
れ

 

て
い
る
音
楽
も
持

つ
か
ら
で
あ

る
。
ジ

ャ
ン
ケ

レ
ヴ

ィ

ッ
チ
は
次

の
如
く
述
べ
る
。

 
 

「
音
楽
は
理
想
化
さ
れ
た

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
あ

る
。
」

 
 

「
音
楽
と
は
不
可
逆
性
に
対
す
る
抗
議
で
も
あ
る
。
」
（
M
.I.,
 p
.1
2
2
.
）

 
 
そ
れ

で
は
、
音
楽
と
は
古
代
人

の
心
性
の
具
現
な

の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
で
は
な
い
。

 
そ

し
て
そ
う
で
は
な

い
点
を
明
瞭

に
し

て
い
る
点

で
も
、
ジ

ャ
ン
ケ
レ
ヴ

ィ

ッ
チ
の
分
析

 

は
優
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち

ノ
ス
タ
ル
ジ

ー
は
、
取
消

不
能
性

（
こ
れ
は
悔
恨
を
し

 

か
生
ま
な

い
）

で
は
く
な
不
可
逆
性
に
求

め
ら
れ

て
い
る

（
従

っ
て
哀
惜
と
類
縁
的

に
考

 
え
ら
れ
て

い
る
）

の
で
あ

り
、
誰

で
も
が
必
ず
体
験
し
て

い
る
と
い
う
限
り
で
の
過
去
性

 

に
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃

し
て
は
な
ら
な

い
。

 
 
な
お
時
関

の
タ
イ
プ

と
そ
の
歴
史
と
の
関
り

に
関
し
て
は
こ
の
論
文

を
書

い

た

後

に

 

『
思
想
』

に
連

載
さ
れ
た
真
木
悠
介
の

「
時
間

の
比
較
社
会
学
」
と
い
う
副
題
を
持

つ
計

 
五
回
に
わ
た
る

一
連

の
論
文

の
存
在
を
知

っ
た
。
実

に
興
味
あ

る
し
か
も
野
心
的
試

み
で

 
大

い
に
刺

戟
を
う
け
た

こ
と
を

こ
こ
に
記

し
て
お
き
た
い
。

(
5
9
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I.N
.
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 p
.
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(
6
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I.N
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 p
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＆

p
.
2
67
ff

(
6
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I.N
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 p
.
2
1
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(
6
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I.N
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 p
.
2
1
＆

p
.
3
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(
6
3
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I.N
.,
 P
.
34
.

(
6
4
)

 
c
f.
 I.N
.,
 p
.
18
7
.

(
6
5
)

 
I.N
.,
 p
.
3
6
.

(
6
6
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I
.N
.,
 p
.
4
1.



(
6
7
)

 
 I.N
., 
p
.
3
7.

(
6
8
)

 
 I.N
..
 p
.
3
8
.

(
6
9
)

 
 I.N
., 
p
.4
O
.

(
7
0
)

 
 I.N
., 
p
.3
7
.

(
7
1
)

註
(
5
8
)

参

照
。

(
7
2
)

 
I
.N
., 
p
.
1
62
.

(
7
3
)

 
 I.N
., 
p
.
3
8
.

(
7
4
)

 
 I.N
., 
p
.
4
2
.

(
7
5
)

 

 
『
美

学
』

一

一
九

号

（第

三
十

巻

第

三

号
 

一
九

七

九
年

）

の
橋

本
典

子

に
よ

る

、

一

 

九

七

九

年

九

月
十

五
日

〜

二

十

日
、

ポ

ー

ラ

ン
ド

の

ク

ラ

コ
フ
で
開

催

さ

れ

た
国

際

美

学

 

研

究

集

会

の
報
告

に
よ

れ
ば

、
同

研

究

集

会

に
於

て
、

イ

タ

リ

ア

の
ピ

エ
ト

ロ

・
エ

マ
ヌ

 

エ
ー

レ

（P
ie
t
ro

E
m
a
n
u
e
le
）

に

よ

り
、

「
原

子

物

理

学

か
ら

ミ

ク

ロ

・

エ
ス

テ

ー

テ

 

ィ
ク

へ
」

と

い
う

題

で
、

殆

ど
知

覚

不

能

な

自
然

の

変

化

の

「
遷

移
現

象

」

（
in
te
r
－

 

p
h
e
n
o
m
e
n
e
s）

を

対

象

と

す

る

「
微

視

的

美
学

」
（
m
ic
r
o
e
st
h
e
tiq
u
e
）
 
S
可

能

性

が

 

議

論

せ
ら

れ

て

い
る
。

こ
れ

は
技

術

連

関

社
会

に
於

け

る
新

し

い
学

際
的

応

用

美

学

の
可

 

能

性

を

示

す

も

の
と

し

て
興
味

深

い
だ

け

で

は
な

く

、

こ
こ

で

の
我

々

の
主
張

、 

「
無

限

 

小

の
無

限

大

の
豊

か
さ

」

の
傍
証

と
し

て
も

興
味

深

い
。

(
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4
2
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 p
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4
3
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(
7
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)

 
 I.N
.,
 p
.
4
4
.

(
79
) 
ジ

ャ

ン

ケ

レ
ヴ

ィ

ッ
チ
に

よ
れ

ば

、

M

・
ウ

ナ

ム
ー

ノ
の
用

語

で
あ

る

。

(
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 I.N
.,
 p
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4
4
.

(
8
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 I.N
.,
 p
.
4
5
.

(
8
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)

 
 V
.
 Ja
n
k
e
le
v
itc
h
,
 L
a
 M
o
r
t,
 F
la
m
tn
a
rio
n
 1
9
77
, 
p
.
3
1
.

(
8
3
)

 
 ib
id
., 
p
.
4
1
2
.

(
8
4
)

 

M

.
I
.
,
 p
.
1
2
1
f
.
 こ

こ

は

い

わ

ゆ

る

視

覚

的

美

と

魅

力

と

を

比

較

し

て

い

る

箇

所

で

あ

 

る

。

 

 

”
S
i
 l
a
 
B
e
a
u
t
e
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
d
a
n
s
 la
 p
l
e
n
i
t
u
d
e
 in
t
e
m
p
o
r
e
l
le
,
 d
a
n
s
 1
'a
c
c
o
m

-

 

p
l
i
s
s
e
m

e
n
t
 e
t
 1
'a
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m

e
n
t
 d
e
 
la
 
f
o
r
m

e
,
 d
a
n
s
 l
a
 p
e
r
f
e
c
t
i
o
n
 
s
t
a
t
i
-

 

q
u
e
 e
t
 l
'
e
x
c
e
l
l
e
n
c
e
 m

o
r
p
h
o
lo
g
i
q
u
e
,
 l
e
 
c
h
a
r
m
e
,
 l
u
i,
 a
 
q
u
e
l
q
u
e
 
c
h
o
s
e
 
d
e

 

n
fl
s
t
a
lg
iq
u
e
 
e
t
 d
e
 
p
r
d
c
a
i
r
e
,
 je
 
n
e
 s
a
is
 q
u
o
i
 d
'i
n
s
u
ff

i
s
a
n
t
 e
t
 d
'i
n
a
c
h
e
v
e

 

q
u
i
 s
'
e
x
a
l
t
e
 
p
a
r
 l
'
e
ff

e
t
 d
u
 
t
e
m
p
s
.
 L
e
 
c
h
a
r
m

e
 
n
e
 
n
o
u
s
 
a
p
p
o
r
t
e
 
p
a
s
 la

 

s
o
lu
t
io
n
 
d
'u
n
 
p
r
o
b
le
m

e
,
 m
a
is
 
il
 e
s
t
 b
i
e
n
 
p
lu
t
o
t
 u
n
 
e
t
a
t
 
d
'a
p
o
r
i
e
 
i
n
-

fi
n
i
e
 q
u
i
 p
r
o
v
o
q
u
e
 
e
n
 
1
'h
o
m

m

e
 
u
n
e
 
f
e
c
o
n
d
e
 
p
e
r
p
le
x
i
t
e

;
 e
n
 
c
e
la
 
it

e
s
t
 p
lu
t
o
t
 in
e
ff
a
b
l
e
 q
u
'
i
n
d
i
c
i
b
l
e
.
 L
e
 c
h
a
r
m

e
 e
s
t
 t
o
u
jo
u
r
 n
a
is
s
a
n
t
:
 c
a
r

la
 
s
u
c
c
e
s
s
i
o
n
 
n
e
 
n
o
u
s
 a
c
c
o
r
d
e
 
l
e
 
m

o
m

e
n
t
 
a
c
t
u
e
l
 
q
u
'
e
n
 
n
o
u
s
 
s
o
u
s
t
-

r
a
y
a
n
t
 le
 
m

o
m

e
n
t
 a
n
te
r
ie
u
r
.
 C
e
t
t
e
 a
lt
e
r
n
a
t
i
v
e
 
f
a
i
t
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
m

e
la
n
-

c
o
l
i
e
 
d
e
 l
a
 
t
e
m

p
o
y
a
l
i
t
e
.”



La Nostalgie et la Musique (I) : La  Temporalite du Temps

Yoshio Tozawa

Summary

 Le tempps est irreversible et  it n'y a pas un  etre qui puisse  ecflapper  a cette  irreversibilite toute-pui-

ssante. L'homme est  l'irreversibilite  incarnee mais  limitee.  Il est mortel. 

 Pour cet  etre non-infini la musique, a-t-elle quelque sens ou valeur ? Selon V.  Jankelevitch "la musi-

que est la nostalgie  idealisee" et "elle est une protestation contre  l'irreversible". Mais qu'est ce que 
c'est que la nostalgie ? Quel  sens a-t-elle, la protestation contre le temps par la musique  elle-meme 

temporelle ? 

 Voici quatre  caracteres que precise  Jankelevitch en analysant la  temporalite du temps : 

 (1)  l'irreversibilite et  l'irrevocabilite du devenir. 

 (2) la constance de la vitesse du temps. 

 (3)  l'irreversibilite et  l'irrevocabilite de  l'  instant. 

 (4) le foisonnement des instants  infinitesimaux. 

 Il est donc  tout-a-fait normal ou  necessaire que l'homme devienne  pathetique devant le temps,et que le 

temps soit  "deja en  lui-meme un sentiment" ; de  l'  irreversible surgit le regret parce que le revenir 

est une direction non seulemens interdite, mais encore impossible,et l'homme  eprouve le remords 

a cause de  l'irrevocable.  II ne peut ni  defaire  le fait qu'il a fait,ni  defaire ce qu'il n'a fait pas quelque 

chose a faire. 

 La nostalgie est une  espece de regret. "Le regret, lui, regrette la  passeite du  passe,et uniquement et 

absurdement parce que le  passé est le  passé."  Il est donc paradoxal,  deraisonnable et passionnel. Et 

quand  it est  purifie et perd les restes du  rewords,  it devient nostalgique. La nostalgie regrette le  passé 
sans avoir rien a regretter, elle regrette le "je-ne-sais-quoi". Mais dans cette  deraisonnabilite existe 

son valeur. Elle regrette le fait du  passé qui est  v6cu effectivement par chaque homme et qui est 

indestructible, en un mot, la  quoddit6 absolue et universelle. 
  "La musique est la nostalgie" signifie donc que la musique  possede cette  effectivite et  universalite 

absolue. Cependant elle n'est pas la simple nostalgie, mais la nostalgie  icgalis6e. Quel sens a-t-elle ? 

Pour interpreter ce  probleme  it nous faut  penetrer jusqu'au fond de la  quoddite et c'est notre theme 

suivant.


