
歴

史

的

理

性

の

生

成

―

―

シ
ェ
リ
ン
グ
『
悪
の
起
源
』
に
お
け
る
神
話
解
釈
の
意
義

浅
沼

光
樹

一一

一

－

ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
フ
ィ
ヒ
テ

こ
の
貧
困
の
ど
ん
底

－

に
あ
り
な
が
ら
、
あ
て
も
な
い
精
神
的
彷
徨
を
続
け
て
い
た
青
年
に

と
っ
て
、
一
七
九
〇
年
夏
の
カ
ン
ト
哲
学
と
の
邂
逅
は
、
魂
を
根
底

か
ら
震
撼
さ
せ
、
彼
が
本
来
歩
む
べ
き
道
を
照
ら
し
出
す
、
決
定
的

出
来
事
で
あ
っ
た
。
爾
来
、
彼
は
哲
学
者
と
し
て
の
自
己
の
使
命
を

見
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

哲
学
者
と
し
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
生
涯
に
お
い
て
、
こ
れ
が
曙
光
の

射
し
初
め
る
時
期
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
一
七
九
三
年
か
ら
九
四
年

に
か
け
て
の
冬
は
、
そ
の
日
輪
が
ま
さ
に
天
頂
へ
と
駆
け
上
が
ら
ん

と
す
る
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
時
期
、
対
外
的
に
は
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
後
任
と
し
て
イ
エ
ナ
大

学
に
招
聘
さ
れ
る
、
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、

の
み
な
ら
ず
内
面
的
に
は
、
彼
の
体
系
の
根
本
原
理
が
発
見
さ
れ
た

時
期
に
当
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
エ
ナ
で
は

こ
の
新
し
い
体
系
が
講
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
フ
ィ
ヒ

テ
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
或
る
友
人
に
よ
っ
て
、

（
一
）

前
も
っ
て
講
義
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
出
版
し
て
は
ど
う
か
、
と
の
提
案

が
な
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
即
座
に
受
け
容
れ
た
の
も
、
こ
れ
と
全

く
同
じ
理
由
に
よ
る
。
折
し
も
ヨ
ハ
ン
・
カ
ス
パ
ー
ル
・
ラ
ー
ヴ
ァ

（
二
）

ー
タ
ー
邸
に
て
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
聖
職
者
や
政
治
家
を
前
に
、
批
判

哲
学
に
つ
い
て
講
義
を
行
う
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
同
年
の
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二
月
の
半
ば
か
ら
四
月
の
終
わ
り
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、
こ
の
講
義

、

、

。

が

結
果
的
に
は

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
精
錬
さ
れ
る
場
と
な
っ
た

（
三
）

原
稿
は
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
か
ら
イ
エ
ナ
へ
と
旅
立
つ
間
際
に
な
っ
て
漸

く
、
ワ
イ
マ
ー
ル
の
出
版
社
に
送
付
さ
れ
る
。
刷
り
上
が
っ
た
プ
ロ

グ
ラ
ム

そ
れ
は
『
知
識
学
の
概
念
』
と
題
さ
れ
て
い
た

を

－
－

ワ
イ
マ
ー
ル
で
受
け
取
り
、
そ
れ
を
携
え
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
イ
エ
ナ
の

教
壇
に
登
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
自
我
の
自
己
定
立
と
い
う
根
源
的
作
用
か
ら
人
間
的
知

識
の
一
切
を
導
出
せ
ん
と
す
る
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
新
し
い
体
系
、
す
な

わ
ち
知
識
学

が
広
く
一
般
の
人
々
の
目
に
触

W
issenschaftslehre

、
、
、

れ
た
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

一

二

－

チ
ュ
ー
リ
ヒ
か
ら
イ
エ
ナ
へ
と
向
か
う
旅
の
途
次
、
フ
ィ
ヒ
テ
は

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
そ
の
頃
、
衆
目
を
一
身
に

集
め
て
い
た
新
進
の
哲
学
者
を
迎
え
て
、
こ
の
小
さ
な
街
は
騒
然
と

。

、

し
て
い
た

当
地
の
学
者
に
よ
る
煩
わ
し
い
ま
で
の
歓
待
に
つ
い
て

フ
ィ
ヒ
テ
は
妻
宛
の
書
簡
の
中
で
報
告
し
て
い
る
。

（
四
）

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
滞
在
時
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
言
動
は
、
当
時
テ
ュ
ー

ビ
ン
ゲ
ン
・
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
に
在
籍
し
て
い
た
一
人
の
神
学
生
の
心

に
強
烈
な
印
象
を
残
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
と
き
彼
、
す
な
わ
ち

（
五
）

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、

フ
ィ
ヒ
テ
と
個
人
的
に
言
葉
を
交
わ
す
機
会
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

（
六
）

だ
が
、
こ
の
日
の
余
韻
冷
め
や
ら
ぬ
う
ち
、
こ
の
若
者
は
フ
ィ
ヒ
テ

の
『
知
識
学
の
概
念
』
を
手
に
す
る
。
そ
の
内
容
に
触
発
さ
れ
て
、

彼
は
一
気
に
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
を
書
き
上
げ
る
。
こ

の
小
著
は
一
通
の
書
簡
を
添
え
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
も
と
に
送
ら
れ
る

が
、
こ
の
時
点
で
、
彼
が
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
を
ど
の

よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
の
か
、
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う

の
も
、
こ
れ
に
応
え
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
の
前
半

部
を
送
っ
た
も
の
の
、
そ
こ
に
は
手
紙
は
添
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

（
七
）

し
か
し
な
が
ら
『
知
識
学
の
概
念
』
は
一
七
九
八
年
に
版
を
重
ね

て
い
る
。
字
句
に
若
干
の
変
更
が
加
え
ら
れ
、
新
た
に
序
文
が
書
き

下
ろ
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
初
版
刊
行
時
に
お
け
る

世
間
の
反
応
を
、
つ
ま
り
、
知
識
学
が
嘲
笑
と
拒
絶
と
を
も
っ
て
迎

え
ら
れ
た
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
後
世
に
伝
え
ん
が

、

、

、

た
め
に

彼
は
二
つ
の
書
評
を
収
録
し
た
が

そ
の
仕
方
に
は
彼
の
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単
な
る
落
胆
に
と
ど
ま
ら
な
い
感
情
が
忠
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

若
い
世
代
が
知
識
学
の
立
場
に
熱
狂
的
に
賛
意
を
表
明
し
た
、
と
い

う
こ
と
が
、
胸
の
片
隅
に
微
か
な
希
望
の
灯
を
点
し
た
の
で
あ
る
。

、

『

』

こ
の
付
録
の
第
一
番
目
の
も
の
と
し
て

自
ら
の

知
識
学
の
概
念

で
は
な
く
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
に
つ

い
て
の
書
評
を
収
録
す
る
、
と
い
う
、
一
見
奇
妙
な
振
る
舞
い
は
、

こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
て
い
な
い
と
、
理
解
で
き
な
い
。
読
者
の

、

、

困
惑
を
予
想
し
て

次
の
よ
う
な
断
り
書
き
が
付
け
加
え
ら
れ
た
が

そ
の
文
言
の
向
こ
う
に
は
、
朧
気
な
が
ら
、
先
の
問
い
に
対
す
る
答

え
が
透
け
て
見
え
る
。

こ
の
論
評
は
、
直
接
に
私
の
著
書
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し

て
も
、
私
の
体
系
に
お
い
て
も
支
配
的
で
あ
る
同
じ
哲
学
的
思
惟
の

仕
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
私
の
体
系
の
受
容
史
に
つ
い

て
の
一
つ
の
文
書
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

（
八
）

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
う
考
え
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

『
哲
学
一

。

般
の
形
式
の
可
能
性
』
は
『
知
識
学
の
概
念
』
と
運
命
を
共
に
し
、

酷
評
と
い
う
試
練
を
堪
え
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

も
こ
の
著
作
が
知
識
学
の
本
質
を
的
確
に
把
握
し
て
い
れ
ば
こ
そ
の

こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。
一
八
〇
一
年
、
つ
ま
り
、
二
人
の
思

想
的
決
別
が
回
避
で
き
な
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
頃
に
な
っ
て

も
、
依
然
と
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
著
作
を
彼
自
身
の
超
越
論
的

思
惟
の
立
場
を
理
解
す
る
た
め
の
入
門
書
と
し
て
推
奨
す
る
こ
と
を

止
め
な
か
っ
た
。

（
九
）

一

三

－

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
知
識
学
の
創
始
者
に
よ
っ
て
高
い
評
価

を
与
え
ら
れ
た
著
作
が
完
成
す
る
ま
で
、
可
能
な
か
ぎ
り
長
い
期
間

を
想
定
し
た
と
し
て
も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
『
知
識
学
の
概
念
』
を
手

に
し
て
か
ら
、
半
年
に
も
満
た
な
い
。
知
識
学
の
本
質
が
当
時
の
ド

（
一
〇
）

イ
ツ
哲
学
界
の
重
鎮
た
ち
に
悉
く
誤
認
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と

き
、
知
識
学
の
真
価
を
瞬
時
に
洞
察
し
え
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
先
見
の

明
は
見
誤
る
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
素
早
い
反
応
を
単

に
彼
の
天
才
だ
け
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
フ

ィ
ヒ
テ
が
自
説
を
展
開
し
う
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
積
み
重
ね
て
き
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、

、

た
の
と

少
な
く
と
も
同
じ
だ
け
の
批
判
哲
学
に
つ
い
て
の
研
鑽
を

シ
ェ
リ
ン
グ
の
為
に
想
定
す
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

現
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
の
冒
頭
に
は
、
見
過
ご
し
て
し
ま
い
そ

う
な
仕
方
で
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
断
固
た
る
口
調
で
、
こ
こ
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
著
作
の
単
な
る
模
倣
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
断
言
の
域
を
一

（
一
一
）

歩
も
出
て
い
な
い
。
し
か
し
、
九
〇
年
秋
に
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト

学

－

生
た
ち
を
最
先
端
の
哲
学
的
議
論
の
内
へ
と
引
き
ず
り
込
ま
ず
に
は

お
か
な
い
一
種
独
特
の
雰
囲
気
が
建
物
全
体
を
浸
し
て
い
た

に

－

入
学
し
て
程
な
く
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
接
し
、

（
一
二
）

九
二
年
の
秋
に
は
既
に
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
と
の
内
的

連
関
を
推
測
せ
し
め
る
表
題
を
有
す
る
二
つ
の
小
論
を
書
き
上
げ
て

い
る
。
こ
の
事
実
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
必
要
以
上
に

（
一
三
）

疑
い
を
逞
し
く
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
『
哲
学

一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
を
、
彼
が
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
入
学
直
後
か
ら

取
り
組
ん
で
き
た
批
判
哲
学
的
研
究
の
集
大
成
と
見
な
し
て
も
、
差

。

、

、

し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か

も
っ
と
も

だ
か
ら
と
い
っ
て

－

シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
時
代
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
は
余
力
な
ど
残
っ
て
い
な

い
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
才
能
を
あ
ま
り
に
低
く

見
積
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
。

二二

一

－

「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
」

シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
時
代
の
父
が
そ
の
よ
う
に

－

綽
名
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
息
子
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
ウ

グ
ス
ト
・
シ
ェ
リ
ン
グ
が
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
フ
リ
ー
ド
リ

（
一
四
）

ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ェ
リ
ン
グ
の
体
に
は
、
東
洋

学
者
の
父
ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ェ
リ
ン
グ
の
体
に
流
れ

て
い
た
の
と
同
じ
血
が
流
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
初
め
新
旧

約
聖
書
・
古
代
哲
学
に
つ
い
て
の
、
い
わ
ゆ
る
文
献
学
的
な
仕
事
に

従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
時
代
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
業
績
に
つ
い
て
の
完
全
な

概
観
は
、
最
近
に
な
っ
て
や
っ
と
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
フ
ラ
ン
ツ
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
彼
の
仕
事
は
大
き
く
二
つ
の
部

門
に
分
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
に
は
、
既
に
見
た
カ
ン
ト
か
ら

（
一
五
）

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
へ
と
至
る
、
広
い
意
味
で
の
批
判
哲
学

に
関
す
る
研
究
の
系
列
が
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
他
方
で
は
、
こ
れ
と
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は
別
に
、
い
わ
ゆ
る
文
献
学
的
な
研
究
の
系
列
が
見
い
だ
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
前
者
の
系
列
に
属
す
る
仕
事
に
比
し
て
、
後
者
の
系
列
に

属
す
る
仕
事
の
分
量
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
、
ま
ず
驚
か
さ
れ
る

が
、
単
に
量
の
観
点
だ
け
で
な
く
、
時
の
観
点
を
も
導
入
す
る
と
、

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
系
列
に
は
、
時
間
の
経
過
と

共
に
、
明
ら
か
な
重
心
の
移
動
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
リ
ン

グ
の
文
献
学
的
研
究
は

そ
れ
が
一
七
九
二
年
の
『
悪
の
起
源
』

－

－

と
、
そ
の
続
編
と
も
言
う
べ
き
『
神
話
論
』
へ
と
結
実
し
た
後

悉
く
断
片
に
止
ま
り
、
九
三
年
か
ら
九
四
年
に
か
け
て
次
第
に
批
判

哲
学
に
関
す
る
研
究
へ
と
場
所
を
譲
っ
て
い
き
、
終
い
に
は
、
こ
の

系
列
は
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
を
皮
切
り
に
矢
継
ぎ
早
に

発
表
さ
れ
る
批
判
哲
学
的
著
作
の
陰
で
、
完
全
に
途
絶
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
一
七
九
五
年
の
一
月
六
日
付
の
ヘ
ー
ゲ
ル
宛
書
簡

で
、
主
と
し
て
当
時
彼
が
従
事
し
て
い
た
文
献
学
的
仕
事
と
の
関
係

に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

僕
の
神
学
的
仕
事
に
つ
い
て
は
君
に
多
く
を
報
告
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
一
年
前
か
ら
、
そ
れ
は
僕
に
と
っ
て
は
、
副
次
的
と
言
っ

て
も
よ
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ま
で
唯
一
僕
の
関
心
を

惹
い
て
い
た
も
の
と
言
え
ば
、
旧
新
約
聖
書
と
原
始
キ
リ
ス
ト
教
時

代
の
精
神
と
に
関
す
る
歴
史
的
研
究

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
し
ば

．
．
．

ら
く
前
か
ら
中
断
し
た
ま
ま
だ
。
彼
の
時
代
の
進
行
が
た
え
ず
彼
を

、
、

捕
え
、
巻
き
込
み
、
押
し
流
そ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
い
っ
た
い

誰
が
古
代
の
塵
埃
の
中
に
埋
も
れ
て
い
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
僕

は
い
ま
哲
学
に
生
き
て
い
る
の
だ
。

（
一
六
）

二

二

－

こ
の
重
心
移
動
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
歩
み
に
お
い
て
い
か
な

る
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
、
こ
れ
を
も
っ
て
彼

の
真
に
哲
学
的
と
呼
べ
る
思
索
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
答
え

る
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
シ

ェ
リ
ン
グ
の
書
い
た
も
の
、
特
に
『
悪
の
起
源
』
の
内
容
が
、
そ
う

し
た
解
答
を
許
す
だ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
、
た
し
か

に
ホ
ル
ス
ト
・
フ
ー
ル
マ
ン
ス
に
は
、
こ
の
種
の
疑
念
が
萌
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
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こ
の
仕
事
に
よ
っ
て
既
に
最
初
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
極
め
て
重
要

な
こ
と
が
生
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、
若
き
シ
ェ
リ
ン
グ
が
先
ず
文

献
学
的
な
も
の
、
故
に
「
哲
学
以
前
の
も
の
」
に
従
事
し
、
後
に
初

め
て
本
来
的
に
哲
学
的
な
も
の
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
言

え
る
な
ど
と
思
い
込
む
な
ら
、
こ
れ
は
容
易
く
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

（
一
七
）

で
は
、
か
の
文
献
学
的
仕
事
が
哲
学
以
前
も
の
で
は
な
い
と
す
る

と
、
そ
の
内
に
見
い
だ
さ
れ
る
哲
学
的
な
も
の
と
は
、
い
っ
た
い
何

な
の
か
。
こ
の
箇
所
に
フ
ー
ル
マ
ン
ス
は
、
次
の
よ
う
な
脚
注
を
附

し
て
い
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
最
初
「
学
識
あ
る
東
洋
学
者
へ
の
道
を
順
調
に
歩

ん
で
い
た
」

と
い
う
文
が
、
プ
リ
ッ
ト
の
著
作
に
も
見
出
さ
れ

(
)25

る
。
こ
う
し
た
文
は
無
下
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
が
、
次
の
こ

と
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
確
か
に
東
洋
学
的

研
究
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
し
て
も
、
す
ぐ
さ
ま
純
粋
に
文
献
学
的

な
も
の
を
突
き
破
り
、
啓
蒙
的
思
惟
が
ち
ょ
う
ど
旧
約
聖
書
研
究
と

い
う
地
盤
で
立
て
た
大
き
な
問
い
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
は
初
め
か
ら
直
ち
に
哲
学
的
な
も
の

そ
れ
は
大
き
な
テ
ー
マ
に
お
い
て
世
界
観
的
な
も
の
と
常
に
不

－

可
分
な
の
で
あ
る
が

へ
達
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
こ

－

。

こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
極
め
て
有
機
的
な
道
を
歩
ん
で
い
る
の
で
あ
る

し
か
し
同
時
に
、
こ
こ
で
は
純
然
た
る
聖
書
批
判
か
ら
極
め
て
重
要

な
仕
方
で

し
か
も
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
根
本
動
向
が
二
度
と

－

抛
擲
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
仕
方
で

歴
史
と
い
う
広
が
り
が
シ

－

ェ
リ
ン
グ
に
開
示
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
も
、
看
過
さ
れ
る
べ
き
で

な
い
。
今
で
は
聖
書
は
単
純
に
霊
感
に
還
元
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
そ

れ
は
完
成
し
た
形
で
「
天
か
ら
到
来
し
た
も
の
」
と
考
え
ら
れ
て
も

い
な
い
。
聖
書
は
歴
史
の
内
で
生
じ
た
も
の
、
生
い
育
っ
た
も
の
と

解
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
は
河
の
流
れ
の
如
き
も
の
と
し
て
、

或
い
は
、
人
類
が
神
話
と
予
感
か
ら
精
神
へ
と
上
昇
す
る
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
、
要
す
る
に
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
、
捉
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
で
哲
学
的
な
も
の
が
既
に

文
献
学
的
な
も
の
の
内
に
一
緒
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
啓
蒙
的
見
解

の
深
化
と
し
て
の
ヘ
ル
ダ
ー

(

レ
ッ
シ
ン
グ
な
ど)

の
歴
史
理
解
が
極
め
て
具
体
的
な
領
域
で
、
何
の
雑
作
も
な
く
シ
ェ

、

、

リ
ン
グ
に
開
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が

ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
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こ
の
歴
史
理
解
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で

あ
る
。

（
一
八
）

要
す
る
に
、
フ
ー
ル
マ
ン
ス
の
考
え
で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
文
献

学
的
仕
事
の
内
に
見
い
だ
さ
れ
る
哲
学
的
な
も
の
と
は
、
聖
書
解
釈

に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
、
人
類
が
神
話
と
予
感
か
ら
精
神
へ
と
上
昇

す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
、
一
種
の
歴
史
理
解
に
他
な

ら
な
い
。
し
か
し
彼
の
主
張
が
説
得
的
な
も
の
と
な
る
に
は
、
こ
の

よ
う
に
脚
注
と
い
う
形
で
、
い
わ
ば
、
つ
い
で
に
触
れ
ら
れ
て
い
る

内
容
が
一
層
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

二

三

－

現
在
も
な
お
進
行
中
の
歴
史
・
批
判
版
全
集
の
編
纂
、
シ
ェ
リ
ン

グ
在
籍
時
の
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
・
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
研
究
な
ど
の
基
礎

的
作
業
を
踏
ま
え
て
、
フ
ー
ル
マ
ン
ス
の
脚
注
に
含
ま
れ
て
い
た
萌

芽
を
更
に
展
開
さ
せ
た
の
が
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
Ｇ
・
ヤ
ー
コ
プ
ス

で
あ
る
。
彼
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
文
献
学
的
仕
事
の
核
心
を
歴
史
哲
学

、
、
、
、

の
構
築
と
い
う
こ
と
の
内
に
見
、
そ
の
内
的
構
造
と
歴
史
的
由
来
と

、
、
、

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

ヤ
ー
コ
プ
ス
に
よ
る
と

『
悪
の
起
源
』
の
内
に
集
約
的
に
現

－

れ
て
い
る

シ
ェ
リ
ン
グ
の
文
献
学
的
仕
事
の
実
質
的
成
果
は
、

－

歴
史
が
理
性
の
発
展
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
歴
史
が
理

、
、
、
、
、

性
の
発
展
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
単
な
る
偶

然
的
進
行
と
し
て
で
は
な
く
、
理
性
の
諸
原
理
の
必
然
的
連
関
と
し

て

要
す
る
に
、
理
性
の
体
系
と
し
て

解
さ
れ
る
こ
と
に
な

－
－

、
、

っ
た
。
こ
の
体
系
と
し
て
の
歴
史
は
経
験
的
に
確
証
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
或
る
程
度
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
考
え
ら
れ
、
経
験
的
な
歴
史

考
察
の
導
き
の
糸
と
な
り
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
歴
史
の
発
展
は
、
そ
れ
が
内
的
必
然
性
に
し
た
が
っ
て
生
起
す
る

か
ぎ
り
、
確
固
た
る
出
発
点
と
終
点
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
こ
の
理
性
の
歴
史
は
自
然
状
態
、
即
ち
、
理
性
の
痕

跡
の
な
い
純
然
た
る
自
然
の
み
の
状
態
を
出
発
点
と
し
、
理
性
と
自

然

と
の
葛
藤
を
経
て
、
最
終
的
に
は
完
全
な
る
理
性
状
態
、

(

感
性)

即
ち
、
理
性
の
法
則
が
完
全
に
支
配
す
る
状
態
へ
と
至
る
、
そ
の
よ

う
な
発
展
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
完
全
な
る
理
性
状
態
と
言
っ
て

も
、
そ
れ
は
理
性
の
み
の
状
態
で
は
な
い
。
自
然
は
除
去
さ
れ
ず
、

理
性
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
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き
理
性
は
そ
の
立
法
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
実

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

現
に
お
い
て
も
自
由
と
な
る
。
つ
ま
り
、
理
性
が
命
ず
る
こ
と
は
、

、
、
、
、
、
、

そ
の
ま
ま
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
完
全
な
る
理
性
状

態
が
、
最
高
度
の
自
由
の
状
態
で
あ
る
と
す
る
と
、
純
粋
な
自
然
状

態
は
、
必
然
性
の
状
態
、
自
由
に
対
し
て
言
え
ば
、
不
自
由
の
状
態

で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
理
性
の
歴
史
は
、
不
自
由
か
ら
最
高

度
の
自
由
へ
の
発
展
と
し
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ヤ
ー
コ
プ
ス
の
シ
ェ
リ
ン
グ
理
解
は
、
彼
の
「
理
性
の
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
の
歴
史
」
と
い
う
言
葉
の
内
に
端
的
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

（
一
九
）

彼
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
は
立
法
的
理
性

と
聴
き
取
ら
れ
た

(

カ
ン
ト)

理
性

と
い
う
二
つ
の
思
想
が

要
す
る
に
、
理
性
の

(

ヘ
ル
ダ
ー)
－

原
理
と
理
性
の
生
成
と
い
う
二
つ
の
思
想
が

結
合
さ
れ
て
い

－

、
、

、
、

る
。
こ
こ
で
理
性
の
生
成
と
は
そ
の
歴
史
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
歴
史

が
そ
の
原
理
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
シ
ェ

リ
ン
グ
は
カ
ン
ト
の
立
法
的
理
性
を
ヘ
ル
ダ
ー
的
に
生
成
す
る
も
の

と
し
て
思
惟
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

三

一

－

ヤ
ー
コ
プ
ス
が
フ
ー
ル
マ
ン
ス
の
主
張
を
引
き
継
い
で
、
そ
れ
を

詳
細
に
展
開
し
て
い
く
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
に
シ
ェ

リ
ン
グ
の
思
惟
の
構
造
の
解
明
に
向
け
て
、
重
要
な
一
歩
が
踏
み
出

さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
以
前
に
は
、
一
方
で
は
批
判
哲
学
的

、
、
、
、
、

研
究
の
系
列
が
あ
り
、
こ
の
系
列
に
、
こ
れ
と
は
全
く
異
質
の
文
献
、
、

学
的
研
究
の
系
列
が
対
峙
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
、

、
、

今
で
は
、
こ
の
文
献
学
的
研
究
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
歴
史
哲
学

、
、
、
、

的
考
察
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

、ま
り
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
系
列
が
共
に
哲
学
的
考
察
で
あ

、
、
、

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
だ
と
す
る
と
一
見

異
質
に
見
え
る
二
つ
の
系
列
は
、
そ
れ
ら
が
共
に
哲
学
的
考
察
で
あ

る
と
い
う
点
で
、
互
い
に
類
縁
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
も
し
二
つ
の
系
列
に
実
際
に
類
縁
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
す

る
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
系
列
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
に
お
い
て
統
一

的
に
理
解
す
る
こ
と
も
、
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
と
し

て
も
、
そ
れ
を
追
求
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、

わ
れ
わ
れ
は
既
に
途
上
に
あ
り
、
こ
の
道
を
突
き
進
む
こ
と
に
よ
っ
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て
最
後
に
は
、
初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
を
統
一
的
に
見
渡
し
う
る

地
点
に
ま
で
到
達
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三

二

－

し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
フ
ー
ル
マ
ン
ス
か
ら
ヤ
ー
コ
プ
ス

、

、

へ
と
受
け
継
が
れ

発
展
さ
せ
ら
れ
て
き
た
見
解
を
継
承
し
つ
つ
も

同
時
に
そ
こ
に
一
つ
の

た
し
か
に
微
妙
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

－

重
要
な

変
更
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

－

見
解
で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
文
献
学
的
仕
事
の
成
果
は
一
種
の
歴
史

哲
学
の
構
築
の
内
に
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
要
す
る

に
、
彼
の
文
献
学
的
仕
事
の
成
果
が
専
ら
そ
の
客
観
の
方
面
か
ら
の

、
、

み
見
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、

わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
主
観
の
方
面
に
目
を
向
け
た
い
と
思
う
。
つ
ま

、
、

り
、
わ
れ
わ
れ
は
視
点
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
主
観
の
内
に
移
し
、
歴
史

哲
学
の
構
築
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
彼
の
思
惟
に
お
い
て
い
か
な

る
こ
と
が
生
起
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
、
そ
こ
を

起
点
と
し
て
全
体
を
見
直
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
文
献
学
的
仕
事
の
核
心
を
歴
史

哲
学
の
構
築
の
内
に
見
る
、
と
い
う
よ
り
は
、
彼
の
思
惟
に
お
い
て

歴
史
的
理
性
の
立
場
が
成
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
内
に
、
言
い
換

え
る
と
、
彼
の
思
惟
に
お
い
て
理
性
が
自
己
を
歴
史
的
な
も
の
と
し

て
自
覚
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
内
に
見
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き

歴
史
哲
学
は
、
こ
の
歴
史
的
理
性
の
意
識
内
容
と
し
て
の
自
己
の
歴

史
の
描
出
が
、
そ
れ
が
歴
史
的
理
性
の
意
識
内
容
で
あ
る
、
と
い
う

、

。

、

こ
と
を
捨
象
さ
れ
て

取
り
出
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い

或
い
は

次
の
よ
う
に
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
わ
れ
わ

れ
が
理
性
を
歴
史
的
と
呼
ぶ
と
き
、
そ
の
意
味
は
、
そ
の
理
性
が
ヤ

ー
コ
プ
ス
に
よ
っ
て
素
描
さ
れ
る
歴
史
哲
学
を
自
己
の
意
識
内
容
と

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
、
と
。

だ
が
、
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
一
体
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
か
か
る
観
点
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ

れ
は
本
当
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

三
－

(
二
〇)

ま
ず
わ
れ
わ
れ
は

『
悪
の
起
源
』
冒
頭
に
お
け
る
著
者
の
言

－
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葉
に
し
た
が
っ
て

理
性
の
自
覚
性
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な

－

（
二
一
）

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
理
性
の
歴
史
に
は
、
理
性
が
そ
の
目
標
を
自
覚

的
に
達
成
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
本
質
的
契
機
と
し
て
組
み
込
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
理
性
が
意
識
的
に
、
意
図
的

に
、
こ
の
歴
史
の
目
標
を
実
現
す
る
の
で
な
い
な
ら
、
つ
ま
り
、
単

、

、

、

に
盲
目
的
に

自
動
的
に

こ
の
目
標
に
至
り
着
い
て
し
ま
う
な
ら

こ
れ
は
理
性
の

す
な
わ
ち
自
由
の

歴
史
の
名
に
は
値
し
な

－
－

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
理
性
と
自
然

と
の
葛
藤
は
、
理

(

感
性)

性
の
歴
史
を
完
成
に
向
け
て
促
進
さ
せ
る
動
因
と
な
る
だ
け
で
な

、

、

、

く

同
時
に

人
間
精
神
の
内
に
禍
悪
の
意
味
へ
の
問
い
を
惹
起
し

そ
れ
を
媒
介
と
し
て
理
性
の
目
を
自
己
自
身
へ
向
け
さ
せ
る
原
因
と

も
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
省
察
は
自
ら
の
内
で
完
結
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
他
に
真
の
目
的
を
有
し
、
そ
の
単
な
る
手
段
で
し

。

、

、

、

か
な
い
の
で
あ
る

つ
ま
り

こ
の
理
性
の
自
己
省
察
は

第
一
に

そ
れ
に
基
づ
い
て
理
性
の
歴
史
を
描
出
し
、
自
己
の
由
来
と
使
命
と

を
自
覚
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
第
二
に
、
こ
の
認
識
に
基
づ
い
て

行
為
へ
と
移
行
し
、
自
己
の
歴
史
的
使
命
を
実
現
す
る
、
と
い
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
か
の
理
性
の
歴
史
に
お
い
て
、
自
然
の
内
に
理
性
が
目
覚

め
、
感
性
と
の
葛
藤
の
内
に
入
っ
て
以
来
、
理
性
の
自
己
反
省
へ
の

道
も
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
無
論
、
理
性
は
最
初
か
ら

自
己
の
歴
史
を
完
全
な
形
で
描
け
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま

り
、
理
性
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
と
し

て
も
、
理
性
自
身
に
と
っ
て
は
、
必
ず
し
も
最
初
か
ら
そ
う
で
あ
る

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
理
性
が
自
己
を
歴
史
的
な

も
の
と
し
て
自
覚
す
る
た
め
に
は
、
自
己
省
察
の
媒
介
が
不
可
欠
で

あ
り
、
し
か
も
こ
の
自
己
省
察
が
或
る
程
度
の
成
熟
を
遂
げ
て
か
ら

で
な
い
と
、
理
性
は
自
己
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
に
お
い
て
歴
史

的
理
性
の
立
場
が
成
立
す
る
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
理
性
の
自
己
省
察

が
決
定
的
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
自
由
を
そ
の
本
質
と

す
る
理
性
が
自
己
自
身
へ
と
完
全
に
向
き
直
り
、
自
己
の
根
源
に
ま

で
透
徹
し
、
そ
こ
か
ら
自
己
を
体
系
的
連
関
に
お
い
て
見
渡
す
こ
と

が
で
き
る
段
階
に
入
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
理
性
は
こ
れ
を
カ
ン
ト
の
批
判

哲
学
に
お
い
て
果
た
す
の
で
あ
り
、
歴
史
的
理
性
の
立
場
は
批
判
哲

学
の
成
果
を
自
己
の
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
歴
史
的
理
性
は
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批
判
哲
学
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
時
代
を
み
ず
か
ら
の
時
代
と
し
て

生
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
純
然
た
る
自
然
状
態

の
内
に
産
み
落
と
さ
れ
て
以
来
、
経
て
き
た
時
を
回
顧
し
つ
つ
、
ま

た
、
い
ま
だ
踏
破
さ
れ
尽
く
し
て
い
な
い
未
来
を
見
や
り
な
が
ら
、

－

自
己
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
か
の
歴
史
哲
学
は
理
性
の
意
識
内
容
と
い
う
本
来
の
姿

に
引
き
戻
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

四

－

こ
の
よ
う
に
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
に
お
い
て
自
己
を
歴
史
的

な
も
の
と
し
て
自
覚
し
た
理
性
は
、
自
ら
の
最
終
的
目
的
を
理
性
の

完
全
支
配
の
内
に

シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
の
言
葉
で
は
「
理
性
の
最

－

高
の
独
裁
的
支
配
」
の
内
に

見
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
－

（
二
二
）

の
理
性
は
直
ち
に
、
こ
の
目
的
の
実
現
に
向
け
て
歩
み
出
せ
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
の
準
備
が
十
分
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
目
的
の
実
現
に
着
手
す
る
前
に
、
そ
れ
に
先
だ

っ
て
理
性
は
自
己
の
根
源
に
透
徹
し
、
そ
こ
か
ら
自
己
を
体
系
的
連

関
に
お
い
て
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
カ
ン
ト
の
理

性
批
判
は
、
そ
れ
を
完
全
な
仕
方
で
成
し
遂
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
理
性
の
体
系
的
連
関
を
、
そ
の
究

極
的
根
拠
か
ら
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
批
判
が
完
全
な
体
系
へ
と
高
め
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、

目
的
の
実
現
に
向
け
て
歩
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
、
自

己
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
し
た
理
性
が
眼
前
に
見
い
だ
し
た

状
況
で
あ
っ
た
。

こ
の
批
判
の
完
成
へ
向
け
て
の
第
一
歩
は
既
に
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の

。

、

表
象
能
力
の
理
論
に
よ
っ
て
歩
み
出
さ
れ
て
い
た

し
か
し
そ
の
後

『
悪
の
起
源
』
か
ら
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
へ
と
至
る
間

に
状
況
は
一
変
す
る
。
つ
ま
り
、
エ
ネ
ジ
デ
ム
ス
を
初
め
と
す
る
他

の
哲
学
者
た
ち
の
吟
味
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
ラ
イ

ン
ホ
ル
ト
の
表
象
能
力
の
理
論
そ
の
も
の
が
更
な
る
根
拠
づ
け
を
必

要
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
窮
状

を
打
破
す
る
た
め
に
登
場
し
た
の
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
人
間
の
知
の
究
極
原
理
と
し
て
自
我
の
原
理
を
掲
げ

そ
れ
に
よ
っ
て
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
表
象
能
力
の
理
論
を
根
拠
づ

－

け
る
だ
け
で
な
く

そ
こ
か
ら
人
間
的
知
識
の
一
切
を
体
系
的
に

－

展
開
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
索

は
明
確
に
こ
の
地
点
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
体
系
的
連
関
の
叙
述
へ
向
け
て

自
ら
の
知
識
学
の
プ
ラ
ン
を
掲
げ
た
地
点
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
フ
ィ
ヒ
テ
と
共
に
、
知
の
最
終
的
根

拠
づ
け
と
い
う
そ
の
課
題
を
自
ら
引
き
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
は
、
お
そ
ら
く
フ

ィ
ヒ
テ
の
視
野
の
内
に
は
入
っ
て
い
な
い
よ
う
な
視
圏
の
内
を
動
い

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
著
作
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
自
ら
の
知

識
学
の
課
題
と
し
て
い
る
の
と
同
一
の
課
題
が
、
す
べ
て
の
哲
学
的

努
力
の
完
成
と
解
さ
れ
、
そ
の
目
的
が
全
歴
史
の
完
成
と
い
う
終
極

の
内
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
の

（
二
三
）

場
合
に
は
、
た
か
だ
か
カ
ン
ト
哲
学
以
後
の
哲
学
的
状
況
の
内
で
し

か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
問
題
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
こ
の
歴

（
二
四
）

史
的
理
性
の
立
場
か
ら
、
理
性
の
歴
史
と
い
う
広
が
り
の
中
で
、
人

間
的
理
性
そ
の
も
の
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
本
来
的
課
題
と
し
て
捉
え

ら
れ
、
引
き
受
け
ら
れ
、
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

五

－

『
悪
の
起
源
』
に
お
い
て
、
単
に
そ
れ
自
体
と
し
て
歴
史
的
で
あ

る
に
す
ぎ
な
い
理
性
は
、
批
判
哲
学
に
お
け
る
自
己
省
察
の
成
果
を

背
景
と
し
て
、
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
も
歴
史
的
な
も
の
、
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
の
意
味
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
と
な
る
。
他
方
『
哲
学
一

般
の
形
式
の
可
能
性
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
自
己
を
歴
史
的
な
も
の

と
し
て
自
覚
し
た
理
性
が
、
こ
の
自
己
省
察
が
そ
の
歴
史
の
目
的
を

達
成
し
う
る
た
め
に
は
十
分
で
は
な
い
、
と
い
う
現
実
に
直
面
し
、

そ
れ
を
完
全
な
も
の
へ
と
仕
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
前
者
に
お
い

て
批
判
哲
学
的
テ
ー
マ
は
、
理
性
が
自
己
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て

自
覚
す
る
た
め
の
前
提
で
し
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
テ
ー
マ

は
周
辺
に
退
い
て
い
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
こ
の
同
じ
テ
ー
マ

が
歴
史
的
理
性
が
取
り
組
む
べ
き
当
面
の
課
題
と
し
て
、
考
察
の
中

心
へ
と
現
れ
出
て
き
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
テ
ー
マ
に
着
目
す
る

か
ぎ
り
、
こ
こ
に
は
た
し
か
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
が
見
い
だ
さ

れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
と
き
こ
れ
ら
の
課
題
を

遂
行
し
て
い
る
主
体
は
、
歴
史
的
理
性
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
『
悪
の
起
源
』
か
ら
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』

へ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
が
進
ん
で
い
く
と
き
、
そ
こ
で
は
或
る
思

惟
の
立
場
か
ら
、
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
他
の
思
惟
の
立
場
へ
の
移
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動
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ

の
思
惟
は
歴
史
的
理
性
の
立
場
に
止
ま
り
、
そ
の
内
部
で

こ
う

－

言
っ
て
も
よ
い
な
ら

こ
の
歴
史
的
理
性
そ
の
も
の
が
持
続
的
進

－

、
、
、
、
、
、
、
、
、

展
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ

は
『
悪
の
起
源
』
と
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
と
の
間
に
張

り
渡
さ
れ
て
い
る
思
惟
の
基
本
的
立
場
を
、
歴
史
的
理
性
の
立
場
を

母
胎
と
し
て
い
る
同
一
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。し

か
し
、
歴
史
的
理
性
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
こ
の
時
期
の
シ
ェ

リ
ン
グ
の
思
惟
の
基
本
的
立
場
が
十
分
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
、
と
言

い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
か
す
る
と
、
単
な
る
歴
史
的
理
性
と
い

う
特
徴
づ
け
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
彼
の
思
惟
は
未
だ

他
の
類

－

似
の
歴
史
的
思
惟
の
立
場
に
決
し
て
還
元
さ
れ
な
い
よ
う
な

そ

－

の
固
有
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

四四

一

－

こ
の
こ
と
を
吟
味
す
る
に
は
、
自
己
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
自

覚
す
る
た
め
に
理
性
が
自
己
省
察
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
事
実
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
こ
の
自
己
省
察
は
歴
史
的
理
性
の
立
場
が
成
立
す
る
た
め
の
不

可
欠
の
前
提
を
な
し
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
立
場
か
ら
決

し
て
分
離
し
得
な
い
、
そ
の
一
部
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
も
含
め
て
歴
史
的
理
性

の
立
場
を
理
解
し
な
い
ま
ま
に
、
こ
の
立
場
を
、
少
な
く
と
も
十
全

に
理
解
し
た
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
歴

史
的
理
性
の
立
場
を
、
そ
れ
へ
と
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
も
含
め
て
理
解

し
た
い
の
で
あ
る
が

『
悪
の
起
源
』
の
論
述
を
逐
語
的
に
た
ど
る

、

こ
と
は
し
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
視
線
は
専
ら
、
こ
の
プ

ロ
セ
ス
を
た
ど
る
と
き
彼
の
思
惟
の
内
で
い
か
な
る
事
態
が
生
じ
て

い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
注
が
れ
る
の
で
あ
る
。

四

二
－

と
こ
ろ
で
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
創
世
記
第

、
、
、
、

三
章
の
批
判
的
か
つ
哲
学
的
解
釈
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
つ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
二
五
）
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ま
り
、
彼
の
思
惟
に
お
い
て
、
理
性
は
、
か
か
る
特
殊
的
形
態
に
お

い
て
理
性
の
自
己
省
察
を
遂
行
し
、
自
己
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て

自
覚
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
創
世
記
第
三
章
を
批
判
的
か

つ
哲
学
的
に
解
釈
す
る
、
と
は
、
一
体
い
か
な
る
事
を
意
味
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
肝
に
銘
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
と
き
創

－
－

世
記
第
三
章
が
神
話

厳
密
に
は
、
神
話
的
な
哲
学
的
学
説

と
解
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
哲
学
的
学
説
で

あ
る
、
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
な
ど
と
同
様
に
、
理
性

の
歴
史
に
お
け
る
自
己
省
察
の
成
果
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
神
話
的
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
理

性
と
感
性
の
葛
藤
の
時
代
に
あ
っ
て
、
理
性
に
対
し
て
感
性
が
圧
倒

的
に
優
勢
で
あ
っ
た
頃
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
理
性
の
自
己
省
察
は
抽
象
的
概

念
で
は
な
く
、
具
体
的
形
象
を
用
い
る
思
惟
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
創
世
記
第
三
章
と
は
、
こ
の
意
味
に

お
け
る
神
話
的
な
哲
学
的
学
説
の
現
存
す
る
最
古
の
も
の

「
人
間

、

的
理
性
の
最
古
の
文
書
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
六
）

し
か
し
、
か
か
る
思
惟
の
様
式
の
隔
た
り
の
故
に
、
創
世
記
第
三

、

、

章
の
解
釈
は

単
純
に
哲
学
的
な
解
釈
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず

そ
れ
に
は
批
判
的
解
釈
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

一
八
世
紀
の
理
性
は
、
こ
の
神
話
的
な
哲
学
的
学
説
の
内
容
を
再
獲

得
し
、
そ
の
不
完
全
な
自
己
省
察
を
一
八
世
紀
の
立
場
か
ら
補
い
、

完
全
な
も
の
へ
と
仕
上
げ
つ
つ
、
歴
史
的
理
性
の
立
場
へ
到
達
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
こ
の
理
性
は
そ
も
そ
も
、
こ
の
神
話

的
な
哲
学
的
学
説
の
内
容
を
自
ら
の
も
の
と
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
を
解
釈
し
う
る
よ
う
な
地
平
が

切
り
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
は
、
理
性
が
こ
の
神
話
的
な
哲
学
的
学
説
の
内
容
を

自
ら
の
も
の
と
な
し
う
る
よ
う
な
も
の
と
な
る
と
き
、
シ
ェ
リ
ン
グ

の
思
惟
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
理
性
そ
の
も
の
の
内
で
い
か

な
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
神

話
解
釈
と
い
う
言
葉
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
の
何
ら
の
解
明
の
必
要
も

な
し
に
直
ち
に
了
解
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
事
態
で
は
な

い
。

四

三
－

創
世
記
第
三
章
と
い
う
神
話
的
な
哲
学
的
学
説
の
内
容
を
再
獲
得
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す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
抽
象
的
概
念
を
用
い
て
思
索
す
る
者
が
形

象
的
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
哲
学
的
学
説
を
自
己
の
も
の

と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
神
話
的
な
哲
学
的
学
説
に
お
け
る
神
話
的
な
も

の
は
哲
学
的
学
説
を
覆
う
外
皮
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
、
言
い
か
え
る
と
、
形
象
的
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る

哲
学
的
学
説
は
こ
の
表
現
と
切
り
離
し
得
な
い
よ
う
な
内
実
を
有
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
神
話
的
な
哲
学
的
学
説

に
お
け
る
神
話
的
な
も
の
と
哲
学
的
学
説
と
を
単
純
に
分
離
し
う
る

と
考
え
て
、
こ
の
学
説
に
接
近
す
る
な
ら
、
そ
の
意
味
は
手
を
す
り

抜
け
て
し
ま
う
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
い
わ
ゆ
る
ア
レ
ゴ
ー
リ
ッ
シ
ュ

、

、

。

な
解
釈
に
激
し
く
抵
抗
す
る

と
い
う
の
は

こ
こ
に
理
由
が
あ
る

（
二
七
）

で
は
、
一
体
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
神
話
的
な
哲

学
的
学
説
の
内
容
を
わ
が
物
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
レ
ゴ
ー
リ

ッ
シ
ュ
な
解
釈
が
採
用
さ
れ
な
い
な
ら
、
神
話
的
な
哲
学
的
学
説
が

全
体
と
し
て
現
代
の
哲
学
的
学
説
か
ら
独
立
し
た
固
有
の
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と

も
、
こ
の
と
き
両
者
を
繋
い
で
い
る
の
は
、
一
八
世
紀
の
理
性
が
神

話
時
代
を
経
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
か
か
る
も
の
と
し
て

存
立
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
の
理

性
が
神
話
を
解
釈
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
が
互
い
に
全
体
と

し
て
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
理
性
に
と
っ
て
は
、
自

己
自
身
を
全
体
と
し
て
抛
擲
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
か
え
る
と
、
解
釈
は
、
理
性
が
神
話
を
単

、

、

に
自
己
の
立
場
に
解
消
す
る

と
い
う
一
方
向
的
な
も
の
で
は
な
く

同
時
に
理
性
が
自
己
の
内
に
神
話
的
次
元
を
発
掘
す
る
、
と
い
う
双

方
向
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

神
話
的
な
哲
学
的
学
説
を
神
話
的
な
も
の
と
し
て
承
認
し
つ
つ
、
し

か
も
そ
の
内
容
を
概
念
的
言
語
に
翻
訳
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
一

八
世
紀
の
理
性
が
自
己
の
内
に
神
話
的
次
元
を
取
り
戻
す
こ
と
を
、

つ
ま
り
、
神
話
的
思
惟
の
次
元
を
発
掘
し
、
自
ら
の
も
の
と
し
て
自

己
に
統
合
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
一
体
い
か
な
る
こ
と
を
意

－

味
し
て
い
る
の
か
。

四

四
－

こ
の
と
き
何
よ
り
も
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
神
話
的
思
惟
が
哲
学
的
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思
惟
に
対
し
て
有
し
て
い
る
二
重
の
関
係
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
哲
学
的
思
惟
は

一
切
の
人
間
精
神
の
所
産
が

－

そ
う
で
あ
る
よ
う
に

神
話
的
思
惟
を
母
胎
と
し
て
い
る
。
そ
れ

－

故
、
哲
学
的
思
惟
は
か
つ
て
は
神
話
的
思
惟
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ

の
思
惟
の
内
で
育
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
哲
学
的

思
惟
は
そ
も
そ
も
哲
学
的
思
惟
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
ら
の
神
話
的
思
惟
の
時
代
を
克
服
し
て
し
ま
い
、
そ
れ

を
徹
底
的
に
過
去
の
も
の
と
し
て
し
ま
わ
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
思
惟

は
真
に
哲
学
的
な
思
惟
に
な
り
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
、
確

か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
般
的
に
見
て
も
、
つ
ま
り
、
哲
学
史
に
そ
の
名
を

刻
ん
で
い
る
幾
つ
か
の
哲
学
的
立
場
を
見
渡
し
て
み
て
も
、
哲
学
的

思
惟
が
神
話
的
思
惟
を
自
己
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
二
重
の
関
係
に

、

。

あ
る
も
の
と
し
て
把
握
し
う
る
こ
と
は

非
常
に
稀
な
こ
と
で
あ
る

そ
れ
は
あ
た
か
も
、
哲
学
的
思
惟
は
神
話
的
思
惟
か
ら
生
い
育
っ
た

も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
度
そ
こ
か
ら
自
立
を
遂
げ
て
し

ま
う
と
、
哲
学
的
思
惟
に
と
っ
て
神
話
的
思
惟
が
い
か
な
る
も
の
な

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
な
く
な
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
か

く
し
て
哲
学
的
思
惟
は
神
話
的
思
惟
を
そ
の
内
に
何
ら
本
質
的
な
も

の
を
蔵
し
て
い
な
い
単
な
る
〈
仮
象
〉
と
見
な
す
か
、
或
い
は
、
せ

い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
ア
レ
ゴ
ー
リ
ッ
シ
ュ
な
解
釈
が
試
み
ら
れ
る
場

合
の
よ
う
に
、
未
成
熟
な
哲
学
的
思
惟
と
見
な
す
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
前
者
の
場
合
に
は
、
二
つ
の
思
惟
の
同
一
性
が
、
ま
た
後
者

、

。

の
場
合
に
は

差
異
性
が
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
は
、
神
話
的
思
惟
は
哲
学
的
思
惟
に

対
し
て
か
の
二
重
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

（
二
八
）

こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
内
に
は
、
神
話
的
思
惟
を

こ
の
二
重
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
一
つ
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
神
話
的
思
惟
を
、
た

だ
単
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
、
と
し
て
で
は
な
く
、
現
在
の

内
に
生
き
て
働
い
て
い
る
よ
う
な
過
去
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
こ
の

、
、

哲
学
的
思
惟
を
担
い
つ
づ
け
る
も
の
、
要
す
る
に
、
そ
れ
の
根
底
、
、

と
し
て
、
自
己
の
内
に
承
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

G
rund

る
。

四

五

－
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
哲
学
的
思
惟
が
神
話
的
思
惟
を
自

己
の
根
底
と
し
て
有
す
る
も
の
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
と
き
、
そ
れ
に

よ
っ
て
哲
学
的
思
惟
が
初
め
て
創
世
記
第
三
章
の
内
容
を
自
ら
の
も

の
と
し
う
る
よ
う
に
な
る
、
そ
う
し
た
地
平
が
開
か
れ
る
。
当
に
こ

の
地
平
に
お
い
て
、
哲
学
的
思
惟
は
、
過
去
の
自
己
の
自
己
省
察
の

不
完
全
性
を
補
い
つ
つ
、
自
己
省
察
を
遂
行
し
、
自
己
を
歴
史
的
な

も
の
と
し
て
自
覚
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
話
的
思
惟

の
次
元
を
自
己
の
根
底
と
し
て
い
る
理
性
と
自
己
を
歴
史
的
な
も
の

と
し
て
自
覚
す
る
理
性
と
は
別
の
理
性
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

自
己
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
と
き
、
ま
さ
に
こ
の
歴
史

的
理
性
そ
の
も
の
が
、
神
話
時
代
を
自
己
の
根
底
と
し
て
有
す
る
よ

う
な
も
の
と
し
て
生
成
す
る
の
で
あ
る
。

だ
と
す
る
と
、
歴
史
的
理
性
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
シ
ェ
リ
ン

グ
の
思
惟
に
お
い
て
生
成
す
る
歴
史
的
理
性
の
立
場
を
十
全
に
特
徴

づ
け
た
、
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
単

な
る
歴
史
的
理
性
と
い
う
特
徴
づ
け
を
越
え
て
、
神
話
時
代
を
自
己

の
根
底
と
し
て
有
し
て
い
る
、
と
い
う
、
そ
の
内
的
構
造
を
正
確
に

捉
え
て
初
め
て
、
こ
の
歴
史
的
理
性
の
立
場
を
、
そ
の
固
有
性
に
お

い
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
神
話
的
時
代
を
自
己
の
根
底
と
し
て
有
す
る
歴
史
的
理
性

、

、

が
成
立
し
て
い
く

そ
の
運
動
の
全
体
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
上
で

わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
、
こ
の
全
体
的
運
動
の
最
基
底
を
な
し
て
い

る
運
動
を
、
つ
ま
り
、
哲
学
的
思
惟
が
神
話
的
な
も
の
へ
と
自
己
を

解
放
し
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
神
話
的
な
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、

自
ら
の
根
底
と
し
て
自
己
に
統
合
す
る
、
と
い
う
運
動
を
熟
視
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五五

一

－

す
る
と
、
こ
こ
に
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
〈
思
惟
の
質
〉
と
で
も
言

、

う
べ
き
も
の
が
現
前
し
て
い
る
、
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

（
二
九
）

り
、
自
己
を
神
話
的
な
も
の
へ
と
解
放
し
、
そ
れ
を
神
話
的
な
も
の

と
し
て
自
ら
の
内
部
に
取
り
込
む
、
と
い
う
、
こ
の
運
動
を
と
お
し

、

、

、

て
彼
の
思
惟
は
自
ら
の
本
質
を

す
な
わ
ち

自
己
自
身
を
産
出
し

、
、
、
、
、

自
己
自
身
を
担
う
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
一
旦
そ
う
し
た
構
造
が
成

立
し
た
後
で
は
、
自
己
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
振
る
舞
う
も
の
、

そ
の
意
味
で
決
し
て
自
己
に
解
消
さ
れ
な
い
も
の
、
そ
う
し
た
も
の
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に
自
己
自
身
が
根
ざ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
れ
ら

を
全
体
と
し
て
把
捉
し
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
本
質
を
、
現
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
も
し
そ
う
し
た
こ
と
が
言

－

え
る
な
ら
、
こ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
を
最
も

内
側
か
ら
眺
め
う
る
地
点
に
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

五

二

－

勿
論
、
単
に
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
に
の
み
目
を
向
け

、

。

て
い
る
か
ぎ
り

こ
う
し
た
思
惟
の
本
質
的
動
向
は
見
え
て
こ
な
い

あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
は
こ
の
著
作
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
動
向
は
、
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で

あ
る
以
上
、
早
晩
目
に
見
え
る
か
た
ち
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を

え
な
い
。
現
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
最
初
の
噴
出
を
彼
の
自
然
哲
学

の
内
に
目
撃
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
哲
学
の
構
想
に
お
い
て
は
、

自
然
の
産
出
活
動
が
自
我
の
自
己
定
立
の
根
底
と
し
て

後
の
彼

－

、
、

、
、

の
言
い
回
し
を
用
い
る
な
ら

そ
の
「
超
越
論
的
過
去
」
と
し
て

－

（
三
〇
）

構
成
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
と
き
両
者
は
互
い
に
区
別
さ
れ
る

だ
け
で
な
く
、
補
完
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
体
系
を
な
し
て

い
る
の
で
あ
る

『
知
識
学
の
概
念
』
第
二
版
が
出
版
さ
れ
た
と
き

。

に
は
、
こ
の
構
想
は
、
既
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
内
で
次
第
に
具
体
的
な

形
を
と
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
七
九
九
年
の
著
作
の
内
に

は
、
そ
れ
の
明
確
な
表
明
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

さ
て
、
実
的
な
も
の

を
理
的
な
も
の

に

(
)

(
)

das
R
eelle

das
Ideelle

従
属
さ
せ
る
こ
と
が
超
越
論
的
哲
学
の
課
題
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ

れ
と
は
逆
に
、
理
的
な
も
の
を
実
的
な
も
の
か
ら
説
明
す
る
と
い
う

こ
と
が
自
然
哲
学
の
課
題
と
な
る
。
そ
れ
故
、
二
つ
の
学
は
、
そ
の

課
題
が
反
対
の
方
向
を
有
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
区
別
さ

れ
る
、
一
つ
の
学
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
は
等

し
く
可
能
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
必
然
で
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
は

知
の
体
系
に
お
い
て
等
し
い
必
然
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
一
）

こ
の
と
き
明
ら
か
に
、
哲
学
的
思
惟
に
対
す
る
神
話
的
思
惟
の
関

係
が
、
い
わ
ば
自
我
の
底
を
突
き
破
っ
て
、
自
我
に
対
す
る
自
然
の

関
係
の
内
に
反
復
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
自
然
は
自
我

の
自
己
定
立
に
と
っ
て

神
話
的
思
惟
が
哲
学
的
思
惟
に
と
っ
て

－
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そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に

自
己
を
育
ん
で
き
た
母
胎
で
あ
り
な
が

－
ら
、
そ
こ
か
ら
自
立
を
遂
げ
て
し
ま
っ
た
後
で
は
、
自
己
の
外
部
に

他
者

と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
し
か
し
実
際
は
そ
う
で

(

＝
非
我)

は
な
い
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
い
ま
も
な
お
自
己
を
担
い
続
け
て

い
る
、
そ
の
生
け
る
根
底
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

三

－

無
論
、
自
我
の
自
己
定
立
を
究
極
的
な
も
の
と
見
な
し
、
そ
の
背

後
に
何
も
の
も
認
め
よ
う
と
し
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
い
か
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
と
、
知
識
学
を
補
完
す
る
も
の
な
ど
考
え
ら
れ
る
は
ず

も
な
い
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
主
張
さ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
れ

は
知
識
学
の
立
場
を
誤
解
し
た
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
こ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
〈
巨

人
族
の
闘
い
〉
と
も
称
さ
れ
る
壮
絶
な
哲
学
的
論
争
の
内
に
入
り
込

ん
で
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
性
急
の
謗
り
を
免
れ
ま
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
ひ
と
ま

、

、

、

ず
こ
こ
で
足
を
止
め

最
後
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

つ
ま
り

神
話
解
釈
の
内
に
現
れ
て
い
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
根
本
的
動
向

が
、
歴
史
的
理
性
の
立
場
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

彼
の
自
然
哲
学
の

す
な
わ
ち
、
自
我
の
超
越
論
的
過
去
と
し
て

－

の
自
然
と
い
う
構
想
の

根
底
に
も
存
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い

－

う
事
態
を
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、

初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
索
に
お
い
て
神
話
の
問
題
と
自
然
の
問
題
と

が
い
か
な
る
仕
方
で
互
い
に
連
関
し
合
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
を
、
徹
底
的
に
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
基
礎
的
考

察
を
一
つ
一
つ
積
み
重
ね
た
後
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
か
の
論
争
の

内
に
入
り
込
ん
で
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
本
質
に
お
い
て

捉
え
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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( 4 )

Die Genese der geschichtlichen Vernunft
Über die Bedeutung der Mythenauslegung―

―in Schellings De malorum origine

Kôki ASANUMA

De malorum origineIn dem Schlußkapitel (VII) des Erstlingswerkes Schellings
wird die Konzeption der geschichtlichen d.h. sich entwickelnden Vernunft dargelegt.
Der Weg zu diesem Kapitel (I-VI) kann als ein Prozeß interpretiert werden, im
Verlauf dessen sich die Vernunft als geschichtlich erkennt. Die Vernunft gelangt zu
dieser Erkenntnis durch Selbstreflexion, durch die sie ihre eigene Natur untersucht.
In dieser Schrift wird diese Reflexion in einer besonderen Form durchgeführt : Die
Form der Mythenauslegung.

Aber was bedeutet „Mythos auslegen“? Der Mythos ist der Mutterleib des
philosophischen Denkens. Das philosophische Denken mußte jedoch seinen
Mutterleib überwinden und verlassen, um überhaupt „philosophisch“ genannt werden
zu können. „Mythos auslegen“ bedeutet also für das philosophische Denken, seine
überwundene und verlassene Vergangenheit in sich selbst wiederzufinden und sich
einzuverleiben. Weil sich aber gerade durch diesen Akt die Vernunft als
geschichtlich erkennt, erlangt diese geschichtliche Vernunft selbst eine merkwürdige
Struktur; sie involuviert ihre überwundene mythische Zeit als ihren lebendigen
Grund.

Aber drückt sich nicht gerade in diesem Akt das Wesen des Schellingschen
Denkens aus? Denn dieselbe Bewegung des Denkens liegt auch der Idee seiner
Naturphilosophie zugrunde, die die Natur als den Grund des Ich, seine
„transzendentale Vergangenheit“ (SW X S.93) konstruiert. Hier wird offenbar das
Verhältnis zwischen dem philosophischen und dem mythischen Denken durch
dasjenige zwischen dem Ich und der Natur wiederholt.


