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博
士
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試
論

140

福

元

童

太

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
は
､

『ブ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
や

『魔
の
山
』
が
執
筆
当
初
は
小
さ
な
ノ
ダ

ェ
レ
と

し
て
計
画
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
の
よ
う
な
大
長
編
に
膨
張
し
て
い
っ
た
の
と
は
､
成
立
の
事
情
が
全
-
異
な
っ
て
い

る
.
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
成
立
』
に
マ
ン
は
'
｢
こ
の
1
回
だ
け
は
自
分
が
何
を
欲
し
､
何
を
課
題
に
し
た
の
か
を
知

っ
て
い
た
｣
､
そ
れ
は
す
な
わ
ち

｢
非
常
に
疑
わ
し
-
'
罪
深
い
1
芸
術
家
の
生
涯
の
物
語
に
託
し
て
､
自
分
の
生
き
た
時

代
の
物
語
を
書
-
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｣

(
1
1
-
〓
ハ
九
)
と
記
し
て
い
る
.
十
九
世
紀
の
最
後
の
四
半
期
に
幼
年

･
青

年
時
代
を
過
ご
し
た
マ
ン
が
'
世
紀
末
の
文
化
的
慣
熟
'
第

1
次
世
界
大
戦
'
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
と
ナ
チ
ス
の
台

頭
､
亡
命
と
第
二
次
世
界
大
戦
'
そ
し
て
故
国
ド
イ
ツ
の
破
戒
を
経
験
し
て
き
た
過
程
を

一
つ
の
公
分
母
で
-
-
る
な
ら
､

そ
れ
は

｢
全
般
的
な
危
機

(K
ri
se)
の
進
行
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
音
楽
の
み
な
ら
ず
'
文
学
'
造
形
芸
術
を
も

含
め
た
芸
術

一
般
の
危
機
を

｢前
景
'
代
表
'
範
例
｣
に
し
て

｢
文
化
の
､
人
間
の
､
い
や
精
神
そ
の
も
の
の
｣

(
二

I

l
七

1
)
危
機
的
状
況
を
語
る
こ
と
が
小
銃

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
の
基
本
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
､
マ
ン
自
身
も
強



詞
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

こ
の
危
機
が
産
業
革
命
と
そ
れ
に
よ
る
分
業
の
確
立
､

労
働
の
自
己
疎
外
と
資
本
主
義
の
発
達
､

そ
の
当
然

の
帰
結
と

◆

し
て
の
帝
国
主
義
か
ら
生
じ
て
き
た
こ
と
､
そ
の
中
で
作
家
は
'
例
え
ば
シ
ュ
ト
ル
ム
や
メ
1
-
ケ
や
ケ
ラ
ー
の
よ
う
に
は

も
は
や

｢
市
民
的
職
業
｣
を
も
ち
え
ず
'

｢
芸
術
家
｣
が

1
つ
の
職
業
に
な
り
'
作
品
が
商
品
経
済
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら

Hリ

れ
て
い
っ
た
こ

と
は
'
主
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
史
家
の
論
ず
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
｡
ま
た
､
こ

の
過
程
を

マ
ン
が

『プ

2

デ
ン
ブ

ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
で
描
い
た
の
だ
と
す
る
ル
カ
-
チ
の
主
張
も
､
こ
の
処
女
長
編
の
古
典
的
解
釈
と
し
て
あ
る
程

度
の
市
民
権
を
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
文
学
の
危
機
が
言
わ
れ
る
と
き
よ
-
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る
の
が
､
ホ
ー
プ
マ
ン

ス
ク
ー
ル
の

『
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
の
手
紙
』
で
あ
る
.

1
九

〇
二
年
に
書
か
れ
た
こ
の
書
簡
形
式
の
小
品
は
､
全
般
的
疎
外
状

況
を
背
景
に
し
た
世
界
の
断
片
化
へ
個
人
の
無
力
化
を
如
実
に
示
し
て
い
る
｡

｢
何
か
あ
る
こ
と
を
関
連
さ
せ
て
考
え
た
り

3

語

っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
-
な

っ
た
｣
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
は
フ
ラ
ン
シ
ス
･
ベ
ー
コ
ン
に
宛
て
て
､
自
分
の
文
学
活
動
の

放
棄
に
対
す
る
弁
明
を
お
こ
な
う
｡
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
に
と
っ
て
は

｢
あ
ら
ゆ
る
物
が
部
分
に
解
体
し
､
そ
の
部
分
が
ま
た
部

4

分
に
別
れ
て
'
も
は
や

1
つ
の
概
念
で
包
め
る
も
の
は
何

1
つ
無
-
な

っ
て
｣
し
ま

っ
て
い
る
の
だ
｡
こ

の
文
章
と
ほ
ぼ
同

ヽ
ヽ
ヽ

時
期
に

『ブ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
と
い
う
雄
弁
な
物
語
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は

一
つ
の
驚
き
で
あ
る
が
､
こ
れ
に

つ
い
て
は
後
に
も
う

一
度
言
及
す
る
.

小
説

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
の
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
と
な

っ
て
い
る

｢
音
楽
の
危
機
｣
は
作
中
で
は
右
に
ふ
れ
た
経
済
史

的
事
実
関
係
と
は
切
り
離
さ
れ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
｡
筆
者
も
こ
こ
で
は

｢音
楽
の
危
機
｣
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
と
そ
の

周
辺
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
｡
主
人
公
の
作
曲
家
ア
-
ド
-
ア
ン
･
レ
-
ヴ
ァ
-
キ
ュ
ー
ン
の
作
品
の
基
調
は
､
パ
ロ
デ
ィ

ー
に
あ

っ
た
｡
ア
-
ド
-
ア
ン
の
作
品
に
対
す
る
語
り
手
ツ
ァ
イ
ト
ブ

ロ
ー
ム
の
コ
メ
ン
ト
は
'
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
概
念
を
健

吉
に
言
い
換
え
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
｡
初
期
の
交
響
楽
的
幻
想
曲
『
海
の
燐
光
』
は
ツ
ァ
イ
ト
ブ
ロ
ー
ム
の
目
に
は
､
｢
芸

術
家
は
内
心
で
は
も
は
や
信
じ
て
い
な
い
対
象
に
最
善
を
尽
-
す
こ
と
が
で
き
､
彼
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
'
す
で
に
使
い
古
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さ
れ
か
か
っ
て
い
る
芸
術
手
段
に
秀
で
る
こ
と
に
固
執
す
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
実
例
｣
(六
-

二
o
二
)
と
映

っ
た
｡
そ
れ

は
ま
た
｢陳
腐
な
も
の
の
儀
域
が
致
命
的
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
感
覚
､
懐
疑
'
精
神
的
内
気
が
p
山
つ
の
優
れ
た

才
能
を
脅
か
し
て
い
た
不
毛
か
ら
の
誇
り
高
い
逃
避
｣
(六
1

二
〇
二
以
下
)
と
さ
れ
る
｡
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
恋
の
骨
折

り
損
』
の
オ
ペ
ラ
化
に
は

｢
あ
る
高
度
に
遊
戯
的
な
粋
な
も
の
'
気
取

っ
た
禁
欲
と
古
典
研
究
の
社
会
的
結
実
で
あ
る
あ
の

美
辞
麗
句
の
噸
笑
｣
(六
-
二
一
八
)
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
つ
け
ら
れ
る
｡
ブ
レ
ン
ク
ー
ノ
の
詩
に
よ
る
歌
曲
は
｢基
本
的
な

も
の
の
噸
笑
と
同
時
に
賛
美

[-
-
]
伝
統
的
な
音
楽
そ
の
も
の
へ
の
痛
切
な
'
追
憶
に
満
ち
た
抑
抽
｣
(六
-

二
四
三
)
と

5

な
る
｡
人
形
歌
劇

『ゲ
ス
タ
･
ロ
マ
ノ
ー
ル
ム
』
に
は

｢
1
片
の
悪
意
と
解
体
的
な
ト
ラ
ヴ

ェ
ス
テ
ィ
ー
｣
が
盛
ら
れ
る
が

そ
こ
に
は

｢終
蔦
に
向
い
つ
つ
あ
る

一
芸
術
時
代
の
大
袈
裟
な
悲
憤
性
へ
の
批
判
的
反
動
｣

(六
-
四
二
五
)
が
読
ま
れ
て

い
る
｡
中
期
の
大
作

『
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
木
版
画
に
よ
る
黙
示
録
』
は
フ
ラ
ン
ス
印
象
主
義
へ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
｡
サ
ロ
ン
音
楽
､

チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
'
ジ
ャ
ズ
な
ど

｢
多
種
多
様
な
音
楽
様
式
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
｣

(六
-
四
九
允
)
で
あ
り
､
友
人
の
ル
ー

デ
ィ
ー
に
贈

っ
た
ヴ
ァ
イ
オ
-
ン
協
奏
曲
は

｢
半
ば
敬
意
を
払
い
つ
つ
'
半
ば
戯
画
化
す
る
や
り
方
で
｣

(六
-

五
四
四
)

先
行
す
る
様
々
な
ヴ
ァ
イ
オ
-
ン
の
技
巧
を
引
用
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
最
後
の
作
品

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
嘆

き
』
と
そ
れ
に
先
行
す
る
い
-
つ
か
の
室
内
楽
を
除
い
て
ア
-
ド
-
ア
ン
の
作
品
は
'
噸
笑
的
賛
美
､
伝
統
へ
の
追
憶
に
満

ち
た
抑
掩
､
解
体
的
ト
ラ
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ー
､
半
ば
敬
意
を
払
い
な
が
ら
の
カ
-
カ
チ
ュ
ア
化
､
す
な
わ
ち
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
精

神
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
傾
向
は
'
あ
る
文
化
の
末
期
に
現
れ
る
も
の
'
つ
ま
り
す
べ
て
が
試
み
尽
-

さ
れ
'
も
は
や
新
し
い
作
品
は
作
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
に
基
づ
-
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
ア
!
ド
-

ア
ン
は
音
楽
の
師
ク
レ
ッ
チ
ュ
マ
I
に
宛
て
た
手
紙
に
こ
の
知
性
の
飽
食
感
を
吐
露
す
る
｡

｢な
ぜ
私
に
は
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
も
の
が
そ
れ
自
身
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
か
思
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
｡
な
ぜ
私
に
は
芸
術
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
'
い

や
す
べ
て
の
手
段
と
慣
習
が
'
今
日
も
は
や
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
し
か
役
立
た
な
い
と
思
え
る
の
で
し
ょ
う
か
｣

(六
-

一
八

〇
)｡
こ
れ
は
自
足
的
で
因
習
的
､
装
飾
的
で
常
套
に
す
ぎ
る
美
の
仮
象

(S
ch
ein
d
es
S
c
h6nen)
と
し
て
の
作
品
は
も
は ヽ
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や
許
容
さ
れ
な
い
t
と
い
う
歴
史
的
認
識
に
基
づ
-
も
の
で
あ
ろ
う
.
ア
-
ド
-
ア
ン
は
喝
破
す
る
｡

｢作
品
だ
っ
て
?
そ

れ
は
ま
や
か
し
だ
よ
｡

そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
が
ま
だ
あ
れ
か
し
と
思
っ
て
い
る
も
の
き
｡

そ
い
つ
は
轟
実
と
其
聾
さ
に
反

す
る
よ
｣
(六
-
二
四

1
)
.

作
品
が
欺
臓
で
あ
る
な
ら
'
そ
れ
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
芸
術
家
の
活
動
は
不
条
理
な
も
の
と
な
る
｡
も
は
や
新
し
い
も

の
'
真
剣
な
も
の
'
つ
ま
り
創
造
が
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
ち
な
が
ら
創
造
活
動
を
続
け
る
と
い
う
不
条

理
で
あ
る
｡
二
十
五
章
に
登
場
す
る
悪
魔
は
ゲ
ー
テ
の
詩
を
引
用
し
て
t
も
ぼ
や
か
の
古
典
的
な

｢
全
的
な
も
の
｣
を
提
供

し
得
る
の
は
悪
魔
だ
け
で
あ
る
と
豪
語
L
t
そ
れ
を
外
的

･
社
会
的
な
原
因
か
ら
説
明
す
る
の
は
不
十
分
で
あ
る
､
音
楽
そ

の
も
の
が
'
作
曲
そ
の
も
の
が
絶
望
的
に
困
難
に
な

っ
た
の
だ
'

｢作
品
を
不
可
能
に
す
る
困
難
は
作
品
そ
の
も
の
の
奥
深

い
と
こ
ろ
に
あ
る
｣

(六
-
三
二
〇
)
と
い
う
｡
伝
統
的

･
因
習
的
芸
術
手
段
の
死
を
前
に
し
て
､

｢な
お
そ
の
形
式
を
罪

ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
遊
び
の
活
力
を
高
め
る
｣
抜
け
道
'
す
な
わ
ち
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
可
能
性
も
ア
-
ド
-
ア
ン
自
身
に
よ

っ
て

否
定
さ
れ
て
い
る
｡

悪
魔

｢わ
か
っ
て
い
る
､
わ
か
っ
て
い
る
'
パ
ロ
デ
ィ
ー
だ
ろ
｡
パ
ロ
デ
ィ
ー
も
今
の
よ
う
に
貴
族
的
な
ニ
ヒ
-
ズ
ム

に
陥

っ
て
陰
気
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
確
か
に
お
も
し
ろ
い
だ
ろ
う
さ
｡
君
は
こ
の
よ
う
な
抜
け
道
か
ら
多
-
の
幸
福

と
偉
大
と
を
期
待
で
き
る
の
か
｡｣

ア
-
ド
-
ア
ン

(怒
っ
て
答
え
る
)

｢期
待
な
ん
か
し
て
い
な
い
さ
O｣
(六
-
≡
二
二
)

つ
ま
り
パ
ロ
デ
ィ
ー
が
今
日
で
は
陰
気
な
貴
族
的
ニ
ヒ
-
ズ
ム
の
変
種
'
換
言
す
れ
ば
高
所
か
ら
の
審
美
批
評
の
山
種
で
あ

る
こ
と
が
'
マ
ン
に
は
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

お
お
よ
そ
芸
術
創
造
の
閉
塞
状
況
を

｢打
開
｣
す
る
に
は
三
と
お
り
の
道
が
考
え
ら
れ
る
｡
パ
ロ
デ
ィ
ー
'
ま
だ
試
み
ら
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れ
て
い
な
い
こ
と
を
や
っ
て
み
る
'
新
し
-
.｢前
衛
｣
を
開
拓
す
る
と
い
う
意
味
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
､
そ
し
て
沈
黙
で

あ
る
｡
ア
-
ド
-
ア
ン
が
進
ん
だ
の
は
第
二
の
道
で
あ

っ
た
｡
そ
の
案
内
人
こ

そ
が
'

マ
ン
が

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』

執
筆
に
あ
た
っ
て
の

｢
枢
密
顧
問
官
｣

(
〓

-
二
九
≡
)
と
よ
ん
だ
'
テ
オ
ド
ー
ル
｡

W
･
ア
ド
ル
ノ
で
あ

っ
た
o

144

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
に
お
い
て
ア
ド
ル
ノ
が
果
た
し
た
役
割
に
関
し
て
は
す
で
に
多
-
の
研
究
者
が
報
告
を
行

っ

6

て
い
る
｡
ク
レ
ッ
チ
ュ
マ
I
の
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
講
演
､
二
十
二
章
で
の
十
二
音
技
法
の
構
想
､
悪
魔
の
哲
学
的
な
歴
史

｡
社

会
批
判
'
個
々
の
虚
構
の
音
楽
作
品
の

｢作
曲
｣
等
に
ア
ド
ル
ノ
か
ら
の
引
用
'
ま
た
は
助
力
の
あ
と
が
み
ら
れ
､
そ
れ
ら

は
か
な
り
詳
し
-
対
照
研
究
さ
れ
て
い
る
.
ま
た
マ
ン
自
身
に
よ

っ
て
も

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
成
立
』
-

特
に
後

7

に
削
除
さ
れ
た
部
分
-
-

に
ア
ド
ル
ノ
の
貢
献
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
｡
本
論
で
は
そ
れ
ら
に
留
意
し
な
が
ら
､

マ

ン
と
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
芸
術
観
の
質
の
違
い
､
特
に
芸
術
の
仮
象
性
の
評
価
を
め
ぐ
る
問
題
に
力
点
を
置
き
た
い
｡
そ
の

た
め
の
プ
レ
パ
ラ
ー
ト
と
な
る
の
が
'
ア
-
ド
-
ア
ン
が
閉
塞
状
況
を

｢
打
開
｣
し
よ
う
と
し
た
試
み
の
総
決
算
で
あ
り
､

｢
白
鳥
の
歌
｣
で
も
あ
る
オ
ラ
ト
-
オ

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
嘆
き
』
で
あ
る
｡

こ
の
架
空
の
オ
ラ
ト
-
オ
と
ア
ド
ル
ノ
の

『新
音
楽
の
哲
学
』
の
な
か
の

｢
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
と
進
藤
｣
と
い
う
論
文
と

の
関
連
は
非
常
に
密
接
で
あ
る
｡

マ
ン
が

『新
音
楽
の
哲
学
』
の
ど
の
版
を
読
ん
だ
の
か
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ

な
か
っ
た
よ
う
だ
が
ハ
ン
ス
･
ヴ
ィ
ス
キ
ル
ヒ
ェ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､

マ
ン
が
読
ん
だ

の
は

一
九
四

一
年
､

ニ
ュ
-

ヨ
ー
ク
版
の

"Z
u

rPh
il
o
s
op
h
ie
d
er
n
eu
en
M
u
szJh
"

で
あ
り
､
我
々
が
現
在
目
に
す
る

一
九
四
九
年
チ
ュ
-
ビ
ン
ゲ

8

ン
版
の

"P
h
'Iosop
h
z'e
d
er
n
eu
en
M

use.A"

で
は
な
い
.
こ
の
二
つ
の
版
に
は
テ
ク
ス
ト
に
多
少
の
異
動
が
あ
り
､
そ

れ
が
重
要
で
あ
る
と
ヴ
ィ
ス
キ
ル
ヒ
エ
ン
は
述
べ
る
.
四

一
年
版
で
マ
ン
が
印
を
付
け
て
読
ん
で
い
る
部
分
に
､
ア
ド
ル
ノ



が
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
十
二
音
技
法
に
お
け
る
非
合
理
な
呪
術
的
性
格
'
数
の
整
合
性
の
神
秘
主
義
な
ど
を
強
調
し
た
部
分

が
あ
る
｡
四
九
年
版
で
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
部
分
を
大
幅
に
削
除
し
た
が
'
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
非
合
理
性
が
伝
統
的
な
非
合

理
の
領
域
'
例
え
ば
迷
信
や
星
占
い
と
い
っ
た
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
'
従

っ
て
十
二
音
技
法
も
そ
う
い
う
も
の
だ
と

9

と
ら
れ
る
誤
解
を
恐
れ
て
の
削
除
で
あ
ろ
う
t
と
ヴ
ィ
ス
キ
ル
ヒ
エ
ン
は
い
う
｡

『新
音
楽
の
哲
学
』
は
も
と
も
と
ホ
ル
タ

ハ
イ
マ
I
と
の
共
著
に
な
る

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
補
説
と
な
る
べ
き
も
の
で
'
ア
ド
ル
ノ
の
真
意
は
こ
の

『啓
蒙
の
弁
証

法
』
で
繰
々
述
べ
た

｢
合
理
性
に
内
在
す
る
非
合
理
性
｣
を
'
つ
ま
り
啓
蒙
と
い
う
合
理
化

｡
脱
神
話
化
が
必
然
的
に
非
合

理
や
野
蛮
に
至
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
音
楽
の
領
域
に
お
い
て
証
明
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
だ
｡

十
八
世
紀
へ
ソ
ナ
タ
に
展
開
部

(D
u
rc
h
ftihr
ung)が
導
入
さ
れ
て
以
来
､
そ
の
曲
の
主
題
部

(Them
a)が
変
奏

(V
a
･

riatio
n
)
を
持
つ
よ
う
に
な
る
｡

こ
れ
は
こ
の
テ
ー
マ
と
い
う
客
観
的
な
も
の
の
主
観
的
展
開
の
兆
し
で
あ

っ
た
｡
し
か
し

ま
だ
テ
ー
マ
は
優
位
を
保

っ
て
お
り
'
主
観
は
客
観
に
従
属
的
で
あ

っ
た
｡
ベ
ー
ト
ー
ヴ

ェ
ン
に
い
た
る
と
展
開
部
で
テ
ー

マ
が
極
め
て
主
観
的
に
変
奏
さ
れ
､
テ
ー
マ
そ
の
も
の
が
デ
ユ
ナ
-
ミ
ッ
シ
ュ
に
な
る
.
こ
こ
で
は
客
観
的
テ
-
マ
と
主
観

的
変
奏
の
非
同

1
が
本
質
的
な
要
素
と
な
る
｡
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
時
代
に
ま
で
下
っ
て
-
る
と
へ
す
で
に
も
う
主
観
的
な
も
の

は
汲
み
尽
-
さ
れ
て
お
り
､

ど
ん
な
に
主
観
を
装
う
と
そ
れ
ら
す
べ
て
は
も
は
や
テ
ー
マ
と
し
て
'

つ
ま
り
客
観
と
し
て

｢使
用
済
み
｣
な
の
で
'
理
性
化

･
合
理
化

･
脱
神
話
化
'
つ
ま
り
主
観
の
優
位
は
崩
れ
'
再
び
客
観
が
支
配
的
に
な
る
｡

こ
の
時
点
で
な
お
調
性

(Tonalitat)
下
で
作
曲
を
す
る
な
ら
､
そ
れ
は
い
や
お
う
な
-
パ
ロ
デ
ィ
ー
'
ト
ラ
ヴ

ェ
ス
テ
ィ
ー

の
刻
印
を
帯
び
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
さ
て
ワ
ー
グ
ナ
ー
後
期
以
来

の
半
音
階

の
盛
ん
な
使
用
が
い
き
つ
い
た
の
が
無
調
性

(A
to
n
a
l
itat)
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
の
極
北
に
あ
る
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
は
'
｢
第
二
の
自
然
｣
と
化
し
た
'
つ
ま
り

客
観
的
規
範
と
な

っ
た
調
性
に
対
す
る
ア
ン
テ
ィ
･
テ
ー
ゼ
と
い
え
る
｡
し
か
し
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

次
の
1
歩
'
す
な
わ
ち
表
現
主
義
音
楽
に
お
け
る
半
音
階
の
氾
濫
と
い
う
内
的
な
自
然
の
重
荷
に
再
び
秩
序
を
も
た
ら
す
た

め
の
十
二
音
技
法
の
導
入
は
'
啓
蒙
の
帰
結
と
し
て
逆
説
的
に
主
観
を
抑
圧
し
て
し
ま
う
｡
つ
ま
り
音
列
の
厳
密
な
規
則
に
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よ
る

｢
自
由
な
｣
作
曲
法
の
止
歯
は
'
主
観
を
抹
殺
し
'
客
観
が
つ
い
に
覇
権
を
振
る
の
で
あ
る
o
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
十

二
音
技
法
は
以
上
の
よ
う
に
迷
信
や
星
占
い
と
い
っ
た
非
合
理
の
領
域
と
は
何
の
関
係
も
な
-
､
合
理
化
過
程

｡
啓
蒙
の
い

き
つ
い
た
主
観
の
抑
圧
と
い
う
非
合
理
な
の
で
あ
る
｡

マ
ン
は
し
か
し
四

1
年
版

『新
音
楽
の
哲
学
』
か
ら
う
け
る
印
象
､

つ
ま
り
伝
統
的
な
非
合
理
の
領
域
と
十
二
音
技
法
と
の
親
近
性
を
前
面
に
押
し
出
す
｡
悪
魔
と
い
う
､
現
代
芸
術
と
ド
イ
ツ

0‖り

の
危
機
を
語
る
に
は
い
さ
さ
か
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
形
象
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
銅
板
画

『
メ
ラ

ン
コ
-
ア
』
の
魔
方
陣
が
い
つ
も
机
の
う
え
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
'
不
気
味
な
数
の
整
合
性
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
｡

マ
ン
が
ア
ド
ル
ノ
ら
の
い
う
啓
蒙
の
弁
証
法
を
理
解
し
て
い
た
と
は
い
え
ま
い
｡
た
だ
小
説
の
醸
し
出
す
何
と
も

不
気
味
な
雰
囲
気
の
源
泉
と
し
て
､
こ
の
十
二
音
技
法
の
カ
バ
ラ
的
色
彩
の
濃
い
誤
解
を
､
ヴ
ィ
ス
キ
ル
ヒ
エ
ン
と
と
も
に

｢
生
産
的
な
誤
解
｣
と
よ
び
た
い
｡

再
び

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
嘆
き
』
に
も
ど
ろ
う
｡
ア
ド
ル
ノ
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
十
二
音

技
法
を
､
上
に
述
べ
た
よ
う
に
音
楽
史
の
最
終
段
階
と
考
え
て
い
る
｡
十
二
音
の
規
則
は

｢
窓
意
的
な
も
の
で
は
な
-
､
素

r=1

材
に
お
け
る
歴
史
の
強
制
を
構
成
し
た
も
の
｣
な
の
だ
｡
つ
ま
り
音
楽
と
い
う
素
材
は
客
体
に
よ
る
主
体
の
支
配
と
い
う
方

向
へ
傾
斜
し
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
十
二
音
技
法
の
厳
密
な
規
則
の
な
か
で
'
主
体
で
あ
る
作
曲
家
は
極
端
に
自
分

の
意
志
や
思
考
を
抹
殺
し
'
啓
蒙
が
い
き
つ
い
た
数
学
的
整
合
性
'
事
物
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
遂
行
す
る
｡
シ
ェ
ー
ン
ベ

ル
ク
の
計
算
し
尽
-
さ
れ
た
音
楽
は
､
｢
自
由
な
音
が

1
つ
と
し
て
な
い
｣
(六
-

六
四
五
)
ア
-
ド
-
ア
ン
の
最
後
の
作
品

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
嘆
き
』
と
な

っ
て
小
説
に
登
場
す
る
｡
こ
の
主
体
の
意
志

･
思
考
の
抹
殺
､
主
観
的
意
味
付
与

の
放
棄
､
つ
ま
り

｢組
織
さ
れ
た
無
意
味
｣
は
な
に
を
め
ざ
す
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ア
ド
ル
ノ
の
答
え
は
こ

う
で
あ
る
｡

｢新

音
楽
の
真
実
は
'
そ
れ
自
身
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
よ
り
も

[-
⊥

組
織
さ
れ
た
社
会
の
意
味
を
組
織

さ
れ
た
無
意
味
に
よ
っ
て
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
新
音
楽
は
現
状
の
も
と
で
は
'
限
定
的
否
定
の
態
度
を
と

2
ち
o
L

言
い
換
え
る
と
'
新
音
楽
に
お
け
る
主
体
の
抹
殺
と
そ
の
抽
象
化

･
対
象
化
'
す
な
わ
ち
客
体
化
､
あ
る
い
は
主
体

146



を
計
算
可
能
な
も
の
に
L
t
交
換
関
係
の
な
か
に
流
通
さ
せ
る
物
象
化
(V
erd
in
g
iic

hung)
は
'
す
で
に
物
象
化
し
て
し
ま

っ
て
､
切
り
捨
て
ら
れ
な
い
も
の
を

1
つ
の
定
数
に
し
た
て
あ
げ
る
'
つ
ま
り
非
同

一
な
も
の
に
同

山
化
を
強
要
す
る
悪
し

き
社
会
を
告
発
し
､
批
判
し
､
否
定
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
だ
｡
ア
ド
ル
ノ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
こ
の

否
定
の
主
眼
は
し
か
し
'
否
定
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
い
｡
さ
ら
に
ア
ド
ル
ノ

はつ
づ
け
る
｡

｢
こ
の
芸
術
の
非
入
間

3Hニ

性
は
､
世
界
の
非
人
間
性
を
､
人
間
的
な
も
の
の
た
め
に
凌
駕
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
｣
チ
ュ
1
-
ッ
ヒ
の

｢
ト
～
マ
ス
｡

マ
ン
･
ア
ル
ヒ
ー
フ
｣
に
遺
さ
れ
た
'
マ
ン
自
身
が
読
ん
だ
ア
ド
ル
ノ
論
文
の
現
物
に
は
､
こ

の
部
分
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン

41

が
引
か
れ
て
い
る
と
い
う
｡
こ
こ
に
は
新
音
楽
の
新
し
い
性
格
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
｡
組
織
さ
れ
た
無
意
味

｡
物
象
化
さ

れ
た
形
式
の
使
用
に
よ
っ
て
物
象
化
さ
れ
た
現
状
に
対
抗
し
な
が
ら
'
あ
ら
ゆ
る
同

一
化
に
限
定
的
否
定
を
も

っ
て
臨
み
p

否
定
に
よ

っ
て
､
そ
こ
に
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
'
意
志

･
思
考

･
感
情
な
ど
の
主
体
的
な
も
の
､
人
間
的
な
も
の
の
復
権

を
求
め
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
願
望
が
そ
れ
で
あ
る
｡
ア
-
ド
-
ア
ン
が

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
嘆
き
』
で
行

お
う
と
し
た

｢
打
開
｣
も
こ
の
文
脈
で
と
ら
え
ら
れ
る
｡
こ
の
オ
ラ
ト
-
オ
の
終
楽
章
に
ツ
ァ
イ
-
ブ
ロ
ー
ム
は
､
絶
望
の
彼
方
の
希
望
､

｢
信
仰
を
超
え
る
奇
跡
｣
(六
-
六
五

1
)
を
聴
こ
う
と
す
る
が
'
こ
れ
は

｢
も
う
な
い
｣
(N
ichT

M
eh
r)
も
の
を
認
識
し
､

｢
ま
だ
な
い
｣

(Noch
-N
ich
t)
も
の
を
指
向
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
希
求
の
表
明
と
と
れ
る
｡

も
う
少
し
詳
し
-
検
討
し
て
み
よ
う
｡
ア
ド
ル
ノ
は
十
二
音
技
法
の
冷
た
さ
'
非
人
間
的
性
格
､
否
定
の
容
赦
の
な
さ
が
､

再
び
暖
か
さ
'
人
間
性
へ
､
ア
ド
ル
ノ
の
術
語
で
い
え
ば

｢
越
冬
す
る
｣
た
め
に
は
'
つ
ま
り
絶
望
が
再
び
希
望
へ
と
超
越

す
る
た
め
に
は
'

こ
の
冷
た
い
数
学
的
音
列
が
再
び
表
現

(A

usd
r
uck)を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
｡

し
か

し
そ
の
表
現
は

｢嘆
き
｣
(K
la
g
e)
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
'
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
そ
の
後
期
に
対
面
し
た
問

題
を
指
摘
す
る
.

｢
嘆
-
主
体
を
哀
れ
に
思
っ
て
譲
歩
す
る
こ
と
な
し
に
'
ど
う
す
れ
ば
構
成

(K
o
n
stru
k
tio
n
)
は
表
現

51

へA
usd
r
uck
)
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡
｣
構
成
か
ら
表
現
へ
｡
つ
ま
り
十
二
音
技
法
に
よ
る
作
曲
も
ま
た
､
自
ら

の
厳
密
な
構
成
の
戒
律
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
表
現
に
な
り
え
な
い
へ
す
な
わ
ち
主
体
を
回
復
し
え
な
い
の
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だ
｡
｢
嘆
き
と
し
て
の
表
現
｣
'
こ
れ
が

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
嘆
き
』
の
主
た
る
特
性
で
あ

っ
た
｡
ベ
ー
ト
ー
ヴ

ェ
ン

の

『第
九
』
の
ネ
ガ

(｢
陰
画
｣､
N
egation
'
す
な
わ
ち

｢
否
定
｣
!
)
で
あ
る
こ
の

｢巨
大
な
嘆
き
の
変
奏
曲
｣
に
は
､

自
由
な
音
が

1
つ
と
し
て
な
い
そ
の
厳
密
な
構
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
主
体
の
奔
放
な
嘆
き
､
表
現
の
大
胆
さ
と
い
う
性
格

が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
不
毛
の
刻
印
を
押
さ
れ
た
パ
ロ
デ
ィ
ー
は
姿
を
消
す
｡
ツ
ァ
イ
ト
ブ

ロ
ー
ム
の
コ
メ
ン
ト
を
ひ
こ
う
｡

148

こ
れ
は

[-
-
】
表
現
の
再
獲
得
を
t
T

-
】
敢
え
て
言
え
ば
'
表
現
の
復
元
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
計
算

に
伴
う
冷
た
さ
が
表
現
的
な
魂
の
響
き
と
､
人
の
子
と
し
て
互
い
に
心
を
開
-
暖
か
さ
と
に
転
換
し
得
る
た
め
に
は
､

ど
う
し
て
も
達
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
､
精
神
と
形
式
の
か
の
段
階
に
立
っ
て
の
､
感
情
の
最
高
､
最
深
の
声
の
復
元

を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(六
1
六
四
三
)

こ
れ
が
ア
ド
ル
ノ
の
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
論
に
基
づ
-
ア
-
ド
-
ア
ン
の

｢
打
開
｣
の
試
み
だ

っ
た
｡
物
象
化
し
た
形
式
を

敢
え
て
実
践
L
t
そ
の
お
ぞ
ま
し
さ
を
も

っ
て
物
象
化
し
た
社
会
の
お
ぞ
ま
し
さ
に
対
抗
し
っ
つ
､
表
現
を
､
嘆
き
と
し
て

の
表
現
を
取
り
戻
す
試
み
が
'

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
嘆
き
』
に
お
け
る
捨
身
の
実
験
だ

っ
た
の
だ
｡
こ
の
試
み
が
現

状
否
定
で
あ
り
宥
和
の
拒
否
で
あ
る
こ
と
へ
そ
れ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
模
索
と
な
る
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
｡
し
か
し
マ
ン
が
こ

の
絶
望
の
彼
方
に
あ
る
希
望
を
､
"
E

s
は

ぼ

d
ie
H
o
ffn
u
n
g
j
ense
its
d
e
r
H
o
ffn
u
n
g
sl
osi
gk
eit)
d
ie
T
r
a
n
sZend
e
n
Z

d
e
r
V
e
rz
w
e
ift

ung
[,..

]

"

(

六
-
六
五

二

ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
筆
者
強
調
)
と
接
続
法
第
二
式
で
し
か
書

け
な
か
っ
た

61

の
は
､
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
あ
ま
り
に
か
そ
け
き
､
お
ぼ
ろ
な
も
の
で
あ
る
こ

と
の
証
左
と
は
な
る
ま
い
か
｡
否
定
に
よ

っ

て
の
み
予
感
さ
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
は
'
い
わ
ば
表
情
が
な
い
｡
た
だ
故
国
に
破
局
が
訪
れ
'
絶
望
の
淵
に
あ

っ
た
マ
ン
に

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
表
情
を
問
う
の
は
あ
ま
り
に
性
急
で
あ
ろ
う
L
へ
特
に
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
は
'
偽
り
の
希
望
､
早
す
ぎ
る

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
到
来
を
見
抜
き
'
否
定
を
繰
り
返
す
ユ
ー
ト
ピ
ア
模
索
の
み
が
'
唯

1
誠
実
な
知
的
努
力
な
の
で
あ
る
o
マ



ン
と
ア
ド
ル
ノ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
興
味
あ
る
問
題
に
は
､
こ
の
小
論
の
末
尾
に
も
う

1
度
た
ち
か
え
る
｡

暖
か
み
を
否
定
し
､
主
体
の
意
志
と
思
考
を
抹
殺
す
る
こ
と
で
'
音
楽
と
音
楽
家
は
自
ら
を
犠
牲
の
供
物
と
し
た
｡

｢新

音
楽
の
幸
福
は
､
不
幸
を
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
新
音
楽
の
美
の
す
べ
て
は
'
美
の
仮
象
に
身
を
ま
か
せ
な
い
こ
と
に
あ

71
る
｡
｣

ア
-
ド
-
ア
ン
も
創
造
へ
の

｢打
開
｣
を
'
結
果
的
に
は
悪
魔
に
魂
を
売
り
わ
た
す
と
い
う
自
己
燐
牡
を
以
て
購
う
｡

こ
の
犠
牲
行
為
は
キ
-
ス
ト
の
そ
れ
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
さ
せ
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
.
こ
こ
に
救
済
の
モ
テ
ィ
-
フ
が
あ
ら
わ

れ
る
｡
つ
ま
り
ツ
ァ
イ
ト
ブ

ロ
ー
ム
は
､

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
嘆
き
』
の
徹
底
的
な
構
成
､
無
機
的
な
数
学
的
音
列

か
ら
表
現
が
'
嘆
き
と
し
て
の
表
現
が
生
ま
れ
る
と
い
う
芸
術
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
'

｢
こ

の
上
な
い
救
い
の
な
さ
か
ら
､

極
め
て
か
す
か
な
疑
問
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
､
希
望
が
生
ま
れ
る
と

い
う
宗
教

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
｣

(六
-
六
五

二

を
み
て
い
る
の
で
あ
る
｡
事
実
魂
の
闇
に
沈
ま
ん
と
し
て
い
る
ア
-
ド
-
ア
ン
に
は
'
頼
髭
と
と
も
に
キ
-
ス
ト
の
､

｢
エ

ク
ツ
ェ
･
ホ
モ
｣
の
相
貌
が
与
え
ら
れ
て
い
る
し

(六
-
六
四

〇
へ
六
四
四
)
'

一
五
八
七
年
の
民
衆
本
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
な

ら

っ
て
友
人

1
同
に
罪
の
告
白
を
す
る
ア
-
ド
-
ア
ン
に
よ
り
そ
う
女
性
が
三
人

(
ク
エ
グ
ン
デ

｡
ロ
ー
ゼ
ン
シ
テ
ア
ィ
-

ル
'
メ
ー
タ

･
ナ
ッ
ケ
ダ
イ
､
ジ
ャ
ネ

ッ
テ
･
シ
ョ
イ
ル
)
で
あ
る
こ

と
も
'
十
字
架
に
よ
り
そ
う
三
人
の
女
'

マ
-
ア
･

マ
グ
ダ
レ
-
ナ
､
ヤ
コ
ブ
と
ヨ
ゼ
フ
の
母
'
そ
し
て
ツ
ェ
ベ
ド
イ
ス
の
子
供
達
の
母
の
三
人
と

1
致
す
る
｡
ア
-
ド
-
ア
ン

た
ち
が
遠
足
に
行

っ
た
の
は

｢受
難
劇
｣
が
上
演
さ
れ
る
オ
ー
バ
ー
ア
ン
マ
-
ガ
ウ
で
あ
り
､
ア
-
ド
-
ア
ン
が
､
そ
の
真

意
は
と
も
か
-
'
求
婚
し
た
女
性
の
名
は
マ
-
-

･
ゴ
ド
I
t
す
な
わ
ち

｢
マ
-
ア
'
ゴ
ッ
ト
｣
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
｡

決
定
的
な
の
は
'
つ
い
に
精
神
の
闇
に
沈
ん
だ
ア
-
ド
-
ア
ン
の
上
体
を
か
き
抱
-
シ
ュ
ヴ

ァ
イ
ゲ
シ
テ
ア
ィ
ル
夫
人
の
構

図
が
'

｢
ピ
エ
タ
｣
の
そ
れ
と
全
-
符
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

ユ
ー
ト
ピ
ア
願
望
'
絶
望
か
ら
希
望
へ
の
超
越

8‖り

は
'

マ
ン
の
場
合
へ
限
り
な
-
宗
教
に
近
づ
-
｡
小
説
の
末
尾
で
ツ
ァ
イ
ト
ブ

ロ
ー
ム
が
'

そ
れ
ま
で
使

っ
て
き
た

へich
)

を
や
め
､

"
E
in
ein
sam
er
M
a
n
n

faltだt
Seine
H
a
n
d
e
u
n
d
sp
ric
h
t
‥
G
ott
sei
eu
erer
ar
m
en
Seeie
gn
監

i

gV

m
ein
F
reu
n
d
,
m
ein
V
a.terla
n
d
."

(
六
1
六
七
六
㌧
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
筆
者
強
調
)
と
祈
る
と
き
､
主
語
に

(
M
an
n
V
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を
用
い
た
の
は
t
T
hoヨ
aS
M
a
n
n
自
身
が
最
後
に
小
説
に
登
場
し
'
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
と
も
と
れ
る
の
だ
｡

音
楽
の
み
な
ら
ず
文
学
も
同
じ
よ
う
な
創
造
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
は
､

マ
ン
自
身
十
分
に
認
識
し
て
い
た
｡
こ

の
小
説
は
す
な
わ
ち
'
創
造
の
不
可
能
性
を
説
-
創
造
と
い
う
､
奇
妙
な
自
己
撞
着
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
｡
で

は
小
説

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
は
ど
の
よ
う
な

｢
打
開
｣
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
問
い
に
対

す
る
答
え
は
､
マ
ン
が
オ
ラ
ト
-
オ

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
嘆
き
』
の
イ
デ
ー
を
こ
の
小
説
そ
の
も
の
で
実
践
し
よ
う

9Hリ

と
し
た
こ
と
に
お
い
て
'
半
ば
回
答
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
主
観
を
犠
牲
に
し
た
数
学
的
構
成
に
､
嘆
き
と
し
て
の
表
現
を

与
え
て
'
物
象
化
し
た
社
会
に
対
抗
し
っ
つ
人
間
的
な
も
の
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
の
が
､
新
音
楽

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博

士
の
嘆
き
』
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
あ

っ
た
｡
小
説
そ
の
も
の
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
も
'
そ
こ
に
あ
る
｡
小
説
の
構
成
は
四
十
七

章
'
お
よ
び
終
章
で
計
四
十
八
葦
と
な
る
が
t
.こ
れ
は
二
十
二
章
で
展
開
さ
れ
る
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
十
二
音
技
法
の
四
つ

の
変
形
'
原
型
､
反
行
､
逆
行
､
反
行
の
逆
行
､
つ
ま
り
十
二
×
四
-
四
十
八
の
数
に
対
応
し
て
い
る
｡
ま
た

一
～
十
二
章
､

十
三
～
二
十
四
章
､
二
十
五
～
三
十
六
章
'
三
十
七

～
四
十
八
章
と
い
う
ふ
う
に
こ
の
小
説
が
十
二
章
ず
つ
四
つ
の
部
分
に

わ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
切
れ
目
､

1
､
十
三
㌧
二
十
五
､
三
十
七
章
で
は
儀
舌
な
ツ
ァ
イ
ト
ブ

ロ
ー
ム
が

背
景
に
退
き
､
悪
魔
と
そ
の
係
累
'
あ
る
い
は
そ
の
分
身
が
前
面
に
で
て
-
る

(
一
章

･
ア
-
ド
-
ア
ン
の
デ
モ
ニ
ー
性
の

強
調
､
十
三
章

･
シ
ュ
レ
ッ
プ
フ
-
ス
'
二
十
玉
章

･
悪
魔
､
三
十
七
章

･
誘
惑
者
ザ
ウ
ル
･
フ
ィ
テ
ル
ベ
ル
ク
)
｡

ま
た

こ
の
小
説
の
初
版
本
七
七
二
ペ
ー
ジ
中
'
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
の
三
三
六
ペ
ー
ジ
目
で
悪
魔
と
の
対
話
が
終
わ
り
､
ア
-
ド
-

ア
ン
の
プ
ゥ
ァ
イ
フ
ェ
-
ン
グ
で
の
新
生
活
が
始
ま

っ
て
い
る
｡
そ
の
と
き
ア
-
ド
-
ア
ン
は
二
十
七
歳
半
へ
そ
の
死
は
ち

ょ
う
ど
二
倍
の
五
十
五
歳
の
と
き
で
あ
る
｡
そ
の
他
へ
例
え
ば
ア
-
ド
-
ア
ン
が
作
曲
し
た
二
十
六
の
作
品
の
う
ち
独
立
し

150



て
言
及
さ
れ
る
の
は
十
二
曲
で
あ
る
し
､
ア
-
ド
-
ア
ン
の
最
大
の
モ
デ
ル
で
あ
る
ニ
ー
チ
ェ
が
二
度
め
に
梅
毒
を
発
病
し

て
か
ら
死
ぬ
ま
で
が
十
二
年
で
あ
る
｡
十
二
に
限
ら
ず
､
こ
の
小
説
に
関
す
る
ほ
か
の
様
々
な
数
学
的
整
合
性
も
指
摘
さ
れ

02

て
い
る
｡
さ
き
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の

｢
魔
方
陣
｣
に
ふ
れ
た
が
､
こ
の
小
説
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
魔
方
陣
的
で
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
厳
密
な
数
学
的
構
成
､
形
式
の
戒
律
の
な
か
で
'

マ
ン
は
芸
術
の
'
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
終
末
の
歌
を

歌
う
の
だ
｡

し
か
し
な
が
ら
小
説

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
が
オ
ラ
ト
-
オ

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
嘆
き
』
と
同
じ
ポ
テ
ン
シ

ャ
-
テ
ィ
ー
を
秘
め
た

｢
作
品
｣
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
｡
オ
ラ
ト
-
オ
の
ほ
う
は
な
ん
と
い
っ
て
も
実
際
に
作
曲
さ
れ
て

い
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
t
と
い
う
議
論
は
こ
の
場
合
的
外
れ
で
あ
ろ
う
｡
問
題
は
音
楽
か
文
学
か
で
あ
る
｡
オ
ラ
ト

-
オ
に
は
た
し
か
に

"
D
enn
ich
sterb
e
als
ein
b
aser
u
n
d
g
u
ter
C
h
rist.=
(
六

-
六
四
六
)
と
い
う
､
十
二
(-
)

シ
ラ
ブ
ル
か
ら
な
る
'
ア
ド
ル
ノ
の
ア
イ
デ
ア
に
よ
る

｢
歌
詞
｣
ら
し
き
も
の
は
あ
る
し
､
民
衆
本
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
い
う
テ

ク
ス
ト
を
下
敷
き
に
し
て
は
い
る
｡
し
か
し
そ
の
本
質
は
エ
コ
ー
を
駆
使
し
た
音
の
構
成
で
あ
り
'
絶
望
か
ら
希
望
へ
の
逆

転
の
契
機
が
ツ
ァ
イ
ト
ブ

ロ
ー
ム
の
耳
に
と
ど
-
の
は
'
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
み
に
よ
る
最
終
楽
章
で
の
こ

と
な
の
だ
｡
こ
こ

で
音
楽
は

｢
言
葉
な
き
言
葉
｣
(sp
rec
h
end
e
U
n
gesp
ro
c
h
enh
eit)
(六
-

六
五

〇
)
と
定
義
さ
れ
て
い
る
｡

音
楽
は
す

な
わ
ち
'
言
葉
と
そ
の
意
味
と
い
う
窓
意
的
な
強
制
関
係
､
意
味
の
牢
獄
'
つ
ま
り
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ェ
フ
ィ
エ
の
対
応

関
係
と
い
う
制
度
的
な
も
の
を
離
れ
た
､
極
め
て
抽
象
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
い
え
る
｡

一
方
小
説
は
言
葉
と
い
う
具
体
的
な
メ

デ
ィ
ア
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
.

マ
ン
の
言
葉
は
特
に
'
そ
の
制
度
'
つ
ま
り
ド
イ
ツ
語
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言

語
の
制
度
を
破
壊
す
る
方
向
に
は
進
ま
な
か

っ
た
｡
逆
に
マ
ン
は
ド
イ
ツ
語
の

｢
魔
術
師
｣
と
し
て
､
そ
の
制
度
を
最
大
限

に
利
用
し
､

ニ
ュ
ア
ン
ス
や
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
も
の
を
イ
ロ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
意
味
付
け
に
駆
使
し
た
作
家
だ

っ
た
｡

つ
ま
り

マ
ン
の

｢
嘆
き
｣
は
伝
統
的
な

｢
嘆
き
｣
の
パ
ロ
ー
ル
と
酷
似
L
t
平
板
化
'
因
習
化
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
音
列
を
模
倣
し
た
か
に
み
え
る
小
説
の
章
立
て
は
､

一
見
し
て
わ
か
る
種
類
の
も
の
で
は
な
-
'
い
わ
ば

｢
暗
い
遊
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び
｣
で
あ
り
'
小
説
が
そ
れ
に
よ

っ
て
'
オ
ラ
ト
-
オ
に
自
由
な
音
が

一
つ
も
な
い
ほ
ど
に
は
､
緊
密
な
構
成
を
え
た
と
は

思
え
な
い
｡
む
し
ろ
三
十
四
章
を
三
つ
に
分
け
た
り
､

マ
ン
の
家
族
の
生
涯
'
例
え
ば
マ
ン
の
妹
カ
ル
ラ
を
モ
デ
ル
に
し
た

ク
ラ
-

ッ
サ
の
自
殺
の
章
な
ど
を
'

｢
少
な
-
と
も
人
間
的
な
'
市
民
的
な
世
界
が
今
日
そ
の
刻
印
を
帯
び
て
い
る
破
局
の

徴
｣

(六
-
五

〇
三
)
と
し
て
挿
話
的
に
も
り
こ
む
な
ど
'
大
仰
な
不
自
然
さ
が
露
出
す
る
こ

と
に
な

っ
て
し
ま
う
｡

形
式
原
理
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
新
し
さ
と
内
容
の
保
守
性
と
の
間
の
決
定
的
な
酪
酸
は
､
小
説

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』

が
'
よ
し
悪
魔
が
登
場
す
る
に
せ
よ
'
極
め
て
伝
統
的
な
手
法
に
よ
る
-
ア
-
ズ
ム
小
説
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
｡
例
え

ば
作
中
人
物
の
語
り
手
ツ
ァ
イ
ト
ブ

ロ
ー
ム
は
､
こ
れ
か
ら
我
が
友
ア
-
ド
-
ア
ン
の
話
を
す
る
ぞ
､
と
仮
想
さ
れ
た
読
者

に
語
り
か
け
る
こ
と
で
物
語
を
は
じ
め
る
が
'
こ
の
方
法
が
物
語
の
常
套
手
段
で
あ
る
こ

と
は
多
言
を
要
し
な
い
｡
シ
ュ
タ

12

ン
ツ
ェ
ル
の
分
類
に
従
え
ば

｢
周
縁
的
な

一
人
称
の
語
り
手
｣
､
つ
ま
り
事
件
や
主
人
公
の
周
縁
に
い
て
､
伝
記
作
者
､
年
代

記
作
者
を
装
う
ツ
ァ
イ
ト
ブ
ロ
ー
ム
は
'
自
分
が
い
な
か

っ
た
場
面
の
報
告
を
す
る
際
､

｢
私
は
心
情
的
に
そ
こ
に
い
た
の

だ
｣
(六
1
五
七
六
)
と
苦
し
い
言
い
わ
け
を
し
､
｢
私
は
知

っ
て
い
る
｣
と
い
う
語
り
手
の
遍
在
を
守
る
た
め
､
い
わ
ば
オ

-
ン
ボ
ス
の
山
か
ら
下
り
よ
う
と
し
な
い
｡
そ
の
意
味
で
小
説

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
は
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
ク
･
カ
イ
ザ

ー
が
十
八
世
紀
以
来
の
小
説
を
要
約
し
､

｢
1
人
の

(虚
構
の
)
語
り
手
に
よ

っ
て
話
さ
れ
p

山
人
の
個
人
的
な
読
者
を
と

22

り
こ
む
｣
と
し
た
'

一
九
五
〇
年
代
の
い
さ
さ
か
色
禎
せ
た
小
説
の
定
義
に
ま
さ
に
合
致
す
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
常
套

的
手
法
を
用
い
た
小
説
自
体
は
､
も
は
や
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
｡
ア
-
ド
-
ア
ン
に
よ

っ
て
拒
否
さ
れ
､

不
毛
な
貴
族
的

ニ
ヒ
-
ズ
ム
と
さ
れ
た
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
領
域
に
'

マ
ン
は
や
は
り
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

パ
ロ
デ
ィ
ー
は
上
に
あ
げ
た
小
説
全
体
の
ス
タ
イ
ル
は
も
ち
ろ
ん
各
々
の
単
鑑
相
や
､
文
章
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
に
ま
で
及
ん
で

い
る
｡
ク
ン
プ
の
話
す
ル
タ
ー

･
ド
イ
チ
ュ
､
全
編
に
わ
た
る
ツ
ァ
イ
ト
ブ

ロ
ー
ム
の
'
回
り
-
ど
い
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
教
師

風
の
ド
イ
ツ
語
が
パ
ロ
デ
ィ
ー
､
Ⅰ

あ
る
い
は
言
語
の
領
域
に
お
け
る
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
Ⅰ

で
あ
る
こ
と
は
日
本
人
の
ド

イ
ツ
語
感
を
も

っ
て
し
て
も
'
明
確
に
わ
か
る
.

｢危
機

･
破
局

･
終
末
｣
と
い
う
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
ツ
ァ
イ
ト
ブ

ロ
ー
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ム
の
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
美
文
調
は
'
た
と
え
そ
こ
に

｢
恐
ろ
し
い
素
材
を
滑
稽
味
で
中
和
す
る
｣

〓

1
-

〓
ハ
四
)
と
い

う
マ
ン
の
意
図
が
あ

っ
た
に
せ
よ
､
テ
ー
マ
の
厳
粛
さ
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
｡
例
え
ば
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
｡

●●
U

b
e
r

D

euts
c
htan
d

s
c
htagt
d

asV
e
r
d
e
r
b

en
zu
sam
m
en,1
m
S
c
h
u
tt
u
n
se
r
e
r

S
ta
d
te
h
a
u

sen)

v
o
n
L
e
r

■

c

hen
fe
ttVd
ie

R
a

tten,[…
]
d
a
s

E
n
d
e
k

o
m

m

t
}

es
kom
mt
d
a
s

E
n
d
e
}

esgeh
et
s
c

hon
a
u
f
u
n
d

b
r
ic
h
t

d

ahertib
e
r
d
ic
h
,
d
u

E
in
w
o
h
n
e
r
d

es
L
an
d
e
s
.
(
六

-
五

七

六

)

U
n
s
e
r
e
z
e
r
s
c
h

m
etterten
und
z
e
r
m
ti

rbtenS
t
a
d
t
e
fa
t1e

nwi
e
r
e
ife

P
f
ia
u

m
en.
(
六

1
六

三

六

)

｢終
わ
り
が
-
る
'
終
わ
り
が
-
る
､
汝
こ
の
国
の
住
民
よ
｣
｢
熟
れ
た
す
も
も
の
よ
う
に
町
が
陥
落
し
て
い
-
｣
｡
こ
の

よ
う
な
美
辞
麗
句
は
､
か
え
っ
て
対
象
へ
の
遊
戯
的
な
距
離
を
保
証
し
て
し
ま
う
｡
ま
た
ベ
ー
ダ

･
ア
レ
マ
ン
は
そ
の
重
要

な
イ
ロ
ニ
ー
論
の
中
で
'
ア
-
ド
-
ア
ン
と
ニ
ー
チ
ェ
と
ド
イ
ツ
の
破
滅
を

｢
自
然
主
義
の
が
ら
-
た
置
場
｣
か
ら
引
き
ず

り
だ
し
て
混
ぜ
あ
わ
せ
､
破
滅
そ
の
も
の
を
パ
ロ
デ
打
-
化
し
て
い
る
こ
と
を

マ
ン
自
身
が
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
､
こ
の
小

2

説
で
マ
ン
が
病
ん
で
い
る

｢
内
的
な
平
灰
の
あ
わ
な
さ
｣
が
あ
る
t
と
指
摘
し
て
い
る
｡

以
上
を
整
理
す
る
と
､
小
説

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
は
'
そ
の
形
式
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
図
､
つ
ま
り
新
音
楽
の
形

式
原
理
の
文
学
に
お
け
る
実
践
の
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
内
実
は
伝
統
的
-
ア
-
ズ
ム
､
し
か
も
パ
ロ
デ
ィ
ー
が
支
配
的

で
あ
り
'
そ
れ
が
た
め
に
芸
術
の
危
機
を
パ
ラ
デ
ィ
グ
マ
に
し
た
'
ド
イ
ツ
の
､
い
や
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
全

体
の
危
機
と
破
滅
を
､
マ
ン
に
は
そ
の
意
図
が
な
か
っ
た
に
せ
よ
'
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
て
い
る
'
と
な
る
｡
確
か
に
そ
の
と

お
り
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
こ
そ
マ
ン
の
特
質
､
か
つ
本
質
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

｢
平
伏
が
あ

わ
な
い
｣
こ

と
'
つ
ま
り
解
体
的
な
も
の
を
構
成
す
る
逆
説
､
A

un6
su
n
g
の

G
est

altun
g
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
こ
そ
､
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マ
ン
の
1
質
し
た
イ
ロ
ニ
ー
的
創
作
原
理
で
な
か
っ
た
か
｡
あ
の

『プ
デ
ン
ブ

ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
が

『
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
の

手
紙
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
｡
エ
ロ
ス
と
死
へ
崩
れ
落
ち
て
い
-
ア
シ
ェ
ン
バ
ハ
の
物
語
は

限
り
な
-
塑
像
的
な
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
｡
無
秩
序
と
解
体
を
体
現
す
る
フ
ァ
ム
･
フ
ァ
タ
ー
ル
､
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
｡
シ

ョ
ー
シ
ャ
と
へ

｢
人
生
の
厄
介
息
子
｣
カ
ス
ト
ル
プ
を

｢
奪
い
あ
う
｣
ゼ
テ
ム
プ
-
-
こ
の
西
欧
的

ロ
ゴ
ス
の
健
吉
は
､
同

じ
く
フ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
る
ツ
ァ
イ
ト
ブ

ロ
ー
ム
の
そ
れ
を
凌
駕
し
て
余
り
あ
る
｡

マ
ン
が
そ
の
ど
-
初
期
か
ら

一
貫
し
て
解

体
的
な
深
淵
の
上
に
構
成
と
い
う
綱
を
は
り
'
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
命
懸
け
の
バ
ラ
ン
ス
芸
で
解
体
の
誘
惑
に
抗
し
て
き
た
と

い
う
鳥
轍
図
は
､
さ
ほ
ど
ピ
ン
ト
は
ず
れ
だ
と
は
い
え
ま
い
｡

154

四

小
説

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
は
マ
ン
の
意
図
に
反
し
て
'
オ
ラ
ト
-
オ

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
嘆
き
』
と
は
違

っ
た
も
の
に
な

っ
た
｡

大
胆
な
言
い
方
を
す
れ
ば
'

マ
ン
は
つ
い
に
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
な
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
だ
｡

マ
ン
が
自
分
を
､
ジ
ョ
イ
ス
や
ピ
カ
ソ
や
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
に
比
べ
て

｢
気
の
抜
け
た
伝
統
主
義
者
｣
と
感
じ
て
い
た
こ
と

42

は
知
ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
に
マ
ン
の
モ
デ
ル
ニ
テ
-
ト
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
｡

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
成
立
』
に

マ
ン
は
､

｢
自
分
は
文
体
と
し
て
は
そ
も
そ
も
パ
ロ
デ
ィ
ー
し
か
知
ら
な
い
'
こ
の
点
で
ジ
ョ
イ
ス
に
近
い
｣

(
〓

-

1

八

〇
)
と
自
分
の
日
記
を
引
用
L
t
ま
た
ハ
-
1
･
レ
ヴ
ィ
ン
の
ジ
ョ
イ
ス
論
を
読
ん
で
ジ
ョ
イ
ス
に
親
近
感
を
感
じ
る
と

書
い
て
い
る
が
､

マ
ン
の
こ
の
記
述
を
鵜
呑
み
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
L
t
マ
ン
自
身
も
四
四
年
に
は

1
日
言

の
自
己

52

理
解
を
撤
回
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
･
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
関
し
て
も
､

マ
ン
が

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
で

試
み
た
そ
れ
は
'
ジ
ョ
イ
ス
や
デ
ー
ブ
-
1
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
の
よ
う
に
異
化
的
な
効
果
を
持
つ
も
の
で
は
な
-
､

｢
生

き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
を
文
化
的
産
物
､
神
話
的
ク
-
シ
ュ
ー
の
姿
と
み
な
し
'

『独
立
し
た
』
発
明
よ
り
も
引
用
を



好
む
｣

(
〓

-
二
四
八
)
マ
ン
の
基
本
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
､
つ
ま
り
オ
-
ジ
ナ
-
テ
ィ
ー
の
不
可
能
性
の
承
認
､
伝
統
と

の
パ
ロ
デ
ィ
ー
的
な
連
続
性
の
あ
ら
わ
れ
t
と
し
な
-
て
は
な
る
ま
い
｡
し
か
し
モ
デ
ル
ニ
テ
-
ト
の
概
念
規
定
が
広
い
幅
､

様
々
な
見
解
を
許
容
す
る
も
の
な
の
で
'
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
こ
の
問
題
に
は
た
ち
い
ら
な
い
｡

も
う

一
度
ア
ド
ル
ノ
に
も
ど
ろ
う
｡
マ
ン
は

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
第
四
十
六
章
の
最
後
の
四
十
行
､
あ
の
g
の
音

が
夜
空
に
輝
-
星
に
な
る
部
分
が
今
の
も
の
と
は
違
い
'
神
学
的
に
も

っ
と
明
る
い
､
楽
観
的
な
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
の
成
立
』
に
伝
え
て
い
る
｡
そ
れ
が
ア
ド
ル
ノ
の
勧
め

で
今

の
結
末

に
書
き
か
え
ら
れ
た
の
だ

(
ニ

ー
二
九
四
)
O
ア
ド
ル
ノ
も
ま
た

『
ト
ー
マ
ス
･
マ
ン
の
肖
像
に
よ
せ
て
』
に
'
マ
ン
の
終
結
部
の
処
理
が
余
り
に
ポ

ジ
テ
ィ
ヴ
で
あ
り
書
き
か
え
を
せ
ま

っ
た
こ
と
'
そ
れ
を
聞
い
て
マ
ン
が
衷
し
げ
な
顔
を
し
た
旨
を
伝
え
て
い
る
｡
ア
ド
ル

お

ノ
に
と
っ
て
は

｢
他
者
の
限
定
的
否
定
の
力
だ
け
が
唯

1
許
さ
れ
た
符
丁
｣
な
の
だ
｡
ア
ド
ル
ノ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
肯
定
性

の
な
か
に
は
な
い
｡

ユ
ー
ト
ピ
ア
が

1
つ
の
像
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
承
認
し
な

い
ア
ド
ル
ノ
に

ユ
ダ
ヤ
的

｢
偶
像
禁

止
｣
(B
ild
e
rverbot)
の
戒
律
を
み
る
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
.
限
定
的
否
定
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
到
来
の
あ
ら
ゆ
る
詐
称
に
対

27

す
る
誠
実
な

｢
香
｣
で
あ
り
'
新
音
楽
は

｢
瓶
に
入
れ
て
海
に
流
す
手
紙
｣
(F
la
sch
en
p
ost)
と
し
て
､
つ
ま
り
ま
だ
こ
こ

82

に
い
な
い
人
々
へ
の
'
｢
非
在
の
証
人
｣
へ
の
置
き
手
紙
と
な
る
｡
仮
象

(S
c
h
ein
)
は
宥
和
と
し
て
敢
然
と
退
け
ら
れ
る
の

だ
｡マ

ン
は
そ
う
で
は
な
い
.
あ
の
g
の
音
は

｢
恩
寵
｣
(G
n
ad
e)
の
頭
文
字
で
あ
る
｡

『プ
デ
ン
ブ

ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
揺ヽ

天
国
が
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
意
味
の
宣
言
'
い
わ
ば
信
仰
で
終
わ
る
｡

『魔
の
山
』
は
漠
然
と
し
た
愛
の
予
感
で
'

『
フ
92

ァ
ゥ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
は
信
仰
を
超
え
る
奇
跡
へ
の
希
望
で
閉
じ
ら
れ
る
｡
｢
信
仰

･
愛

･
希
望
｣
､
使
徒
パ
ウ
ロ
の
手
紙
そ

の
ま
ま
で
あ
る
｡
さ
ら
に

『選
ば
れ
し
人
』
は
ま
さ
に

｢
恩
寵
｣
で
終
わ
る
の
だ
｡

マ
ン
の
キ
-
ス
ト
教
的
側
面
が
現
れ
た

か
に
み
え
る
｡
こ
れ
ら
の
愛
や
希
望
を
'
感
傷
で
あ
り
､
逃
避
で
あ
る
と
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
･
エ
ム
-
ヒ
は
批
判
す
る
｡

エ
ム

-
ヒ
は
マ
ン
が
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
一
点
と
し
て

｢
生
の
外
部
に
｣
イ
ロ
ニ
ー
の
場
を
持
ち
､
そ
こ
か
ら
現
実
の
生
と
戯
れ
る
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0

が
,
そ
れ
は
愛
や
救
済
と
い
っ
た
感
傷
へ
移
行
す
る
,
と
書
信
.
そ
し
て

｢
経
験
的

･
歴
史
的
カ
テ
ゴ
-
1
の
助
け
で
人
間日印3

の
世
界
を
意
味
深
く
形
成
し
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
､
近
代
の
あ
ら
ゆ
る
悪
し
き
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
絡
蔦
を
告
げ
る
｣
､

つ
ま
り
絶
望
か
ら
出
発
す
る
カ
フ
カ
を
高
-
評
価
す
る
の
で
あ
る
｡

ア
ド
ル
ノ
も
ま
た
'

カ
フ
カ
は
作
品
と
読
者

の
間
に

あ

っ
た
美
的
距
離
を
消
滅
さ
せ
'
読
者
が
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
ェ
の
恒
常
的
脅
威
､
つ
ま
り
グ
レ
ゴ
ー
ル
｡
ザ
ム
ザ
や
ヨ
ー
ゼ

23

フ

･
K
に
起

っ
た
こ
と
を
安
全
な
距
離
か
ら
傍
観
す
る
の
を
許
さ
な
い
t
と
評
価
し
て
い
る
｡

マ
ン
は
､
た
と
え
イ
ロ
ニ
ー

的
な
'
距
離
を
と
っ
た
感
傷
で
あ
っ
て
も
へ

半
ば
真
剣
に
そ
の
願
い
を
こ
め
て
愛
､

救
済
､

恩
寵
を
口
に
す
る
｡

世
界
の

救
い
難
さ
を
知
り
'
出
口
な
し
の
状
況
に
あ

っ
て
も
希
望
を
捨
て
な
い
｡
マ
ン
の
文
学
は

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
以
後

か
え
っ
て
そ
の
仮
象
性
を
強
め
て
い
-
｡
例
え
ば
マ
ン
は

『選
ば
れ
し
人
』
で
ク
レ
メ
ン
ス
と
い
う
ツ
ァ
イ
ト
ブ

ロ
ー
ム
と

一
見
似
か
よ

っ
た
作
中
人
物
の
語
り
手
を
想
定
し
て
お
き
な
が
ら
'
実
は
そ
れ
が

｢
物
語
の
精
神
｣
と
い
う
全
-
概
念
レ
ベ

ル
の
異
な

っ
た
も
の
､
い
わ
ば
物
語
の

｢
深
層
構
造
｣
'
物
語
の
生
産
現
場
'
い
わ
ば

｢
言
葉
の
機
関
室
｣
の
表
層
化
に
す

ぎ
な
い
こ
と
を
そ
の
冒
頭
で
明
ら
か
に
す
る
.
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
､
あ
れ
ほ
ど
生
真
面
目
に
1
人
称
の
語
り
手
の
立
場
を

守
ろ
う
と
し
た
ツ
ァ
イ
-
ブ

ロ
ー
ム
の
放
棄
'

｢
ク
レ
メ
ン
ス
が
語
る
こ
と
｣
は
実
は

｢
ク
レ
メ
ン
ス
が
語
る
こ
と
で
は
な

い
｣
こ
と
の
暴
露
､
マ
ン
が
守
っ
て
き
た
形
式
内
在
性
の
放
棄
､
つ
ま
り

『選
ば
れ
し
人
』
が
物
語
り
に
つ
い
て
の
物
語
り
P

小
説
に
つ
い
て
の
小
説
'

｢
メ
タ
小
説
｣
で
あ
る
と
い
う
自
己
申
告
と
な
る
｡
こ
れ
は

｢
こ
こ
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
仮
象
で

あ
る
｣
と
い
う
宣
言
で
あ
り
､
そ
れ
故
に
読
者
は
'
グ
レ
ゴ
-
ウ
ス
が
ハ
-
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
な
体
に
な

っ
て

｢
地
の
乳
｣
を

33

す
す
り
な
が
ら
十
七
年
生
き
延
び
よ
う
が
'
教
養
の
な
い
漁
師
の
妻
が
高
雅
な
韻
文
調
で
話
そ
う
が
､

｢
こ
れ
は
仮
象
で
あ

り
遊
び
な
の
だ
｣
と
笑
み
を
浮
か
べ
て
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
｡
ア
ド
ル
ノ
の
こ
と
ば
で
い
う
と
マ
ン
は

｢
芸
術
作
品
に
､

そ
れ
が
素
朴
で
な
い
も
の
の
素
朴
さ
を
も

っ
て
仮
象
を
極
め
て
頑
迷
に
真
実
で
あ
る
と
提
示
す
る
以
前
に
持

っ
て
い
た
､
か

鮎

の
高
度
な
遊
び

(h6he

re
r

l
u
x
)
と
い
う
性
格
を
取
り
戻
し
て
や

っ
た
｣

の
だ
｡
『
ク
ル
ル
』
が
仮
象
を
こ

と
と
す
る
詐
欺

師
で
あ
る
こ
と
､
世
界
は
だ
ま
さ
れ
る
事
を
望
ん
で
い
る
､
と
い
う
の
が
か
れ
の
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
-
の
も
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無
駄
で
は
あ
る
ま
い
｡

仮
象
を
ア
ド
ル
ノ
の
現
代
芸
術
論
に
基
づ
い
て
ア
-
ド
-
ア
ン
に
否
定
さ
せ
た
マ
ン
は
､
ア
ド
ル
ノ
と
は
全
-
逆
の
方
向

へ
む
か
っ
た
｡
す
な
わ
ち
マ
ン
は
再
び
芸
術
に
仮
象
と
遊
び
を
許
し
た
の
で
あ
る
0

マ
ン
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
も
の
の
性
格
は
こ
れ
に
よ

っ
て
微
妙
な
変
化
の
跡
を
み
せ
る
｡
紙
数
の
関
係
で
急

ぎ
足

ヽ

ヽ
ヽ

に
な
る
が
･
こ
の
変
化
を
跡
付
け
て
み
よ
う
｡
1
九
四
五
年
に
マ
ン
は
､
破
滅
し
た
ド
イ
ツ
の

｢
恩
寵
｣
を
信
じ
三

社
会
奉

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

仕

の
ヒ

ユ
ー
マ
1妄

ム
が
ど
う
し
て
ド
イ
ツ
的
性
格
に
と
っ
て
'
異
質
の
不
愉
快
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
｣

(
二
千

九
六

1
以
下
)
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
｡
四
七
年
'

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
危
機
の
認

識
,
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
が
も
は
や
悪
し
き
現
実
と
の
宥
和
に
し
か
役
立
た
な
い
と
い
う
先
鋭
な
認
識
は
､
マ
ン
に
と
っ
て

は
つ
い
に
血
肉
化
し
た
思
想
と
は
な
ら
ず
､
物
語
り
は

｢
恩
寵
｣
に
帰
し
て
い
る
｡

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
の
付
論
と

で
も
い
う
べ
き
四
七
年
の
IT

チ
ェ
論
で
マ
ン
は
こ
れ
を
言
い
換
え
､
ど
ろ
ど
ろ
し
た
冥
府
的
な
二

言

土

完

シ
ふ
な
も

の
を
通
過
し
た

｢
宗
教
的
な
色
彩
を
帯
び
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
｣

(九
-
七

二

)
を
､
つ
ま
り
絶
望
か
ら
希
望
へ
の
超
越

を
語
る
｡

マ
ン
は
ま
だ
肯
定
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
､

｢
恩
寵
｣
が
実
現
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
捨
て
て
い
な
い
｡
し
か
し
五
〇
年

代
に
入
る
と
そ
の
発
言
は
変
化
を
み
せ
は
じ
め
る
｡
ド
イ
ツ
の
分
裂
が
決
定
的
に
な
り
､
冷
戦
の
時
代
が
始
ま
る
｡
ル
ー
ズ

ヴ

ェ
ル
ト
の
死

(
1
九
四
五
年
四
月

二

言

)
と
ト
ル
ー
マ
ン
の
登
場
に
よ
っ
て
'
ア
メ
-
カ
は
'
ア
イ
ス
ラ
ー
や
ブ
レ
ヒ

ト
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
､
マ
ン
に
と
っ
て
さ
え
住
み
に
-
い
国
と
な

っ
た
｡
四
九
年
'
ゲ
エ

ア
講
演
の
た
め
に
東
側
の
ワ

イ
マ
ー
ル
へ
赴
い
た
マ
ン
に
対
し
て
始
ま

っ
た
西
側
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
反
-
1
マ
ス
･
マ
ン
･
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
､
ア
メ
リ

カ
で
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
'
マ
ン
に
社
会
主
義
者

･
共
産
主
義
シ
ン
パ
と
い
う
お
よ
そ
1
面
的
で
的
外
れ
な
レ
ッ
テ
ル
が
は

ら
れ
る
｡
悪
名
高
き

｢非
米
活
動
警

貝
会
｣
が
隆
盛
を
き
わ
め
'

｢赤
狩
り
｣
を
進
め
る
｡
五
二
年
に
マ
ン
は
自
分
の
戦
時

53

中
の
講
演
活
動
を
振
り
返
り
'
皮
肉
を
こ
め
て
'
あ
の
頃
は
私
の
民
主
主
義
を
信
奉
す
る
楽
観
主
義
の
花
の
盛
り
｣
だ

っ
た
､

と
い
う
｡
息
子
の
ゴ
ー
ロ
:

ン
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
'
マ
ン
は

｢
入
間
に
は
も
う
希
望
が
持
て
な
い
､
よ
り
高
い
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と
こ
ろ
を
め
ざ
す
あ
ら
ゆ
る
者
が
な
し
と
げ
て
き
た
仕
事
に
比
べ
ら
れ
る
べ
き
私
の
仕
事
も
'
実
際
は
無
駄
だ
っ
た
の
で
は

63

な
い
か
｣
と
い
う
気
持
ち
を
抱
い
て
い
た
ら
し
い
｡
マ
ン
は
社
会
的

･
政
治
的
に
は
も
は
や
肯
定
的
な
､
仮
象
と
遊
び
が
そ

の
中
で
許
さ
れ
る
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
像
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
-
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
芸
術
が
社
会

･
政
治
の
反
映
で
あ

る
と
は
い
わ
な
い
｡

し
か
し
'
マ
ン
の
場
合
そ
れ
ら
が
作
品
と
全
-
関
係
な
い
と
も
い
え
ま
い
｡

五
十
年
代

の

マ
ン
の
作

品
を
解
釈
す
る
と
き
､

こ
れ
ら
マ
ン
の
幻
滅
や
倦
怠
を
'
筆
者

は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
｡

そ
の
晩
年
に
自
然
､

こ
の
神
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
自
然
か
ら
手
ひ
ど
-
欺
か
れ
る
ロ
ザ
1
-
工
は
'
あ
る
い
は
マ
ン
の
似
姿
と
は
い
え
ま
い
か
｡

大
胆
に
言
え
ば
､

マ
ン
こ
そ
が

｢
欺
か
れ
た
男
｣
で
は
な
か
っ
た
か
｡
こ
う
い
う
視
点
か
ら
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
小
品

『欺
か
れ
た
女
』
を
再
考
す
る
の
は
行
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
｡
読
者
は

『
ク
ル
ル
』
に
ど
ん
な
大
団
円
を
､

ア
ポ
テ
オ
ー
ゼ
を
､

｢
恩
寵
｣
へ
の
超
越
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡
『
ク
ル
ル
』
に
つ
い
て
マ
ン
は
い
う
｡
｢来

年
は
八
十
に
な
ろ
う
と
い
う
の
に
'

こ
う
い
う
怪
し
げ
な
冗
談
を
盛
り
込
ん
だ
作
品
を
書
-
と
は
ね
｡
格
言
風
に
言
え
ば

『渡
れ
て
い
る
の
に
は
し
ゃ
い
で
み
て
も
'
ろ
-
な
結
果
は
生
ま
れ
な
い
』
と
い
う
こ
と
だ
ね
｡
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』

73

を
書
い
た
と
こ
ろ
で
お
迎
え
が
き
て
い
た
ほ
う
が
よ
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
､
と
よ
-
考
え
る
よ
｡｣
こ
れ
は
娘
の
エ
-
カ

に
対
す
る
軽
口
で
あ
る
と
し
て
も
'
か
え
っ
て
軽
口
で
あ
る
が
敵
に
'
筆
者
は
こ
こ
に
マ
ン
の
暗
塘
た
る
気
持
ち
を
感
じ
る
｡

出
口
の
な
い
状
況
に
あ

っ
て

｢
い
っ
た
い
私
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
｣
と
い
う
問
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
､
マ
ン

は
チ
ェ
ー
ホ
フ
に
自
分
を
投
影
し

｢
名
誉
と
良
心
に
か
け
て
'
私
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
｣

(九
-

八
五
五
)
と
答
え
ざ

る
を
え
な
い
｡
芸
術
家
は

｢救
い
と
な
る
よ
う
な
真
実
の
気
配
さ
え
提
供
す
る
こ
と
な
-
'
破
滅
し
た
世
界
の
ご
機
嫌
を
と

り
む
す
び
｣
(九
Ⅰ
八
五
九
)
'
そ
れ
に
よ
っ
て
既
成
の
秩
序
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
｡
仮
象
と
遊
び
が
ま
だ
許
さ
れ
る
ユ

ー
ト
ピ
ア
を
'
そ
れ
が

｢
破
滅
し
た
世
界
の
ご
機
嫌
と
り
｣
に
な
ら
な
い
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を

マ
ン
は
措
け
な
-
な

っ
て

し
ま

っ
た
｡
し
か
し
マ
ン
は
最
後
の
切
札
と
し
て

｢
奇
妙
な

『
そ
れ
で
も
な
お
』
｣
(九
1
八
五
九
)
を
持
ち
出
す
｡
そ
れ
は

｢
読
者
を
欺
い
て
い
る
と
い
う
良
心
の
珂
貴
を
感
じ
な
が
ら
｣
も

｢真
実
と
朗
ら
か
な
形
式
が
精
神
的
に
解
放
的
な
作
用
を
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及
ぼ
し
'
世
界
を
よ
り
よ
い
t
よ
り
美
し
い
｣
生
活
へ
と
向
わ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

｢
唆
味
な
希
望
､
い
や
信
念
と

も
い
う
べ
き
気
持
ち
｣
(九
-
八
六
九
)
に
基
-
も
の
で
あ

っ
た
.
こ

の

｢
そ
れ
で
も
な
お
｣
､
自
分
が
戦
う
弱
者
､
無
力
で

は
あ
る
が
戦
い
続
け
る
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
､
筆
者
に
聖
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
の
像
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
｡

マ
ン
が

｢最

後
ま
で
や
り
通
す
｣
ア
シ
ェ
ン
バ
ハ
を
擬
し
､
｢
弱
き
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
｣
と
規
定
し
た
こ
の
画
像

(A
-
四
五
三
)
は
､

体

に
剣
や
槍
を
何
本
も
つ
き
た
て
た
殉
教
者
を
イ
コ
ン
と
す
る
｡
殉
教
者
の
目
は
必
ず
天
上
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
､
い
や
そ
も

そ
も
天
上
が
な
け
れ
ば
殉
教
も
な
い
と
い
え
よ
う
｡

｢
そ
れ
で
も
な
お
｣
朗
ら
か
な
形
式
に
望
み
を
た
く
す
マ
ン
は
､
愛
や

真
実
や
救
い
へ
の
信
頼
､
言
い
換
え
れ
ば
天
上
的
な
も
の
､
絶
対
者
の
存
在
を
無
言
の
前
提
と
し
､
そ
れ
へ
帰
依
し
て
い
る

の
だ
と
い
え
ま
い
か
｡

こ
の
よ
う
な

｢
弱
さ
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
｣
'
つ
き
つ
め
れ
ば
神
の
存
在
承
認
が
､

筆
者
に
は
究
極
的
に

は
時
代
錯
誤
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
れ
は
も
は
や
信
仰
の
問
題
に

移
行
す
る
だ
ろ
う
｡
だ
か
ら
と
い
っ
て

｢
精
神
的
に
解
放
的
な
作
用
を
及
ぼ
し
､
世
界
を
よ
り
よ
い
､
よ
り
美
し
い
｣
生
活

へ
向
わ
せ
よ
う
と
し
た
マ
ン
の
文
学
を
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
'
現
状
肯
定
と
切
り
捨
て
る
こ
と
は
筆
者
に
は
で
き
な
い
｡
人
口

鴇

に
胎
英
し
た
ア
ド
ル
ノ
の

｢
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
､
詩
を
書
-
こ
と
は
野
蛮
で
あ
る
｣
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
厳
し
さ
を
前

に
し
て
良
心
の
吋
貴
を
感
じ
な
が
ら
､
な
お
か
つ
仮
象
と
遊
び
を
'
い
わ
ば
無
駄
な
部
分
'
余
剰
を
作
家
と
読
者
が
ど
う
し

て
も
必
要
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
'
あ
る
い
は
文
学
の
存
在
基
盤
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
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･
In

:
T
h
om

a
∫
M

a
n
n
J
a
h
r
bu

ch
･
B
d
･2
･
F
ran

k
fu
rt

a
･
M
･
1989,

S
.
10
2-
120

.
U

Q
B
ah

r
Q
鋸

屑
逗

悪
u

u
足
場

恕
吏

Zg
肴
Q
珂
轟
ぜ

鳩
量

P
L
'三

崎
o
(S
ieh

e
B
ah

r:
S
･104

f.)

ト
Ⅴ
gl
･
T
h
om

as
M
an

n
:
T
ag

ebiich
er

1946
-1948

･
F
ran

k
fu
rt

a
･
M
･
1989,

S
･
94
8
ff･

∞
Ⅴ
gl
･
H
an

s
W

iB
k
irch

en
:
Z
eitg

ech
'ch

te
im

R
om

a
n
･
(S
ieh

e
A
n
m
･
6)

S
･
177･

O
,

Ⅴ
gl
･
E
b
d
･
S
･
178

･

3
V
gl
･
K
ate

H
am

b
u
rg
er:

A
n
a
ck
r
on

istisch
e
S
y
m
bolik

･
P
rag

en
a
n

T
h
o
m
a
s
M
a
n
n
s

F
a
u
siu

s･R
om

a
n
･
王n

:
H
elm

u
t

K
o
op

m
an

n
(H

rsg
.):

T
h
om

a
s
M

a
m

･
W
eg
e
d
er

P
orsch

u
ng

･
B
d
･
C
C
C
X
X
X
V
･
D
arm

stad
t
197

5,
S
･38

4
-4
13
.

コ
T
h
eo
d
or

W
.
A
d
o
rn
o
:
P
h
i'lo∫op

h
ie

d
er

n
eu

en
M

u
sik.

In
:
G
esa

m
m
eltc

S
ch
n
f
ten

･
B
d
.12

.
F
ran

k
fu
rt

a･
M
.
197

5,
S
.6
5
.

NTST甘T

E
b
d
.
S
.28

.

E
b
d
.
S
.
125

.

Ⅴ
gl
.
H
an

g
W

iB
k
irch

en
:
a
･a･0

･
S
･
180

f･



1615181719202221

T
heodo
r
W
.
A
dorno･.
a.
a.
0
.
S
.
96.

三
十

三
早
の
末
尾
で
マ
ン
は
ア
-
ド
-
ア
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