
二

つ

の

闇

夜
―

―

西
谷
啓
治
の
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
（
一
）

浅
沼

光
樹

一

問
題
設
定

回
顧
と
課
題

―

西
谷
啓
治
の
卒
業
論
文
に
つ
い
て
私
は
こ
れ
ま
で
に
二
つ
の
論
文

を
発
表
し
た
。
一
つ
は
「
京
都
学
派
の
哲
学
史
的
洞
察

西
谷
啓

―

治
の
卒
業
論
文
「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
的
観
念
論
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

純
粋
持
続

」
と
題
す
る
論
文
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
シ
ェ
リ
ン

」

グ
と
〈
純
粋
意
志
の
哲
学

」
と
題
す
る
論
文
で
あ
る
。

〉

(

一)

こ
の
う
ち
前
者
は
西
谷
研
究
の
現
状
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
西
谷
の
卒

業
論
文
を
と
り
あ
げ
る
意
義
、
そ
の
際
の
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
な
問

題
意
識
な
ど
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
研
究
全
体
の
序
説
に
相

当
す
る
。

ま
た
西
谷
の
初
期
論
文
は
難
解
を
も
っ
て
知
ら
れ
、
特
に
卒
業
論

文
は
論
理
的
構
成
を
明
確
に
と
ら
え
る
の
が
非
常
に
困
難
で
あ
っ

た
。
主
に
そ
の
解
明
に
取
り
く
ん
だ
の
が
後
者
の
論
文
で
あ
る
。
そ

の
目
的
が
ま
が
り
な
り
に
も
達
成
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に

よ
っ
て
西
谷
の
卒
業
論
文
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
論
じ
る
準
備
は

整
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

西
谷
の
卒
業
論
文
の
具
体
的
な
内
容
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
西

（
た
だ
し
そ
れ
は
同
時
に
ベ
ル
ク

谷
に
よ
る
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
で
あ
る

。
そ
こ
で
第
二

ソ
ン
解
釈
で
も
あ
る
よ
う
な
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
で
あ
る
）

論
文
を
土
台
と
し
、
い
よ
い
よ
西
谷
の
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
の
内
実
に

入
り
込
ん
で
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

「
悪
の
問
題
」
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西
谷
は
一
九
二
一
年
に
京
都
帝
国
大
学
に
入
学
し
、
一
九
二
四
年

に
卒
業
す
る
。
卒
業
論
文
に
先
立
っ
て
第
二
年
次
の
終
わ
り
に
書
か

れ
た
「
悪
の
問
題
に
就
い
て

と

」
（
以
下
「
悪
の
問
題
」
と
略
す
る
）

い
う
レ
ポ
ー
ト
が
西
谷
の
最
初
の
哲
学
論
文
で
あ
る
。
の
ち
に
こ
の

論
文
は
雑
誌
『
哲
学
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
、
現
在
は
『
著
作
集
』
第

二
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
論
文
に
は
西
谷
の
問
題
意
識
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
同

時
に
、
そ
の
構
造
は
或
る
意
味
に
お
い
て
卒
業
論
文
の
雛
形
と
も
見

な
し
う
る
。
時
間
的
に
も
主
題
的
に
も
連
続
し
て
い
る
こ
れ
ら
二
つ

の
論
文
を
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
卒
業
論
文

の
意
図
と
特
質
と
を
よ
り
正
確
に
把
握
し
う
る
よ
う
に
な
る
。

二
・
一

「
悪
の
問
題
」
の
構
図

「
悪
の
問
題
」
の
概
要
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
の

論
文
に
お
い
て
西
谷
は
純
粋
意
志
の
立
場
に
立
脚
し
、
悪
の
起
源
の

、
、
、
、

、
、
、
、

問
題
を
論
じ
て
い
る
。

絶
対
者
は
純
粋
意
志
を
本
質
と
す
る
自
覚
的
存
在
者
で
あ
る
。
言

、
、
、
、

、
、
、

い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
直
観
と
い
う
同
一
性
と
反
省
と
い
う
分
裂
に

よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
無
限
の
生
成
発
展
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
自

体
と
し
て
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
同
一
性
と
分
裂
と
い
う
二
面
は
こ
の

発
展
の
な
か
で
は
相
即
し
、
絶
対
に
不
可
分
で
あ
る
。

し
か
し
人
間
に
お
い
て
は
、
絶
対
者
の
二
面
は
常
に
分
裂
し
て
あ

ら
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
知
と
意
志
と
い
う
絶
対
者
に
お
い
て
は
不
可

分
な
も
の
も
、
人
間
に
お
い
て
は
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
に
分
か

れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ら
二
重
の
理
性
は
そ
れ
自
身
は
有
限
な
も

の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
絶
対
的
な
も
の
と
の
関
係
も
失
っ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
も
の
へ
向
け
て
人
間
理
性
の
反

省
作
用
が
拡
張
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
成
立
す
る
の
が
哲
学
的
認

（
絶
対
的
理
性
）

識
で
あ
り
、
そ
の
究
極
の
形
が
い
わ
ゆ
る
絶
対
知

で
あ
る
。

絶
対
知
と
は
絶
対
者
の
自
覚
的
発
展
が
反
省
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
こ
の
反
省
は
絶
対
者
そ
の
も
の
の
一
面
を
形
作
っ
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
は
絶
対
知
は
絶
対
者
の
自
己
認
識
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。

し
か
し
絶
対
者
の
本
質
は
こ
こ
で
反
省
さ
れ
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り

反
省
の
内
に
映
さ
れ
て
い
る
当
の
自
覚
的
発
展
と
い
う
運
動
の
ほ
う

（
理
論
理
性
）

に
あ
る
。
こ
の
側
面
は
直
接
に
は
わ
れ
わ
れ
の
反
省

二つの闇夜／18
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、

。

で
は
な
く

そ
の
意
志
的
行
為

の
内
に
あ
ら
わ
れ
る

（

）

実
践
理
性

わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
行
為
は
善
と
悪
と
の
絶
え
ざ
る
葛
藤
で
あ

り
、
一
瞬
一
瞬
が
絶
対
的
規
範
と
し
て
の
神
の
審
判
と
の
直
面
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
決
し
て
完
全
に
善
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ

か
ら
、
そ
の
現
実
の
行
為
は
倫
理
的
で
あ
る
と
と
も
に
同
時
に
宗
教

倫
理

宗

的
希
求
を
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い

つ
ま
り
前
者

は
後
者

。

（

）

（

へ
の
通
路
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

教
）し

た
が
っ
て
絶
対
的
理
性
の
立
場
の
根
柢
に
は
宗
教
的
実
存
の
立

場
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
絶
対
知
の
立
場
は
自
己
自
身
を

（
知
と
行
為
の
統
一
と
し
て
の
純
粋
意

否
定
し
て
宗
教
的
直
観
の
立
場へ

と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

志
の
歴
史
的
具
体
化
の
立
場
）

る
。

二
・
二

ヘ
ー
ゲ
ル
批
判

こ
の
論
文
に
は
カ
ン
ト
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲

学
者
の
引
用
が
鏤
め
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
比
重
は

大
き
い
。
絶
対
知
な
い
し
絶
対
的
理
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
に

は
は
っ
き
り
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。

尤
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
重
視
さ
れ
る
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
欠
落
し
て
い
る

、

。

も
の
に
光
を
当
て

そ
の
補
完
の
必
要
性
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る

〈
悪
の
問
題
〉
と
〈
純
粋
意
志
の
哲
学
〉
は
、
反
省
に
よ
っ
て
一
切

の
も
の
を
覆
い
尽
す
か
の
よ
う
に
見
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
理
性

の
立
場
そ
の
も
の
の
彼
岸
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
確
か
に
そ
の
際
に

一
見
カ
ン
ト
的
な
言
い
回
し
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

実
践
理
性
の
優
位
を
以
て
、
絶
対
知
に
す
ら
も
そ
れ
の
最
後
の

立
場
が
割
当
て
ら
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

（

）

。

27
(

二)

し
か
し
西
谷
は
「
カ
ン
ト
に
還
れ
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
同
じ
こ
と
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
例
を
用
い
て
も
説

明
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
恰
も
一
切
の
個
体
を
自
ら
の
様
態
へ
解
消
す
る

如
き
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
が
、
自
発
性
を
有
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
無
限
な
る
モ
ナ
ド
に
ま
で
砕
か
れ
た
推
移
に
似
て
ゐ
る
。

（

）
29
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し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
の
図
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
て
、
そ
の
絶

対
的
理
性
の
立
場
の
向
こ
う
側
へ
至
る
こ
と
こ
そ
が
企
図
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

文
章
の
端
々
か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
は
む
し
ろ
ニ
ー
チ
ェ
や
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
存
在
で
あ
る
。
カ
ン
ト
的
図
式
は
あ
く
ま
で
も
ヘ
ー
ゲ

ル
の
理
性
主
義
を
ニ
ー
チ
ェ
の
生
の
哲
学
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実

存
の
立
場
へ
と
乗
り
こ
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
た
と
え
克
服
の
対
象
で
あ
る
に
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル

が
論
文
全
体
の
な
か
で
枢
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
西
谷
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
が
開
陳
さ
れ

る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
論
文
は
、
純
粋
意
志
の
立
場
に
立
っ
て
ヘ、

ー
ゲ
ル
哲
学
と
の
関
係
に
お
い
て
〈
悪
の
問
題
〉
を
論
じ
て
い
る
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

二
・
三

シ
ェ
リ
ン
グ
の
不
在

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
言
及
が
頻
繁
に
な
さ
れ

て
い
る
一
方
で

「
悪
の
問
題
」
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
名
は
一
度
も

、

登
場
し
な
い
。
し
か
し
西
谷
の
議
論
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
人
間
的
自

由
の
本
質
』
を
彷
彿
と
さ
せ
る
場
面
が
少
な
く
な
い
。

悪
が
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
消
極
的
な
も
の
で
は
な

く
、
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
人
間
が
神
の
似
姿
で
あ
る
が
ゆ

え
に
全
体
か
ら
孤
立
し
て
、
一
個
の
空
虚
な
小
宇
宙
を
構
成
し
う
る

と
い
う
着
想
は
そ
の
ま
ま
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
も
見
出
さ
れ

る
。
も
し
こ
の
時
点
で
西
谷
が
ま
だ
シ
ェ
リ
ン
グ
を
読
ん
で
い
な
い

と
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
宗
教
論
や
ベ
ー
メ
の
『
ア
ウ
ロ
ー
ラ
』

な
ど
へ
の
言
及
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
消
化
し
た
上

で
西
谷
が
或
る
程
度
ま
で
独
力
で
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
議
論
を
展
開
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
こ
う
し
た
個
別
的
な
論
点
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
ヘ

ー
ゲ
ル
の
理
性
主
義
の
克
服
と
い
う
全
体
の
モ
チ
ー
フ
も
シ
ェ
リ
ン

グ
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
を
連
想
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
今

日
で
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
シ
ェ
リ
ン

グ
批
判
に
対
す
る
再
批
判
は
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
執
筆
の
動
機

の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
暗
黙
の
前
提
で
あ

り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
の
著
作
に
お
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
対
決
と



21／二つの闇夜

い
う
側
面
は
ま
だ
表
立
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
西
谷
の
場
合
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
自
ら
の
立
場
の

関
係
そ
の
も
の
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
対
決
姿
勢
は

シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
場
合
よ
り
も
一
層
先
鋭

化
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
理
性
は
悪

を
反
面
に
蔵
し
、
こ
の
反
省
と
悪
と
は
同
時
に
生
起
す
る
も
の
で
あ

る
の
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
つ
い
て
盲
目
で
あ
る
と
か
、
ゆ
え
に

ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
知
の
立
場
は
決
し
て
最
高
の
も
の
で
は
あ
り
え

ず
、
悪
の
問
題
を
介
し
て
そ
れ
自
体
が
宗
教
的
直
観
で
も
あ
る
純
粋

意
志
の
立
場
に
ま
で
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
い
ず
れ
が
い
ず
れ
を
包
摂
し
う
る
の
か
と
い
う

上
下
関
係
が
よ
り
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
行
為
の
現
実

性
の
強
調
や
宗
教
的
な
も
の
へ
の
希
求
の
念
も

こ
こ
ろ
な
し
か

人

、

『

間
的
自
由
の
本
質
』
の
場
合
よ
り
も
遥
か
に
激
し
い
よ
う
な
印
象
を

受
け
る
。
次
の
一
文
な
ど
は
そ
の
一
例
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

行
為
は
必
ず
業
的
世
界
よ
り
現
実
に
入
る
。
業
と
罪
垢
な
き
行

為
と
は
現
実
な
ら
ざ
る
行
為
と
い
ふ
に
等
し
い
。
罪
な
く
し
て

人
間
罪
苦
の
総
て
を
負
は
れ
し
神
の
子
に
よ
つ
て
救
済
さ
れ

る
、
と
い
は
れ
る
の
も
そ
の
為
め
で
あ
る
。
悪
の
問
題
は
必
然

的
に
宗
教
に
導
か
ね
ば
な
ら
ぬ

（

）

。

26

三

「
悪
の
問
題
」
と
卒
業
論
文

そ
の
問
題
意
識
か
ら
言
っ
て
も
実
際
の
議
論
の
内
容
か
ら
言
っ
て

も
、
こ
の
よ
う
に
西
谷
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
相
当
に
近
い
と
こ
ろ
に
居

た
。
そ
れ
ゆ
え
西
谷
が
シ
ェ
リ
ン
グ
に
着
目
し
た
と
し
て
も
聊
か
も

不
思
議
で
は
な
く
、
そ
う
な
る
の
も
単
純
に
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
事
実
そ
の
後
、
西
谷
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
本
格
的
に
取

り
組
み
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
並
ん
で
卒
業
論
文
の
主
軸

の
一
つ
に
据
え
ら
れ
る
。

三
・
一

卒
業
論
文
の
構
成

ま
ず
は
卒
業
論
文
の
概
要
を
簡
単
に
回
顧
し
て
み
よ
う
。
こ
の
論

文
は
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
部
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
を
へ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
と

至
る
哲
学
史
の
発
展
が
詳
細
に
辿
ら
れ
る
。
そ
の
後
で
こ
の
よ
う
な
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シ
ナ
リ
オ
と
は
異
な
る
、
い
わ
ば
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
哲
学
史

の
可
能
性
が
探
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が

陥
っ
た
同
一
哲
学
の
難
点
を
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
で
は
な
く
、
フ
ィ
ヒ
テ

的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
手
が
か
り
が
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
純
粋
持
続
の
立
場
に
求
め
ら
れ
る
。

第
二
部
は
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
全
体
が
ま
る
ご
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学

の
検
討
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
吟
味
の
結
果
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
立
場
そ
の
も
の
の
不
十
分
性
が
暴
き
出
さ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
超
越
論
的
哲
学
の
方
向
へ
と
カ
ン
ト
化
な
い
し
フ
ィ
ヒ
テ
化
さ

れ
、
更
に
同
一
哲
学
な
い
し
絶
対
者
の
哲
学
の
方
向
へ
と
シ
ェ
リ
ン

グ
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
う
し
て
最
終
的
に
〈
純
粋

意
志
の
哲
学
〉
へ
と
変
貌
を
遂
げ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
結
論
さ
れ

る
。そ

こ
で
第
三
部
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
〈
純
粋
意
志

の
哲
学
〉
が
改
め
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証

法
の
立
場
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
と
の
対
決
を

通
し
て
次
第
に
彫
琢
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三
・
二

同
型
性
と
差
異

確
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
新
し
い

素
材
が
投
入
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
議
論
の
面
目
は
一
新
さ
れ
て
い

る
。
特
に
注
目
に
値
す
る
の
は
〈
純
粋
意
志
の
哲
学
〉
は
も
は
や
ア

プ
リ
オ
リ
に
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
一
か
ら
の

導
出
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
先
程
も
述
べ

た
よ
う
に
、
そ
の
導
出
の
仕
方
は
、
い
わ
ば
哲
学
史
的
演
繹
と
で
も

名
付
け
う
る
よ
う
な
極
め
て
独
特
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ィ

ヒ
テ
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
を
経
て
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
と
至
る
ド
イ
ツ
観
念
論

の
思
想
的
発
展
の
中
で
い
っ
た
ん
は
座
礁
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う

に
見
え
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
が

ベ
ル
ク
ソ
ン
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
転
さ
せ
ら
れ
、
復
活
を

遂
げ
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
超
越
論
的

哲
学
へ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
で
も
あ
る
。
卒
業
論
文
に
お
い
て
は

〈
純
粋
意
志
の
哲
学
〉
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
導
出
さ
れ
て
い
る
の

、
、

で
あ
る
。

け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
に
〈
純
粋
意
志
の
哲
学
〉
の
立
場
が
一
旦
成

立
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
後
は
基
本
的
に
「
悪
の
問
題
」
と
同
様
の

議
論
が
反
復
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
知
の
立
場
は
再
度
、
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克
服
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
の
彼
方
に
〈
悪
の
起
源
〉
の
問
題
が
設
定

さ
れ
て
い
る
。
卒
業
論
文
の
第
三
部
に
の
み
注
目
す
る
な
ら
ば
、
基

本
的
に
そ
れ
は
「
悪
の
問
題
」
と
同
一
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

三
・
三

同
一
哲
学
の
再
評
価

「
悪
の
問
題
」
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
せ
い
か
〈
純
粋
意
志
の
哲
学
〉
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
関
係
に
関
し
て

は
、
第
三
部
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

と
い
う
印
象
は
拭
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
重
大
な
相
違
も
見

出
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
西
谷
の
〈
純
粋
意
志
の
哲
学
〉
と
並
ん

で
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
が
、
つ
ま
り
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
に
よ
る

同
一
哲
学
の
主
意
主
義
的
な
改
造
が
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る

『
人

。

間
的
自
由
の
本
質
』
は
西
谷
の
〈
純
粋
意
志
の
哲
学
〉
の
併
走
者
と

し
て
共
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
観
念
論
の
彼
岸
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
系
列
は
、
同
じ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
に
直
面
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
分
岐
し
た
二
種
類
の
同
一
哲
学
の
改
造
プ
ラ
ン
で

あ
る
。
一
方
は
現
実
の
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
他
方
は
西
谷
自
身
の

〈
純
粋
意
志
の
哲
学
〉
で
あ
る
。
た
だ
し
後
者
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同

一
哲
学
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
迂
回
路
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

反
転
さ
せ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
西
谷
は
後
者
の
立
場
に
立
っ
て
ヘ

ー
ゲ
ル
に
再
度
戦
い
を
挑
む
わ
け
で
あ
る
が
、
現
実
の
シ
ェ
リ
ン
グ

も
嘗
て
密
か
に
同
じ
こ
と
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

西
谷
は
今
回
は
ヘ
ー
ゲ
ル
だ
け
で
な
く
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
人
間
的

』

。

自
由
の
本
質

を
も
同
時
に
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る

そ
う
だ
と
す
る
と
自
ず
と
関
心
は
、
西
谷
に
よ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ

の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
評
価
さ
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
こ
の
問
題
は
種
々
の
意
味
に
お
い
て
余
り
に
も
重
要
で
あ
り
、
別

の
機
会
に
新
た
に
集
中
的
に
論
ず
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
西
谷
の
卒
業
論
文
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
人
間
的

自
由
の
本
質
』
の
大
体
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
、
も
う

一
つ
の
重
要
な
問
題
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
そ
の
問
題
と
い
う
の

は
、
西
谷
の
到
達
し
た
〈
純
粋
意
志
の
哲
学
〉
の
立
場
か
ら
み
て
シ

ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
は
、
あ
る
い
は
卒
業
論
文
の
タ
イ
ト
ル
で
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
的
観
念
論
」
は
一
体
ど
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の
よ
う
な
再
評
価
を
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
最
終
的
審
判
を
受
け
る
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

四

シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
的
観
念
論

四
・
一

同
一
哲
学
の
難
点
と

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
そ
の
克
服

卒
業
論
文
に
お
い
て
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
は
二
度
、
つ
ま

り
第
一
部
と
第
三
部
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
第
一
部
の
議
論
は
で

き
る
か
ぎ
り
客
観
的
に
同
一
哲
学
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見

ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
乗
り
越
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
経
緯
が
綿
密
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
そ
の
結
論
の
み
を
見
て
お
こ
う
。

彼

は
一
方
に
於
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
、
無
限
に
自

〔
シ
ェ
リ
ン
グ
〕

己
の
う
ち
に
帰
り
ゆ
く
活
動
に
不
満
を
感
じ
、
他
方
に
於
て
知

識
学
が
具
体
的
内
容
の
体
系
に
入
り
得
ぬ
こ
と
を
認
め
た
。
フ

ィ
ヒ
テ
の
事
行
は
主
‐
客
観
化

で
あ

S
ubjekt-O

bjektivierung

っ
た
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
客
観
に
も
主
客
合
一
の
意
義
を

subjektives
S
ubjekt-O

bjekt

与
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
主
観
は

と
な
り
客
観
は

と
な
り
、
こ
の
二

objektives
Subjekt-O

bjekt

つ
の
も
の
の
統
一
と
し
て
静
的
な
る
絶
対
者
が
考
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
か
く
て
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
て
は
永
遠
に
合
理
化
さ
れ
る

べ
き
課
題
と
し
て
残
つ
た
非
合
理
的
な
る
も
の
も
、
絶
対
者
の

立
場
に
於
て
非
合
理
の
ま
丶
に
合
理
化
さ
れ
た

（

）

。

58-59

し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
は
理
念
界
と
現
実
界
と
の
関
係

に
つ
い
て
一
つ
の
困
難
に
直
面
す
る
。

吾
々
は
先
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
対
立
の
統
一
」
と
い
ふ
如
き
考

へ
で
は
理
念
界
と
現
実
界
の
関
係
を
説
明
す
る
事
が
出
来
ぬ
、

主
知
主
義
は
畢
竟
対
立
を
単
に
濁
り
な
き
統
一
を
産
む
為
に
の

み
役
立
つ
も
の
と
見
て
、
常
に
統
一
の
み
に
立
つ
故
、
最
高
の

統
一
に
達
す
れ
ば
す
べ
て
を
現
象
界
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
。
こ
れ
が
即
自
的
に
見
れ
ば
絶
対
者
の
う
ち
に
あ
る
と
言
ふ

も
単
に
経
験
を
二
重
に
す
る
に
す
ぎ
ず
、
皆
闇
の
な
か
の
牛
の

如
く
一
色
の
も
の
と
な
る
を
免
れ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
見
た
。
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（

）

57
こ
の
よ
う
な
困
難
に
直
面
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
対
処
し

た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
如
何
に
一
切
が
絶
対
者
の
う
ち
に
あ
り
そ
の
影

像
で
あ
る
と
し
て
も

更
に
こ
れ
等
の
も
の
を
そ

〔
…
中
略
…
〕

〔
…
中

の
絶
対
者
と
の
内
面
的
関
係
よ
り
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

真
の
絶
対
者
は
同
一
と
非
同
一
と
の
同
一
で
な
け
れ
ば

略
…
〕

な
ら
ぬ
、
即
ち
イ
デ
ー
を
動
的
に
考
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
所

謂
現
象
の
間
に
イ
デ
ー
の
発
展
に
よ
る
内
面
的
連
関
を
現
出
せ

し
め
、
同
時
に
絶
対
者
と
現
象
界
を
イ
デ
ー
の
自
己
復
帰
に
よ

つ
て
繋
が
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
た

か
く
し
て
ヘ

。〔
…
中
略
…
〕

ー
ゲ
ル
に
は
仮
相
と
し
て
の
現
象
界
は
な
く
な
っ
て
す
べ
て
が

イ
デ
ー
の
発
展
と
な
つ
た

（

）

。

52-53

し
か
し
ま
さ
に
こ
の
解
決
が
第
三
部
で
は
別
の
観
点
か
ら
再
検
討

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
・
二

ヘ
ー
ゲ
ル
の
問
題
点

確
か
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
は
一
つ
の
困
難
へ
と
陥
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
け
れ
ど
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
決
は
全
面

的
に
正
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
西
谷
の
答

え
は
二
義
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
西
谷
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
或
る

意
味
で
は
正
し
く
、
或
る
意
味
で
は
間
違
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

、

。

難
点
の
解
決
と
い
う
面
か
ら
言
え
ば

そ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
は
主
知
的
立
場
よ
り
見

て
よ
り
純
粋
で
あ
る

（

）
と
す
ら
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
し
か

」

82

し
他
面
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
正
し

い
と
は
言
え
な
い

「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
同
一
と
更
に
対
立
す
る
非

。

同
一
と
の
同
一
を
考
へ
た
が
、
同
時
に
か
く
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
動

機
を
無
視
し
た

（

）
か
ら
で
あ
る
。

」

59

何
と
な
れ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
的
立
場
に
於

て
、
後
者
が
純
粋
な
る

を
殺
し
、
こ
れ
を
含
む
も

D
ifferenz

の
を
一
切
現
象
界
に
追
つ
た
飛
躍
的
立
場
を
再
び
現
象
界
に
接

続
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
で
あ
つ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
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こ
れ
に
よ
つ
て
一
方
絶
対
者
の
超
越
性
と
他
方
非
合
理
的
な
る

も
の
の
意
義
と
が
失
は
れ
た
こ
と
も
争
へ
ぬ
。
か
く
し
て
無
限

、

。

な
る
過
程
が
再
び
現
れ

同
時
に
閉
合
的
体
系
が
建
設
さ
れ
た

（

）

59

シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
者
を
譏
つ
て
現
実
的
な
る
も
の
丶
う
ち
か

ら
も
絶
対
者
が
現
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶

対
者
は
、
現
実
界
に
働
く
と
共
に
現
実
界
と
関
係
に
入
る
こ
と

に
よ
つ
て
濁
ら
さ
れ
た

（

）

。

59

こ
こ
で
西
谷
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
決
の
問
題
点
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
動、

機
の
無
視
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
わ
し
て
い
る

「
動
機
」
と
い
う

。

、
、
、
、

言
葉
は
単
に
同
一
哲
学
の
成
立
の
動
機
と
い
う
意
味
だ
け
で
使
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
「
非
合
理
な
も
の
を
非
合

（
非
合
理
な
も
の
を
非
合
理
な
ま
ま
に
包
み

理
な
ま
ま
に
合
理
化
す
る

」
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
の
最
初
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学

う
る
）

の
根
本
動
機
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
哲
学
に
シ

ェ
リ
ン
グ
が
自
然
哲
学
を
対
立
さ
せ
た
際
の
意
図
ま
で
も
含
め
て
、

こ
こ
で
は
「
動
機
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

こ
か
ら
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
的
発
展
を
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て

一
貫
し
た
動
機
な
い
し
は
動
向
に
貫
か
れ
た
も
の
と
見
な
す
西
谷
の

姿
勢
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意

味
で
の
動
機
を
無
視
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
本
来
の
動
向
と
は
別

の
方
向
へ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
一
哲
学
を
改
変
し
た
と
、
こ
こ
で
は
言

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
同
一
哲
学
の
改
変
の
方
向
が
シ
ェ
リ
ン

グ
の
思
惟
の
軌
道
に
沿
っ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
う
の
な
ら
ば
、

む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
本
来
の
軌
道
に
沿
っ
た
同
一
哲
学
の
改
変
と
い

う
も
の
も
考
え
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
西
谷
は
そ
の

可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

弁
証
論
が
そ
の

哲
学
の
性
質
を
最
も
よ
く
語

〔
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〕

る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
否
定
の

否
定
と
し
て
の
肯
定
が
そ
の

で
あ
っ
た
。
併
し
否

L
eitm

otiv

定
の
否
定
は
直
ち
に
真
の
肯
定
と
は
な
ら
ぬ

シ

。〔
…
中
略
…
〕

ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
者
は
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
非
難
さ
れ
た
点
に
於

て
反
つ
て
肯
定
の
立
場
を
残
し
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

静
的
に
考
へ
ら
れ
た
以
上
、
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
移
り
ゆ
き
は
当
然
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で
あ
つ
た
。
併
し
一
方
に
於
て
シ
ェ
リ
ン
グ
が
後
に
主
意
的
立

場
に
発
展
し
得
た
の
も
正
に
こ
の
非
難
さ
れ
た
考
へ
方
に
よ
つ

て
可
能
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る

（

）

。

59

こ
こ
で
は
二
つ
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
シ
ェ
リ
ン

グ
の
同
一
哲
学
は
そ
の
難
点
を
自
身
で
克
服
す
る
可
能
性
を
秘
め
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
可
能
性
は
ヘ
ー
ゲ

ル
が
同
一
哲
学
の
弱
点
と
見
な
し
た
正
に
そ
の
点
に
あ
っ
た
と
い
う

（
シ
ェ

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
そ
う
な
ら
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は
産
湯

リ
ン
グ
の
弱
点
）

（
主
意
的
立
場
へ
の
発
展
の
可
能
性
）

と
と
も
に
赤
子

ま
で
も
一
緒
に
流
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

で
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
弱
点
が
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
へ
の
発
展

の
可
能
性
で
も
あ
る
と
い
う
の
は
具
体
的
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ

。

『

』

と
な
の
で
あ
ろ
う
か

実
際
に
同
一
哲
学
は

人
間
的
自
由
の
本
質

へ
と
展
開
し
え
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
潜
在
能
力
は
同
一
哲
学
の
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
点
に
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
・
三

絶
対
的
同
一
性
の
深
淵

「
悪
の
問
題
」
と
同
様
に
卒
業
論
文
に
お
い
て
も
、
絶
対
的
理
性

は
「
純
な
る
意
志
」
の
「
反
省
面
で
あ
り
、
す
べ
て
の
対
象
界
に
働

く
作
用
を
す
べ
て
の
対
象
界
に
面
す
る
反
省
面
に
於
て
表
は
す
」

（

）
と
考
え
ら
れ
て
い
る

「
理
性
は
道
徳
・
芸
術
そ
の
他
の
す

75

。

べ
て
の
世
界
に
働
く
意
志
の
反
省
で
あ
る
故
、
善
も
美
も
す
べ
て
が

知
識
の
う
ち
に
入
り
知
識
が
知
識
自
身
に
帰
つ
て
哲
学
が
完
成
」

（

）
し

「
そ
こ
で
は
す
べ
て
は
思
惟
又
は
意
味
の
世
界
に
移
さ

82

、

れ
、
恰
も
バ
ー
ク
レ
ー
の
観
念
論
に
於
け
る
如
く
直
観
の
外
端
を
一

歩
出
づ
れ
ば
虚
無
あ
る
の
み
で
あ
る
か
の
如
く
見
え
る

（

）
の

」

70

で
あ
る
。

し
か
し
よ
く
見
れ
ば
そ
こ
に
は
意
志
の
痕
跡
、
つ
ま
り
理
性
を
超

え
た
も
の
の
痕
跡
が
見
出
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も

「
意
志
は
哲
学

、

的
反
省
の
世
界
の
う
ち
に
於
て
も
即
自
と
対
自
と
の
切
れ
合
ふ
点
に

動
的
な
原
理
と
し
て
自
己
を
顕
は
す

（

）
か
ら
で
あ
る
。
と
は

」

93

い
え
「
即
而
対
自
と
い
ふ
も
既
に
反
省
的
綜
合
の
跡
に
す
ぎ
な
い
」

（

。
つ
ま
り
一
方
で
は
「
既
に
こ
の
即
自
と
対
自
と
の
結
合
が

94

）

可
能
な
る
た
め
に
、
不
可
分
な
る
或
る
も
の

「
純
な
る
意
志
の
働

」

き
そ
の
も
の

「
を
予
想
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

（

）
の
で
あ
る
が
、
し

」

」

93

か
し
他
方
で
は
「
表
よ
り
裏
へ
行
く
に
は
円
の
全
周
を
通
ら
ね
ば
な
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ら
ぬ

（

）
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
要
す
る
に
、
直
接
に

」

86
裏
側
へ
と
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
場
合
は
事
情
が
違
っ
て
い
る
。
西

谷
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
的
同
一
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。吾

々
は
嘗
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
於
て
全
無
限
界
の
核
心
で
あ
る
概

念
の
無
限
の
う
ち
に
於
け
る
有
限
を
表
は
す
中
間
帯
に
更
に
限

界
な
き
実
在
性
、
限
界
そ
の
も
の
即
ち
、
現
実
の
現
実
及
び
両

者
の
結
合
を
見
た

こ
の
限
界
そ
の
も
の
或
は
現

。〔
…
中
略
…
〕

実
の
現
実
と
い
ふ
如
き
も
の
に
吾
々
は
無
限
の
深
淵
を
見
る
。

そ
れ
は
全
無
限
界
に
於
け
る
核
心
的
無
限
者
の
内
に
包
蔵
さ
れ

た
有
限
者
の
中
心
、
そ
の
有
限
者
の
有
限
性
で
あ
り
、
無
限
者

に
含
ま
れ
た
有
限
の
種
子
で
あ
り
、
全
無
限
界
の
根
柢
深
く
下

さ
れ
た
切
断
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
切
断
よ
り
湧
出
す
る
力
か

ら
一
切
の
創
造
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る

恰
も
蓮

。〔
…
中
略
…
〕

華
水
中
に
あ
る
と
き
は
蓮
華
、
水
を
出
づ
れ
ば
荷
葉
団
々
と
い

ふ
に
似
て
、
こ
の
限
界
そ
の
も
の
と
い
ふ
無
の
一
線
よ
り
湧
き

上
が
る
力
が
次
第
に
高
き
立
場
に
於
て
大
な
る
世
界
を
構
成
し

て
行
く

（

）

。

87

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
も
創
造
の
源
泉
と
も
言
う
べ
き
根
源
的
分
裂

の
痕
跡
は
見
出
さ
れ
る
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
痕
跡
で

、
、

あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
反
省
面
に
映
さ
れ
た
も
の

「
悪
の
問
題
」
の

、

言
葉
を
借
り
れ
ば
、
い
か
に
巧
み
に
描
か
れ
て
は
い
て
も
所
詮
「
画

面

（

）
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
潜

」

11

り
抜
け
て
彼
方
側
へ
と
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
シ
ェ
リ

ン
グ
の
場
合
に
は
そ
れ
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

直
観
の
う
ち
に
一
つ
に
結
ば
る
丶

と

の
両
面
の
間

real
ideal

の
分
裂
線

こ
の
分
裂
が
直
ち
に
深
淵
で
あ
る
。
こ
丶
に
立

―

つ
て
、
対
象
と
作
用
、
直
観
と
思
惟
、
現
象
界
と
理
念
界
等
す

べ
て
の
分
裂
を
覗
き
得
る

を

古
人
は
渓
聲
を
指
し
て

這

―
。

「

裏
よ
り
入
れ
」
と
教
え
た

（

）

。

70

で
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
の
同
一
性
の
深
淵
は
一
体
ど
こ
に
通
じ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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四
・
四

二
つ
の
闇
夜

西
谷
も
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ

ン
グ
の
絶
対
的
同
一
性
を
「
す
べ
て
の
牛
が
黒
く
な
る
暗
夜
」
と
呼

ん
で
い
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
的
同
一
性
に
根
源
的
分
裂
の
深
淵

を
見
出
す
の
と
平
行
し
て
、
こ
の
暗
夜
の
比
喩
に
関
し
て
も
別
の
見

方
が
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
谷
が
先
の
「
す
べ
て
の
牛
が
黒
く
な
る
暗
夜
」
に
対
置
す
る
の

は
「
古
鏡
未
だ
磨
せ
ざ
る
時
天
を
照
し
地
を
照
す
、
磨
し
て
後
は
黒

き
こ
と
漆
の
如
し
と
い
ふ
時
」
の
「
か
丶
る
黒
き
鏡

（

）
で
あ

」

94

る
。

「

」

ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
者
は
も
は
や

す
べ
て
の
牛
が
黒
く
な
る
暗
夜

で
は
な
く
し
て
「
天
を
照
し
地
を
照
す
」
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
自
分
自
身
の
内
に
映
す
絶
対
的
反
省
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
西
谷
は
「
未
だ
磨
せ
ざ
る

「
古
鏡
」
で

」

あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
は
「
未
だ
磨
せ
ざ
る
」
と
い
う
観
点
な
ど
あ
る

は
ず
が
な
い

「
天
を
照
し
地
を
照
す
」
鏡
、
つ
ま
り
万
物
を
そ
の

。

内
へ
と
映
す
絶
対
知
こ
そ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
最
後
の
、
そ
し
て

最
高
の
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
先
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
を
更
に
磨
い
て
い
け
ば
、
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
か
。

再
び
闇
が
訪
れ
る
と
西
谷
は
言
う
。
た
だ
し
そ
の
闇
は
「
磨
し
て

後
は
黒
き
こ
と
漆
の
如
し
」
と
言
わ
れ
る
漆
黒
の
闇
で
あ
る
。
そ
れ

は
闇
夜
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
漆
の
よ
う
な
光
沢
の
あ
る
闇
夜
、
デ

ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
ィ
タ
の
「
輝
く
闇
」
で
あ
る
。
絶
対

的
同
一
性
の
深
淵
、
根
源
的
分
裂
の
亀
裂
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
闇
が

輝
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

西
谷
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
来
る
と
そ
れ
は
最
早

「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
者
の
如
き
も
の
で
は
な
く
し
て
反
つ
て
自
我

の
奥
底
で
あ
る

（

。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
知

」

）

94

の
立
場
か
ら
純
粋
意
志
の
立
場
に
、
反
省
的
理
性
の
立
場
か
ら
現
実

的
行
為
の
立
場
に
完
全
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
既

に
「
悪
の
問
題
」
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た
。

か
丶
る
瞬
々
の
純
粋
な
る
行
は
神
に
も
属
せ
ず
、
勿
論
時
間
の

う
ち
に
移
さ
れ
た
限
り
の
自
我
に
も
属
し
な
い
。
神
と
人
と
の

か
か
る
罅
隙
よ
り
「
神
性
」

の
闇
黒
が
覗
き
、
輝
く

G
ottheit
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闇
が
発
現
し
て
来
る
の
で
あ
る

（

）

。

35
し
た
が
っ
て
今
や
わ
れ
わ
れ
は
西
谷
の
〈
純
粋
意
志
の
哲
学
〉
の

立
場
あ
る
い
は
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
へ
と
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら

、
、
、
、

な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
的
同
一
性
と
い
う
根
源
的
分

裂
の
深
淵
を
潜
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
前
期
哲
学

。

『

』

か
ら
後
期
哲
学
へ
と
到
り
う
る

そ
れ
ゆ
え

人
間
的
自
由
の
本
質

は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
唐
突
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
は
な
い
。
そ
れ
は

同
一
哲
学
の
さ
ら
な
る
進
展
な
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
進
展
の
可

能
性
を
同
一
哲
学
は
内
蔵
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

絶
対
的
理
性
の
世
界
に
於
て
最
初
の
も
の
は
寧
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の

考
へ
た
如
き
論
理
の
無
限
界
で
あ
り
、
実
在
の
有
限
界
は
そ
の

後
に
現
は
れ
る
も
の
と
思
ふ
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
於
て
こ
の
順
の

、

、

逆
で
あ
る
の
は

そ
の
絶
対
者
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
異
つ
て

第
三
な
る
即
而
対
自
と
し
て
の
永
遠
者
の
み
な
ら
ず
、
一
面
す

べ
て
を
超
越
し
て
唯
自
己
の
み
を
直
観
す
る
超
越
的
意
味
を
有

し
て
居
た
故
で
あ
ら
う
が
、
も
し
こ
の
意
味
を
含
め
て
絶
対
者

。（

）

を
考
へ
れ
ば
意
志
の
如
き
も
の
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

81-82

こ
の
可
能
性
な
い
し
力
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
は
異
質
な
も
の
、
シ

ェ
リ
ン
グ
哲
学
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
西
谷
は
最
初
か
ら
、
つ
ま

り
、
非
常
に
逆
説
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
い
わ
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
を

．
．
．
．
．
．

読
む
以
前
か
ら
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

「
悪

。

．
．
．
．
．
．

の
問
題
」
の
印
象
的
な
言
葉
は
そ
の
証
左
と
も
見
な
し
う
る
で
あ
ろ

う
。

原
初
的
分
裂
を
惹
き
起
す
こ
と
に
よ
つ
て
あ
ら
ゆ
る
分
裂
の
源

と
な
る
非
合
理
性
の
極
は
、
す
べ
て
の
合
理
化
に
先
立
つ
。
真

の

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

以
前
で
あ
る

（

）

N
atur

M
einen

13

。

五

解
釈
史
の
な
か
で

西
谷
は
一
九
〇
〇
年
生
ま
れ
で
あ
り
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
悪

の
問
題
」
は
一
九
二
三
年
の
二
月
に
、
卒
業
論
文
は
翌
年
の
一
月
に

書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
代
の
こ
の
時
期
に
は
、
現
在

も
な
お
必
読
と
さ
れ
て
い
る
古
典
的
な
研
究
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
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一

て
い
る

エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

認
識
問
題

第
三
巻

。

『

』

（

、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ク
ロ
ー
ナ
ー
『
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ

九
二
〇
年
）

ル
ま
で

ニ
コ
ラ
イ
・

』

、

（

、

、

、

）

第
一
巻

一
九
二
一
年

第
二
巻

二
四
年

ハ
ル
ト
マ
ン
『
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学

で
あ
る
。

』（
一
九
二
三
年
）

(

三)

そ
の
頃
、
既
に
新
カ
ン
ト
派
の
自
己
解
体
は
始
ま
っ
て
い
た
。
こ

れ
ら
三
つ
の
著
作
は
、
そ
れ
が
次
第
に
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
最
中
に

成
立
し

い
わ
ば
そ
の
徴
表
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た

ポ
ス
ト
・

、

。

新
カ
ン
ト
派
の
時
期
を
迎
え
て
、
カ
ン
ト
以
後
の
哲
学
の
発
展
が
再

び
繰
り
か
え
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ

マ
ー
は
西
谷
と
同
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
歴

史
の
証
人
と
し
て
、
後
年
に
な
っ
て
か
ら
往
時
を
回
顧
し
て
、
彼
は

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

一
九
二
一
年
、
リ
ヒ
ァ
ル
ト
・
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
大
著
『
カ
ン
ト

か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で

が
世
に
出
た

』
（
第
二
巻
は
一
九
二
四
年
）

と
き
、
当
時
の
哲
学
の
主
流
で
あ
っ
た
新
カ
ン
ト
主
義
の
危
機

が
、
哲
学
的
・
歴
史
的
研
究
と
い
う
形
式
に
お
い
て
、
初
め
て

世
間
の
前
に
完
全
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
し
か
に
、
ヴ
ィ
ン

デ
ル
バ
ン
ト
と
リ
ッ
カ
ー
ト
に
導
か
れ
る
西
南
ド
イ
ツ
学
派
に

し
て
も
、
す
で
に
か
な
り
前
か
ら
、
か
れ
ら
自
身
の
主
眼
点

そ
れ
は
自
然
科
学
に
で
は
な
く
「
文
化
科
学
」
に
置
か
れ

―て
い
た

が
、
カ
ン
ト
を
超
え
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
復
興
す
る
こ

―

と
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
深
く
裏
書
き
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
は
意

識
し
て
い
た

一
門
中
、
最
強
の
思
弁
的
才
能
で

。〔
…
中
略
…
〕

あ
っ
た
エ
ー
ミ
ー
ル
・
ラ
ス
ク
は
、
と
も
か
く
フ
ィ
ヒ
テ
に
向

け
て
歩
を
進
め

た
。
し
か
し
彼
が
第
一
次
世
界

〔
…
中
略
…
〕

大
戦
で
倒
れ
た
の
ち
は
、
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
著
作
が
こ
の
課
題
の

間
接
的
歴
史
的
継
続
を
意
味
し
た
。

こ
れ
と
同
じ
こ
ろ
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
新
カ
ン
ト
主
義

に
も
、
新
し
い
転
機
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。
長
老
ナ
ー
ト
ル
プ

は
、
非
具
象
的
な
も
の
の
体
系
的
再
構
成
を
、
ほ
と
ん
ど
新
プ

ラ
ト
ン
派
的
な
ス
タ
イ
ル
で
試
み
た
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
認
識

問
題
史
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
中
心
と
な
る
第
三
の
書
を
予
示
す

る
徴
候
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
現
象

「

」

、

学
的

実
在
論

に
魅
了
さ
れ
た
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
は

た
し
か
に
観
念
論
の
壮
大
な
体
系
的
構
築
物
に
対
し
て
距
離
を

置
こ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
著

作
か
ら
も
っ
と
も
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。

(

四)
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と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
で
直
ち
に
ガ
ダ
マ
ー
は
ク
ロ
ー

ナ
ー
の
ド
イ
ツ
観
念
論
解
釈
に
一
つ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
ロ
ー
ナ
ー
は
そ
の
大
著
に
お
い
て

は
ま
っ
た
く
の
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
で
あ
る
。
じ
じ
つ
、
哲
学
の
思

考
を
フ
ィ
ヒ
テ
へ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
ヘ

ー
ゲ
ル
へ
と
追
い
や
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
問
題
や
難
題
の
、
ク
ロ

ー
ナ
ー
自
身
に
よ
る
展
開
は
、
た
と
え
す
べ
て
が
自
主
的
に
考

え
抜
か
れ
、
新
し
く
言
い
表
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま

っ
た
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
点
を
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ク
ロ
ー

ナ
ー
の
叙
述
の
全
体
を
規
定
し
た
も
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ

て
導
入
さ
れ
た
「
主
観
的
、
客
観
的
、
絶
対
的
観
念
論
」
の
シ

ェ
ー
マ

で
あ
っ
た
。

〔
…
中
略
…
〕

(

五)

と
こ
ろ
が
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
シ
ェ
ー
マ
は
「
実
際
に
は

事
柄
に
即
応
し
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
も
し

こ
の
よ
う
な
図
式
を
墨
守
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
他
に
ど
の
よ
う
な

選
択
肢
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
に
欠
落
し
て
い
る
と
さ

れ
る
脱
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
観
点
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
ガ
ダ
マ
ー
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

ク
ロ
ー
ナ
ー
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
お
よ

び
そ
れ
の
後
期
の
、
ま
だ
す
こ
ぶ
る
不
十
分
な
神
知
論
的
結
論

の
な
か
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
綜
合
を
制
限
す
る
真
理
の
契
機
が
ひ

そ
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
は
考
え
て
も
み
な
か
っ

た
。
近
時
の
シ
ェ
リ
ン
グ
研
究
の
問
題
提
起

ま
ず
パ
ウ

―

ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
や
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
言
い
出

さ
れ
、
次
い
で
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
ル
ツ
の
著
書
以
来
、
観
念

論
の
完
成
の
問
題
と
し
て
討
論
さ
れ
る
問
題
提
起

は
、
本

―

来
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
準
備
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
は
彼
の
視
野
視
界
の
な
か
に
、
実
際
に
は
入
っ
て
こ
な

か
っ
た
。

(

六)

こ
こ
で
ガ
ダ
マ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
由
来
す
る
ド
イ
ツ
観
念
論

の
発
展
の
図
式
に
、
後
年
の
シ
ュ
ル
ツ
の
『
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お

け
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
完
成

と
い
う
図
式
を
対
置

』（
一
九
五
五
年
）

し
て
み
せ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
ガ
ダ
マ
ー
は
救
い
よ
う
の
な
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。

、

い
時
代
錯
誤
を
冒
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い

と
い
う
の
も

引
用
の
最
後
の
文
章
は
ク
ロ
ー
ナ
ー
で
は
な
い
誰
か
に
よ
っ
て
こ
の

よ
う
な
着
想
が
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
や
フ
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
言
い
出
さ
れ
、
シ
ュ

ル
ツ
に
よ
っ
て
一
つ
の
テ
ー
ゼ
に
ま
で
仕
上
げ
ら
れ
た
こ
の
着
想
を

用
意
し
た
の
は
誰
で
あ
っ
た
か
。
こ
こ
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
も

の
の
、
そ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
る
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
同
書

の
別
の
箇
所
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
わ

れ
わ
れ
に
も
察
せ
ら
れ
た
。
折
り
に
ふ
れ
て
の
言
葉
が
そ
の
前

触
れ
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
演
習
で

「
生

、

そ
の
も
の
の
不
安
が
人
間
を
中
心
か
ら
追
い
出
す
」
と
い
う
命

題
を
挙
げ

「
こ
の
命
題
の
深
さ
に
比
肩
で
き
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の

、

命
題
を
た
だ
一
つ
で
も
よ
い
か
ら
述
べ
よ
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

言
っ
た
。

(

七)

ガ
ダ
マ
ー
自
身
の
記
憶
が
曖
昧
で
あ
る
た
め
、
こ
の
「
あ
る
日
」

が
い
つ
で
あ
る
の
か
正
確
に
は
特
定
で
き
な
い
。
し
か
し
最
近
の
研

究
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
最
初
の
シ
ェ
リ
ン
グ
演
習
を
そ
の
有
力
な
候
補

(

八)と
し
て
い
る
。
こ
の
演
習
は
一
九
二
七
年
か
ら
二
八
年
の
冬
学
期
に

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。

、

、

い
ず
れ
に
し
て
も

こ
こ
で
ガ
ダ
マ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

新
カ
ン
ト
派
の
崩
壊
の
最
中
に
ド
イ
ツ
観
念
論
が
再
評
価
さ
れ
つ
つ

あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
復
興
の
道
筋
は
嘗
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
発

展
の
図
式
を
単
に
そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。
シ
ュ
ル
ツ
が
ガ
ダ
マ
ー
の
高
弟
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え

合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
構
想
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
ガ
ダ
マ
ー
へ
と

受
け
継
が
れ
シ
ュ
ル
ツ
に
お
い
て
結
実
し
た
と
見
な
す
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
ら
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
軽
視
し
て
い
る

と
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
誤
り
を
犯
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

彼
ら
が
い
ず
れ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
彼
ら
自

身
の
仕
事
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
観
念
論
の
真
の
完

成
者
と
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
を
再
発
見
す
る
と
い
う
の
は
、
ク
ロ
ー
ナ

ー
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
歴
史
観
が
あ
る
か
ら
こ
そ
初
め
て
意
味
を

も
つ
と
も
言
い
う
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ド
イ
ツ
観
念
論
の
運
動
に
お
い

て
高
き
嶺
と
し
て
聳
え
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
一
層
シ
ェ
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リ
ン
グ
に
よ
る
そ
の
超
克
は
重
要
性
を
増
す
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
復
興
と
い
う
新
し
い
動
向
を
ふ
ま
え
つ

つ
も
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
再
評
価
に
ま
で
進
も
う
と
す
る
点
に
お
い

て
、
西
谷
の
ド
イ
ツ
観
念
論
解
釈
は
、
確
か
に
一
面
で
は
時
代
の
趨

勢
に
合
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
新
カ
ン
ト
派
の
凋
落
か
ら

ク
ロ
ー
ナ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ル
再
興
を
経
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時

間
』
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
る
時
代
の
流
れ
に
棹
さ
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
田
邉
が
い
き
な
り

西
谷
の
卒
業
論
文
を
読
み
、
衝
撃
を
う
け
た
理
由
も
わ
か
る
よ
う
な

気
が
す
る
。
し
か
し
田
邊
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
諸
事

情
を
勘
案
す
れ
ば
、
西
谷
の
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ヤ

ス
パ
ー
ス
な
ど
の
同
時
代
の
同
種
の
動
向
と
比
較
考
察
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
徴
を
炙
り
出
す
の
は
単
に
興
味
深
い
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
是
非
と
も
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
ろ

う
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
作
業
は
お
そ
ら
く
彼
ら
の
共
通
性
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
間
に
あ
る
微
妙
な
差
違
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
に
ち
が

い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
差
違
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
既
に
看
過
し
え
な

い
相
違
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
谷
に
は
あ
っ
て
彼
ら
に
は
な
い
論
点

が
見
出
さ
れ
る

『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
注
目
す
る
と
い
う
段

。

階
を
ふ
ま
え
て
、
更
に
そ
こ
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
の
前
期
哲
学
を
見
直

し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
論
点
は
、
彼
ら
に
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。

『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
主
義
を
乗
り
越
え
て

い
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
同
一
哲
学
期
に
お

い
て
も
両
者
の
相
違
を
あ
く
ま
で
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
優
位
に
お
い
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

考
え
、
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
、
ク
ロ
ー
ナ
ー
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
姿
勢
と
重
な

り
あ
う
一
面
は
あ
る
と
し
て
も
、
西
谷
の
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
に
は
ま

ぎ
れ
も
な
く
彼
独
自
の
も
の
が
、
言
う
な
れ
ば
一
種
の
先
進
性
と
徹

底
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
西
谷
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
奇
を
衒
っ
た
も
の
で
あ
る

か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の

解
釈
は
、
論
理
的
に
考
え
る
な
ら
ば
自
ず
と
導
き
出
さ
れ
て
く
る
よ

う
な
種
類
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
で
は
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な

西
谷
の
解
釈
と
も
響
き
合
う
よ
う
な
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
思
想
史
の
一
体
ど
の
時
点
に
お
い
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
詳
述
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
ジ
ル
・
ド

ゥ
ル
ー
ズ
の
『
差
異
と
反
復

が
そ
う
だ
っ
た
の
で

』（
一
九
六
八
年
）
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は
あ
る
ま
い
か

『
差
異
と
反
復
』
を
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
と
見
な
す

。

と
い
う
よ
う
な
到
底
一
般
的
と
は
言
え
な
い
見
解
に
つ
い
て
は
色
々

と
説
明
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
単
な
る
指
摘
に

と
ど
め
て
お
く
。
と
い
う
の
も
、
西
谷
の
同
一
哲
学
の
独
特
な
解
釈

が
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
同
時
に
別
の
要
因
も
作
用
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
索
の
重
要
な
源
泉
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

六

お
わ
り
に

総
括
と
課
題

―

西
谷
の
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
の
第
一
の
特
徴
は
後
期
思
想
、
さ
し
あ

た
り
特
に
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
注
目
し
、
そ
れ
を
高
く
評
価

す
る
点
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
は
こ
の
著
作
を
、
あ
る
い
は
一
般
に

後
期
思
想
を
前
期
思
想
と
の
密
接
な
連
関
に
お
い
て
、
言
っ
て
し
ま

え
ば
前
期
思
想
と
の
統
一
性
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も

し
シ
ェ
リ
ン
グ
の
後
期
哲
学
に
お
け
る
思
惟
の
特
徴
が
彼
本
来
の
資

質
の
発
現
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
同
じ
特
徴
が
既
に
前
期

に
も
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
研
究

史
的
に
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
統
一
性
に
基
づ
く
そ
の
思
想
的

発
展
の
時
期
区
分
を
見
直
し
の
問
題
と
言
い
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
二
段
階
の
プ
ロ

セ
ス
が
同
時
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
の
図
式
か
ら
の
脱
却
を
進
め
る

二
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
第
一
に
後
期
思
想
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く

と
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
後
期
の
思
想
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
枠
組
か
ら
外
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史

的
枠
組
の
外
部
に
あ
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
後
期
思
想
と
前
期
思
想
が
一

体
的
な
い
し
連
続
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
今
度
は
前
期
思
想
ま

で
も
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
枠
組
か
ら
剥
れ
落
ち
、
結
果
と
し
て
シ
ェ
リ
ン

グ
の
思
惟
の
全
体
が
そ
の
解
釈
の
た
め
に
別
の
哲
学
史
的
な
枠
組
を

要
求
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
が
見
て
き
た
の
は
あ
く
ま
で
も
西
谷
の
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
の

。

、

一
部
で
あ
る

し
か
し
西
谷
の
同
一
哲
学
の
解
釈
に
限
っ
て
み
て
も

そ
れ
が
決
し
て
同
時
代
の
動
向
に
遅
れ
を
と
っ
て
い
な
い
ど
こ
ろ

か
、
あ
る
意
味
で
は
一
歩
先
ん
じ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
ら
れ
る
。

け
れ
ど
も
西
谷
の
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
の
独
自
性
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
西
谷
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
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な
ど
の
ポ
ス
ト
・
新
カ
ン
ト
派
の
人
々
に
は
見
ら
れ
な
い
も
う
一
つ

の
論
点
が
、
つ
ま
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
を
単
に
ヘ
ー
ゲ
ル

と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
ベ
ル

ク
ソ
ン
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
、
と
い
う
論
点
が
見
出
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
考
究
は
詳
細
か
つ
徹
底
的
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
考
究
が
こ
の
長
編
論
文
全
体
の
中
盤
を
占
め
て
い
る
の

で
あ
る
。

実
を
言
え
ば
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
西
谷
の
同
一
哲
学

の
解
釈
は
彼
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
解
釈
と
も
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。

そ
こ
で
次
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
西
谷
が
展

開
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
シ
ェ
リ
ン

グ
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
引
き
続
き
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
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( 2 )

Die Nacht der absoluten Identität
― ―Die Bedeutung von Nishitanis Schelling-Deutung

Kouki ASANUMA

In den frühen 1920er Jahren belebte sich das Interesse an Hegel mit dem
Von KantNiedergang des Neukantianismus wieder. Richard Kroners großes Werk

1921, 1924 war ein Beispiel dafür. In dieser Schrift stellte Kroner diebis Hegel( )

innere Notwendigkeit der Entwicklung von Kant zu Hegel heraus. Dadurch wurde
sein Buch ein bedeutendes Dokument zum Aufstieg des Neuhegelianismus.

In seiner Darstellung dieser Entwicklung folgt Kroner einem Schema, das Hegel
entstammt. Nach Hegelscher Ansicht erreicht die ganze nachkantische Entwicklung
des deutschen Idealismus ihren höchsten Punkt in seiner eigenen Philosophie.

Aber dieses Schema ist problematisch. Denn es gibt noch andere Weisen,
dieselbe Bewegung zu sehen. Zum Beispiel lässt es sich denken, dass sich die
deutsche idealistische Philosophie nicht in Hegel, sondern in der Spätphilosophie
Schellings vollendet hat.

Erst später in seiner Habilitationsschrift 1955 formulierte Walter Schulz diese( )

Idee in einer These. Nach Meinung seines Lehrers Hans-Georg Gadamer findet diese
Konzeption dennoch ihren Ursprung schon früher in Martin Heideggers erstem
Schelling-Seminar 1927/1928 . Auf diesem Seminar hörte Gadamer Heideggers( )

beeindruckende Worte, mit denen er Schellings Freiheitsschrift 1809 höher( )

schätzte als Hegels Philosophie im Ganzen.
Im selben Jahr wie Gadamer, d. h. im Jahr 1900 wurde Keiji Nishitani in Japan

Von Kant bisgeboren. Im Jahr 1924, in welchem der zweite Band von Kroners
erschien, schloss Nishitani sein Studium an der Kaiserlichen UniversitätHegel

Kyoto ab. Seine Diplomarbeit behandelte hauptsächlich das Verhältnis von Schelling
und Henri Bergson. Aber im Verlauf der Argumente wurden auch einige wesentliche
Unterschiede zwischen Hegel und Schelling hervorgehoben.

Es ist bemerkenswert, dass Nishitani in dieser Abhandlung einen ganz ähnlichen
Standpunkt wie Heidegger vertritt. Auch Nishitani legt besonderen Wert auf die
Freiheitsschrift Schellings als einen Versuch der Überwindung des Hegelschen
Rationalismus.

Nishitani geht noch einen Schritt weiter. Während Heideggers Interesse damals
auf das Verhältnis der Freiheitschrift Schellings zu Hegel beschränkt war, richtete
Nishitani seine Überlegung ferner auf die Herkunft des mit dieser Schrift explizit
werdenden Gegensatzes beider Denker.

Für Nishitani ist es keine Überraschung, dass sich Schelling in seiner
Freiheitschrift als Kritiker an Hegel zeigt. Denn der Keim für seine spätere
Entwicklung kann schon in seiner Frühphilosophie, d. h. der sogenannten
Identitätsphilosophie gefunden werden.
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