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超
人
の
幸
福

に
お
け
る
永
遠
回
帰

の
肯
定

新

名

隆

志

序

『
こ

の
人
を

見
よ

』

に
お

い
て

ニ
ー
チ

ェ
は
、

「
お
よ

そ
到
達

さ

れ
う

る
限

り

で
の
最
高

の
肯

定

の
定
式

」

と
し

て

の
永
遠

回
帰

思
想

が
、

『
ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

は
こ
う
語

っ
た
』

の

「
根
本

構
想
　

」
で
あ

る

と
述

べ

て

い
る

(
　

)
。

一
八

八

一
年

八
月

の
思

想

の

着

想

か
ら
十

八
カ
月

の

「
妊
娠
状

態

」
を
経

て
、

こ

の
著

作

が
生

み
出

さ
れ

た

(
　

)
。

永
遠

回
帰

に
関

し

て
は
、

そ

の
着
想

以
来

、
実

に
(
1

)

様

々
な
断

章
が
遺
稿

と

し

て
の
こ
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
ニ
ー
チ
ェ

自

身

こ
の
思
想

に
関
す

る
何
ら

か

の
理
論

的
著
作

を
計

画
し
た

こ
と
も
あ

っ
た

。

し

か
し
実

際

に
彼

が
著

し

た
永
遠

回
帰

伝
達

の
書

と
し

て
は
、

こ

の
理
論

的
著

作

と
は
到

底
言

え

な

い
、

む

し
ろ

一
種

の
文
学

作

品

と
思
え

る

こ

の
著
作

が
唯

一
な

の
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
永
遠

回
帰

は
、
あ

く
ま

で
も

こ

の
著
作

の
解

釈

に

お

い
て
理
解

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
。

『
ツ

ァ
ラ

ト

ゥ

ス
ト

ラ
』
は
、

「
ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

」
な

る
人
物

の
説

教

と
彼
自
身

の
物
語

に
よ

っ
て
構
成

さ

れ

て

い
る
が
、
永

遠

回
帰

は
彼



の
説
教

の
内

容

と
し

て
明

示
さ

れ

る
こ
と

は
な

い
。

そ
れ

ゆ
え

、
彼
自

身

の
物

語

の
解

釈

が
重

要

と
な

る
。
彼

の
物

語

は
、
永

遠

回
帰

に
対

す

る

彼

の
関

わ

り
方

の
変
化

を
含

ん

で

い
る
。

周
知

の
よ

う

に
、
永
遠

回

帰

は
肯

定

的
側

面

と
と
も

に

「
エ
ヒ
リ
ズ

ム
の
極

限
形
式

し

と
し

て

の
否
定

的

側
面

を
持

つ
。

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス

ト
ラ
は
初

め
か
ら
永

遠

回
帰

を
肯

定

し
て

い
る

わ
け

で
は
な

く
、

そ

の
否
定

的
側

面

を
克
服

し

て
肯
定

に
達

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の

で
あ

る
。

こ

の
点

に
関

し

て
は
、

ハ
イ
デ

ガ
ー

の
解

釈

以
来

『
ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ
』

解
釈

が
前

提

と
し

て

い
る

こ
と

で

あ
り

、
異
論

は
な

い
と
思

わ
れ

る
。

し
た

が

っ
て
、

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
が
真

に
永

遠

回
帰

を
肯
定

す

る

の
は
ど

の
箇

所

に
お

い
て
な

の
か
、

そ

れ
が
特

定

さ
れ

ね
ば

な
ら

な

い
。
そ

し

て
そ

こ

に
お

い
て
こ

そ
、

「最

高

の
肯
定

の
定
式

」
と

し

て
の
永
遠

回
帰

の
意

味

が
理
解

さ
れ

ね
ば

な

ら

な

い
oそ

こ

で
、
永
遠

回
帰

が
真

に
肯

定

さ
れ

る
箇

所
が

重
要

な
問

題

と
な

っ
て

く
る

わ
け
だ

が
、

こ
れ
を
第

三

部

と
見
な

す
点

に
お

い
て
従
来

の
解

釈

は

一
致

し

て

い
る
。

そ

の
先

駆

け
と
な

っ
た

の
は
、
や

は

リ

ハ
イ
デ

ガ

ー
の
解
釈

で
あ
ろ

う
。
彼

は
第

三

部

の

「
快

癒

す
る
者

」

に

お

い
て
永

遠
回

帰

の
肯
定

が
達
成

さ
れ
た

と
見

て

い
る
。

そ

し

て
第

四
部

は
完

全

に
無
視

す

る
。

そ

の
他

の
解

釈

に
し
て

も
、

ハ
イ
デ

ガ

ー

の
解

釈

を
そ

の

ハま
　

ま

ま
踏

襲

す

る
わ
け

で

は
な

い
も

の

の
、

第

三
部

の

「
快

癒

す
る

も

の
」
以
後

に
真

の
肯

定

を
見

る
点

で
は
同

じ

で
あ

る

。
.

し

か
し

こ
の
解
釈

に
は
重
大

な
欠

点
が

あ

る
。
そ

れ

は
、
第

三
部

の
中

で
の

み
解

釈

が
構
築

さ

れ

て
お
り
、

著
作

全

体

の
展
開

が
考
慮

に
入

れ
ら

れ

て

い
な

い
と

い

う
点

で
あ

る
。

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ

の
肯

定

へ
の
物

語

が
真

に
開
始

さ

れ

る
の
は
第

三
部

か
ら

で
あ

る
が
、

こ
の
物
語

の
展

開

は
第

一
部

.
第

二

部

に
支
配

さ

れ
て

い
る
。

そ

し
て

そ
れ
を

考
慮

し

た
場
合

、
第

四
部

「
夜

を

さ
ま

よ
う
者

た

ち

の
歌
し
で
語

ら

れ
る
肯
定

こ
そ
が

決
定

的

で
あ

る
。

従
来

の
解

釈

は
、
永

遠

回
帰

の
肯
定

に
関

し

て
第

三
部

と
第

四
部

の
間

に
ま

っ
た

く
進

展

を
見
ず

、

「
夜
を

さ

ま
よ
う

者

た
ち

の
歌
」
に

お
け

る
肯

定

を
第

三
部

の
肯
定

の
繰

り
返

し

と
見

な
し

て

い
る
。

し

か
し
、

両
者

の
叙
述

に
は
明

ら

か
な
差

異

が
あ

り
、

同
じ

こ
と

を
語

っ
て

い
る
と

は
考

え

ら
れ

な

い
。
永
遠

回
帰

の
真

の
肯

定
が

語

ら
れ

て

い
る

の
は
第

四
部

「夜

を

さ

ま
よ
う

者

た
ち

の
歌

」
に
お

い
て
で
あ

り
、
そ

こ
で

の
「
快

い
¢
ωこ

が

「
超

人

の
幸

福
」

と

し

て
こ

の
肯

定

の
本
質

で
あ

る
こ

と
、

こ

の
こ
と
を

こ
の
論
文

で
論

証

し
た

い
。



一

超

人

の

幸

福

『
ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
』
第

一
部

の
核
心

は
、

「
超

人
　

」
の
教
説

だ

と
言
う

こ
と
が

で
き

る
。

な
ぜ

な
ら
、

こ
の
部

に

お
け

る
ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ

の
説

教

は
、
超

人

の
教

え

に
始

ま

り
超

人

の
教

え

で
終

わ
る

か
ら

で
あ

る
。
永

遠

回
帰

を
根
本

構
想

と

す

る
こ

の
著

作

が
な
ぜ

超

人

の
教
説

を
も

っ
て
始

め
ら

れ
る

の
か
、
超

人

と
永

遠
回

帰

と

の
関

係

は
何

か
、

こ
れ

は
当
然

問

わ
れ

て
よ

い
問

い
で
あ

る
。

し

か
し
超

人

と

永

遠
回

帰

の
関
係

を
直

接
語

る
表

現

は
、

『
ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト
ラ
』
の
内

部

に
は
な

く
、

遺
稿

の
中

の
二
箇
所

に
あ

る
の

み
で
あ

る
。

ま
ず

一
八
八

三
年

六

月
-
七
月

の
時
期

の
遺

稿

に
は
次

の
よ
う

に
あ

る
。

「
彼

は
我
を

忘

れ
、
超

人

か
ら
永

遠

回
帰

を
教

え
る
。

超
人

は

そ
れ

に
耐

え
、

そ
れ

に

よ

っ
て
訓
育

す

る
。
」

(内
ω
〉
一
P

H
O
[ミ
]
)

超
人

は
永

遠
回
帰

に
耐

え
、
そ

れ

に
よ

っ
て
人

々
を
訓
育

す

る
存
在

で
あ

る
。

ま

た
、

こ

の
断

章

は

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ

に
よ
る
永

遠

回
帰

の

告

知

の
場
面

の
構
想

で
あ

る
が
、

彼

は
こ

の
教
説

を

「
我

を
忘

れ
　

、

「
超

人

か
ら
　

」
教

え

る
、

と

言

わ

れ
て

い
る
。

こ
れ

は

つ
ま
り

、
彼

が
そ

れ

ま
で

の
自

己

を
超

え
出

て
、
超

人

と

な
る

こ
と

を
意
味

し

て

い
る

の
で
は

な

い
の

か
。

こ
の

こ
と

は
次

の

一
八
八

三
年

秋

の
遺
稿

を

示
す

こ

と
で

よ
り

は

っ
き
り

と
す

る
だ

ろ
う
。

「
ま

っ
た

く
自

己

に

お

い
て
目

標

/

そ

の
後

で

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ

ス
ト

ラ

は
、
超

人

の
幸

福

か
ら
、

す

べ
て

が
回

帰

す

る

と

い
う
秘

密

を

語

る
。
」

(
　

]
)

ツ

ァ
ラ

ト
ゥ

ス
ト
ラ

は

「超

人

の
幸
福

か
ら
」

回
帰

の
教

説
を

語

る
。

や
は

り
、
永

遠

回
帰
告

知

の
場
面

に
お

い
て

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス

ト
ラ
が
超

人

に
な

る
と

い
う

こ
と

が
想
定

さ

れ

て

い
る
の

で
あ

る
。
し

か

し
、
奇

妙

に
思

え
る

の
は

「
幸
福
　

」

と

い
う
言

葉

で
あ

る
。
超

人

が
永
遠

回
帰

を
語

る
と

い
う
事
態

に
お

い
て
、

「
幸
福

」

と
は

い

っ
た

い

い
か

な
る
意

味

を
持

つ
の
だ
ろ

う

か
。

こ

こ
で
注

目
す

べ
き

な

の
は
、

「
ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
は
、

超
人

の
幸

福

か
ら

…

」

の
部

分

は

「
そ

の
後

で
　

」

と

い
う
言
葉

に
続



い
て

お
り
、

そ

れ
ゆ
え

そ

の
直

前

の

「
康

っ
た
く
自

己

に
お

い
て
目

標
　

こ

の
部

分
を
受

け

て

い
る
と

い
う

こ

と
で
あ

る
.

こ

れ

は
す

な

わ
ち
両
者

の
何

ら
か

の
関
係

性
を

示

し
て

い
る

は
ず
だ

が
、

こ
の
関
係

性

に

お

い
て

こ

こ
で

の

「
幸
福

」
の
意
味

が

理
解

で
き

る
。

「
幸

福

」
と

は
、
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
以
来

の
伝

統

の
中

で
、
目
的
　

に
達

し

て

い
る

こ
と
、

つ
談
り

そ

の
外

に
目
的

を
持

た

な

い
究

極
的

な
　

も

の

と
さ

れ
て

き
た
。

「
幸
福

こ
そ
は
究

極
的

・自

足
的

な
或

る

も

の
で
あ

り
、

わ
れ

わ
れ

の
行
う

と

こ
ろ

の
あ

ら

ゆ
る

こ
と
が

ら

の
目
的

で
あ

る

ハ
ヨ
　

と

見
ら

れ
る

ご

つ
ま

り

「
ま

っ
た
く
自

己

に

お

い
て
目
標

し

と

い
う

雷
葉

は
、
自

己

の
外

に
目

標

を
持

た
な

い
と

い
う

こ
と
、

目
標

に
達

し

て

い
る

と

い
う

こ

と
で
あ

り
、

ま
さ

に

こ
こ

で
の

「
幸
福

」

の
意
味

と
考

え
ら

れ

る
。
永

遠
回

帰

に
耐

え
、

そ
れ

を
語

る
と

き
、

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ

は
幸
福

の
内

に
あ
る
。

彼

は
も

は
や
自

己

の
外

に

「～

の
た

め

に
」

と

い
う
目

的
を
持

た
ず

に
、
自

己
充

足
的

な
境

地

に

い
る

の
で
あ

る
。

さ

て
、

こ
の
論
文

の
目
的

は

『
ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト

ラ
』

に
お

い
て

「
最
高

の
肯

定

の
定

式

」
と

し

て

の
永

遠

回
帰

を
解
釈

す

る

こ
と

で
あ

っ
た

が
、

こ
こ

で
我

々
は
以

下

の
論

証

の
結
果

を

予
想

す

る
重

要

な
問

い
を
得

る
。

す

な

わ
ち
そ

れ

は
、

『
ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト

ラ
』
の
中

で
永

遠

回
帰

の

真

の
肯
定

は

ま

さ
に

「超

人

の
幸
福

」

と
し

て
語

ら

れ
て

い
る

の
で

は
な

い

の
か
、

と

い
う

問

い
で
あ

る
。

超
人

が
永

遠

回
帰

に
耐

え

る
者

で
あ

り
、

ま

た
構
想

で
ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

が
超

人
と

な

る
こ
と

が
想
定

さ

れ

て

い
る
な
ら
ば

、

こ

の
よ
う

に
考

え

る

の
は
当
然

で
あ
ろ

う
。

も
ち

ろ

ん
、

こ
の
是
非

が
答

え

ら
れ

る

の
は

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ

ス
ト
ラ

の
物

語
全

体

が
解
釈

さ
れ

た
後

で
あ

る
。

ま
ず

は
第

一
部

の
超

人

の
教

説

が
ど

の
よ

う

に
語

ら

れ

て

い
る
か
を
見

て

い
こ
う
。

す

で

に
述

べ
た
よ
う

に

『
ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
』

は
超

人

の
教
説

で
始

め
ら

れ
る
。

こ
の
教
説

よ

っ
て
人

間

は
新

し

い
意

味

を
獲
得

す

る
。

人

間

は

「克

服

さ
れ

る

べ
き
も

の
」

〈
　

)
、

「
動
物

と
超

人

と

の
間

に
か
け

ら
れ

た

一
本

の
綱

し

(N
鋤
り
峯

)

と
な

る
。

「
人
間

に
お

い
て
偉
大

で
あ

る

も

の
、

そ

れ

は
、
人
間

が

ひ

と

つ
の
橋

で
あ

っ
て
目

的

で
は

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
」

(
　

)

「
目
的

し

と
は
超

人

に
ほ

か
な

ら
な

い
。
人

間

は
そ

れ

へ
の
移
行

を

示
す

「
橋

く綱

ご

で
あ

る
と

さ
れ

る
。

そ
し

て

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

は
、

超

人

の
た
め

に
生

き
る

よ
う

に
人

々

に
説

く
。

す

な

わ
ち

こ
こ

で
、
人

間

の

「
目

的
」

と

し
て

の
超
人

の
教

え

が
説

か
れ

る

の
で
あ

る
。

も
し

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

が

こ
の
目
的

に
到

達

す
る

な
ら
ば

、

そ
れ

は
彼

が
超

人

と
な

っ
た

こ
と
を

意
味

す

る
。

そ
し

て
同
時

に
、

彼

は

い
ま
や
目

的

に



達

し

て

い
る
の
だ

か
ら

、
幸
福

で
あ

る
と
言

え

る
。

す
な

わ
ち
第

一
部

で
の
超
人

の
教

説

か
ら
、

「
超

人

の
幸
福

」
を

予
想

す

る
こ

と
は

で
き

る
の

で
あ

る
。
し

か
し
問

題

は
、
ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト

ラ
が
超

人

に
な

る
と

い
う

こ
と
が

、
そ
し

て

こ
の
超
人

に
な

っ
た
彼

の
幸
福

が
、

『
ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス

ト

ラ
』

の
中

で
語

ら
れ

て

い
る

の
か
ど

う

か
で
あ

る
。

少
な

く

と
も
第

一
部

の
時

点

で
は
、

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ

は
超

人

で
あ

る
と

は
考

え
ら

れ

な

い
し
、

ま

た
彼
自

身

が
超

人
と

な

る
こ
と

を
目

指

し
て

い
る

と
も
読

み
取

れ
な

い
。

し

か
し
、

一
八

八
三
年
秋

の
第

三

部
構
想

期

の
遺
稿

に
は

次

の
よ

う

に
あ

る
。

「第

三
部

は

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

の
自
己

超
克

で
あ

る
、
人

類

の
自

己
超

克

の
模

範

と
し

て

の
1

超

人

の
た

め

の
」

(
　

)

こ

こ
か
ら
、

ニ
ー
チ

ェ
は
第

三
部

に
お

い
て

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ
自

身

の
超

人

を
目

指
す

自
己

超
克

を
描

こ
う
と

し

て

い
た

こ
と

が
読

み
取

れ

る
。

た

し

か
に
、
第

二
部

ま

で

の
説

教
中

心

の
話

と

は
う

っ
て

か
わ
り

、
第

三
部

で

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

は
再
び

孤
独

へ
と
立

ち
返

り
、
彼

の
最

後

の
自
己

超
克

の
道

を
歩

み
出

す

の

で
あ

る
。

そ

れ

で
は
第

三
部

以
降

で

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

は
実
際

に
超

人

と
な

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

し

か
し

そ

の
検
討

に
移

る
前

に
、
ま
ず

第

三
部

以
降

の
物

語
全
体

を

支
配

し

て

い
る
第

二
部

の
叙

述

を
見

て
お

か
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

一
一

「
救

済

に

つ

い

て

」
、

「
最

も

静

か

な

る

時

」

第

二
部

の
中

の
重

要

な
章

と
し

て
、

ま
ず

「
救

済

に

つ
い
て
」

が
挙
げ

ら

れ

る
。

こ

の
章

の
重

要
性

は
、

そ

れ
が
永

遠

回
帰

と
深

い
関
係

を
持

つ
と

い
う

点

に
存

す
る
。

こ
の
章

は
過
去

の
救

済

を
主

題

と
し

て

い
る
。
通

常
我

々

は
過
去

を
意

志

す
る

と

い
う

こ
と
は

で
き

な

い
。

す

な
わ

ち

「
意

志

は
後
戻

り

し

て
意

志

す

る
こ
と

は

で
き
な

い
」

(
　

)
。

し

か
し

こ
れ

に
対

し

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

は
次

の
よ
う

に
教

え

る
。

「
過

ぎ
去

っ
た
も

の
を
救

済

し
、

す

べ
て

の

〈
か
く
あ

っ
た

〉
を

〈
そ

の
よ
う

に
私

が
欲

し
た

!
〉

に

つ
く
り
変

え

る

こ
と

こ
れ

こ
そ
が
私

に
と

っ
て
初

め

て
救

済

と
呼
ば

れ

る

!
」

(
　

)

す
な

わ
ち

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト

ラ
は

「後

戻

り
し

て
意

志
す

る

こ
と
」

を
教

え
、

こ
れ
を

「
救
済

」

と
呼

ぶ

の
で
あ

る
。

こ

こ
で
注

目
す

べ
き

な



の
は
、

こ

の
救

済

の
教

え
が

非
常

に
印

象
的

な
形

で
終

え

ら
れ

る

こ
と

で
あ

る
。

「
し

か
し

な
が
ら

、

い
か

に
し

て
意
志

に
こ

の
よ
う

な

こ
と
が
起

こ
る

の
か
P

誰

が
意

志

に
、
後

戻
り

し

て
意
欲

す

る

こ
と
す

ら
も
教

え

た

の

か
2
/
1

ー
し

か
し
彼

の
話

が

こ

の
箇

所

に
き

た

と
こ

ろ
で
、

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
は
突
然

話

を
中

断

し
、
彼

は
極

度

に
驚

樗

し

た
者

と
同

じ
よ

う

に
見

え

た
。
」

(
　

)

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ

の
こ

の
驚

樗

と
話

の
中
断

は

い

っ
た

い
何

を

意
味

し

て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。

著
作

全
体

の
中

で
ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

が
自

分

の
話

に
恐
れ

を
抱

く
場
面

は
、

こ
こ
を
除

い
て

は
た
だ

一
箇

所
し

か

な

い
。

そ

れ
は
、

第

三
部

「
幻
影

と
謎

に

つ
い
て
」

で
永
遠

回
帰

が
暗

示

的

に
語

ら

れ

る
場

面

で
あ

る
。

そ

こ
で
は

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
は
、

「
自

分
自
身

の
思
想

と
背
後

の
思
想

を
恐

れ

て
し
ど

ん
ど

ん
小
声

で
語

る

よ
う

に
な

る

(
　

。

す
な

わ
ち
、

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
が
自

ら
語

る
こ

と
を
恐

れ

る
思
想

と

は
永

遠

回
帰

以
外

に

は
考

え
ら

れ
な

い
。

「救

済

に

つ
い
て
」

に
お

い
て
も
、

彼

は
自

分

の
教

え

の
背
後

に
永
遠

回
帰

思
想

を
感

じ

と

っ
た
が

ゆ
え

に
、
驚

愕

し

て
話

を
中

断

し
た

の

で
あ

る
。
事

実
、

後

で
明

ら
か

に
す

る
こ

と
だ
が

、
第

四
部

「
夜

を

さ
ま

よ
う
者

た

ち

の
歌

」

で
は
、

ま

さ

に
意

志

が
後
戻

り

し

て
意

欲

す

る
こ

と

に
よ

る
過

去

の
遡
及

的
肯
定

と
し

て
永

遠

回
帰

の
肯

定
が

語

ら
れ

る
。

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

が
中
断

し

た
問

い
の
答

え

は
、

そ

こ
で
初

め

て
明
ら

か

と
な

る

の
で
あ

る
。
す

な

わ
ち
、
後

戻

り

し
て
意

欲
す

る

こ
と

は
彼

の
永
遠

回
帰

の
肯

定

に

お

い
て
起

こ
り
、

ま
た

こ

の
こ
と

を
教

え

る
の

は
彼

自
身

な

の
で
あ

る
。

つ
ま
り

こ
の

「
救

済

に

つ

い
て
」

は
、

第

四
部

で
実
現

さ

れ
る
真

の
救

済

を
予
書

す

る
章

と
言

う

こ
と
が

で
き

る
。

こ

こ
で
、

先

に

挙
げ

た

一
八

八
三
年

秋

の

「
超

人

の
幸
福

」

に

つ

い
て
の
断
章

の
直

前

部
分

を
引

用
し

よ
う
。

「偶

然

か
ら

の
救
済

。

私
が
生

ず

る
が

ま

ま

に
し

て

お

い
た

も

の
、

そ
れ

を
私

は
後

か
ら
自

分

に
償

う

こ
と
が

で
き

る
。

そ
し

て
そ

れ

ゆ
え

に
、

私

が
以
前

は
欲

し

な

か

っ
た

も

の
を
、
後

か
ら
欲

す

る
こ
と

が

で
き
る
。
」

(
　

]
)

こ
れ

が
書

か
れ

た

の
は
第

二
部
成

立
後

の
第

三
部

構
想

期

で
あ

る
が

、

こ

の
内
容

は
明
ら

か

に

「
救

済

に

つ
い
て
」

と
対

応

し
て

い
る
.

こ
の

こ
と

は
、

第

二
部

で
予
言

さ

れ
た

「
救
済

」

が

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ
ス

ト
ラ
が
超

人

と
な

り
永
遠

回

帰
を

告
知

す

る
場
面

に
お

い
て
実

現

す

る
、

と
想
定

さ
れ

て

い
た

こ

と
を
示

し

て

い
る
。

こ
の
よ

う

に
、

「救

済

に

つ

い
て
」
は
永

遠
回

帰

と
深

い
関
係

に
あ

り
、

こ

の
教
説

が
真

に
肯

定

さ
れ

る
と

き



に
実

現

さ
れ

る

べ
き
こ

と
と
し

て
、

後

の
物
語

を
規

定

し

て

い
る
の

で
あ

る
。

ま
た
第

二
部

の
中

で

「救

済

に

つ
い
て
」

と
同

じ
く

そ

の
後

の
物

語

を
規
定

す

る
章

と
し

て
、

こ

の
部

の
最
後

の
章

で
あ

る

「
最
も
静

か
な

る

時
」

が
挙
げ

ら

れ

る
。
な

ぜ
な

ら
、

第

三
部
以

降

の

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ

の
歩

み
は
、

こ

こ
で

の

「
最

も
静

か
な

る
時

」

の
要
求

の
実

現

に
向

け

ら

れ
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

そ

の
要

求

と
は

こ
う

で
あ

る
。

「
お

お
、

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

よ
、

お
前

の
諸

々

の
果

実

は
熟

し

て

い
る
が
、

お
前

は

お
前

の
諸

々

の
果

実

に
と

っ
て
熟

し

て

い
な

い
の
だ

!

/
だ

か

ら
お
前

は
再

び
孤

独

に
帰

ら
ね
ば

な

ら
な

い
。

と

い
う

の
も
、

お
前

は
な

お
柔

ら

か
く
な

る

べ
き
だ

か

ら
だ
。
」

(
　

)

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

の
熟

し
た

「
諸

々

の
果
実

」

と
は
、
永

遠

回
帰

と
解

す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

こ
の
時
点

で
の

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
は
、

た

し

か

に
そ

れ
を
知

っ
て
は

い
る

が
、

そ
れ

を
語

る

こ
と
を
欲

し

な

い

(
　

)
。

そ

こ
で

「
最

も
静

か
な

る
時

」
が
、

こ
の
思
想

に
ふ
さ

わ

し

く

「
熟

す
」

こ
と
を
彼

に
要

求

す

る
の

で
あ

る
。

こ

の
要

求
を

受
け

て
彼

は
友

人

た
ち

の
も

と
を
去

り
、

再
び

孤
独

に
帰

る
。

第

三
部
最

初

の

章

で
あ

る

「漂

泊
者

」

は
、

こ
れ

か
ら
熟

し

へ
の
道
を
歩

も

う

と
す

る
彼

の
決
意

を
述

べ
る
も

の
で
あ

る
。

そ

れ

で
は

こ
の
道

が
終

わ

る
の
は

い

つ
な

の
か
。

そ
れ

は
、

彼

の
熟

し

を
示

す

「
し
る

し
」
が

い
つ
現

れ

る

か
と

い
う

こ
と

か
ら
捉

え
ら

れ

る
。
「
最

も
静

か

な

る
時

」
に
は
次

の
よ

う

な

対
話

が
あ

る
。

「
〈
私

に
欠

け

て

い
る

の
は
、

す

べ
て
の
命
令

の
た
め

の

シ
シ

の
声

で
あ

る
。
〉
/

す

る
と
そ

れ

は
再
び

さ

さ
や
く

よ
う

に
私

に
語

っ
た
。

〈嵐

を

も

た

ら
す

の
は
、
最

も
静

か
な
言

葉

で
あ

る
。

ハ
ト

の
足

を
も

っ
て
や

っ
て
来

る
諸

思
想

が
、

世
界

を
導

く
〉
」

(
　

)

こ

こ
で
語

ら

れ
て

い
る

「
シ
シ
」

お
よ
び

「
ハ
ト
」

の
登

場

こ
そ

が
、

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

が
熟

し
た

こ
と

の

「
し

る
し
」

と
な

る
。

そ

の
こ

と
は
第

三
部

構
想

期

の
遺

稿

に
も

は

っ
き
り

と
示

さ

れ

て

い
る

(
　

]
)
。

と

こ
ろ

が

こ
の

「
し

る
し

」
は
第

三
部

に

は
現

れ
な

い
。

「新

旧

の
諸
板

」
の
中

で

一
度

「
ハ
ト

の
群

れ

を
伴

っ
た
笑

う

シ

シ
」
と
し

て

こ
れ
が
言

及

さ
れ

る
が

、
そ

こ

は
ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
が

ま
だ

こ
の

「
し

る
し
」
の
登

場
を

待

っ
て

い
る

と

こ
ろ
と

し

て
描

写

さ
れ

て

い
る

(N
僧

卜。
&

)
。
従

来

の
解

釈

が
重
視

す

る
そ

の
直
後

の

「
快

癒

し

つ
つ
あ

る
者

」
以

降

の
章

で
も
、

そ

れ
は

や
は

り
現

れ
な

い
。

そ
れ

が
初

め

て
現
れ

る

の
は
、

第

四
部

「
し

る
し
」

に
お

い
て
で
あ

る
。

そ



の
中

で

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ
が

「
し

る
し

が
来

た
」

と
語

る
場

面
が

あ

る
が
、

こ
の
言
葉

と

と
も

に
彼

の
足

も
と

に

ハ
ト

の
群

れ

を
伴

っ
た

シ

シ

が
現

れ

る

(
　

)
。

そ

し

て
彼

は

次

の
よ
う

に
語

る
。

「
よ

し

!

シ

シ
が
来

た
、
私

の
子

供
た

ち
が

近
く

に
い
る
、

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
は
熟

し

た
、
私

の
時

が
来

た
」

(
　

)

す

な

わ
ち
、

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
が
真

に
熟

す

る

の
は
第

四
部

の
終

わ
り

に
お

い
て
な

の
で
あ

る
。

し

か
し
、
何

が

こ

の
熟

し

を
決
定

づ

け

た

の

で
あ

ろ
う

か
。

こ
こ

で
再
び

、
「
し
る

し
」
の
直
前

の
章

で
あ

る

「
夜

を

さ
ま

よ
う
者

た

ち

の
歌

」
が
重

要
な
意

味

を
持

っ
て
く

る
。

な
ぜ

な
ら
、

ま
さ

に
そ

こ

で
の
出
来

事

こ
そ

が

「
し

る
し
」

の
登

場
を

可
能

に
し

た

と
考

え

ら

れ
る

か
ら

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
展
開

を
見

る

限
り
、

従
来

の

解

釈

の
よ

う

に

「
夜

を
さ

豪
よ

う
者

た
ち

の
歌

」
を
第

三

部

で

の
永

遠
回

帰

の
欝
定

の
た

ん
な

る
繰

り
返

し

と
し

て
見

な
す

こ
と

は

で
き
な

い
。

そ

こ
に
は

や
は

り
何

ら

か
の
進

展
が
あ

る
は
ず

な

の
で
あ

る
。

さ

て
、

以
上
論

じ

て
き

た

こ
と
を
踏

ま

え

た
上

で
、
我

々

は
初

め
て
第

三
部

以
降

の
考

察

に
移
行

で
き
る
。

我

々

の
主
張

は
、
第

四
部

「
夜
を

さ
ま

よ
う
者

た

ち

の
歌

」

こ
そ

が
永
遠

回

帰

の
肯
定

に
関

し

て
決
定

的

な
箇
所

で
あ

る

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
が
、

こ
の
主

張

は
従

来

の
解

釈

と

完

全

に
対
立

す

る
。
我

々
は
第

三
部

で
は
真

の
肯
定

を
認

め

な

い
の
で
あ

る
。

そ

こ

で
ま
ず
、

従
来

の
解

釈

が
重
視

す

る
、
第

三
部

の

「
快
癒

し

つ
つ
あ

る
者

」
以

降

の
章

を
検
討

す

る

こ
と

に
し

た

い
。

三

第

三

部

と

第

四

部

の

差

異

最
初

に
述

べ
た
よ

う

に
、

従
来

の
解

釈

は
永

遠

回
帰

の
肯
定

に
関

し

て
第

三
部

の
解

釈

に
の
み
終

始

し

て
お
り
、

物
語

全
体

の
展
開

を
考
慮

に

入
れ

て

い
な

い
。

こ
れ
が
許

さ

れ
な

い
こ
と

で
あ

る

の
は
も

は
や
明

ら

か
で
あ

ろ
う

。
第

三
部

以
降

の
物

語

は
、

そ
れ

の

み
で
理
解

す

る

こ
と

は

許

さ

れ
ず
、

そ

れ
以
前

と
以
後

を
含

め
た

よ

り
大

き
な
枠

組

み

の
中

で
理
解

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る
。

し

か
し
第

三
部

の

「快

癒

し

つ

つ
あ

る
者

し
以
降

の
章

の
中

で
は
、
第

三

部
以
降

の
物

語

を
規

定
す

る

と
し

て
先
程

論

じ
ら

れ
た

こ
と
、

す
な

わ

ち

「
過

去

の
救
済

」
と

「
熟

し
し



の

い
ず

れ
も
実

現

さ
れ

な

い
。

こ
の

こ
と
だ

け

で
も
、

従
来

の
解

釈

に
対

し
疑
問

を
投
げ

か
け

る

に
は
十
分

な

理
由

と
な

る
だ

ろ
う
。

し

か
し

こ

こ
で

は
さ
ら

に
、
従

来

の
解
釈

が
同

じ

こ
と

の
繰

り
返

し
と
見

な

し

て

い
る
第

三
部

と
第

四
部

の
描

写

の
明

ら

か
な
差

異
を

示

す
こ

と

に
よ

っ
て
、

そ

れ

に
対

す

る
決
定

的

な
反
証

と

し
た

い
。

ま
ず

は
、

「
快
癒

し

つ

つ
あ

る
者

」
の
次

の
章

に
当

た

る

「
大

い
な
る
憧

憬

に

つ

い
て
」
の

一
節

を
挙

げ

よ
う
。

「
お
お
、
我

が
魂

よ
、

あ

ふ
れ

る
ほ

ど
豊

か

で
重

た
げ

に
、

お
前

は

い
ま
や

そ
こ

に
立

っ
て

い
る
。

膨
ら

ん
だ

乳
房

と
、

窮
迫

し

た
褐
色

の
黄

金

な
す
ブ

ド

ウ

の
房

を

つ
け

た
ブ

ド

ウ

の
木

が
そ

こ

に
立

っ
て

い
る

の
だ
。

/

お
前

の
幸
福

に
よ

っ
て
窮
迫

し

て
、

圧
迫

さ
れ

て
、
過

剰

の
あ

ま
り
待

ち
な
が

ら
、

そ
し

て

お
前

が

待

っ
て

い
る
が

ゆ

え

に
恥

じ
な

が
ら

。
」

(
　

)

こ

こ
で
は

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト

ラ
の
魂

が

「ブ

ド

ウ

の
木
」

と

し
て
描

か

れ
る
。

こ
の
魂

は
豊

か

で
あ

る

が
、

そ
れ

は
充
足

よ

り
も

む
し

ろ

「窮

迫

し

て

い
る
　

」
こ
と

を
意
味

し

て

い
る
。
そ

れ
ゆ

え

こ
の
魂

は
何
も

の
か
を
待

っ
て

お
り
、
そ

れ

に
「憧

れ

の
手

を
差

し
伸

べ
て

い
る
」

(
一玄
a
・)
。

こ

の
章

の
表

題

で
あ

る

「
大

い
な
る
憧

憬

に

つ

い
て
」
と

は
、

ま
さ

し
く

こ

の
魂

の
憧

憬

を
意
味

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

で

は
、
そ

れ

は

い

っ
た

い
何

に
対

す

る
憧
憬

な

の
で
あ

ろ
う

か
。

「
ブ

ド

ウ
摘

み

の
男

と
ブ

ド

ウ
摘

み
用

の
小

刀
と

を
必
要

と

し

て

い
る

こ
と

す

べ
て

に

つ
い
て

の
お
前

の
苦
悩

(後

略

)
」

(
　

)

魂

の
憧

憬

は
、
自

分

の
豊

か
な
ブ

ド

ウ

の
房
を

摘

ん

で
く

れ

る

「
ブ

ド

ウ
摘

み

の
男

」

に
向

け
ら

れ

て

い
る
。

そ

れ
は

こ

の
魂

の

「
大

い
な

る

救

済
者

」
で
あ

る
が
、

い
ま

だ

「無

名

の
者

」
で
あ

る

(
　

)
。

と

こ
ろ

が
、
第

四
部

「夜

を

さ
ま

よ
う
者

た

ち

の
歌
」
で

は
、

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス

ト
ラ

は
次

の
よ
う

に
語

る
。

「
お
前

、
ブ

ド

ウ

の
木

よ
!

な
ぜ

お
前

は
私

を
讃

え

る

の
か
P

私

は

お
前

を
摘

ん
だ

の
に
!
」

(
　

)

す
な

わ

ち
、

こ
こ

で
は

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ
自

身

が
自

分

を

「ブ

ド

ウ
摘

み
の
男
」

と
呼

ん

で

い
る

の
で
あ

る
。
彼

の
魂

の
救

済
者

は
彼

自
身

で
あ

っ
た

こ
と
が

こ

こ
で
明

ら

か

に
な

る
。

「
大

い
な

る
憧
憬

に

つ
い
て
」
か
ら

こ

の
章

の
間

に
何

ら

か

の
進

展

が
あ

る

の
は
明

ら

か
で
あ

る
。

従

来

の
解
釈

は
、
「
夜

を
さ

ま

よ
う
者

た

ち

の
歌

」
に
お
け

る
永
遠

回
帰

の
肯

定

を
第

三
部

の
肯
定

の
た

ん
な

る
繰
り

返
し

と
見

て

い
る

の

で
あ

る

が
、



そ

れ
は
受

け
入

れ

る

こ
と
は

で
き
な

い
。

さ
ら

に
、
次

の

「
も
う

一
つ
の
舞

踏
歌

」

の
章

に
も
、

第

四
部

と

の
差

異

が
見

て
取

れ
る
。

こ

の
章

で
現

れ
る
永

遠

回
帰

の
肯
定

を
表

す
鐘

の

音

は
、

「夜

を

さ
ま

よ
う
者

た

ち

の
歌

」
の
中

で
も
う

一
度

繰

り
返

さ
れ

る

こ
と

に
な
る
。

し

か
し

こ
れ

は
た

ん
な

る
繰

り
返

し

で
は
な

い
。
第

三

部

に
お

い

て
は
、

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

は
そ
れ

を
鐘

の
音

と

し

て
聞

く

の
み

で
あ

る
。

そ
れ

に
対

し

て
第

四
部

で
は
、
次

の
よ
う

に
言

わ
れ

る
。

「
私

は

お
前

た
ち

の
耳

に
あ

る

こ
と
を
告
げ

た

い
、
あ

の
古

い
鐘

が

そ

れ
を
私

の
耳

に
告
げ

る
よ
う

に
」

(
　

)
す

な

わ
ち
、
ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス

ト

ラ
は

こ
こ

で
初

め

て
永

遠

回
帰

の
歌
を
自

分

の
言

葉

と
し

て
語

る

の
で
あ

る
。

最
後

に
、

第

三
部
最

後

の
章

で
あ

る

「
七

つ
の
封

印
」

に

つ
い
て
も
同

様

に
言
う

こ

と
が

で
き

る
。

こ

こ
で
述

べ
ら

れ
る

「
然

り
と

ア
ー

メ

ン

　き

の
歌

」

は
、

永
遠

回
帰

の
肯

定

を
示

す
決
定

的

な
箇

所

と
考

え

ら

れ
て

い
る

。

肯

定
を

意
味

す

る
と

さ
れ

て

い
る
七
度

繰

り
返

さ
れ

る
リ

フ

レ

イ

ン
は
、
次

の
よ
う

な
も

の
で
あ

る
。

「お
お
、
ど
う
し
て
私
が
永
遠
を
求
め
て
、
指
輪
　

の
中
の
指
輪
で
あ
る
結
婚
指
輪
を
求
め
て
、
1

回
帰
の
指
輪
を
も
と
め
て
、
欲
情
に

燃

え

な

い
は
ず

が
あ

ろ
う

!
/
私

は

い
ま

だ

か

つ
て
、
そ

の
子

供
を
得

た

い
と
思
う

よ
う

な
女

を
見

つ
け
た

こ
と

が
な

い
、
私

の
愛

す

る

こ
の
女

を
除

い
て
は
。

と

い
う

の
も
、
私

は

お
前

を
愛

す
る

か
ら

だ
、

お

お
、

永

遠

よ
!
/

と

い
う

の
も
、

私

は
お
前

を
愛

す

る
か

ら
だ
、

お

お
、
永

遠

よ
!
」

(
　

)

し

か
し

「
夜

を

さ
ま

よ
う
者

た

ち

の
歌

」
に
お

い
て
は

、
永

遠
回

帰
を

肯
定

す

る
快

は

「
継
承

者

た
ち

を
欲

し
な

い
、

子
供

た

ち
を
欲

し
な

い
し

(
　

)

と
言

わ
れ

る
。

両
者

の
差

異

は
明
瞭

で
あ

る
。
前

者

に
お

い
て
は
、

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
は

「
欲
情

に
燃

え

て
　

」

お
り
、

「
子

供
」

を
欲

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

後

で
述

べ
る

よ
う

に
、

「
子
供

を
欲

し

な

い
」

と

い
う

こ
と

は
、

「
快
」

に
お

い
て
、

そ
し

て

「
熟

し

た
も

の
」

に

お

い
て
本

質
的

な

こ
と

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て

こ
こ

で
の
差

異
は
、

た

ん
な

る

レ
ト
リ

ッ
ク

の
問
題

と
し

て
す

ま
す

こ
と

は
で

き
な

い
。

第

三
部

最
後

で
の

こ
の
歌

は
、

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

が

い
ま
だ
熟

し

て

い
な

い
こ
と
、

そ

し

て
永

遠

回
帰

を
肯

定
す

る

「
快
」

に
達

し

て

い
な

い

こ
と

を
露
呈

し

て

い
る
。

こ

の
歌

は
、

従
来

の
解

釈

と
は
反

対

に
、

む
し

ろ

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
が
真

の
肯

定

に
達

し

て

い
な

い
こ
と
を

決
定

づ



け

る
の

で
あ

る
。

さ

て

こ
の
よ
う

に
、

第

三
部

「
快
癒

し

つ
つ
あ

る
も

の
」
以
降

と
第

四
部

「
夜
を

さ

ま
よ
う

者

た
ち

の
歌
」

に
は
、

明
瞭

な
差

異
が
あ

る
。

両

者

を
安

易

に
同

じ

レ
ベ

ル
で
捉

え
る

こ
と

は
許

さ

れ
な

い
。
両
者

の
差
異

は
、

永
遠

回
帰

の
肯

定

に
関

す
る
第

四
部

に
お
け

る
何

ら

か
の
進

展
を

暗

示

し

て

い
る
。

そ

し

て
実

に
、

第

四
部

「
夜

を

さ
ま
よ

う
者

た

ち

の
歌

」

に
お

い

て
初

め

て
、

「超

人

の
幸
福

」

が
、

「
過
去

の
救

済

」
が

、

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ
ス

ト
ラ

の

「
熟

し
」

が
実

現
す

る

の
で
あ

る
。

最
後

に
こ

の
こ
と
を

論
証

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
永

遠

回
帰

の
真

の
肯

定
が

こ
の
章

に

お

い
て
初

め

て
達

成

さ
れ

る

こ
と
を

示
し

た

い
。

四

「
快

」

か

ら

の

永

遠

回

帰

の

肯

定

「
夜

を
さ

ま
よ
う

者

た
ち

の
歌
」

の
考

察

に
移

る
前

に
、

そ

こ
で

の
永
遠

回
帰

の
肯
定

を

予
言

す

る
章

で
あ

る

「
正

午

に
」

に
注

目
し

た

い
。

こ
の
表
題

が
、

ま

さ

に
こ

の
章

の
重

要
性

を
物

語

っ
て

い
る
。
な
ぜ

な

ら

「
正
午
　

」
と

い
う
言

葉

は
、
永

遠

回
帰

と
密
接

な
関

係

に
あ

る

か
ら

で
あ
る
。

『
ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ
』
最
初

の
構
想

と
考

え

ら
れ

る
遺
稿

で
は
、

そ

の
タ

イ
ト

ル
は

「
正
午

と
永
遠
　

と
さ

れ
て

い
た

(
　

)
。

ま
た
事

実
、

こ
の
著
作

全
体

が

「
大

い
な

る
正
午

」
を
目

指

し

て
の
物
語

と

し

て
構

成

さ
れ

て

い
る
。

だ

が

こ

の

「
正
午

」

と
は

い

っ
た

い

い
か
な

る
時
刻

な

の
か
。

そ

れ
は
永

遠

回
帰

の
肯
定

に

つ
い
て

い
か
な

る

こ
と
を

示
し

て
く

れ

る
の

か
。

こ

の
章

で
は
、

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
が
正

午

の
頃

に
ブ

ド
ウ

の
木

に
巻

き
付

か
れ

た

一
本

の
老

木

の
そ
ば

で
眠

る
と

い
う
出
来

事

が
描

か

れ
て

い
る

の
だ
が

、
彼

は
そ

の
眠

り

の
中

で
次

の
よ
う

に
語

る
。

「
世

界

は
ま

さ

に
完

成

し
た

の
で

は
な

い
の
か
～

丸

く
な

り
熟

し
た

の

で
は
な

い
の
か
P

お
お
、

黄
金

の
丸

い
輪

よ
ー

そ
れ

は

一
体

ど

こ

へ
飛

ん

で
行

く

の
か
P

私

は
そ

れ
を
追

い
か
け

よ
う

!

す
ば

や
く

!
/
静

か
に
」

(
　

)

ま
ず

「静

か

に
　

」
と

い
う

言
葉

に
注

目

し
よ

う
。

こ

の
言

葉

は

こ

の
章

の
中

で
何
度

も

繰

り
返

さ
れ
、

正
午

と

い
う
時

の
性

格

を
示

し

て



い
る
。

こ
こ

に
お

い
て

い
ま
や

、
あ

の

「
最
も
静

か
な

る
時

」

は
正
午

と
し

て
理
解

さ
れ

う

る
。
第

二
部

の
最

後

で
ツ

ァ
ラ

小

ウ
ス
ト

ラ
を
襲

っ

た
静

け

さ
は
、

こ
の
正
午

に
お
け

る
静

け
さ

で
あ

る
。
さ
ら

に
こ

の
静

け

さ
が
意

味

す
る

も

の
は
、
「
世
界

が
完

成

し
た
　

　」
と

い
う

こ

と

に
ほ
か
な

ら
な

い
。

「
静

か

に
」
と

い
う
言

葉

は
、
常

に
こ

の

「
世
界

の
完

成
」
と

い
う
言

葉

と
対

で
現

れ
る

の

で
あ

る

(
　

)
。

さ
ら

に

い
く

つ
か

の
言

葉

の
連
関

を
押

さ

え
る

こ
と

が
重
要

で
あ

る
。

「
完
成

」
は
、

「
丸

く
な

り
熟

し
た
　

こ
と
と
言

い
換

え

ら
れ
、

そ

れ
が

「
黄

金

の
丸

い
輪
　

」
と
さ

ら

に
言

い
換

え
ら

れ
る
。

正
午

に
現

れ

る

「輪

」
の
象

徴

は
、
永

遠

回
帰
を

意
味

す

る
と
考

え

ら
れ

る
。

と
す

れ
ば

こ

こ
で
は
、

永
遠

回
帰

が
世

界

の
完
成

11
熟

し

と
し

て
示

さ

れ
て

い
る

の
で

は
な

い

の
か
。

先

に
述

べ
た
よ

う

に
、

こ

の
章

は

い
わ
ば

「夜

を

さ
ま

よ
う
者

た

ち

の
歌
」
の
予
見

に
当

た

る
章

で
あ

る
。

「夜

を

さ

ま
よ
う

者

た
ち

の
歌
」
の

中

で
、

ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
は
再

び

「
静

か

に
!
」
と
語

り

(
　

)
、

世
界

の
完
成

を
語

る

(
　

)
。

た
だ

し
今
度

の
時

刻

は
正
午

で
は

な

く
、

そ

の
正
反

対

の

「
真
夜

中
　

」
で
あ

る
。

し
か

し

「
真

夜
中

は
同

時

に
正
午

で
あ

る
」

(
　

)
。

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

は
、

正

午

に
午
睡

の
中

で
幻

想

と
し

て
み

た
世
界

の
完

成
を

、
今

度

は
真

夜

中

の
覚

醒

の
中

で
現

実

の
も

の
と

し

て
体

験

す
る

の

で
あ

る
。

さ

て
、

そ
こ

で
最
後

に

「
夜
を

さ

ま
よ
う
者

た
ち

の
歌
」

の
考

察

に
移

ら
ね
ば

な

ら
な

い
。

ま
さ

に

こ
の
章

に

お

い
て
初

め
て
、

ツ

ァ
ラ

ト
ゥ

ス
ト

ラ
は
熟

し
、

世
界

は
完

成

す
る
。

そ

し
て

そ
れ

は
、

こ

こ
で

の
永

遠

回
帰

の
肯
定

を
意

味

す

る

「
快

い
g
ωこ

に
お

い
て
実

現
さ

れ

る

の
で
あ

る
。
重

要

な

の
は
、

こ

の

「
快
　

ご

と

は
何

で
あ

る
か
を

正
確

に
捉

え

る
こ

と
で
あ

る
。

「
〈
完
成

し

た
も

の
、

す

べ
て

の
熟

し
た

も

の
は

死

ぬ
こ

と
を
欲

す

る

の
だ
!
〉
こ

の
よ
う

に
お
前

は
語

る
。
祝
福

さ

れ

よ
、
ブ

ド

ウ
摘

み
用

の
小

刀

は
祝

福

さ
れ

よ
!

し

か
し

、
す

べ
て
の
未
熟

な

も

の
は
生

き
る

こ
と

を
欲

す

る
。
悲

し

い
か
な
　

/

苦

し
み

箋

Φ
7
は
語

る
、
〈
過

ぎ

去

れ
、
失

せ

よ
、

お
前

、
苦

し

み
よ
!
〉
し

か
し
、

す

べ
て

の
苦
悩

す

る
　

も

の
は
生

き
る

こ
と

を
欲

す
る
。

熟

し
、
快

に
満

ち

ピ
ω江
σq
、

憧

憬

に
満

ち
ん

が

た
め

に
。
/

よ
り
遠

い
も

の
、
よ

り
高

い
も

の
、
よ
り
明

る

い
も

の

へ
の
憧
憬

に
満

ち
ん
が

た
め

に
。
〈
私

は
継
承
者

を

欲
す

る
〉

と
、
苦
悩

す

る
も

の

の
す

べ
て
は
語

る
。
〈
私

は
子
供

た

ち
を
欲

す

る
、
私

は
私

を
欲

し

な

い
〉
、

/

し

か
し
快

は
継

承
者

た

ち
を
欲

し

な

い
、



子
供

た

ち
を
欲

し
な

い
、

快

は
自

己
自

身

を
欲

す
る
、

永
遠

を
欲

す

る
、

回
帰

を
欲

す

る
、
す

べ
て

の
も

の
が
自

己

と
永
遠

に
同
じ

で
あ

る

こ
と
を

欲

す
る
。
」

(
　

)

回
帰
を

欲

す
る

「
快
」

に

「
苦
　

」

が
対

比

さ
れ

て

い
る
。

こ

の
両
者

の
対

比
を
簡

単

に
図

式
化

す

る
と
次

の
よ
う

に
な

る
。

快

…

完
成

し

た
も

の

(熟

し
た
も

の
)
、
自

己
を

欲
す

る
、

子
供

(継

承
者

)
を

欲

し
な

い
。
死

を
欲

す

る
。

苦

…

未
完

成

な
も

の

(未
熟

な
も

の
)
、
自

己
を

欲
し

な

い
、
子

供

(継

承

者
)

を
欲

す

る
。
生

を
欲

す

る
。

こ

の
よ
う

な

「
快
」

と

「
苦
」

の
対
比

は
、

「
目
的

に
達

し

て

い
る
」
と

「
目

的

に
達

し

て

い
な

い
」

の
対

比

と
し

て
の

み
正
確

に
理
解

さ
れ
う

る
。

「
快

」
と
は
す

な

わ
ち
目

的

に
達

し

た
状

態

の

こ
と

で
あ
る
。

す

な
わ

ち
快

は
、

も
は

や

こ
れ
以

上

「
ど

こ

へ
」
を

も
た

な

い
。

し

た
が

っ
て
、

こ
の

「
快

」

は
も

は
や

子
供
を

欲

し
な

い
し
、

生

を
欲

し
な

い
。

そ
れ

は
自
己

を
欲

し
、

自

己

に
と
ど

ま

る
こ

と
を
欲

す

る

の
で
あ

る
。

こ
れ

に

対

し

て

「
苦

」
は
、

い
ま
だ

目
的

に
達

し

て

い
な

い
状
態

を
表

す
。

目
的

は
自

己

の
外

に
あ

る

が
ゆ
え

、

「
苦
」
は
そ

こ

へ
と
生

成

す

る

こ
と
を
欲

す

る
。

し
た

が

っ
て

「
苦

」

は
生

を
欲

し
子
供

を
欲

す

る
。

そ
れ

は
自

己
を
欲

し

な

い
。

ま
た

こ

の
意
味

で

の
み
、

「快

」

が

「完

成

し

た
も

の
」

と
重

ね

ら
れ

て

い
る

こ
と

が
理
解

さ

れ
う

る
。

「
完
成

し
た

く
　

」

と

い
う

言
葉

は
、

「
目
的

に
達

し

て

い
る
」

と

い
う
意
味

に
ほ

か
な
ら

な

い
。

こ

の
こ
と

は
、
ギ

リ

シ
ア
語

の
　

(目
的

)

と

什Φ
一Φ
一〇
ω

(完
成

し

た

・

完
全

な
)
の
関
係

で
は
明

ら

か
で
あ

る
。
　

と
言

わ
れ

る

の
は
、
叶Φ
一〇
ω
に
達

し
た
も

の
な

の
で
あ

る
。
ド
イ

ツ
語

に

お

い
て
も
、
　

　
ら

リ

ヨ
窪

と

い
う

言
葉

は
中

高
ド

イ

ツ
語

で
は
　

を
意
味

し

て

い
た
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
よ
う

に

「快

」

を

「
完

成
」

と
し

て

理
解

す

る

の
は
、
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
以
来

の
伝
統

に
属

し
て

い
る
。
「快

楽

の
場
合

は
こ

れ

に
反

し

て
、
そ

れ

の
形

相

は

い
か
な

る
時
間

に

つ
い
て

み

て
も
究

極
的

で
あ

る
。

明

ら
か

に
そ

れ
ゆ

え
、

運
動

と
快
楽

と
は
互

い
に
異
な

っ
た
も

の
な

の

で
あ

り
、

快
楽

は
全

体
的

な

る
も

の

・
究

極
的

　　
　

な

る
も

の

に
属

す

る
と

い
え

よ
う
。」

こ

こ
で
「
究
極

的
」
と
訳

さ

れ

て

い
る

の
は
　

で
あ

る
。
す
な

わ

ち
快

は
完

成

し

た
も

の

に
属

す

る
。

さ

て
、

こ
の
よ
う

に

「
快

」
と
は
、

「
目

的

に
達

し

て

い
る

こ
と

日
完
成

し

て

い
る

こ
と
」
と

し
て
理
解

す

べ
き

な

の
だ
が

、

こ

の

「
快
」

に
よ

る
永

遠

回
帰

の
肯
定

と

は
次

の
よ

う

な
事

態

を
意

味

し
て

い
る
。



「
お
前

た
ち

は
か

つ
て

一
つ
の
快

ピ
ニ
段

に
然

り

と
言

っ
た

こ

と
が
あ

る

か
?

お

お
、

我

が
友

た

ち
よ
、

そ
う
言

っ
た

と
す
れ
ば

、

お
前

た
ち

は
す

べ
て
の
苦

し

み

≦

魯

に
も

然
り

と
言

っ
た
こ

と

に
な
る

の
だ
。
す

べ
て
の
事
物

は
鎖

で

つ
な

が

れ
、
糸

で

つ
な

が

れ
、
愛

で

つ
な
が

れ

て

い

る

の
だ

、
i

/
i

l

お
前

た

ち
が

か

つ
て
、

一
度

あ

っ
た

こ

と
を

二
度

欲

し
た

な
ら
ば

、
お
前

た

ち
が

か

つ
て
、
〈
お
前

を
気

に
入

っ
た
、
幸

福

よ
!

刹

那
よ

!

瞬

間

よ
!

〉
と
語

っ
た
な

ら
ば

、

お
前

た
ち

は
す

べ
て
が

帰

っ
て
く

る

こ
と

を
欲

し
た

の
だ

!
/

す

べ
て
が
新

た

に
、

す

べ

て
が
永

遠

に
、

す

べ
て
が
鎖

で

つ
な

が
れ

、
糸

で

つ
な
が

れ
、

愛

で

つ
な

が

れ
て
、

お
お
、

そ

の
よ
う

に

お
前

た

ち
は

世
界

を
愛

し
た

の
だ

、
…

1

/
1

お
前

た
ち
永

遠

な
る

も

の
よ
、

世
界

を
永
遠

に
、

そ
し

て
常

に
愛

せ
。

そ
し

て
、
苦

し

み

に
対

し

て
も
語

れ
。

過
ぎ

去

れ
、

し

か
し
帰

っ
て
こ

い
!

と
。

と

い
う

の
も
、

す

べ
て

の
快

は
欲

す

る

か
ら
だ
ー
1
-
永
遠

を

!
」

(
　

)

「快

し

の
肯
定

に
お

い
て
、

そ

の
他

の

一
切

が

こ

の

「快

し

と

つ
な
が

れ

た
も

の
と

し
て
肯

定

さ
れ

る
。

こ
れ

は
、

目
的

に
達

し
た

も

の
が
、

自

己

の
肯
定

に
お

い
て
自

己

に
至

る

一
切

の
生

成
過

程
を

も
肯

定
す

る

と

い
う

こ
と

に
他

な

ら
な

い
。

こ
れ

こ

そ
が
永

遠
回
帰

の
肯
定

で
あ

る
。

そ

し
て

こ
こ

に
お

い
て
初

め

て
、
目
的

へ
の
到

達

に

お
け
る
過

去

の
遡
及

的
肯

定

と
し

て
、
第

二
部

「
救
済

に

つ
い
て
」
で
予
言

さ

れ
た

「
救

済

」

が
実

現

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

以

上
述

べ
た

こ
と

か
ら

明
ら

か
な

よ
う

に
、

『
ツ

ァ
ラ

ト

ゥ
ス
ト

ラ
』
に

お
け
る

永
遠

回
帰

の
真

の
肯
定

は
、
第

四
部

「
夜

を

さ
ま

よ
う
者

た

ち

の
歌

」

に
お

い
て
初

め

て
な
さ

れ

る
。

そ

し

て
そ

の
意
味

は

「
快
」

に
お
け

る
過
去

の
遡

及
的

肯
定

と

し

て
の
過
去

の
救

済

で
あ

る
。
最

後

に
、

我

々
は
再

び

「
超

人
」
の
問
題

に
立

ち
返

ろ
う
。

「
夜
を

さ

ま
よ

う
者

た
ち

の
歌
」
に

お

い
て
、

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ
ス

ト
ラ

は
熟

し

、
快

に
達

す

る
。

こ

れ

は
す

な
わ

ち
彼
が

「
目

的

に
達

し
た
」
こ
と
を
意
味

し

て

い
る
。

と

す
れ
ば

、
彼

は

こ

の
章

に
お

い
て
超

人

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

な
ぜ

な
ら

、

超

人
と

は
ま

さ

に

「
目

的
」
で
あ

っ
た

の
だ

か
ら
。

我

々

は
初

め

に
、

「
超

人

の
幸

福
」
こ
そ

が
著

作

の
内

部

で
も
真

の
肯
定

と

し
て
語

ら

れ

て

い

る

の

で
は
な

い
か
と
予
想

し

た
。

こ

の

「
幸

福
」
は
、

「
目
的

に
達

し
て

い
る

こ
と
」
と

し

て
、

こ
の
章

で

の

「
快

」
と
ま

っ
た
く

同

一
の
も

の
で

あ

る
。

つ
ま

り
、

「夜

を

さ
ま

よ
う
者

た
ち

の
歌
」
に
お

い
て

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ

ス
ト
ラ

が
超

人
と

な
り
、

超

人

の

「快

」
か
ら

回
帰

の
秘
密

を
高

等

な

人
間

た

ち

に
語

る

と

い
う

形

で
、
あ

の

一
八

八
三
年

秋

の
構
想

が
著

作

の
内
部

で
実

現

し

て

い
る
。

す
な

わ
ち
ー
ー



　

へ

　

　

ヘ

ヘ

へ

「
ま

っ
た
く
自

己

に
お

い
て
目

標
/

そ

の
後

で

ツ

ァ
ラ
ト

ゥ
ス

ト
ラ

は
、
超

人

の
幸
福

か
ら

、

す

べ
て
が

回
帰

す
る

と

い
う
秘
密

を
語

る
。
」

凡

例

ニ
ー
チ

ェ
の
著

作

・
遺

稿

か
ら

の
引

用

・
参

照
箇

所

は

す

べ
て
、
　

　
に
依

る
。

本
文

中

で
は
、

以

下

の
略

号

を
用

い
て
引

用

し
、

著
作

に
関

し

て
は
頁

数

を
、
遺

稿

に
関

し

て
は
遺
稿

番

号
を

付

し
た
。

　
註

(1
)
ニ
ー
チ

ェ
は
第
三
部
脱
稿
後
、
『
ツ
ァ
ラ
ト

ゥ
ス
ト
ラ
』
と
は
違

っ
た
形
で
の
著
作

の
構
想
を
数
多
く
立

て
て
い
る
が
、
そ

の
中
に
永
遠
回
帰
と

い
う
表

題
で
構
想
さ
れ
た
も
の
が

か
な
り
あ

る
。
そ
の
中

で
も
明
ら
か
に
理
論
的
著
作

の
計
画
と
考
え
ら
れ
る
も

の
と
し
て
は
、
例
え
ば
　

や

　(2
)
第
三
部
を
重
視
す
る
解

釈
は
、
伝
統

的
な
も

の
と

し
て
は

ハ
イ
デ

ガ
ー
や

フ
ィ
ン
ク
の
解
釈

が
あ
る

(
　

Z
　

)
。

ま
た
比
較
的
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
　

.を
参
照
。



(3
)
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
高
田
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一8
菩

参
照
。

(4
)
従
来

の
解
釈
は
、
第
三
部

「快
癒
し

つ
つ
あ

る
者
」
以
降
を
重
視

す
る
と
い
う
点

で
は

一
致
す
る
が
、
そ
の
中

の
ど

の
箇
所

に
真

の
肯
定
を
見
る
か
と

い
う
点

に
つ
い
て
は
相
違

が
あ

る
。
例

え
ば

ハ
イ
デ
ガ
ー
は

「快
癒

し

つ
つ
あ
る
者
」
に
す
で
に
肯
定

を
見
る
の
で
あ
る
が

(
　

　
は

こ
の
「七

つ
の
封
印
」
に
お
い
て
初

め
て
真

の
肯
定
を
見
る
(
　

)。

(5
)

『独
話
大
辞
典
』
、
小
学
館
、

一
九
九
〇
年
、

二
四
四
七
頁
参
照
。

(6
)

ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
前
掲
書
、
一
一
謹
げ
参
照
。
な

お
、
こ
の
よ
う
な
快

は
運
動

(キ
ー
ネ

ー
シ
ス
)

と
対
比
さ
れ
て
、

エ
イ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
。
藤
沢
令
夫

は
こ
の
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
の
特
質
を
時
間

の
内

に
な

い
こ
と
と
捉

え
、
そ

こ
に
指
向
さ
れ
て

い
る
の
は

「時
間
的
な
永
続
性

と
区
別

さ
れ
る
超
時
間
的
な
永
遠
性
」
で
は
な
い
か
と
述

べ
て
い
る

(藤
沢
令
夫

『
イ
デ
ア
と
世
界
』
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
〇
年
、
二
五
六
頁
参
照
)。

ニ
ー

チ

ェ
が

「
正
午

に
」
及
び

「夜
を
さ
ま
よ
う
者
た
ち
の
歌
」
で

「永
遠

の
泉
」

と
し
て
語

る
永
遠
性
は
ま
さ
に
こ
の
超
時
間
的
な
永
遠
性
と
言
え
る
。

そ
こ
で
は
時
間
が
消
え
失

せ
る
の
で
あ
る

(
　

)。

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
倫
理
学
)


