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カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
神
話
論
に
お
け
る
弁
証
法
的
特
質

）
1
（　

――
神
話
的
思
考
か
ら
宗
教
的
思
考
へ
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て

齊　

藤　
　

伸

は
じ
め
に

「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
に
お
け
る
神
話
的
思
考　
　
本
稿
の
目
的
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
（E

rnst C
assirer, 1874

―1945

）

の
神
話
論
に
お
け
る
弁
証
法
的
な
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』（Philosophie der sym

bolischen 

Form
en, 1923

―29

）
で
知
ら
れ
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
神
話
と
い
う
も
の
を
言
語
や
芸
術
、
そ
し
て
科
学
と
並
ぶ
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
一

つ
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
彼
の
言
う
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
は
、「
そ
れ
を
通
し
て
或
る
精
神
的
な
意
味
内
容
が
具
体
的
で
感
性
的
な
記
号

と
結
び
つ
き
、
そ
し
て
こ
の
記
号
に
内
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
、
各
々
の
精
神
的
な
力
）
2
（

」
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
主
著
に

お
け
る
彼
の
一
連
の
探
求
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
考
察
を
通
し
て
文
化
を
批
判
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
人
間
文
化
の
全
体

0

0

0

0

0

0

0

を
哲
学

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
）
3
（

。
と
こ
ろ
が
言
う
ま
で
も
な
く
文
化
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
段
階
」
が
認
め
ら
れ
る
）
4
（

。
た
と
え
ば
美
的
直
観
の

形
式
で
あ
る
芸
術
と
高
度
に
抽
象
化
さ
れ
た
数
式
や
理
論
を
取
り
扱
う
科
学
で
は
、
両
者
の
視
点
や
立
ち
位
置
が
あ
ま
り
に
大
き
く
か
け
離

れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
共
通
の
分
母
に
還
元
し
て
考
察
す
る
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
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カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
そ
れ
ら
す
べ
て
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
は
、
人
間
に
お
け
る
「
神
話
的
思
考
」
と
い
う
共
通
の
源
泉
に
由
来
す
る
も
の

と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
な
方
向
付
け
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
す

る
。

神
話
が
こ
の
〔
人
間
文
化
〕
全
体
の
う
ち
で
ま
た
こ
の
全
体
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
精
神

文
化
の
基
本
的
諸
形
式
が
神
話
的
意
識
か
ら
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
諸
形
式
の
ど
の
一
つ
に
せ
よ
、
は
じ
め
か
ら
自
立
的
存
在
や
明
確
に
限
定
さ
れ
た
固
有
の
形
態
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
す
べ
て
は
、
い
わ
ば
偽
装
し
、
な
ん
ら
か
の
神
話
的
形
態
を
ま
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
）
5
（

。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
人
間
文
化
の
萌
芽
と
し
て
の
神
話
的
意
識
あ
る
い
は
神
話
的
思
考
が
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
『
シ
ン
ボ

ル
形
式
の
哲
学
』
第
二
巻
（
一
九
二
五
年
）
で
あ
る
。
神
話
的
思
考
は
そ
れ
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
言
語
や
芸
術
な
ど
、
そ
の
形
を
変
え

な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
神
的
・
霊
的
な
も
の
に
関
わ
る
神
話
的
思
考
そ
の
も
の
は
、
後
に
「
宗
教
的

思
考
」
と
な
り
、
文
化
現
象
と
し
て
の
「
宗
教
」
を
可
能
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
彼
に
と
っ
て
の
宗
教
あ
る
い
は
宗
教
的
思
考
と
は
一
般
化

さ
れ
た
一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
精
神
の
発
展
過
程
に
お
け
る
一
つ
の
段
階
を
意
味
し
て
い
る
）
6
（

。
ま
た
、
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
の
探
究
は
け
っ
し
て
文
化
の
起
源

0

0

を
問
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
構
造

0

0

全
体
を
問
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
て
、
神

話
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
上
述
の
主
著
第
二
巻
の
第
四
部
「
神
話
的
意
識
の
弁
証
法
」（D

ie D
ialektik des m

ythischen 

B
ew

usstseins

）
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
）
7
（

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
次
の
二
つ
の
問
い
に
、
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
こ
の
神
話
か
ら
宗
教
へ
と
発
展
し
て
い
く
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
流
れ
の
な
か

で
、
人
間
精
神
の
力
は
い
か
な
る
変
化
を
被
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
際
に
彼
が
看
取
す
る
「
弁
証
法
的
」
な
性
格
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
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る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
べ
く
試
み
た
い
）
8
（

。

『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
の
問
題
設
定　
　

本
稿
の
問
い
を
さ
ら
に
鮮
鋭
化
す
る
た
め
に
、
そ
も
そ
も
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
「
シ
ン
ボ
ル

形
式
の
哲
学
」
と
い
う
独
自
な
哲
学
体
系
の
構
想
に
よ
っ
て
い
か
な
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
彼
は
こ
の
一
連
の

研
究
に
着
手
す
る
の
に
先
立
っ
て
、『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』（Substanzbegriff und Funktionsbegriff, 1910

）
と
い
う
著
作
を
上
梓
し

て
お
り
、
そ
こ
で
は
人
間
に
お
け
る
自
然
科
学
的
思
考
の
構
造
が
中
心
的
な
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
）
9
（

。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
十
数
年
後
に

彼
の
学
際
的
キ
ャ
リ
ア
の
中
心
と
な
る
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
に
至
る
と
、
彼
の
関
心
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
今

や
彼
の
展
望
は
、
次
の
よ
う
に
言
明
さ
れ
る
。「
単
に
世
界
の
科
学
的
認
識
の
一
般
的
諸
前
提
を
探
求
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
を
〈
了

解
〉
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
基
本
形
式
を
相
互
に
画
定
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
で
き
る
だ
け
明
確
に
そ
の
固
有
の
傾
向
と
固
有
の
精
神
的
形
式
と

に
お
い
て
捉
え
る
と
こ
ろ
ま
で
進
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
）
10
（

」
と
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
探
究
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
に
至
っ
て
、
高
度

に
抽
象
化
さ
れ
た
知
性
的
な
側
面
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
包
含
し
つ
つ
さ
ら
に
文
化
の
全
体
へ
と
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
）
11
（

。
そ
し
て
彼
は
次
に
私
た
ち
が
見
る
よ
う
に
、
さ
し
あ
た
り
神
話
の
問
題
に
お
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, 

1770

―1831

）
の
現
象
学
を
そ
の
方
法
論
的
な
原
則
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ン
ボ
ル
形
式
が
原
初
の
神
話
的
思
考
か
ら
い
か

な
る
弁
証
法
的
展
開
を
示
す
の
か
を
め
ぐ
る
「
人
間
文
化
の
現
象
学
」
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
。

1
．「
精
神
の
現
象
学
」
と
し
て
の
神
話
・
宗
教
論

神
話
的
意
識
の
弁
証
法　
　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
思
索
が
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
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『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
二
巻
の
冒
頭
で
は
、
彼
に
と
っ
て
の
神
話
と
宗
教
の
問
題
が
方
法
論
と
し
て
は
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
精
神

の
現
象
学
」
に
含
ま
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
）
12
（

。
す
る
と
彼
の
言
う
神
話
的
意
識
の
「
弁
証
法
」
と
い
う
も
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
な
ぜ
こ
れ
ら
の
問
題
を
「
精
神
の
現
象
学
」
の
問
題
と
し
て
扱
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
が
神
話
を
哲
学

す
る
に
あ
た
っ
て
拠
り
所
と
す
べ
き
確
固
た
る
道
標
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
）
13
（

。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
主
著
第
一
巻
「
言
語
」

を
著
し
た
際
に
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
（W

ilhelm
 von H

um
boldt, 1767

―1835

）
の
言
語
哲
学
を
そ
の
方
法
論
的

支
柱
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
）
14
（

、
彼
は
そ
れ
と
同
様
の
導
き
の
糸
を
神
話
の
哲
学
に
お
い
て
は
何
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
認

め
て
い
る
）
15
（

。
そ
こ
で
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
精
神
現
象
学
』（Phänom

enologie des G
eistes, 1807

）
に
お
い
て
知
識
の
源
泉
を
「
感
覚
的
意

識
」
に
求
め
、
そ
こ
か
ら
知
の
生
成
過
程
を
意
識
の

0

0

0

弁
証
法
と
し
て
叙
述
し
た
の
に
な
ら
っ
て
、
神
話
的
な
意
識
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
形
式
の

0

0

0

0

0

0

0

根
源
的
な
層
か
ら
問
い
直
そ
う
と
す
る
。『
精
神
現
象
学
』
の
冒
頭
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。「
こ
う
し
た
学
問
な
い
し
知

の
生
成
過
程
を
述
べ
る
の
が
〈
精
神
現
象
学
〉
で
あ
る
。
最
初
に
く
る
知
、
つ
ま
り
、
素
朴
な
精
神
は
、
精
神
な
き
感
覚
的
意
識
で
あ
る
。

本
来
の
知
に
至
っ
て
、
純
粋
な
概
念
の
世
界
で
あ
る
学
問
の
場
を
獲
得
す
る
ま
で
に
は
、
意
識
は
長
い
道
の
り
を
苦
労
し
て
あ
ゆ
ま
ね
ば
な

ら
な
い
）
16
（

」
と
。
そ
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
「
感
覚
的
意
識
」
と
「
学
問
」
の
関
係
が
、
彼
の
哲
学
に
お
い
て
は

そ
の
ま
ま
「
神
話
的
意
識
」
と
「
認
識
」
の
関
係
に
当
て
は
ま
る
と
言
う
）
17
（

。
な
ぜ
な
ら
彼
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
基
底
に
は

神
話
的
思
考
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
す
べ
て
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
を
支
え
、
そ
れ
ら
が
た
ど
る
展
開
の
方
向
を
決
定
す
る
普
遍
的
な
法

則
が
存
在
す
る
と
い
う
確
信
が
彼
の
哲
学
を
貫
く
根
本
思
想
で
あ
る
と
す
れ
ば
）
18
（

、
彼
の
出
発
点
は
や
は
り
神
話
的
思
考
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
）
19
（

。
彼
に
よ
る
と
、
色
彩
や
音
響
と
い
っ
た
感
性
的
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
知
覚
の
世
界
で
さ
え
、
す
で
に
何
ら
か
の
抽

象
化
の
過
程
を
経
た
「
所
産
」
で
あ
る
。
そ
し
て
も
っ
と
も
素
朴
な
自
己
意
識
は
、
対
象
の
「
物
」
や
「
属
性
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
悪
霊

や
神
々
か
ら
な
る
神
話
的
な
世
界
観
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
）
20
（

。
そ
の
た
め
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
要
請
し
て
い
る
よ
う
に
、〈
学

問
〉
が
自
然
的
意
識
に
対
し
て
学
問
そ
の
も
の
へ
と
み
ち
び
く
梯
子
を
提
供
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
学
問
は
こ
の
梯
子
を
も
う
一
段
低
い
と
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こ
ろ
に
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
）
21
（

」
と
言
う
。
こ
う
し
て
彼
の
現
象
学
は
、
神
話
的
思
考
を
出
発
点
と
す
る
意
識
の
「
長
い
道

の
り
」
を
記
述
す
る
こ
と
、
そ
し
て
神
話
的
世
界
観
の
精
神
構
造
の
分
析
を
通
し
て
、
フ
ン
ボ
ル
ト
が
言
語
の
「
内
的
形
式
」
を
示
そ
う
と

し
た
よ
う
に
、
彼
は
神
話
の

0

0

0

内
的
形
式
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
）
22
（

。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
梯
子
」　　

こ
の
よ
う
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
よ
り
も
一
段
低
い
と
こ
ろ
に
そ
の
探
求
の
「
梯
子
」

を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
明
す
る
。
と
こ
ろ
が
彼
が
主
と
し
て
扱
う
諸
々
の
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
全
体
像
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う

よ
う
な
「
梯
子
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
に
と
っ
て
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
は
、
け
っ
し
て
或
る
一
つ
の
「
シ

ン
ボ
ル
形
式
」
が
他
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
に
従
属
し
た
り
、
そ
の
後
に
続
く
も
の
を
単
に
準
備
し
た
り
す
る
だ
け
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
そ
も
そ
も
彼
の
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
と
い
う
体
系
の
構
想
に
関
わ
る
重
要
な
理
解
で
あ
り
、
第
一
巻

の
序
論
で
は
次
の
よ
う
に
明
確
に
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
以
前
の
い
か
な
る
思
想
家
よ
り
も
明
確
に
、
精
神
の
全
体
を
具
体
的
な

0

0

0

0

全
体
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
、
し
た
が
っ
て
全
体
と
い
う
単
な
る
概
念
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
概
念
を
展
開
し
て
全
面
的
に
顕
現
せ
し
め
る
こ

と
を
要
求
し
た
。
け
れ
ど
も
、
他
方
で
は
、
こ
の
要
求
を
満
た
そ
う
と
努
め
て
い
る
精
神
の
現
象
学
が
、
実
は
論
理
学

0

0

0

に
そ
の

地
盤
と
道
と
を
準
備
す
る
も
の
で
し
か
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
精
神
の
現
象
学
が
呈
示
す
る
多
様
な
精
神
的
諸
形
式
も
、
結

局
は
い
わ
ば
最
高
の
論
理
的
頂
点
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
こ
の
終
極
点
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
多
様
な
精
神
的
諸
形
式
が
お
の

れ
の
完
成
さ
れ
た
「
真
理
」
と
本
質
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
）
23
（

。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
理
解
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
精
神
の
全
体
を
く
ま
な
く
射
程
に
捉
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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実
際
に
は
概
念
や
認
識
と
い
う
そ
れ
の
論
理
的
な
側
面
に
の
み
自
立
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
分
自
身
の
哲
学
体
系
に
要
請
し
た
こ
と
を
そ
の
本
来
的
な
意
味
で
忠
実
に
履
行
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
精
神
の
発
展

的
な
流
れ
の
す
べ
て
を
あ
る
種
の
論
理
的
な
統
一
に
還
元
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
で
い
て
、
彼
は
け
っ
し
て
個
別
的
な
も

の
、
経
験
的
な
も
の
の
観
察
に
終
始
す
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
「
精
神
の
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
形
式
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
っ

て
も
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
同
じ
か
た
ち
で
再
現
し
て
く
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
あ
る
契
機
を
明
示
し
、
把
握
す
る
こ
と
）
24
（

」

が
肝
要
で
あ
る
と
彼
は
言
う
。
そ
の
た
め
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
（E

dw
ard Skidelsky

）
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
梯
子
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
樹
木
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
は
精
神
と
い
う
樹
木
の
枝
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
枝
が
そ
の
他
の
枝
を
育
み
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
権
利
を
も
っ
て
共
生
し
て
い
る
）
25
（

。
し
た
が
っ
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

弁
証
法
と
い
う
方
法
論
的
な
原
則
を
受
容
し
な
が
ら
も
、
絶
対
知
を
頂
点
と
す
る
精
神
の
形
而
上
学
的
な
階
梯
構
造
を
否
定
し
て
、
神
話
的

意
識
を
出
発
点
と
し
て
そ
れ
が
た
ど
る
「
長
い
道
の
り
」
を
、
あ
く
ま
で
も
人
間
精
神
の
領
域
内
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

叙
述
す
る
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
現
象

学
」
を
構
想
す
る
）
26
（

。
続
く
考
察
で
は
、
こ
の
現
象
学
に
お
い
て
神
話
的
思
考
は
い
か
に
し
て
宗
教
的
思
考
へ
と
移
っ
て
い
く
も
の
と
理
解
さ

れ
て
い
る
の
か
に
目
を
転
じ
た
い
。

2
．
神
話
的
思
考
と
宗
教
的
思
考
の
弁
証
法

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
に
お
い
て
人
間
の
「
内
」
と
「
外
」、「
自
我
」
と
「
現
実
」
は
、
何
か
遮
断
機
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
あ
ら
か

じ
め
区
画
さ
れ
た
異
な
る
領
域
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
媒
介
を
通
し
て
初
め
て
明
確
に
画
定
さ
れ
て
く
る
）
27
（

。

そ
う
し
た
区
別
は
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
発
展
と
と
も
に
尖
鋭
化
し
て
く
る
た
め
、
神
話
的
思
考
と
宗
教
的
思
考
で
は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
異
な



198

る
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
両
者
の
特
徴
を
彼
が
い
か
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。

「
実
在
」
と
「
意
味
」
の
対
立　
　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
神
話
的
意
識
と
宗
教
的
意
識
は
、
そ
れ
ら
の
内
容

0

0

を
遡
っ
て
追
求
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
に
、
両
者
の
区
別
は
曖
昧
に
な
る
。「
両
者
は
た
が
い
に
編
み
あ
わ
さ
れ
、
縒
り
あ
わ
さ
れ
て
い
て
、
両
者
が
真
に
明
確
に
切
り

は
な
さ
れ
、
た
が
い
に
対
峙
し
あ
う
よ
う
に
な
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
）
28
（

」
と
彼
は
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
た
だ
ち
に
彼
は
、
両
者
が
そ
の

信
仰
や
崇
拝
と
い
う
内
容

0

0

に
お
い
て
は
解
き
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
て
も
、
や
は
り
そ
れ
ら
の
形
式
に
お
い
て
は
同
一
で
は
な
い
点

を
指
摘
す
る
。
彼
に
よ
る
と
宗
教
的
思
考
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
新
た
に
獲
得
さ
れ
る
像
や
世
界
に
対
す
る
心
的
態
度
は
、
神
話
的
思
考
に
お

け
る
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
神
話
的
世
界
観
に
お
け
る
神
的
表
象
は
事
物
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
そ
の
対
象
が
有
す
る

意
味
・
価
値
と
ま
っ
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
宗
教
的
な
世
界
観
へ
と
移
行
す
る
に
つ
れ
て
こ
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
は
次
第
に
弛
緩

し
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

宗
教
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
新
た
な
理
念
性
、
新
た
な
精
神
的
「
次
元
」
は
、
単
に
神
話
的
な
も
の
に
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た

「
意
味
」
を
与
え
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
神
話
の
領
域
に
、
ま
さ
し
く
「
意
味
」
と
「
実
在
」
の
対
立
を
は
じ
め
て
み
ち
び

き
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
宗
教
は
、
神
話
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
無
縁
だ
っ
た
切
断
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
宗

教
は
感
性
的
な
像
や
記
号
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
像
や
記
号
を
そ
れ
と
し
て
知
る

0

0

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
像
や
記
号
が
、
あ
る
特
定
の
意
味
を
開
示
す
る
と
き
、
同
時
に
必
然
的
に
そ
の
意
味
に
と
り
の
こ
さ
れ
て
し
ま
う
表
現
手
段

だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
意
味
を
「
指
し
示
し
」
は
す
る
が
、
お
よ
そ
そ
の
意
味
を
完
全
に
捉
え
、
汲
み
つ
く
す
こ
と
な
ど
で
き

な
い
手
段
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
）
29
（

。



199 カッシーラーの神話論における弁証法的特質

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
神
話
か
ら
宗
教
へ
の
移
行
は
、
た
と
え
ば
『
旧
約
聖
書
』
に
お
け
る
預
言
者
の
思
考
様
式
の
う
ち
に
そ
の
変
化

が
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
偶
像
崇
拝
の
禁
止
が
そ
れ
で
あ
る
。
多
く
の
神
話
的
・
多
神
教
的
な
世
界
観
に
お
い
て
は
、
神
や
神
的

な
も
の
の
「
摸
像
」
を
崇
拝
す
る
こ
と
は
罪
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
話
的
世
界
観
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
「
摸
像
」（A

bbild

）
と
「
原

像
」（U

rbild
）
の
区
別
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
の
似
姿
と
し
て
の
像
は
神
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
実
在
と
意
味
が
不
可

分
な
一
体
を
な
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
神
話
的
思
考
か
ら
宗
教
的
思
考
へ
と
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
両
者
の
間
に
間
隙
が
生
じ
て
く
る
）
30
（

。
宗

教
的
思
考
に
お
い
て
は
感
性
的
に
存
在
す
る
も
の
（
実
在
）
と
、
そ
れ
が
指
し
示
す
神
性
と
し
て
の
「
意
味
」
の
間
に
そ
れ
ま
で
は
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
緊
張
が
生
じ
る
）
31
（

。
し
か
し
な
が
ら
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
ま
さ
に
こ
の
実
在
と
意
味
の
間
で
の
対
立
的
構
図
の
な
か
で
新
た
に
積

極
的
な
心
的
態
度
が
生
じ
る
と
言
う
。
そ
れ
こ
そ
が
人
間
を
宗
教
的
な
も
の
の
核
心
へ
と
回
帰
さ
せ
る
動
機
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

宗
教
・
信
仰
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
へ
と
私
た
ち
を
導
く
契
機
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

神
話
的
意
識
の
「
折
り
返
し
地
点
」　　
神
話
的
意
識
の
機
能
は
、
つ
ね
に
新
た
な
神
話
的
形
象
を
生
み
出
し
な
が
ら
進
み
続
け
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、「
こ
の
機
能
は
、
こ
う
し
た
道
を
進
ん
で
ゆ
く
う
ち
に
、
そ
の
途
上
で
あ
る
転
換
点
、
折
り
返
し
地

点
に
到
達
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
機
能
に
と
っ
て
、
お
の
れ
が
服
し
て
い
る
法
則
そ
の
も
の
が
問
題

0

0

に
な
っ
て
く
る
地
点
）
32
（

」
で
あ
る
。
つ
ま

り
神
話
は
、
も
う
そ
れ
以
上
に
自
分
自
身
の
形
態
を
保
つ
こ
と
の
で
き
な
い
或
る
地
点
に
到
達
す
る
こ
と
よ
っ
て
初
め
て
自
分
自
身
が
問
題

0

0

的
に
な
る

0

0

0

0

と
い
う
「
否
定
」
に
遭
遇
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
こ
こ
で
神
話
が
直
面
す
る
否
定
は
、
け
っ
し
て
理
論
的
な

反
省
に
お
い
て
生
じ
る
も
の
と
同
種
で
は
な
い
と
言
う
）
33
（

。
理
論
的
な
反
省
作
用
は
、
対
象
を
根
拠
律
に
従
っ
て
「
論
理
的
な
上
下
の
区
別
、

い
わ
ば
論
理
的
〈
価
値
〉
の
区
別
を
設
定
し
つ
つ
進
ん
で
い
く
）
34
（

」。
そ
の
た
め
こ
の
理
論
的
な
区
別
は
、
そ
の
対
象
と
は
さ
し
あ
た
り
無
関

係
に
構
築
さ
れ
た
秩
序
の
う
ち
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
神
話
的
意
識
の
対
象
は
神
話
的
世
界
像
か
ら
離
れ
て
い
く
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
は
反
省
の
対
象
と
な
り
、
問
題
と
さ
れ
な
が
ら
も
神
話
の
う
ち
に
留
ま
り
続
け
、
そ
の
な
か
で
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
た
め
、
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次
第
に
神
話
そ
の
も
の
を
充
溢
し
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
神
話
は
、
い
ず
れ
そ
れ
自
身
と
反
省
的
に
向
き
合
う
「
折
り
返
し

地
点
」
に
到
達
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
彼
の
言
う
「
折
り
返
し
地
点
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
神
話
的
・
宗
教
的
意
識
が
そ
の
発
達
過
程
に
お
い
て

遭
遇
す
る
も
の
で
あ
る
）
35
（

。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
す
べ
て
の
神
話
・
宗
教
に
共
通
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ

が
異
な
る
局
面
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
ま
さ
に
こ
の
相
違
に
よ
っ
て
「
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
歴
史
的
、

精
神
的
固
有
性
を
示
す
）
36
（

」
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
先
に
述
べ
た
『
旧
約
聖
書
』
に
お
い
て
は
偶
像
崇
拝
の
禁
止
が
そ
れ
で
あ
り
、
ペ
ル
シ

ア
の
宗
教
（
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
）
37
（

）
で
は
本
来
で
あ
れ
ば
「
善
」
で
も
「
悪
」
で
も
な
い
は
ず
の
「
自
然
」
を
、
文
化
因
子
と
し
て
道
徳
的
―

宗
教
的
世
界
観
に
位
置
付
け
て
い
る
）
38
（

。
そ
し
て
仏
教
に
お
い
て
は
「
自
我
」
の
形
式
を
も
他
の
事
物
的
な
形
式
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
神
話
的
思
考
か
ら
の
転
換
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
）
39
（

。

こ
の
よ
う
に
そ
れ
ま
で
は
一
体
で
あ
っ
た
「
実
在
」
と
「
意
味
」、「
像
」
と
「
内
容
」
の
間
隙
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
神
話
的
意
識
は
そ

れ
が
基
づ
く
本
来
の
内
的
根
拠
に
接
近
し
、
両
者
の
不
可
分
的
一
致
と
い
う
形
態
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
彼
に
よ
る
と
こ
の
過
程

は
「
あ
ら
か
じ
め
下
地
の
つ
く
ら
れ
て
い
る
萌
芽
が
、
特
定
の
外
的
条
件
さ
え
と
と
の
え
ば
、
お
の
れ
を
開
い
て
、
明
る
み
に
あ
ら
わ
れ
で

て
く
る
と
い
う
よ
う
な
、
穏
や
か
な
成
長
で
は
な
い
）
40
（

」。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ま
で
自
明
で
あ
っ
た
も
の
に
立
ち
止
ま
り
、
鋭
く
対
立
し
合
う
。

す
る
と
、
か
つ
て
の
形
態
は
否
定
さ
れ
て
次
の
形
態
が
準
備
さ
れ
る
。
こ
の
分
離
、
対
立
、
そ
し
て
否
定
と
い
う
弁
証
法
的
運
動
は
、
記
号

に
お
い
て
は
「
シ
グ
ナ
ル
」
で
あ
っ
た
一
つ
の
表
象
が
「
シ
ン
ボ
ル
」
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
「
シ
グ
ナ
ル
は

物
理
的
な
〈
存
在
〉
の
世
界
の
一
部
で
あ
り
、
シ
ン
ボ
ル
は
人
間
的
な
〈
意
味
〉
の
世
界
の
一
部
で
あ
る
）
41
（

」
と
晩
年
の
著
作
で
述
べ
て
い

る
）
42
（

。
意
識
は
こ
う
し
た
展
開
に
お
い
て
実
在
と
意
味
を
分
離
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
的
な
意
味
で
の
神
性
・
霊
性
へ
と
回
帰
す
る
動

機
と
な
る
。
こ
の
点
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
神
話
と
宗
教
の
弁
証
法
に
特
徴
的
な
理
解
が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

シ
ン
ボ
ル
形
式
の
弁
証
法　
　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
独
自
の
神
話
・
宗
教
の
哲
学
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ

て
、
方
法
論
と
し
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
変
形
し
つ
つ
用
い
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
実
際
に
文
化
の
な
か
に
生
き
る
人
間
精

神
の
構
造
を
、
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
発
展
過
程
の
考
察

0

0

0

0

0

0

0

を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
）
43
（

。
人
間
に
固
有
な
精
神
の
力
と
し
て

の
シ
ン
ボ
ル
形
式
は
、
原
初
的
な
形
態
で
あ
る
神
話
的
思
考
か
ら
最
高
度
に
抽
象
化
さ
れ
た
科
学
的
思
考
に
至
る
ま
で
、
そ
の
一
連
の
弁
証

法
的
展
開
に
断
絶
や
飛
躍
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
）
44
（

。
そ
れ
は
そ
の
と
き
ど
き
の
折
り
返
し
地
点
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
段
階
へ
と

移
行
す
る
が
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
。
彼
の
現
象
学
は
神
話
的
思
考
か
ら
宗
教
的
思
考
へ
、
ま
た
は
神
話
的
思
考
か
ら

言
語
へ
、
そ
し
て
言
語
か
ら
科
学
へ
と
い
う
展
開
の
な
か
で
そ
れ
ら
が
示
す
普
遍
的
な
特
徴
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
）
45
（

。

現
代
に
お
け
る
神
話
的
思
考
の
再
現　
　

最
後
に
、
本
稿
で
問
題
と
し
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
思
想
と
現
代
世
界
と
の
接
点
と
い
う
観
点
か

ら
、
と
り
わ
け
一
九
四
〇
年
以
降
に
晩
年
の
彼
が
強
調
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
現
代
に
お
け
る

宗
教
的
思
考
か
ら
神
話
的
思
考
へ
の
回
帰

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
と
に
よ
る
と
非
常
な
危
機
的
状
況
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は

「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
の
構
想
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
神
話
的
な
意
識
が
一
方
向
的
に
宗
教
的
な
も
の
へ
と
移
行
す
る
だ
け
で
は
な

い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
が
）
46
（

、
彼
は
そ
れ
が
「
政
治
的
神
話
」（political m

yth
）
と
い
う
形
態
を
ま
と
っ
て
実
際
に
現
れ
る
の
を
目
の
当

り
に
し
た
。
彼
が
『
国
家
の
神
話
』（T

he M
yth of the State, 1946

）
に
お
い
て
、
人
類
学
者
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
（B

ronisł aw
 M

alinow
ski, 

1884

―1942

）
の
研
究
成
果
を
参
照
し
な
が
ら
指
摘
す
る
こ
と
は
）
47
（

、
神
話
的
思
考
と
い
う
具
象
的
な
世
界
観
か
ら
既
に
脱
し
た
は
ず
の
宗
教
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的
思
考
で
さ
え
、
け
っ
し
て
す
べ
て
の
神
話
的
要
素
の
彼
岸
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
的
思
考
を
も
つ
現

代
の
人
間
も
、
特
定
の
状
況
下
に
お
い
て
は
宗
教
で
は
な
く
神
話
を
希
求
し
、
神
話
的
思
考
に
舞
い
戻
る
）
48
（

。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
心
的
態

度
を
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。「
未
開
人
の
場
合
と
同
じ
力
の
ま
え
に
立
た
さ
れ
る
と
、
現
代
の
人
間
は
、
容
易
に

完
全
な
黙
従
の
状
態
に
投
げ
返
さ
れ
て
し
ま
う
。
人
は
、
も
は
や
そ
の
環
境
を
疑
お
う
と
は
せ
ず
、
当
然
自
明
の
も
の
と
し
て
そ
れ
を
受
け

容
れ
る
）
49
（

」
と
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
第
一
次
大
戦
後
に
極
度
な
不
景
気
に
見
舞
わ
れ
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
全
体
主
義
や
民
族
主
義
と
い
う
政

治
的
神
話
が
国
民
か
ら
待
望
さ
れ
て
国
中
を
席
巻
し
た
事
実
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
）
50
（

。
た
し
か
に
意
図
的
に
生
み
出
さ
れ
た
政
治
的
神

話
は
、
か
つ
て
の
「
自
然
な
」
神
話
と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
た
め
、
そ
れ
は
単
純
な
思
考
の
逆
転
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
真
な
ら
ざ
る
知
の
も
と
で
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
一
つ
一
つ
の
結
果
は
、
空
虚
な
無
と
し
て
捨
て
さ
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
そ
こ
に
い
た
る
前
提
が
ま
ち
が
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）
51
（

」
と
言
う
よ
う
に
、
意

識
の
弁
証
法
的
運
動
は
思
考
様
式
そ
の
も
の
に
根
本
的
な
変
化
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
も
神
話
か
ら
宗
教
へ
の

展
開
は
、
神
話
の
「
捨
て
去
り
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
神
話
的
思
考
と
宗
教
的
思
考
は
絶
え
ざ
る
せ
め
ぎ
合
い
と
し
て
、
つ

ま
り
そ
れ
ら
は
実
在
と
意
味
の
分
裂
、
対
立
、
そ
し
て
綜
合
と
い
う
意
識
の
経
験
に
と
っ
て
は
不
可
欠
な
運
動
を
示
し
は
す
る
が
、
そ
れ
が

け
っ
し
て
楽
観
的
な
意
味
で
一
方
向
に
進
行
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
現
代
に
お
け
る
神
話
的
思
考
に
対
す
る
歯
止
め
と

し
て
の
役
割
を
倫
理
的
な
力
を
働
か
せ
る
こ
と
の
で
き
る
各
々
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
に
認
め
て
い
る
）
52
（

。
す
る
と
、
人
間
の
認
識
能
力
に
と
っ

て
、
ま
た
私
た
ち
の
社
会
全
体
に
と
っ
て
、
宗
教
お
よ
び
宗
教
的
思
考
が
果
た
し
得
る
役
割
を
再
考
す
る
た
め
の
契
機
の
一
つ
が
彼
の
哲
学

を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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注

（
1
） 

本
稿
は
日
本
基
督
教
学
会
第
六
三
回
学
術
大
会
（
二
〇
一
五
年
九
月
十
二
日
）
で
の
口
頭
発
表
の
原
稿
に
加
筆
と
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
） C

assirer, D
er B

egriff der sym
bolischen Form

 im
 A

ufbau der G
eistesw

issenschaften, in; W
esen und W

irkung des Sym
bolbegriffs, 

W
issenschaftliche B

uchgesellschaft, 1977, S. 175. 

（
3
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
は
「
文
化
批
判
」（K

ritik der K
ultur

）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
文
化
の
批
判
と
は
人
間
が
文
化
と

い
う
独
特
な
世
界
に
自
分
自
身
を
織
り
込
ん
で
い
く
そ
の
仕
方
の
探
求
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
こ
こ
で
、
単
な
る
「
世
界
の
形

態
化
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
世
界
へ
の
形
態
化
」
が
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。C

assirer, Philosophie der 

sym
bolischen Form

en, Teil 1, Sprache, W
issenschaftliche B

uchgesellschaft, 1977, S. 11.

（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
〈
1
〉
言
語
』
生

松
敬
三
・
木
田
元
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
九
頁
）。
以
下
、
既
出
の
邦
訳
書
で
の
出
典
箇
所
は
括
弧
内
に
頁
番
号
の
み
を
記
す
。
な
お
、

邦
訳
書
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
前
後
の
文
脈
に
相
応
し
く
な
る
よ
う
に
適
宜
改
訳
し
て
い
る
。

（
4
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
人
間
精
神
の
発
展
を
、
世
界
を
客
観
化
す
る
過
程
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
人
間
が
そ
の
と
き
ど
き
の
段
階
に
応

じ
て
い
か
に
文
化
と
い
う
一
つ
の
全
体
を
構
築
す
る
の
か
が
彼
の
主
要
な
関
心
事
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
い
う
「
段
階
」
は
、
純
粋

に
精
神
の
客
観
化
と
い
う
機
能
上
の
相
違
を
意
味
す
る
た
め
、
そ
れ
は
文
化
現
象
の
意
味
内
容
や
価
値
を
問
う
て
そ
れ
ら
に
何
ら
か
の
「
優
劣
」

を
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。

（
5
） C

assirer, Philosophie der sym
bolischen Form

en, Teil 2, D
as m

ythische D
enken, W

issenschaftliche B
uchgesellschaft, 1977, V

III.

（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
〈
2
〉
神
話
的
思
考
』
木
田
元
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
頁
）
引
用
文
内
で
の
著
者
に
よ
る
語
句
の
補

足
は
〔　

〕
に
て
示
し
て
あ
る
。

（
6
） 

シ
ン
ボ
ル
形
式
と
し
て
の
宗
教
の
機
能
に
つ
い
て
更
な
る
詳
細
は
拙
論
「
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
哲
学
に
お
け
る
宗
教
の
機
能
――
後
期
の

著
作
を
中
心
と
し
て
神
話
と
の
比
較
考
察
」『
ヘ
ル
ダ
ー
研
究
』
第
20
号
、
日
本
ヘ
ル
ダ
ー
学
会
編
、
二
〇
一
五
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
7
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
哲
学
に
と
っ
て
は
、
む
ろ
ん
言
語
と
宗
教
の
種
的
な
相
違
を
な
ん
ら
か
の
根
源
的
統

一
性
の
う
ち
に
解
消
す
る
こ
と
な
ど
問
題
に
は
な
り
え
な
い
。
た
と
え
そ
の
統
一
性
が
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
よ
う
と
主
観
的
に
捉
え
ら
れ
よ
う

と
、
そ
れ
ら
が
事
物
の
神
的
起
源
の
統
一
性
と
し
て
規
定
さ
れ
よ
う
と
〈
理
性
〉
の
統
一
性
、
人
間
精
神
の
統
一
性
と
し
て
規
定
さ
れ
よ
う
と
、

い
ず
れ
に
し
て
も
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
の
問
い
は
共
通
の
起
源

0

0

に
で
は
な
く
、
共
通
の
構
造

0

0

に
か
か
わ
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
」
と
。（
本
稿
に
お
け
る
引
用
文
内
の
傍
点
に
よ
る
強
調
は
す
べ
て
原
文
に
よ
る
）C

assirer, op. cit., S. 303.

（
四
七
〇
頁
）

（
8
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
に
お
い
て
は
文
化
の
実
体
的
な
考
察
で
は
な
く
機
能
的
な
考
察
に
主
眼
が
お
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
哲
学
に
一
貫

し
て
い
て
、
晩
年
の
著
作
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
人
間
の
本
性
ま
た
は
〈
本
質
〉
に
関
す
る
な
ん
ら
か
の
定
義
が
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
定
義
は
機
能
的
な
も
の
で
あ
っ
て
実
体
的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
。C

assirer, A
n E

ssay on M
an, A

n Introduction to a Philosophy of 

H
um

an C
ulture, Yale U

niversity Press, 1944, pp.67

―68.

（『
人
間
――
シ
ン
ボ
ル
を
操
る
も
の
』
宮
城
音
弥
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七

年
、
一
五
一
頁
）

（
9
） 

そ
の
冒
頭
で
は
次
の
よ
う
語
ら
れ
て
い
る
。「
こ
こ
で
研
究
の
目
的
全
体
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
論
理
学
上
の
理
論
を
裏
づ
け
る
た
め

に
個
別
科
学
か
ら
個
々
の
〈
例
〉
を
拾
い
集
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
個
別
科
学
の
原
理
的
構
造
全
体
を
た
ど
り
、
そ
の
さ
い
、
こ
の
構
造
を

支
配
し
結
び
合
わ
せ
て
い
る
統
一
的
基
本
機
能
を
よ
り
規
定
的
に
浮
き
彫
り
に
す
る
試
み
で
あ
る
」
と
。C

assirer, Substanzbegriff und 

Funktionsbegriff, U
ntersuchungen über die G

rundfragen der E
rkenntniskritik, W

issenschaftliche B
uchgesellschaft, 1976, V

I.

（『
実

体
概
念
と
関
数
概
念
――
認
識
批
判
の
基
本
的
諸
問
題
の
研
究
』
山
本
義
隆
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
六
年
、
ⅱ
頁
）

（
10
） C

assirer, Philosophie der sym
bolischen Form

en, Teil 1, V.
（
九
頁
）

（
11
） 

神
話
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
が
一
九
二
〇
年
代
中
ご
ろ
に
彼
の
主
要
な
関
心
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
同
様
の
問
題
を
論

じ
た
小
著
『
言
語
と
神
話
』（Sprache und M

ythos, 1925

）
が
主
著
第
二
巻
と
同
じ
年
に
著
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
小
著
に
お
い
て
彼
は
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ウ
ゼ
ナ
ー
（H

erm
ann U

sener, 1834

―1905

）
に
よ
る
神
々
の
名
称
に
関
す
る
研
究
を
参
照
し
な
が

ら
神
名
の
変
遷
が
言
語
の
発
達
と
並
行
的
に
進
ん
で
い
く
過
程
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
論
証
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
彼
の
議
論
は
人
間

精
神
の
根
源
で
あ
る
神
話
的
思
考
が
一
方
で
は
科
学
的
思
考
へ
と
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
が
、
他
方
で
は
美
的
な
世
界
観
と
し
て
の
詩
的
言
語

や
芸
術
へ
も
向
か
っ
て
い
く
点
を
指
摘
し
て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
神
話
的
思
考
が
文
化
全
体
の
弁
証
法
的
出
発
点
で
あ
る
こ
と
を
再
認
す
る
た

め
の
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
を
参
照
。C

assirer, Sprache und M
ythos, in; W

esen und W
irkung des 
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Sym
bolbegriffs, W

issenschaftliche B
uchgesellschaft, 1977.

（『
言
語
と
神
話
』
岡
三
郎
・
岡
富
美
子
訳
、
国
文
社
、
一
九
七
二
年
）

（
12
） 
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
感
性
論
」
に
お
い
て
、
人
間
の
外
的
直
観
形
式
を
「
空
間
」
と
し
て
、
ま
た
内
的
直
観
形
式
と

し
て
「
時
間
」
を
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
た
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
間
に
第
三
の
直
観
形
式
と
し
て
の
「
数
」
が
加
え
ら
れ
、
そ

れ
の
機
能
に
よ
っ
て
単
に
感
性
的
な
印
象
に
過
ぎ
な
い
直
観
が
シ
ン
ボ
ル
形
式
に
よ
る
文
化
的
な
認
識
へ
と
橋
渡
し
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の

神
話
論
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
哲
学
が
そ
の
基
礎
と
な
り
、
そ
の
う
え
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
が
方
法
論
的
な
原
則
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
更
な
る
詳
細
は
拙
論
「
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
哲
学
に
お
け
る
直
観
形
式
と
し
て
の
〈
数
〉
――
神
話
的
思
考
に
お
け
る
そ
の
役
割
に

つ
い
て
」『
東
京
工
芸
大
学
工
学
部
紀
要
』
第
38
巻 

人
文
・
社
会
編
、
二
〇
一
五
年
、
二
七
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
系
譜
に
お
い
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
（Friedrich W

ilhelm
 Joseph von Schelling, 1775

―1854

）
が
「
真

の
神
話
学
」
と
は
「
神
話
の
哲
学
」
で
あ
る
述
べ
、
神
話
を
自
己
完
結
的
で
普
遍
性
を
も
つ
一
つ
の
世
界
と
し
て
捉
え
た
功
績
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
彼
に
よ
る
と
、
絶
対
者
の
単
一
性
と
い
う
概
念
が
人
間
の
意
識
に
と
っ
て
何
ら
か
の
「
単
一
な
る
も
の
」
を
捉
え
る
前
提
と
な

る
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
理
解
が
、
特
徴
的
な
長
所
で
あ
る
の
と
同
時
に
そ
の
限
界
を
も
示
し
て
い
る
。「
こ
の
単
一
性
の
概
念
に
は
、
多
く
の

具
体
的
・
個
別
的
な
区
別
が
最
後
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
、
見
分
け
が
た
い
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
」

と
彼
は
述
べ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
提
起
し
た
問
題
そ
の
も
の
は
引
き
受
け
な
が
ら
も
、
可
能
な
限
り
そ
う
し
た
形
而
上
学
的
な
要
素
を
取
り
除
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
神
話
の
哲
学
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
る
。
以
下
を
参
照
。C

assirer, Philosophie der sym
bolischen Form

en, Teil 2, 

S. 13.

（
三
七
頁
）

（
14
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
フ
ン
ボ
ル
ト
の
も
っ
と
も
有
名
な
言
葉
、「
言
語
は
出
来
上
が
っ
た
作
品
（
エ
ル
ゴ
ン
）
で
は
な
く
活
動
性
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）

で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
多
く
の
場
で
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
彼
の
哲
学
に
と
っ
て
の
マ
キ
シ
ム
と
し
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。H

unboldt, Ü
ber 

die Verschiedenheit des m
enschlichen Sprachbaues und ihren E

influss auf die geistige E
ntw

icklung des M
enschengeschlechts 

﹇1830

―1835

﹈, in; W
ilhelm

 von H
unboldt W

eke III, W
issenschaftliche B

uchgesellschaft, 1963, S. 418.

（『
言
語
と
精
神
』
亀
山
健
吉

訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
四
年
、
七
三
頁
）

（
15
） 

彼
は
第
二
巻
の
は
し
が
き
で
、「
第
一
巻
で
扱
っ
た
言
語
哲
学
の
諸
問
題
の
ば
あ
い
に
も
増
し
て
、
こ
こ
に
は
切
り
拓
か
れ
た
安
定
し
た
道
は
な

く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
多
少
な
り
と
も
整
え
ら
れ
た
道
さ
え
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。C

assirer, op. cit., X
II.

（
一
六
頁
）

（
16
） H

egel, Phänom
enologie des G

eistes, Felix M
einer Verlag, 1952, S. 26.

（『
精
神
現
象
学
』
長
谷
川
宏
訳
、
作
品
社
、
一
九
九
八
年
、
一
七
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頁
）

（
17
） 
以
下
を
参
照
。C

assirer, op. cit., X
.

（
一
三
頁
）

（
18
） 
ク
ロ
イ
ス
（John M

ichael K
rois, 1943

―2010

）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
法
則
」
の
探
求
こ
そ
が
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
現
象
学
を
特
徴
付
け
る
も
の

で
あ
り
、
彼
が
汎
論
理
主
義
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
を
批
判
し
な
が
ら
も
そ
の
方
法
論
的
価
値
を
認
め
て
い
る
点
に
他
な
ら
な
い
。
以
下
を

参
照
。K

rois, C
assirer: Sym

bolic Form
s and H

istory, Yale U
niversity Press, 1987, p. 79ff.

（
19
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
『
言
語
と
神
話
』
で
は
次
の
よ
う
に
力
説
さ
れ
て
い
る
。「
こ
こ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
等
し
く
す
べ
て
の
シ
ン
ボ
ル
形

式
を
支
え
、
本
質
的
に
そ
の
進
化
に
関
係
を
も
っ
て
い
る
一
つ
の
法
則
に
出
会
う
。
ど
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
も
、
最
初
か
ら
分
離
し
独
立
し
て
認

め
ら
れ
る
よ
う
な
形
式
と
し
て
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
最
初
は
神
話
と
い
う
共
通
の
母
体
か
ら
発
生
し
て
い
る
の
に
違

い
な
い
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
内
容
は
、
じ
じ
つ
、
ど
れ
ほ
ど
特
有
の
体
系
的
領
域
な
ら
び
に
そ
れ
自
身
の
〈
原
理
〉
を
明
瞭
に
提
示
し
よ

う
と
も
、
実
際
、
わ
れ
わ
れ
に
は
た
だ
そ
の
よ
う
に
包
摂
さ
れ
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
」
と
。C

assirer, Sprache und 

M
ythos, S. 112.

（
七
一
頁
）

（
20
） 

こ
う
し
た
事
態
に
関
し
て
は
『
人
間
』
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
神
話
的
世
界
に
は
情
動
的
な
要
素
が
深
く
浸
透
し
て
い

る
た
め
、
感
情
的
無
色
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
「
見
ら
れ
た
り
感
じ
ら
れ
た
り
す
る
も
の
は
み
な
、
特
別
な
雰
囲
気
――
悲
喜
、
苦

悶
、
興
奮
、
昂
揚
沈
鬱
の
雰
囲
気
」
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。C

assirer, A
n E

ssay on M
an, pp. 76

―77.

（
一
六
八
頁
）

（
21
） C

assirer, Philosophie der sym
bolischen Form

en, Teil 2, X
I.

（
一
四
頁
）

（
22
） 

フ
ン
ボ
ル
ト
自
身
は
こ
の
言
語
の
「
内
的
形
式
」
を
明
確
に
定
義
付
け
し
て
は
い
な
い
が
、「
言
語
と
は
、
分
節
音
声
を
思
考
の
表
現
た
り
得
る

も
の
と
す
る
た
め
の
、
永
劫
に
反
復
さ
れ
る
精
神
の
働
き
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
働
き
を
一
定
の
法
則
に
従
っ
て
可
能
に
す
る
機
能

こ
そ
が
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
内
的
言
語
形
式
」
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
を
参
照
。H

um
boldt, op. cit., S. 418.

（
七
三
頁
）

（
23
） C

assirer, Philosophie der sym
bolischen Form

en, Teil 1, S. 15.

（
三
八
頁
）

（
24
） C

assirer, op. cit., S. 16.

（
四
〇
頁
）

（
25
） 

以
下
を
参
照
。E

dw
ard Skidelsky, E

R
N

ST
 C

A
SSIR

E
R

, T
he Last Philosopher of C

ulture, Princeton U
niversity Press, 2008, p. 107.

（
26
） 

こ
の
よ
う
な
彼
の
「
現
象
学
」
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
三
巻
「
認
識
の
現
象
学
」
に
お
い
て
、
人
間
の
神
話
的
意
識
が
い
か
に
し
て

何
ら
か
の
「
意
味
」
な
る
も
の
を
受
け
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
彼
が
導
入
す
る
概
念
が
知
覚
に
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お
け
る
「
シ
ン
ボ
ル
の
含
蓄
」（sym

bolische Prägnanz

）
で
あ
る
。
以
下
を
参
照
。C

assirer, Philosophie der sym
bolischen Form

en, Teil 

3, Phänom
enologie der E

rkenntnis, W
issenschaftliche B

uchgesellschaft, 1977, S. 222ff.

（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』〈
3
〉
木
田
元
・

村
岡
晋
一
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
三
七
四
頁
）

（
27
） 

以
下
を
参
照
。C

assirer, Philosophie der sym
bolischen Form

en, Teil 2, S. 186.

（
二
九
六
頁
）

（
28
） C

assirer, op. cit., S. 285.

（
四
四
四
頁
）

（
29
） 

こ
こ
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
指
摘
す
る
「
意
味
」（B

edeutung

）
と
対
立
さ
せ
ら
れ
る
も
の
はD

asein

で
あ
る
。
前
掲
訳
書
に
お
い
て
こ
の
語

に
は
「
存
在
」
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
意
図
を
よ
り
正
確
に
表
現
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
「
感
性
に
と
っ
て
存
在
す
る
も
の
」

で
あ
る
た
め
、
あ
え
て
そ
う
し
た
意
味
合
い
を
多
く
含
む
と
思
わ
れ
る
「
実
在
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。C

assirer, op. cit., S. 

286.

（
四
四
四
頁
以
下
）

（
30
） 

さ
ら
に
彼
は
こ
の
分
離
と
対
立
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。「
神
話
は
こ
の
像
＝
世
界
に
お
い
て
以
外
お
の
れ
を
啓
示
す
る
こ
と
も
、
表
出

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
が
、
神
話
が
進
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
表
出
さ
れ
た
も
の
が
、
神
話
に
と
っ
て
、
そ
の
本
来
の
表
現
意
志
に

完
全
に
は
適
合
し
な
い
〈
外
的
な
も
の
〉
に
な
っ
て
く
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
、
意
識
の
発
達
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
「
内
」
と
「
外
」
の
区
別
が
次
第
に
明
瞭
に
現
れ
て
く
る
。C

assirer, op. cit., S. 285.

（
四
三
九
頁
）

（
31
） 

こ
の
よ
う
な
事
態
を
彼
は
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。「
宗
教
的
機
能
は
、
純
粋
な
内
面
性
の
世
界
を
発
見
し
た
以
上
、
外
的
世
界
、
自
然
的
存
在

の
世
界
か
ら
身
を
引
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
瞬
間
か
ら
自
然
的
存
在
は
、
い
わ
ば
そ
の
魂
を
奪
わ
れ
、
死
せ
る
〈
事
物
〉
に
貶
め
ら
れ
て
し

ま
っ
た
」
と
。C

assirer, op. cit., S. 288.

（
四
四
八
頁
）

（
32
） C

assirer, op. cit., S. 281ff.

（
四
三
八
頁
）

（
33
） 

彼
は
神
話
に
特
徴
的
な
反
省
の
作
用
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。「
決
定
的
な
の
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
背
を
向
け
な
が
ら
も
な
お
、
神

話
が
お
の
れ
自
身
の
う
ち
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
固
執
し
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
神
話
は
け
っ
し
て
お
の
れ
の
圏
域
か
ら
脱
け
出
る

こ
と
は
な
い
し
、
ま
っ
た
く
別
の
原
理
へ
と
移
行
す
る
こ
と
も
な
い
。
だ
が
、
お
の
れ
自
身
の
圏
域
を
完
全
に
充
た
す
と
き
、
最
後
に
は
神
話

が
こ
の
圏
域
を
打
ち
こ
わ
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
同
時
に
克
服
で
も
あ
る
よ
う
な
こ
の
充
足
は
、
神
話
が
お
の
れ

の
像
＝
世
界
に
対
し
て
と
る
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
」
と
。C

assirer, op. cit., S. 282.
（
四
三
八
頁
）

（
34
） C

assirer, op. cit., S. 93.

（
一
五
五
頁
）
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（
35
） 

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
（Paul Johannes T

illich, 1886

―1965

）
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
神
話
論
を
参
照
し
つ
つ
、
神
話
が
宗
教
に
取
っ
て
代

わ
る
と
い
う
事
態
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
い
か
に
し
て
一
つ
の
実
質
的
な
精
神
の
被
造
物
で
あ
る
は
ず
の
神
話
が
「
衰
え
る
」
の
か
と
反
論

し
て
い
る
。
ま
た
、
も
し
も
神
話
が
消
失
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
形
式
が
変
更
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
神
話

と
宗
教
の
間
で
の
緊
張
関
係
は
一
般
的
な
思
考
様
式
そ
の
も
の
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
指
摘
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、「
そ

の
と
き
に
は
、
神
話
に
抗
す
る
宗
教
の
闘
争
は
、
神
話
一
般
に
抗
す
る
闘
争
で
は
な
く
、
特
定
の
神
話
の
も
う
一
つ
の
神
話
に
抗
す
る
戦
い
」

だ
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
正
鵠
を
得
て
お
り
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
意
図
が
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
展
開
を
現
象
学
的
に
示
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
精
神
の
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
い
っ
そ
う
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
こ
れ
ら

の
問
い
は
正
面
か
ら
取
り
組
む
べ
き
問
題
の
一
つ
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。Paul T

illich, D
as religiöse Sym

bol, in; G
esam

m
elete W

erke, B
d. 

5., E
vangelisches Verlag., 1964, S. 202ff.

（「
宗
教
的
象
徴
表
現
」『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
著
作
集
』
第
四
巻
、
野
呂
芳
男
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
九

年
、
二
八
六
頁
以
下
）

（
36
） C

assirer, op. cit., S. 286.

（
四
四
五
頁
）

（
37
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
宗
教
の
三
区
分
で
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
最
初
に
登
場
す
る
「
自
然
宗
教
」
に
分
類
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
『
言
語
と
神
話
』
を
中
心
と
し
て
受
容
す
る
ウ
ゼ
ナ
ー
の
神
名
の
三
区
分
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
信
仰
の
対
象
と
す

る
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
（
賢
い
主
）
は
最
後
の
神
で
あ
る
「
人
格
神
」
に
相
等
す
る
。

（
38
） 

ペ
ル
シ
ア
神
話
に
お
け
る
ア
ン
ラ
・
マ
ン
ユ
（
破
壊
霊
）
は
世
界
に
「
死
」
を
招
き
入
れ
た
。
ア
ン
ラ
・
マ
ン
ユ
は
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
を
邪

魔
す
る
た
め
に
、
冬
に
霜
を
、
夏
に
暑
さ
を
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
や
災
い
を
導
入
し
た
だ
け
で
な
く
、
破
壊
を
も
た
ら
す
竜
ア
ジ
・
ダ

ハ
ー
カ
を
も
生
み
出
し
た
と
さ
れ
る
。
ア
ー
サ
ー
・
コ
ッ
テ
ル
『
世
界
神
話
辞
典
』
左
近
司
祥
子
ほ
か
訳
、
柏
書
房
、
一
九
九
三
年
、
二
八
頁

以
下
参
照
。

（
39
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
仏
教
が
明
確
な
形
象
を
と
も
な
っ
た
人
格
的
な
神
を
も
た
な
い
無
神
論
的
な
宗
教
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
「
宗

教
」
と
呼
ば
れ
る
に
値
し
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
す
で
に
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る

こ
と
は
宗
教
の
内
容

0

0

で
は
な
く
、
形
式

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。
特
殊
な
宗
教
的
「
意
味
付
与
」
の
機
能
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に

何
ら
か
の
宗
教
的
な
存
在
の
欠
如
が
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
彼
は
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
現
象
学
に
と
っ
て
は
、

や
は
り
あ
く
ま
で
も
人
間
精
神
の
機
能
が
宗
教
と
い
か
に
関
わ
る
の
か
が
記
述
対
象
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
超
え
た
先
に
の
み
想
定
さ
れ
る
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も
の
は
そ
れ
以
上
の
意
味
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
を
参
照
。C

assirer, op. cit., S. 293ff.

（
四
五
六
頁
以
下
）

（
40
） C

assirer, op. cit., S. 281.

（
四
三
七
頁
以
下
）

（
41
） C

assirer, A
n E

ssay on M
an, p. 32.

（
七
六
頁
）

（
42
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
「
シ
ン
ボ
ル
」
と
「
シ
グ
ナ
ル
」
の
区
別
に
関
す
る
議
論
は
、
拙
著
『
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
哲
学
――
言
語
・
神

話
・
科
学
に
関
す
る
考
察
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
一
年
、
一
七
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
43
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
知
識
の
妥
当
性
や
正
当
性
を
問
う
カ
ン
ト
の
弁
証
論
よ
り
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
を
重
視
し
た
の
は
、
彼
が
シ
ン
ボ
ル
形
式
の

発
展
過
程
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
普
遍
的
特
徴
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
点
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
44
） 

D
・
P
・
ヴ
ィ
リ
ー
ン
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
「
神
話
的
思
考
」
が
、
原
則
的
に
そ
こ
か
ら
人
間
の
文
化
が
成
立
し
て
く
る
出
発
点
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
は
か
つ
て
ヴ
ィ
ー
コ
（G

iam
battista V

ico, 1668

―1744

）
が
「
詩
的
知
恵
」
と
一
致
す
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
下
を

参
照
。Verene, T

he O
rigins of the Philosophy of Sym

bolic Form
s, K

ant, H
egel, and C

assirer, N
orthw

estern U
niversity Press, 2011, 

p. 32.

（
45
） 『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
に
お
け
る
意
識
の
展
開
を
お
よ
そ
の
あ
ら
す
じ
で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
神
話
的
思
考
か
ら
言
語
が
生
じ
、
言

語
は
神
話
と
並
行
し
て
発
達
し
な
が
ら
一
方
で
は
科
学
的
言
語
へ
、
そ
し
て
他
方
で
は
詩
的
言
語
へ
と
進
ん
で
い
く
。
そ
の
た
め
科
学
へ
至
る

道
も
、
芸
術
へ
至
る
道
も
そ
れ
を
遡
上
し
て
い
く
な
ら
ば
つ
ね
に
神
話
的
思
考
と
い
う
共
通
の
源
泉
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
神

話
的
思
考
は
、
ま
さ
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
人
間
が
人
間
で
あ
る
最
初
の
決
定
的
な
契
機
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
46
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
一
九
二
一
年
か
ら
二
二
年
に
か
け
て
ワ
ー
ル
ブ
ル
ク
文
庫
で
開
催
さ
れ
た
講
演
会
の
一
つ
に
お
い
て
、
一
神
教
に
特
有
な
預

言
者
的
思
考
（
宗
教
的
思
考
）
に
お
い
て
は
神
話
的
な
形
象
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
陥
る
か
を
次
の
よ
う
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
預
言
者

的
思
考
に
固
有
で
、
ま
た
預
言
者
的
な
宗
教
感
情
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
英
雄
的
な
抽
象
能
力
の
前
で
は
、
神
話
的
な
像
は
〈
純
粋
な
無
〉
に

な
り
さ
が
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
神
話
的
像
は
、
預
言
者
的
な
意
識
が
そ
れ
ら
の
像
を
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
、
こ
の
〈
無
〉
の
領
域

の
な
か
に
長
く
は
留
ま
り
続
け
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
常
に
も
う
一
度
突
如
と
し
て
現
れ
、
一
つ
の
独
立
し
た
権
力
と
し
て
幅
を
利
か
せ
る
」

と
。C

assirer, D
er B

egriff der sym
bolischen Form

 im
 A

ufbau der G
eistesw

issenschaften, S.189.

（
47
） 

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
原
始
心
性
に
お
い
て
で
さ
え
日
常
的
な
生
活
の
う
ち
で
は
神
話
や
呪
術
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は

そ
れ
ま
で
の
経
験
則
か
ら
学
び
習
得
し
た
知
識
・
技
術
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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彼
ら
の
生
活
に
お
い
て
神
話
が
登
場
す
る
の
は
、
彼
ら
の
自
助
努
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
圧
倒
的
な
自
然
の
驚
異
を
目
の
当
り
に

す
る
と
き
で
あ
る
。
以
下
を
参
照
。C

assirer, T
he M

yth of the State, Yale U
niversity Press, 1946, p. 278ff.

（『
国
家
の
神
話
』
宮
田
光
雄

訳
、
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
、
三
七
八
頁
以
下
）

（
48
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
現
代
に
お
い
て
も
絶
望
的
な
状
況
に
お
い
て
は
絶
望
的
な
手
段
と
し
て
の
神
話
が
希
求
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
「
理

性
が
わ
れ
わ
れ
を
見
捨
て
た
場
合
に
は
、
つ
ね
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
最
後
の
議
論
（ultim

a ratio

）、
す
な
わ
ち
奇
蹟
的
な
、
神
秘
的
な
も
の

の
力
で
あ
る
」
と
彼
は
言
う
。C

assirer, op. cit., p. 279.

（
三
六
九
頁
）

（
49
） C

assirer, op. cit., p. 286.

（
三
七
八
頁
）

（
50
） 

宗
教
的
思
考
の
停
止
に
よ
る
政
治
的
神
話
の
再
現
に
つ
い
て
更
な
る
詳
細
は
、
拙
論
「
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
哲
学
に
お
け
る
宗
教
の
機

能
――
後
期
の
著
作
を
中
心
と
し
て
神
話
と
の
比
較
考
察
」、
九
四
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
51
） H

egel, Phänom
enologie des G

eistes, Felix M
einer Verlag, 1952, S.74.

（
六
二
頁
）

（
52
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
『
国
家
の
神
話
』
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。「
こ
う
し
た
勢
力
、
知
的
、
倫
理
的
お
よ
び
芸
術
的
勢
力
が
十
分

な
力
を
も
っ
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
神
話
は
馴
ら
さ
れ
、
従
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
、
そ
れ
ら
の
勢
力
が
力
を
失
い
始
め
る
と
、
混

沌
が
ふ
た
た
び
到
来
す
る
。
そ
の
と
き
、
神
話
的
思
惟
が
ふ
た
た
び
現
れ
、
人
間
の
文
化
的
・
社
会
的
生
活
の
全
体
を
支
配
し
始
め
る
」
と
。

C
assirer, op. cit., p. 298.

（
三
九
五
頁
）
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