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W・ディルタイにおける「体験」の定義

W
・
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る「
体
験
」の
定
義

鵜
殿　

博
喜　
　

一　

は
じ
め
に

「
体
験
」
と
い
う
こ
と
ば
は
日
常
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
使
い
方
が

な
さ
れ
て
い
る
。「
夢
の
リ
ゾ
ー
ト
地
で
忘
れ
ら
れ
な
い
体
験
を
」と
か
、

「
私
の
初
体
験
は
・・・
」
と
か
、「
体
を
は
っ
て
体
験
し
ろ
」
と
か
、「
戦

争
体
験
を
語
る
」
等
々
、
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
な
場

面
で
使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
体
験
を
経
験
と
い
う
こ
と
ば
に
置
き
換
え
る

こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。「
忘
れ
ら
れ
な
い
経
験
」、「
私
の
初
経
験
」、

「
体
を
は
っ
た
経
験
」、「
戦
争
経
験
」
と
す
る
と
、「
忘
れ
ら
れ
な
い
経

験
」
は
あ
り
え
そ
う
だ
が
、
そ
の
他
は
日
本
語
と
し
て
は
あ
ま
り
使
わ

れ
な
い
言
い
方
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
の
「
体
験
」
は
、
広
辞
苑
の
定
義

に
よ
れ
ば
、「
自
身
が
身
を
も
っ
て
経
験
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
経
験
」

と
い
う
あ
っ
さ
り
し
た
説
明
で
終
わ
っ
て
い
て
、
同
じ
広
辞
苑
の
「
経

験
」
の
説
明
の
長
さ
に
比
べ
る
と
あ
ま
り
に
も
短
い
。「
経
験
」
は
哲

学
用
語
と
し
て
も
「
体
験
」
よ
り
深
い
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
語
の
場
合
、
独
和
辞
典
の
な
か
で
は
、Erlebnis

に
は
体
験

と
経
験
、Erfahrung

に
は
経
験
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

D
as Erlebnis der ersten Liebe 

と
い
う
例
文
に
「
初
恋
の
体
験
」

と
い
う
訳
文
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
「
恋
愛
体
験
が
豊
富
」

と
「
恋
愛
経
験
が
豊
富
」
で
は
ど
ち
ら
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
か
。
日
本

語
の
「
体
験
」
と
「
経
験
」
の
厳
密
な
辞
書
的
定
義
は
別
と
し
て
、
一

般
的
な
用
法
と
し
て
は
ど
ち
ら
の
使
用
も
あ
り
う
る
場
合
も
多
い
で
あ

ろ
う
。

日
本
語
の
体
験
と
経
験
を
思
想
的
に
峻
別
し
、
経
験
と
い
う
こ
と
ば

に
深
み
を
与
え
た
の
は
哲
学
者
の
森
有
正
で
あ
る
。
森
有
正
は
言
う
、

「
経
験
と
体
験
と
は
共
に
一
人
称
の
自
己
、
す
な
わ
ち
『
わ
た
く
し
』

と
内
面
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、『
経
験
』
で
は
《
わ
た
く
し
》
が

そ
の
中
か
ら
生
れ
て
来
る
の
に
対
し
、『
体
験
』
は
い
つ
も
私
が
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
は
『
体
験
』
に
先
行
し
、
ま
た
そ
れ
を
吸
収

す
る
。
こ
う
い
う
本
質
的
相
違
が
存
す
る
の
で
あ
る１

。」「
明
ら
か
に
さ

れ
て
来
る
『
現
実
』
あ
る
い
は
『
経
験
』
は
、
よ
り
真
実
な
現
実
把
握

へ
の
批
判
的
傾
動
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が『
経
験
』

の
真
の
意
味
で
あ
り
、『
経
験
』
を
『
体
験
』
か
ら
截
然
と
区
別
す
る

も
の
で
あ
る２

。」「『
経
験
』
と
い
う
の
は
、『
経
験
』
に
と
っ
て
異
質
の

領
域
に
向
っ
て
開
け
て
い
る
、
そ
う
い
う
『
経
験
』
の
こ
と
を
言
う
の

で
あ
り
、『
体
験
』
と
は
、
そ
の
反
対
に
、
そ
う
い
う
領
域
に
向
っ
て
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閉
ざ
さ
れ
、
自
己
の
『
経
験
』
の
明
証
性
の
中
に
静
止
す
る
『
経
験
』

の
こ
と
で
あ
る３

。」私
と
い
う
自
己
を
先
存
在
的
固
定
的
に
考
え
れ
ば
、

い
か
な
る
経
験
も
私
か
ら
生
れ
て
く
る
も
の
と
な
り
、
そ
れ
は
閉
じ
ら

れ
た
経
験
、
つ
ま
り
体
験
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
真
の
経
験
は
私

を
生
み
出
す
、
と
い
う
こ
と
は
未
来
に
開
か
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
森
有
正
の
「
経
験
」
論
は
か
ん
た
ん
に
略
述
す
る
こ
と
を

許
さ
な
い
人
間
の
実
存
に
関
わ
る
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
森
の
思
想
の

到
達
点
を
示
す
も
の
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
日
本
語
の

経
験
と
体
験
と
い
う
こ
と
ば
の
も
つ
相
違
を
探
る
の
が
目
的
な
の
で
、

森
有
正
の
「
経
験
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
論
及
し
な
い
。

日
本
語
の
「
体
験
」
と
「
経
験
」
と
い
う
こ
と
ば
の
も
つ
意
味
は
、

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
日
常
の
用
法
か
ら
思
想
的
な
レ
ベ
ル
ま
で
さ
ま

ざ
ま
で
、
意
識
的
無
意
識
的
に
異
な
っ
た
使
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
語
で
は
体
験
と
経
験
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る

が
、
英
語
で
は
と
も
にexperience

で
あ
る
。
つ
ま
り
体
験
と
経
験

の
区
別
が
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
英
語
版
選
集
の
共
同
編
訳
者
で
あ
る

ル
ー
ド
ル
フ
・
A
・
マ
ッ
ク
リ
ー
ル
は
、「
体
験
（Erlebnis
）
は
『
経
験
』

（Erfahrung

）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
、
よ
り
通
常
の
経
験 

（experience

） 

と
区
別
す
る
た
め
に
、
英
語
で
は
し
ば
し
ば
『
生
き

ら
れ
た
経
験
』（lived experience

） 

と
訳
さ
れ
る４

」
と
述
べ
て
い

る
。
英
語
で
は
体
験
と
経
験
を
思
想
的
に
区
別
す
る
場
合
はlived 

と

い
う
形
容
詞
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
英
語
版
選
集
の
第
５
巻
はPoetry and Experience 

と
な
っ

て
お
り
、『
体
験
と
創
作
』（D

as Erlebnis und die D
ichtung

） 

に

収
め
ら
れ
て
い
る
『
ゲ
ー
テ
と
詩
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
』（Goethe und 

die dichterische Phantasie

） 

の
中
の
「
体
験
と
創
作
」（Erlebnis 

und D
ichtung

） 

と
い
う
小
見
出
し
の
英
訳
はPoetry and lived 
experience

（
詩
と
体
験
）と
な
っ
て
い
る５

。
ド
イ
ツ
語
原
文
で
は
本
の

タ
イ
ト
ル
と
文
中
の
小
見
出
し
は
定
冠
詞
を
除
け
ば
同
じ
語
に
な
っ
て

い
る
が
、
英
訳
で
は
小
見
出
し
の
ほ
う
に
はlived 

が
つ
け
ら
れ
、
た

ん
な
るexperience 

と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
細
か
い
こ
と
の
詮
索
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
「
体
験
」

（das Erlebnis

） 

は
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
概
念
な
の
で
、
こ
の
語
が
ど

の
よ
う
な
外
国
語
の
単
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
か
は
等
閑
に
付
す
こ
と

の
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。

同
じ
こ
と
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
文
芸
論
の
中
核
的
概
念
で
あ
る

Phantasie 

とEinbildungskraft 

の
区
別
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
英

訳
で
は
ど
ち
ら
もim

agination 

に
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
両
語
の

使
い
方
を
分
析
し
て
意
味
内
容
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た

こ
と
が
あ
る
が６

、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
二
つ
の
語
を
用
い
て
「
想
像
力
」

に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
な
ん
ら
か
の
意
味
の

区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
英
訳
で
は
な
ぜ
か

ど
ち
ら
の
語
もim

agination 

一
語
で
済
ま
せ
て
い
る
。
た
し
か
に
ド

イ
ツ
語
のPhantasie 

とEinbildungskraft

は
ど
ち
ら
も
英
語
で
は

im
agination 

に
相
当
す
る
。
し
か
し
「
体
験
」
と
「
経
験
」
を
区
別

す
る
た
め
に
、「
体
験
」
に
はexperience 

の
前
にlived 

を
つ
け
る

工
夫
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。な
ら
ばPhantasie 

とEinbildungskraft 

を
区
別
す
る
た
め
に
な
に
か
工
夫
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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そ
れ
と
も
現
代
の
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
を
代
表
す
る
一
人
で
あ
る
英
訳
者

はPhantasie 

とEinbildungskraft

は
ま
っ
た
く
同
義
で
あ
る
と
解

釈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
の
第
一
人
者
と
い
っ
て
も

よ
い
フ
リ
チ
ョ
フ
・
ロ
ー
デ
ィ
（Frithjof Rodi

） 

は
、
そ
の
著
書
の

な
か
で
「
体
験
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
体
験
概
念

に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
〈
魔
法
の
言
葉
〉
で
あ
る
体
験
が
確
固

た
る
術
語
に
な
り
は
じ
め
る
の
は
ど
こ
に
お
い
て
な
の
か
、
そ
れ
を
決

定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
特
定
の
術
語
と
し
て
の
不
動
の
地

位
を
与
え
た
の
は
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
『
体
験

と
創
作
』
と
い
う
書
物
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
こ
の
語
の
使
い
方
が
普

及
し
、と
同
時
に
こ
の
概
念
の
空
洞
化
も
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
で
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ

る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
術
語
と
し
て
固
ま
る
最
初
の
時
期

は
こ
れ
ま
で
は
っ
き
り
と
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た７

。」
し
か

し
小
論
で
は
、
体
験
と
い
う
語
が
ど
こ
で
は
じ
め
て
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
は
触
れ
ず
、
む
し
ろ
ロ
ー
デ
ィ
が
言
う
よ
う

に
、こ
の
語
を
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
し
た
『
体
験
と
創
作
』
の
な
か
の
、デ
ィ

ル
タ
イ
自
身
が
中
心
的
論
文
と
位
置
づ
け
た
ゲ
ー
テ
論
に
よ
っ
て
、
体

験
と
い
う
語
に
託
さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
、
お
よ
び
体
験
と
経
験

の
意
味
合
い
の
違
い
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

ま
た
こ
こ
で
対
象
と
す
る
の
は
、
一
般
的
な
体
験
と
い
う
よ
り
も
、

文
学
が
生
ま
れ
る
さ
い
の
体
験
の
役
割
、
あ
る
い
は
人
間
の
精
神
活
動

の
な
か
で
の
体
験
の
意
味
で
あ
る
。

二　

das E
rleben 

とdas E
rlebnis

 

体
験
を
あ
ら
わ
す
ド
イ
ツ
語
に
は das Erleben 

と das Erlebnis 

の
二
種
類
が
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
二
つ
の
語
を
区
別
せ
ず
無
造

作
に
使
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
な
ら

ば
ど
ち
ら
か
一
語
に
統
一
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
、
両
方
の
語
を
用
い
る

と
い
う
こ
と
は
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
意
味
の
差
異
を
意
識
し
て
い
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
ボ
ル
ノ
ー
（BO

Llnow

）
の
解
説
に
よ
れ
ば
、「
デ
ィ

ル
タ
イ
はErleben 

とErlebnis 

と
い
う
二
つ
の
語
を
、同
時
に
（
交

互
に
）、
両
語
の
あ
い
だ
に
は
っ
き
り
し
た
境
界
線
を
引
く
こ
と
が
で

き
な
い
や
り
方
で
用
い
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、Erleben 

と
い

う
語
の
ほ
う
は
解
釈
の
仕
方
に
、
つ
ま
り
〈
現
実
（Realität

）
が
私

に
と
っ
て
存
在
す
る
と
き
の
そ
の
あ
り
方
〉
の
ほ
う
に
よ
り
向
っ
て
お

り
、Erlebnis 

は
現
実
自
身
の
側
面
（〈
体
験
と
い
うRealität 

〉
と

し
て
）
の
ほ
う
に
よ
り
向
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
両
面
が
こ
こ
で
交

叉
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、ま
さ
に
独
自
な
点
で
あ
る８

。」
実
際
、

デ
ィ
ル
タ
イ
の
両
語
の
使
い
方
の
区
別
は
ボ
ル
ノ
ー
の
説
を
裏
書
き
し

て
い
る
よ
う
だ
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
『
詩
学
』
の
改
作
の
た
め
に
し
た
た

め
て
い
た
断
章
の
な
か
にD

as Erlebnis 

と
い
う
項
目
が
あ
り
、
そ

こ
で
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
、「
体
験（Erleben

）は
、現
実（Realität

）

が
私
の
た
め
に
存
在
す
る
さ
い
の
、
異
な
っ
た
特
徴
を
も
つ
あ
り
方
で

あ
る
。
つ
ま
り
体
験
（D

as Erlebnis

）
は
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
あ
る

い
は
表
象
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
私
に
向
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な

W・ディルタイにおける「体験」の定義
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い
。
体
験
は
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ

が
体
験
と
い
う
現
実
を
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
私
が
な
ん
ら

か
の
意
味
で
私
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
そ
の
現
実
を
じ
か
に
所
有
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
体
験
と
い
う
現
実
は
私
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ

る９

。」三　

体
験
の
用
法
例

小
論
で
は
、das Erleben 

とdas Erlebnis

の
厳
密
な
区
別
は
さ

て
お
い
て
、die Erfahrung

（
経
験
）
と
の
違
い
を
意
識
し
な
が
ら

体
験
の
本
質
に
迫
っ
て
み
た
い
。

『
体
験
と
創
作
』（
第
三
版
一
九
一
〇
年
）
の
な
か
の
ゲ
ー
テ
論
文

（「
ゲ
ー
テ
と
詩
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」）
で
は
、
体
験
と
い
う
言
葉
が

五
十
四
回
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
にerleben 

と
い
う
動
詞
とdas 

Erlebte 

（
体
験
さ
れ
た
も
の
）
と
い
う
過
去
分
詞
の
名
詞
化
し
た
形

を
加
え
る
と
さ
ら
に
増
え
る
。
と
こ
ろ
が
初
版
（
一
九
〇
六
年
）
で
は

た
だ
の
二
十
回
に
す
ぎ
な
い
。『
体
験
と
創
作
』
は
初
版
か
ら
第
三
版

ま
で
次
々
と
短
期
間
で
改
訂
が
施
さ
れ
、
と
く
に
初
版
か
ら
第
二
版
へ

は
大
改
訂
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
初
版
は
若
い
こ
ろ
に
書
い
て
い
た
論
文

を
集
め
て
一
冊
の
本
に
す
る
よ
う
に
と
い
う
弟
子
た
ち
の
勧
め
に
よ
っ

て
で
き
た
も
の
な
の
で
、
改
訂
版
で
決
定
版
と
な
っ
た
第
三
版
に
こ
そ

晩
年
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
い
は
詰
ま
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
第

三
版
を
主
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
ま
ず
体
験
が
ど
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を

し
て
い
る
か
、
い
く
つ
か
実
例
を
挙
げ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
た
い
。

（
一
）「
詩
人
が
く
ぐ
り
抜
け
る
無
数
の
生
の
状
況
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
は
、
心
理
学
的
な
意
味
で
体
験
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。」

（
二
）「
ギ
リ
シ
ア
の
悲
劇
詩
人
た
ち
が
内
面
の
宗
教
的
世
界
を

劇
形
式
で
視
覚
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
じ
ょ
う
に
深
い
体

験
が
表
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
体
験
の
表
出
は
し
か
し
同
時
に
歴

史
的
事
実
を
描
き
出
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。」

（
三
）「
ゲ
ー
テ
は
個
人
的
な
体
験
や
、
自
己
の
人
間
形
成
的
な

修
行
を
表
現
す
る
。
そ
し
て
こ
の
体
験
と
体
験
の
表
出
と
の
関

係
の
な
か
に
、
観
察
し
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
心
的
生
の
秘

密
と
心
的
生
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
と
心
的
生
の
深
さ
の
す
べ
て
が

現
れ
出
る
。
こ
の
場
合
は
つ
ね
に
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
体
験

と
表
現
の
関
係
は
、
外
か
ら
受
動
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
能

動
的
理
解
の
関
係
と
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

個
人
的
体
験
は
、
心
的
状
態
と
周
囲
の
世
界
の
客
観
的
状
況
が

関
連
し
合
い
な
が
ら
つ
く
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」

（
四
）「
ゲ
ー
テ
は
新
た
な
状
況
か
ら
生
じ
る
内
面
の
状
態
を
観

察
す
る
。
そ
し
て
体
験
し
た
こ
と
を
、
彼
の
心
を
す
っ
か
り
虜

に
し
た
世
故
に
た
け
た
女
性
と
と
も
に
味
わ
い
、
体
験
の
意
義

を
よ
く
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
彼
の
体
験
は
彼
に

と
っ
て
究
極
の
最
高
の
価
値
と
な
る
。」

（
五
）「
生
と
生
の
解
釈
が
詩
の
根
底
に
あ
り
、
詩
人
の
個
性
が

詩
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
体
験
と
創
作
の
関
係

に
決
定
的
役
割
を
は
た
し
て
お
り
、
体
験
と
創
作
の
関
係
は
ゲ
ー
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テ
の
詩
的
創
造
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
。」

（
六
）「
詩
人
は
、
体
験
と
体
験
し
た
こ
と
の
表
現
と
の
あ
い
だ
に

あ
る
構
造
的
な
連
関
を
ふ
ま
え
て
創
作
す
る
。
こ
こ
で
は
体
験

し
た
こ
と
は
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
さ
れ
る
。
自
己
の
省
察
に

よ
っ
て
体
験
の
深
さ
を
言
葉
に
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
は
な

い
。」

（
七
）「
ゲ
ー
テ
の
普
遍
性
は
、あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
も
の
を
追
体

験
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
。す
べ
て
の
理
解
が
体

験
に
も
と
づ
い
て
い
る
よ
う
に
、理
解
は
ま
た
彼
の
う
ち
で
は
ふ

た
た
び
自
己
の
現
実
存
在
の
拡
大
を
促
し
て
い
っ
た
。」

（
八
）「
ゲ
ー
テ
は
未
知
の
世
界
を
自
己
の
生
に
関
係
づ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
理
解
し
、
理
解
さ
れ
た
も
の
は
彼
自
身
の
発
展
の

契
機
と
な
っ
た
。
彼
の
存
在
の
本
質
は
と
て
も
豊
か
で
、
自
分

の
現
実
存
在
に
限
り
な
い
広
が
り
を
与
え
た
い
、
自
分
の
見
方

に
客
観
性
を
与
え
た
い
と
い
う
欲
求
が
と
て
も
強
か
っ
た
の
で
、

彼
は
時
代
の
宗
教
、
学
術
、
哲
学
の
運
動
を
体
験
の
な
か
に
取

り
入
れ
た
。」

（
九
）「
ゲ
ー
テ
の
個
人
的
な
文
芸
の
唯
一
の
偉
大
さ
は
、
彼
の

文
芸
に
お
い
て
も
っ
と
も
個
人
的
な
も
の
が
、
一
般
的
な
運
動

か
ら
彼
の
本
質
の
構
成
要
素
へ
と
転
化
し
た
も
の
す
べ
て
と
き

わ
め
て
密
接
に
結
び
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

最
大
級
の
精
神
的
現
象
が
彼
の
体
験
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ

れ
ら
の
現
象
は
彼
の
き
わ
め
て
固
有
の
運
命
と
結
び
つ
く
こ
と

が
で
き
た
し
、
彼
を
動
か
し
震
撼
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。・
・
・

個
人
的
な
体
験
を
こ
の
よ
う
に
広
い
意
味
で
解
す
る
と
、疑
い
な

く
ゲ
ー
テ
の
文
芸
の
基
本
は
体
験
の
な
か
に
あ
っ
た
の
だ
。」

（
十
）「
自
然
研
究
は
ゲ
ー
テ
の
理
解
の
客
観
性
を
強
め
る
。
い

ま
で
も
な
お
彼
の
文
学
が
個
々
の
状
況
か
ら
影
響
を
受
け
て
い

よ
う
と
も
、
彼
の
文
学
は
や
は
り
体
験
の
総
和
に
も
と
づ
い
て

お
り
、
体
験
か
ら
生
じ
た
、
世
界
に
対
す
る
気
分
に
も
と
づ
い

て
い
る
。」

（
一
） 

で
は
体
験
の
深
い
意
味
は
隠
さ
れ
て
い
る
が
、「
心
理
学
的

な
意
味
で
」
と
あ
る
点
が
人
間
の
内
面
と
関
わ
り
を
も
た
せ
て
い
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
二
） 

で
は
「
内
面
の
宗
教
的
世
界
」「
深
い
体
験
」
と
い
う
言
い

方
で
、
体
験
が
生
死
に
関
わ
る
存
在
の
深
み
と
の
つ
な
が
り
が
表
現
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
の
ち
に
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
が
、「
体
験
の
表

出
は
歴
史
的
事
実
を
描
き
出
す
こ
と
」
と
い
う
言
い
方
で
、
外
部
の
事

象
と
内
面
と
の
連
関
が
表
現
さ
れ
る
。

（
三
） 

は
前
半
は
一
種
の
ゲ
ー
テ
論
に
な
っ
て
お
り
、
ゲ
ー
テ
の
創

作
の
秘
密
が
体
験
と
い
う
言
葉
を
と
お
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
後
半

部
分
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
考
え
る
体
験
の
重
要
な
要
素
が
簡
潔
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
受
動
と
能
動
的
理
解
の
関
係
、
心
的
状
態
と
客

観
的
状
況
の
関
係
で
あ
る
。
体
験
は
た
ん
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
体
験
と
理
解
は
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
四
） 
で
は
「
意
義
」、「
考
え
る
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
「
意
味
」
はBedeutung

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、

W・ディルタイにおける「体験」の定義
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同
種
の
単
語
のBedeutsam

は
体
験
に
よ
っ
て
個
々
の
事
柄
に
も

た
ら
さ
れ
る
重
要
概
念
で
、「Bedeutsam

の
概
念
を
使
う
こ
と
で

Erlebnis

と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
た
い
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
」の
で
あ
る
。
ま
た
「
考
え
る
こ
と
で
は
じ
め
て
体
験
は

具
体
的
に
な
る
」。

（
五
） 
は
書
名
の
解
き
明
か
し
と
い
っ
て
も
よ
く
、
体
験
と
創
作
の

関
係
を
解
す
る
こ
と
が
文
学
創
作
の
秘
密
を
解
く
鍵
で
あ
る
こ
と
を

言
っ
て
い
る
。

（
六
） 

で
は
「
構
造
的
連
関
」
が
重
要
概
念
に
な
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ

は
「
断
章
」
の
な
か
で
こ
う
述
べ
て
い
る
、「
苦
痛
が
、
私
が
苦
痛
を

感
じ
る
対
象
に
関
し
て
、
知
覚
あ
る
い
は
観
念
と
構
造
的
に
結
び
つ
く

こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
体
験
で
あ
る
。
我
々
の
内
に
現
実
と
し
て
現
れ
る

こ
の
構
造
連
関
が
現
実
と
し
て
含
み
も
っ
て
い
る
も
の
す
べ
て
が
体
験

で
あ
る
。」「
デ
ィ
ル
タ
イ
は
内
部
（Innen
）
と
外
部
（A

ußen

）
の

相
互
浸
透（Ineinandergreifen

）と
い
う
概
念
を
体
験
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
総
体
と
み
て
い
た
。」内
部
はSeele

（
心
）
と
い
っ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
はSeelenleben

（
心
的
生
）
と
い
っ
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
構
造
的
連
関
は
言
葉
を
変
え
れ
ば
（
十
）
の
「
体
験
の
総

和
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
個
々
の
状
況
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
よ
う
と

も
」
内
部
と
外
部
の
相
互
浸
透
に
よ
っ
て
体
験
の
総
和
が
つ
く
ら
れ
、

そ
れ
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
創
作
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

（
七
）
で
は
「
理
解
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
別

の
箇
所
で
、「
現
実
を
認
め
、
体
験
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
、
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
ゲ
ー
テ
の
行
動
方
式
の
基
本
で
あ
っ
た
」と
言
っ
て
い
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
が
考
え
る
体
験
と
理
解
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の

だ
。「
理
解
（das V

erstehen

）
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
と
り
わ
け
、

人
間
が
直
接
な
い
し
は
み
ず
か
ら
お
こ
な
っ
た
経
験
の
、
特
に
詩
人
の

経
験
の
限
界
を
越
え
出
て
行
く
と
い
う
行
為
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
。
同
時
に
理
解
は
体
験
に
関
し
て
は
全
体
と
の
関
連
を
意
味
し

た
。
と
い
う
の
は
、
理
解
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
連
関
か
ら
、
生
き

た
全
体
か
ら
生
ま
れ
た
理
解
だ
か
ら
で
あ
る
。」こ
の
理
解
に
つ
い
て

は
、
近
年
の
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
も
ふ
ま
え
て
こ
う
も
言
わ
れ
る
、「
近

年
の
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
者
た
ち
が
、〈
精
神
科
学
〉
の
非
実
証
主
義
的

な
根
拠
づ
け
の
試
み
は
意
図
的
に
す
っ
か
り
社
会
的
実
践
へ
と
向
け
ら

れ
て
い
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
デ
ィ

ル
タ
イ
は
じ
っ
さ
い
、
解
釈
学
（H

erm
eneutik

）
を
〈
精
神
科
学
〉

の
一
般
的
メ
ソ
ッ
ド
と
し
て
叙
述
し
よ
う
と
努
め
る
と
き
、〈
理
解
〉

の
生
活
実
践
的
意
味
を
つ
ね
に
強
調
し
た
。」

（
八
） 

で
は
「
客
観
性
」
が
重
要
な
語
に
な
る
。
体
験
と
客
観
性
と

い
う
の
は
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
体
験
を
主
観
的

と
は
考
え
て
い
な
い
。「
体
験
は
『
内
的
状
態
』
の
経
験
で
あ
り
、
同

時
代
の
現
実
の
大
部
分
を
経
験
し
た
も
の
で
あ
る
。
体
験
は
文
学
的
プ

ロ
セ
ス
の
客
観
的
な
現
実
基
盤
で
あ
る
。」デ
ィ
ル
タ
イ
は
『
体
験
と
創

作
』
の
別
の
と
こ
ろ
で
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
、「
詩
人
は
人
間

世
界
の
お
び
た
だ
し
い
経
験
を
積
み
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
経
験
を
詩
人
は
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
見
い
だ
す
し
、
み

ず
か
ら
の
外
で
気
づ
く
の
で
あ
る
。
詩
人
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
経
験
上
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の
事
実
は
、
自
分
の
欲
求
の
方
式
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
使
う
資
料
で

も
な
け
れ
ば
、
自
分
の
経
験
を
一
般
化
す
る
た
め
の
資
料
で
も
な
い
。

詩
人
の
目
は
じ
っ
と
考
え
な
が
ら
、静
か
に
事
実
の
上
に
注
が
れ
て
い

る
。詩
人
に
と
っ
て
そ
れ
ら
の
事
実
は
重
要
で
あ
る
。詩
人
の
感
情
は
そ

れ
ら
の
事
実
に
よ
っ
て
静
か
に
、ま
た
と
き
に
は
強
く
刺
激
を
受
け
る
。

自
分
が
こ
れ
ら
の
事
実
に
た
い
し
て
あ
ま
り
関
心
を
抱
い
て
い
な
く
て

も
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
ど
れ
ほ
ど
過
去
の
も
の
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な

い
。
そ
れ
ら
の
事
実
は
詩
人
自
身
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。」
事

実
が
詩
人
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
体
験
で
あ
る
。

（
九
）
で
は
「
も
っ
と
も
個
人
的
な
も
の
が
、
一
般
的
な
運
動
か
ら

彼
の
本
質
の
構
成
要
素
へ
と
転
化
し
た
も
の
す
べ
て
と
密
接
に
結
び
合

わ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
体
験
の
内
実
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
。
こ
れ
は
（
六
）
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
。

五　

結
語

デ
ィ
ル
タ
イ
は
重
要
な
概
念
を
あ
ま
り
厳
密
に
定
義
せ
ず
に
使
う
傾

向
が
あ
り
（
読
む
側
と
し
て
は
そ
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
）、
体
験

と
い
う
概
念
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
以
上
引

用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
お
ぼ
ろ
げ
に
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ

に
お
け
る
体
験
と
は
、心
的
生
（
内
面
の
生
）
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、

外
部
か
ら
内
部
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
受
動
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
外

的
な
事
象
を
理
解
す
る
と
い
う
能
動
的
行
為
、
つ
ま
り
心
的
生
が
連
関

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
私
が

体
験
し
た
も
の
、体
験
で
き
る
も
の
は
す
べ
て〈
連
関
〉（Zusam

enhang

）を

つ
く
る
。」
体
験
は
外
的
事
象
つ
ま
り
出
来
事
を
内
面
に
そ
の
ま
ま
取

り
入
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
体
験
を
表
出
あ
る
い
は
表
現
す
る
と
い
う

場
合
、
そ
こ
に
は
必
ず
連
関
と
い
う
過
程
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、「
体

験
は
心
的
生
の
獲
得
さ
れ
た
連
関
と
い
う
概
念
な
し
で
は
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
」と
も
言
え
る
。「
心
的
生
の
獲
得
さ
れ
た
連
関
」（der 

erw
orbene Zusam

m
enhang des Seelenlebens

）
も
デ
ィ
ル
タ

イ
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
デ
ィ

ル
タ
イ
が
狂
人
あ
る
い
は
夢
想
家
と
芸
術
家
を
区
別
す
る
た
め
に
使
っ

た
表
現
で
、
彼
の
講
演
「
詩
的
想
像
力
と
狂
気
」（
一
八
八
六
年
）の
な

か
で
は
じ
め
て
創
出
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
の
詩
学
の
な
か

で
重
要
な
術
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に

よ
れ
ば
、
心
的
生
の
獲
得
さ
れ
た
連
関
が
な
け
れ
ば
狂
人
（
夢
想
家
）

と
さ
れ
る
。
芸
術
家
と
狂
人
は
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
が
、
心

的
生
の
連
関
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
家
を
芸
術
家
た
ら
し
め
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ー
デ
ィ
は
体
験
の
連
関
を
統
一
（Einheit

）
と

い
う
言
葉
で
表
現
し
、「
作
品
の
中
を
一
貫
し
て
流
れ
る
連
関
は
体
験

の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
統
一
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
作
品
を
理
解
さ
せ
る

の
は
、
ま
た
解
釈
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

こ
の
統
一
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。

体
験
が
心
的
生
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
る
以
上
、
ど
の
よ
う
に
体
験

が
表
現
と
い
う
形
で
具
象
化
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
一
方
、
体
験
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に

お
い
て
は
詩
学
の
重
要
概
念
と
な
っ
て
お
り
、
体
験
は
あ
く
ま
で
文
学

W・ディルタイにおける「体験」の定義
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創
作
の
秘
密
に
迫
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
体
験
の
一
般

的
用
法
と
は
離
れ
た
形
で
体
験
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
外
的
事
象

が
内
部
に
入
っ
て
き
て
表
現
さ
れ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
明
す
る

た
め
に
、
体
験
と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
重
要
な
概
念
を
担
わ
せ
た
の
が
、

デ
ィ
ル
タ
イ
の
画
期
的
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
晩
年
、

一
九
〇
七
か
ら
〇
八
年
に
新
た
な
詩
学
の
構
想
を
た
て
、
そ
こ
で
は
第

一
章
は
「
体
験
」（D

as Erlebnis

）、第
二
章
は
「
詩
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」

（D
ie dichterische Phantasie

）と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
よ
り
以
前
の

一
八
九
四
年
前
後
に
た
て
ら
れ
た
詩
学
の
構
想
に
は
、
体
験
も
詩
的

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
も
ま
っ
た
く
姿
を
見
せ
て
い
な
い
。つ
ま
り
一
九
〇
〇

年
を
ま
た
い
だ
十
数
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
詩
学
構
想

は
大
転
換
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
新
し
い
詩
学
の
中
心
に
体
験

と
詩
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
体
験
と
創
作
』
は
は
か
ら
ず
も
デ
ィ
ル
タ
イ
最
大
の
ヒ
ッ
ト
作
と

な
り
、
以
後
の
ド
イ
ツ
文
学
研
究
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
し
か

し
、た
と
え
ば
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
よ
う
に
「
体
験
」
に
批
判
的
で
、「
経
験
」

（Erfahrung

）
の
復
権
を
め
ざ
し
た
思
想
活
動
も
あ
る
。
一
般
に
は

Erfahrung

は
哲
学
用
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
体
験
（Erlebnis

）
に
深
い
意
味
を
与
え

た
デ
ィ
ル
タ
イ
は
例
外
的
存
在
と
も
い
え
る
。
ち
な
み
に
、
大
江
健

三
郎
の
『
個
人
的
な
体
験
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
はEine persönliche 
Erfahrung

で
あ
る
。
日
本
語
の
「
体
験
」
は
こ
の
場
合Erlebnis

で
は
な
くErfahrung

な
の
で
あ
る
。

小
論
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
体
験
（Erlebnis

）
と
経
験

（Erfahrung

）
の
比
較
を
試
み
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
次
回
の
課

題
と
し
た
い
。

な
お
、
小
論
は
二
〇
〇
七
年
七
月
に
逝
去
さ
れ
た
尊
敬
す
べ
き
同
僚

の
故
荒
川
道
夫
教
授
に
捧
げ
ま
す
。

（
筆
者
・
明
治
学
院
大
学
経
済
学
部
経
営
学
科
教
授
）
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