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意味ある人生とは必然的に不道徳なのではないか？

�

「
忘
れ
る
よ
り
も
、
間
違
う
こ
と
を
選
ぼ
う
と
思
い
ま
す）

1
（

」

は
じ
め
に

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
中
心
課
題
は
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
人
生
の
意
味
」
の
（
再
）
獲

得
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
近
年
注
目
を
集
め
て
い
る
「
人
生
の
意
味
」
論
の
一
つ
の
先
駆
け
で
あ
っ
た
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
だ

が
、
ニ
ー
チ
ェ
が
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
」
の
際
に
最
も
力
を
注
い
だ
の
が
道
徳
批
判
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
「
人
生
の
意
味
」
論

か
ら
す
る
と
い
さ
さ
か
異
様
に
映
る
。
と
い
う
の
も
、「
人
生
の
意
味
」
と
は
一
般
に
非
道
徳
的
な
価
値
で
あ
り
、
道
徳
と
は
独
立
し
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
か
ら
だ
。
け
れ
ど
も
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
、「
人
生
の
意
味
」
と
道
徳
と
は
排
他
的
な
関
係
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
論
か
ら
、「
意
味
あ
る
人
生
と
は
必
然
的
に
不
道
徳
な
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
問
い
を
取
り
出
し
、
そ

の
よ
う
な
問
い
が
立
て
ら
れ
る
背
景
や
、
そ
の
問
い
に
い
か
に
応
答
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。

意
味
あ
る
人
生
と
は
必
然
的
に
不
道
徳
な
の
で
は
な
い
か
？

―
ニ
ー
チ
ェ
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
―
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史
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ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
、
科
学
的
世
界
観
に
よ
る
価
値
一
般
の
反
実
在
論
化
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
こ
と
で

あ
る
（cf.

竹
内2016 a, 2018 , 2019

）。
つ
ま
り
、
客
観
的
な
諸
価
値
に
よ
っ
て
の
み
人
生
は
意
味
あ
る
も
の
と
な
る
と
信
じ
て
い
る
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
諸
価
値
は
客
観
的
に
は
実
在
し
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る

ニ
ー
チ
ェ
は
、
客
観
的
な
諸
価
値
抜
き
で
も
人
生
に
は
意
味
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
今
風
に
言
え
ば
、

「
人
生
の
意
味
」
に
関
す
る
主
観
説
（cf.

佐
藤2012;  M

etz2013 , chap.9

）
を
断
固
と
し
て
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
ニ
ー

チ
ェ
は
―
現
在
の
有
力
な
解
釈
（R

eginster2006;  

新
名2010 , 2014

）
に
よ
れ
ば
―
、
艱
難
辛
苦
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
活
動
そ
の
も
の
、

言
わ
ば
活
動
の
「
充
実
感
」
に
こ
そ
、
人
生
の
意
味
が
あ
る
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
人
生
の
意
味
」
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
ニ
ー
チ
ェ
の
立
場
は
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
突
飛
な
も
の
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
―
少
な

く
と
も
現
代
日
本
で
は
―
実
に
常
識
的
と
も
言
え
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
や
は
り
異
様
な
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
自
ら
を
「
イ
ン
モ
ラ
リ
ス

ト
」
と
呼
び
、
自
分
の
立
場
は
必
然
的
に

0

0

0

0

道
徳
と
衝
突
す
る
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
人
生
の
意
味
」
の
主
観
説
を
採
れ
ば
、
ど

ん
な
極
悪
人
で
あ
っ
て
も
、
本
人
が
自
分
の
人
生
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
生
に
は
意
味
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、「
意
味
あ
る
人
生
」
が
道
徳
に
反
す
る
可
能
性

0

0

0

は
あ
る
こ
と
に
な
る）

2
（

。
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い

て
、
各
人
の
「
意
味
あ
る
人
生
」
は
道
徳
に
反
し
は
し
な
い
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
だ
が
ニ
ー
チ
ェ
は
ど
う
や
ら
、「
自
分
の
人
生
に
は

意
味
が
あ
る
」
と
思
っ
て
い
る
人
は
誰
で
も

0

0

0

、
必
然
的
に

0

0

0

0

、
不
道
徳
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。

私
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
伝
統
的
な
「
悪
」
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
ひ
と
は
道
徳
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

世
界
は
悪
に
満
ち
て
い
る
と
思
い
知
ら
さ
れ
、
自
分
自
身
も
悪
し
き
存
在
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
」
と
い
う
事
態
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
真
に

0

0

道
徳
的
な
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の
世
の
生

0

0

0

0

0

に
意
味
が
あ
る
な
ど
と
は
決
し
て
言
え
な
い
の
だ
。
ニ
ー
チ
ェ
の

道
徳
批
判
（
の
少
な
く
と
も
一
つ
の
論
点
）
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
道
徳
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
原
理
的
に

不
可
能
な
こ
と
を
規
範
と
し
て
立
て
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
に
疚
し
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
く
さ
せ
、
生
を
否
定
さ
せ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
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か
、
と
。「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
わ
れ
わ
れ
の
偉
大
な
諸
価
値
や
諸
理
想
の
最
後
ま
で
考
え
抜
か
れ
た
論
理
な
の
で
あ
る
」（N

ovem
ber1887 -M

ärz1888 , 

11�  ［411

］ �4�

）
と
言
わ
れ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
な
の
だ
。
か
く
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
、「
意
味
あ
る
人
生
」
と
は
必
然
的
に
不
道
徳
な

の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
生
否
定
的
価
値
」
を
奉
ず
る
道
徳
を
批
判
し
、「
人
生
の
意
味
」
を
（
再
）
獲
得
す
る
と
い
う
の
が
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
的
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
中
心
課
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
例
え
ば
、
道
徳
と
は
活
動
の
「
充
実
感
」
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
弱
者
」
に
よ
る
「
奴
隷
一
揆
」

な
の
だ
と
い
う
よ
う
な
一
種
の
陰
謀
史
観
め
い
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
に
は
深
入
り
し
な
い
。
む

し
ろ
、
ニ
ー
チ
ェ
が
「
悪
」
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
と
先
に
述
べ
た
そ
の
点
に
、
も
う
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
み
た
い
。

と
い
う
の
も
、
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
こ
で
、
カ
ン
ト
的
に
言
え
ば
「
根
源
悪
」
の
問
題
、
さ
ら
に
は
「
人
間
理
性
の
特
殊
な
運
命
」
と
い
う
問
題
に

触
れ
て
お
り
、「
人
生
の
意
味
」
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
論
点
が
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も

私
た
ち
が
理
性
的

0

0

0

で
あ
る
な
ら
ば
、「
意
味
あ
る
人
生
」
を
手
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
の
射

程
は
非
常
に
広
い
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、「
反
理
性
主
義
」
と
い
う
点
で
は
ニ
ー
チ
ェ
の
先
駆
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
道
徳
批
判
の
最
大

の
敵
役
で
も
あ
っ
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
と
ニ
ー
チ
ェ
の
そ
れ
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
若
干
の
光
を
あ
て
る
こ
と
を

試
み
た
い
。

以
下
で
は
ま
ず
、『
道
徳
の
系
譜
学
』（
以
下
、『
系
譜
学
』
と
略
）
の
末
尾
に
お
け
る
、
こ
の
世
の
生
に
は
こ
れ
ま
で
「
唯
一
の
意
味
」
し
か
な

か
っ
た
と
ニ
ー
チ
ェ
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
の
含
意
を
探
り
（
第
一
節
）、
次
に
、『
系
譜
学
』
の
そ
の
箇
所
で
ニ
ー
チ
ェ
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
「
意
志
の
否
定
」（
そ
れ
は
つ
ま
り
こ
の
世
の
生
の
否
定
で
あ
る
）
が
導
出
さ
れ
る
過
程
か
ら
、
道
徳
的

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
こ
の
世
の
生
は
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
第
二
節
）。
そ
し
て
人
生
の
意
味
の
喪
失
、
つ
ま
り
「
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
の
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
を
ま
と
め
た
う
え
で
（
第
三
節
）、
最
後
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
―
つ
ま
り
人
生
の
意
味
の
（
再
）

獲
得
―
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
取
り
出
せ
る
二
つ
の
道
と
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
（
第
四
節
）。



─ 80 ─

一　
「
こ
れ
ま
で
の
唯
一
の
意
味
」

『
系
譜
学
』
最
終
節
の
冒
頭
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
禁
欲
の
理
想
（das asketische Ideal

）
を
除
外
す
る
と
、
人
間
、
こ
の
人
間
と
い
う
動
物

0

0

は
、
こ
れ
ま
で
い
か
な
る
意
味
（Sinn

）
も
持
っ

て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
動
物
の
こ
の
世
に
お
け
る
生
存
（D

asein auf E
rden

）
に
は
、
い
か
な
る
目
標
も
な
か
っ
た
。「
そ
も
そ
も
人
間
は

何
の
た
め
に
？
（w

ozu M
ensch überhaupt?

）」
―
こ
れ
は
答
え
の
な
い
問
い
で
あ
っ
た
。〔
…
〕
こ
の
こ
と

0

0

0

0

こ
そ
を
、
禁
欲
の
理
想
が

指
し
示
し
て
（bedeuten

）
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
何
か
が
欠
け
て
い
た

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
、
あ
る
途
方
も
な
い
欠
落

0

0

が
人
間
を
取
り
巻
い
て

い
た
と
い
う
こ
と
。
―
人
間
は
自
分
自
身
を
是
認
し
説
明
し
肯
定
す
る
す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
、
人
間
は
自
分
の
意
味
と
い
う
問
題
に
苦0

し
ん
で
い
た

0

0

0

0

0

の
だ
。〔
…
〕
だ
が
苦
し
み
そ
れ
自
体
が
問
題
で
は
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

。
問
題
だ
っ
た
の
は
、「
何
の
た
め
に

0

0

0

0

0

苦
し
む
の
か
？
」
と
い
う

問
い
の
叫
び
に
答
え
が
欠
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
人
間
、
こ
の
極
め
て
勇
敢
で
極
め
て
苦
し
み
に
慣
れ
た
動
物
は
、
苦
し
み
を
そ
れ
自
体

と
し
て
否
定
し
た
り
は
し
な
い

0

0

0

。
人
間
の
苦
し
み
に
意
味

0

0

が
、
苦
し
み
の
そ
の
た
め
に

0

0

0

0

0

（D
azu

）
が
示
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
人
間
は
苦
し
み

を
意
志
し

0

0

0

、
苦
し
み
を
探
し
求
め
さ
え
す
る
の
だ
。
苦
し
み
で
は
な
く

0

0

0

0

、
苦
し
み
の
無
意
味
さ
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
れ
ま
で
人
類
の
頭
上
を
覆
っ

て
い
た
呪
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
―
そ
し
て
禁
欲
の
理
想
が
人
類
に
一
つ
の
意
味
を
示
し
た
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

！　

そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
唯
一
の
意
味
だ
っ

た
の
で
あ
る
（E

s w
ar bisher der einzige Sinn

）」（G
M

 III 28�（
傍
線
は
引
用
者
））。

の
っ
け
か
ら
長
い
引
用
で
恐
縮
だ
が
、
こ
の
内
容
豊
富
な
テ
ク
ス
ト
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
禁
欲
の
理
想
」
な
る
も
の
が
人
間
の
地
上
の
生
に
お

け
る
「
こ
れ
ま
で
の
唯
一
の
意
味
だ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
断
言
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
人
生
の
意
味
は
こ
れ
ま
で
一
つ
し
か
な
か
っ
た
、
そ
の
唯
一
の
も
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の
が
「
禁
欲
の
理
想
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
―
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
―
こ
の
「
禁
欲
の
理
想
」
は
「
無
へ
の
意
志
」
で
あ
る
こ
と

が
暴
露
さ
れ
て
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
が
到
来
す
る
、
と
い
う
の
が
『
系
譜
学
』
の
結
論
で
あ
る
（ibid.

）。
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
順
を
追
っ
て

見
て
い
こ
う
。

ま
ず
「
禁
欲
の
理
想
」
だ
が
、
こ
れ
は
（
日
本
語
の
）
文
字
通
り
「
諸
々
の
欲
望
の
禁
止
」
を
「
理
想
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
系
譜
学
』
第

三
論
文
の
タ
イ
ト
ル
は
「
諸
々
の
禁
欲
の
理
想
は
何
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
？
（W

as bedeuten asketische Ideale?

）」
で
あ
り
、
あ
の
手
こ

の
手
で
分
析
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
詳
細
を
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
。
た
だ
、
一
点
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
理
想
は
常
に

別
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
一
つ
の
欲
望
に
集
中
す
る
の
た
め
に
他
の
諸
々
の
欲
望
を
禁
止
す
る
場
合
と
、
一
切
の
欲
望

を
禁
止
し
こ
の
世
の
生
を
否
定
し
そ
れ
を
超
越
し
よ
う
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

場
合
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
一
番
問
題
に
し
て
い
る
の
は
も
ち

ろ
ん
後
者
で
あ
る
。
そ
れ
を
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
う
表
現
し
て
い
る
。「
人
間
的
な
も
の
へ
の
、
そ
れ
以
上
に
動
物
的
な
も
の
へ
の
、
そ
れ
以
上
に
物
質

的
な
も
の
へ
の
こ
の
憎
悪
、
官
能
に
対
す
る
、
理
性
そ
の
も
の
に
対
す
る
こ
の
嫌
悪
、
幸
運
と
美
に
対
す
る
こ
の
恐
怖
、
あ
ら
ゆ
る
仮
象
か
ら
、

変
転
か
ら
、
生
成
か
ら
、
死
か
ら
、
願
望
か
ら
、
欲
求
そ
の
も
の
か
ら
さ
え
も
逃
れ
よ
う
と
す
る
こ
の
欲
求
」（ibid.

）。
そ
れ
は
「
生
に
反
抗
す

0

0

0

る0

生
（L

eben gegen L
eben

）」（G
M

 III 1�3

）
な
の
で
あ
る
。

次
に
「
意
味
（Sinn

）」
に
つ
い
て
だ
が
、
最
初
の
引
用
で
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
れ
を
「
何
の
た
め
に
？
（w

ozu?

）」
へ
の
答
え
と
し
て
、
つ
ま
り

「
目
的
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
「
人
生
」
の
「
意
味
」
を
そ
の
「
目
的
」
か
ら
理
解
す
る
の
は
ご
く
一
般
的
な
考
え
方
で
あ
る
わ

け
だ
が
（cf.

長
門 2016

）、
ニ
ー
チ
ェ
も
こ
こ
で
は
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

そ
し
て
最
初
の
引
用
で
も
う
一
つ
目
を
引
く
の
は
、「
苦
し
み
（L

eid/ L
eiden

）」
が
も
っ
ぱ
ら
話
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

明
ら
か
に
、「
こ
の
世
の
生
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
理
解
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
間
違
え
て
は
い
け
な
い
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
の

よ
う
な
生
理
解
を
否
定
し
て
い
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
問
題
は
「
苦
し
み
」
で
は
な
く
て
「
苦
し
み
」
の
「
意
味
」、「
何
の
た
め
に
苦
し
ま

な
け
れ
ば
（
＝
生
き
な
け
れ
ば
）
な
ら
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
「
答
え
」
で
あ
る
。
目
的
さ
え
あ
れ
ば
、
人
間
は
喜
ん
で
苦
し
み
を
引
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き
受
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
こ
れ
ま
で
の
唯
一
の
」
目
的
と
し
て
、「
禁
欲
の
理
想
」
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ま
と
め
る
と
、
以
下
の
三
点
が
こ
こ
で
の
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
で
あ
る
。

①　

こ
の
世
の
生
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
。

②　

目
的
＝
意
味
が
あ
れ
ば
（
生
と
い
う
）
苦
し
み
を
肯
定
で
き
る
。

③　

禁
欲
の
理
想
が
「
こ
れ
ま
で
の
唯
一
の
」
目
的
＝
意
味
だ
っ
た
。

①
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
ほ
ど
苦
し
み
の
な
い
生
を
送
る
人
も
い
る
、
と
い
う
異
論
が
あ

り
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
個
々
の
人
生
だ
け
を
見
る
場
合
に
限
る
。
こ
の
世
の
生
全
体

0

0

に
お
い
て
は
、
つ
ま
り
人
類
の
―
あ
る
い
は
全

自
然
の
―
生
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
、
個
々
の
人
生
で
は
な

く
、
こ
の
世
の
生
全
体

0

0

と
い
う
視
点
が
入
り
込
む
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
道
徳

0

0

の
せ
い
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
理
性

0

0

の
せ

い
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
た
い
。

②
は
分
か
り
易
い
。
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
つ
ら
い
練
習
に
耐
え
る
の
は
、
上
手
く
な
る
と
か
試
合
に
勝
つ
と
い
っ
た
目
的
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
苦
し
い
人
生
は
、
将
来
の
楽
し
み
の
た
め
と
か
子
ど
も
の
幸
せ
の
た
め
と
か
国
の
発
展
の
た
め
と
か
死
後
の
浄
福
の
た
め

だ
と
す
れ
ば
、
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
で
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

苦
し
み
が
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う

の
は
明
ら
か
に
言
い
過
ぎ
で
あ
る
し
（cf. W

illiam
s 2006

）、
生
全
体

0

0

を
外
的
な
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
本
当
に
人
生
の
意

味
に
な
る
の
か
は
問
題
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
（
第
四
節
で
）
触
れ
る
。

③
が
問
題
な
の
だ
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
と
い
う
意
味
で
も
な
い
。

ニ
ー
チ
ェ
は
は
っ
き
り
と
人
類

0

0

（M
enschheit

）
に
と
っ
て
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
（
少
な
く
と
も
従
来
の
）
人
間
は
、
人
生
の
意
味
を
問
う
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意味ある人生とは必然的に不道徳なのではないか？

た
ら
必
然
的
に

0

0

0

0

禁
欲
の
理
想
に
た
ど
り
着
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
と
ニ
ー
チ
ェ
は
主
張
し
て
い
る
の
だ
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
。

ニ
ー
チ
ェ
は
こ
う
も
書
い
て
い
る
。「
そ
の
よ
う
な
奇
怪
な
価
値
評
価
の
仕
方
〔
＝
禁
欲
の
理
想
〕
が
人
間
の
歴
史
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、

例
外
で
も
珍
し
く
も
な
い
。
そ
れ
は
極
め
て
広
範
に
極
め
て
長
期
に
わ
た
っ
て
存
在
す
る
事
実
の
一
つ
で
あ
る
。
遠
い
星
か
ら
見
て
み
れ
ば
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
地
上
の
生
存
の
頭
文
字
は
次
の
よ
う
な
結
論
へ
と
誘
惑
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
地
球
と
は
そ
も
そ

も
禁
欲
的
な
星
な
の
だ
、
と
」（G

M
 III 11�

）。
生
を
否
定
す
る
生
と
い
う
「
自
己
矛
盾
」（ibid.

）
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
広
ま
っ
て
い
る
の
は
、
何

か
し
ら
の
必
然
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
て
い
る
の
だ
。
そ
の
必
然
性
が
い
か
な
る
も
の
か
を
確
か
め
る
た
め
に
も
、
最

初
の
引
用
で
ニ
ー
チ
ェ
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。

二　
共
苦
か
ら
禁
欲
へ）

3
（

 
―
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
道

そ
も
そ
も
ニ
ー
チ
ェ
が
『
系
譜
学
』
第
三
論
文
で
「
禁
欲
の
理
想
」
を
論
じ
て
い
る
の
一
つ
の
理
由
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
人
間
の
最

高
到
達
点
―
そ
れ
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
意
志
の
否
定
」
と
呼
ぶ
―
を
禁
欲
（
お
よ
び
諦
念）

4
（

）
に
見
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
道
徳
性
の
程
度

0

0

0

0

0

0

が
高
ま
る
と
、
人
間
は
必
然
的
に
禁
欲
に
至
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
論
じ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
帰
趨
を
確
認

し
て
行
こ
う
。

（
１
）
共
苦
道
徳

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
考
え
る
道
徳
の
基
礎
は
、
共
苦
〔
同
情
（M

itleid

）
（
（

）〕
で
あ
る
。
共
苦
と
は
、
他
者
の

苦
し
み
（L

eid

）
を
見
て
そ
の
苦
し
み
を
共
に
（m

it

）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
共
苦
に
よ
っ
て
他
者
と
同
じ
苦
し
み
を
共
に
苦
し
み
、
そ

の
苦
し
み
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
こ
の
共
苦
に
基
づ
く
行
為
の
み
が
道
徳
的
価
値
を
持
つ
と
考
え
る
。
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シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
う
道
徳
的
行
為
と
は
、
他
者
の
快
を
動
機
と
す
る
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
反
対
は
、
自
ら
の
快
を
動
機
と
し

た
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
言
わ
れ
る）

6
（

。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
、
快
と
は
苦
の
不
在
以
外
の
何
物
で
も
な
い）

7
（

の
で
、

右
の
二
つ
の
行
為
は
、
他
者
の
苦
し
み
を
取
り
除
く
行
為
（
道
徳
的
行
為
）
と
、
自
ら
の
苦
し
み
を
取
り
除
く
行
為
（
エ
ゴ
イ
ズ
ム
）、
と
言
い
換

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
徳
的
行
為
と
は
、
他
者
の
苦
し
み
を
認
識

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
、
そ
れ
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
他
者
の
苦

し
み
の
認
識
」
が
、「
共
苦
」
で
あ
る
。
こ
の
共
苦
が
道
徳
的
と
さ
れ
る
行
為
の
唯
一
の
動
機
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
共
苦
と
い
う
こ
の

「
認
識
」
は
、
普
通
の
「
認
識
」
で
は
な
い
。
誰
か
が
苦
し
ん
で
い
る
よ
う
な
外
面
的
「
そ
ぶ
り
」
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
そ
の
人
の
苦
し
み
を
「
推

論
」
す
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
「
認
識
」
は
「
直
覚
的
（intuitiv

）」
な
も
の
で
あ
る）

8
（

。
他
者
の
苦
し
み
が
直
接
的

0

0

0

に0

私
の
苦
し
み
と
し
て
感
じ
取
ら
れ
る
こ
と
。
こ
れ
が
共
苦
で
あ
る
。

だ
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
そ
れ
は
、
共
苦
が
、「
一
人
の

0

0

0

個
人
が
他
の

0

0

個
人
の
中
に
直
接
的
に
自
分
自
身
を
、
自
分
自
身
の

真
の
本
質
を
再
認
す
る
（sein eigenes w

ahres W
esen w

iedererkennen

）
こ
と
」（E

 II, §22 , S.270

）
だ
か
ら
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
の
周
知
の
用
語
を
使
う
な
ら
、
他
者
を
単
に
「
表
象
」
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、「
意
志
」
と
し
て
扱
う
こ
と
で
あ
る
（cf.

伊
藤 2014

、
第
八

章
）。
こ
れ
は
「
個
体
化
の
原
理
を
見
破
る
こ
と
（D

ruchschauen des principii individuations

）」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
空
間
時

間
因
果
律
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
の
表
象
世
界
を
超
え
て
、
物
自
体
で
あ
る
一
な
る
意
志
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。
他
者
は
（
実
は
）

私
と
同
じ

0

0

意
志
で
あ
り
、
他
者
の
苦
し
み
は
（
実
は
）
そ
の
ま
ま

0

0

0

0

私
の
苦
し
み
で
あ
る

0

0

0

。
こ
れ
が
共
苦
の
基
礎
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
の
形
而
上
学

的
な
基
礎
な
の
だ
と
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
言
う
。「
個
体
化
の
原
理
を
見
破
る
こ
と
だ
け
が
、
自
身
と
他
の
個
体
の
違
い
を
廃
棄
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
他
者
に
対
す
る
最
も
非
利
己
的
な
愛
お
よ
び
最
も
高
潔
な
自
己
犠
牲
に
至
る
ま
で
の
心
根
の
完
全
な
善
を
可
能
に
し
、
説
明
す
る
の

で
あ
る
」（W

 I, §68 , S.447

）。
あ
な
た
の
苦
し
み
は
私
の
苦
し
み
で
あ
り
、
そ
の
苦
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
あ
な
た
の
喜
び
は
、
私
の

喜
び
で
あ
る
、
と
。

し
か
る
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
共
苦
を
も
た
ら
す
「
個
体
化
の
原
理
の
見
破
り
」
に
は
、「
程
度
（G

rad

）」
が
存
在
す
る
。
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意味ある人生とは必然的に不道徳なのではないか？

「
個
体
化
の
原
理
を
見
破
る
程
度
が
少
な
い
場
合
は
正
義
が
生
じ
、
そ
の
程
度
が
多
い
場
合
は
心
根
の
本
来
の
善
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
を
見
て
き

た
。
心
根
の
本
来
の
善
は
、
他
者
に
対
す
る
純
粋
な
、
つ
ま
り
非
利
己
的
な
愛
と
し
て
示
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
完
全
な
愛
が
生
じ
る
と
、

他
の
個
体
や
そ
の
個
体
の
運
命
を
、
自
分
と
い
う
個
体
や
自
分
自
身
の
運
命
と
完
全
に
同
一
視
す
る
の
で
あ
る
」（W

 I, §67 , S.443

）。
そ
し
て
こ

の
「
完
全
な
愛
」
を
体
現
し
た
人
物
、
つ
ま
り
「
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
う
ち
に
自
分
自
身
を
、
自
ら
の
最
内
奥
の
真
の
自
己
を
認
識
す
る
よ
う
な

人
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
終
わ
り
の
な
い
苦
し
み
（die endlosen L

eiden alles L
ebenden

）
を
自
分
の
苦
し
み
と
見
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
全
世
界
の
苦
痛
を
自
分
の
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
人
に
と
っ
て
は
ど
ん
な
苦
し
み
も
も
は
や
他
人
事
で
は
な
い
」（W

 I, §68 , S.447

）。

共
苦
の
程
度
が
最
高
度
に
達
す
る
と
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

苦
し
み
、
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

災
厄
を
自
分
の

0

0

0

苦
し
み
と
し
て
感
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
世
界

の
ど
こ
か
で
少
し
で
も
苦
し
み
が
あ
る
の
な
ら
、
私
も
苦
し
い
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
世
界
は
苦
し
み
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。
そ
の
す
べ
て
の

0

0

0

0

苦

し
み
が
、
私
の

0

0

苦
し
み
と
な
る
。

（
２
）
意
志
の
否
定
へ
の
移
行

こ
こ
で
決
定
的
な
「
移
行
」
が
起
こ
る
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
言
う
。「
し
か
る
に
そ
の
よ
う
に
世
界
を
認
識
し
た
か
ら
に
は
、
ど
う
し
て

そ
の
人
が
ま
さ
に
こ
の
生
を
い
つ
も
の
意
志
作
用
に
よ
っ
て
肯
定
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」（W

 I, §68 , S.448

）。「
そ
の
人
に
と
っ
て
は
も
は
や
、

他
者
を
自
分
自
身
と
同
じ
よ
う
に
愛
し
た
り
、
自
分
の
た
め
に
す
る
の
と
同
じ
く
ら
い
他
者
に
も
し
て
あ
げ
た
り
す
る
こ
と
で
は
、
十
分
で
は
な

い
。
む
し
ろ
そ
の
者
の
な
か
に
は
、
そ
の
表
現
が
自
分
自
身
の
現
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
質
に
対
す
る
嫌
悪
、
つ
ま
り
生
へ
の
意
志
に
対
す
る
、

嘆
き
に
満
ち
て
い
る
と
認
識
さ
れ
た
あ
の
世
界
の
核
と
本
質
に
対
す
る
嫌
悪
が
、
生
じ
る
の
で
あ
る
」（ibid., S.449

）。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
こ
の
事
態
を
「
徳
か
ら
禁
欲
へ
の
移
行
（der Ü

bergang von der Tugend zur A
skesis

）」
と
特
徴
づ
け
る
（ibid.

）。

意
志
の
否
定
は
結
果
と
し
て
禁
欲
を
帰
結
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
意
志
の
否
定
に
到
達
し
た
者
は
、
自
ら
進
ん
で
苦
し
み
を
求
め
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な

る
、
と
。「
そ
の
人
の
行
い
は
今
や
自
分
と
い
う
現
象
を
虚
偽
だ
と
責
め
、
自
分
と
い
う
現
象
と
の
公
然
た
る
矛
盾
に
至
る
」（ibid.

）。
こ
れ
が
共



─ 86 ─

苦
か
ら
意
志
の
否
定
へ
の
移
行
で
あ
る
。

意
志
の
否
定
へ
の
こ
の
よ
う
な
移
行
に
は
、
二
つ
の
道
が
あ
る
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
言
っ
て
い
る
（ibid., S.463 ff.

）。
一
つ
は
、
世
界

に
は
苦
し
み
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
直
覚
的
認
識
に
よ
っ
て
一
挙
に
意
志
の
否
定
へ
と
到
達
す
る
聖
人
た
ち
（die H

eiligen

）
の
道
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
自
ら
が
大
き
な
苦
難
に
陥
る
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
こ
の
世
の
生
の
本
質
は
苦
し
み
だ
と
認
識
し
意
志
の
否
定
へ
と
至
る
道
で

あ
る
。
前
者
は
ご
く
一
部
の
者
に
し
か
可
能
で
は
な
い
の
に
対
し
て
、
た
い
て
い
の
人
は
後
者
の
道
を
通
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
に
は
（
少

な
く
と
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
の
体
系
上
）
無
視
で
き
な
い
違
い
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
共
苦
の

果
て
に
、
こ
の
世
界
全
体
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
認
識
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
意
志
の
否
定
が
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
種
の
解
脱
の
境
地
の
よ
う
な
も
の
だ
が
（
そ
れ
ゆ
え
「
聖
人
」
が
有
力
な
モ
デ
ル
と
な
る
）、
そ
の
境
地
に
到
達
し
た
者
は
「
世
界
超
克

者
（W

eltüberw
inder

）」
と
呼
ば
れ
る
。「
世
界
が
示
す
こ
と
の
で
き
る
最
大
に
し
て
最
重
要
で
最
も
意
義
深
い
現
象
と
は
、
世
界
征
服
者
で
は

な
く
、
世
界
超
克
者
な
の
で
あ
る
」（ibid., S.4（6

）。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
私
た
ち
は
な
ん
と
な
く
知
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
非
常
に
不
幸
な
人

を
前
に
す
る
と
あ
る
種
の
尊
敬
の
念
を
覚
え
、「
そ
の
と
き
私
た
ち
自
身
の
幸
福
な
状
態
が
非
難
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
」（ibid. 

S.469

）
の
だ
、
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
書
い
て
い
る
。

か
く
し
て
、
私
た
ち
は
共
苦
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
生
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
苦
し
み
に
耐
え
る
唯
一
の

道
は
世
界
の
超
克
―
本
稿
第
一
節
で
用
い
た
表
現
で
は
「
こ
の
世
の
生
を
否
定
し
そ
れ
を
超
越
す
る
こ
と
」
―
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
先
に
見
た
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
と
重
ね
る
な
ら
、
①
こ
の
世
の
生
は
苦
し
み
に
満
ち
て
お
り
、
③
禁
欲
の
理
想
が
「
こ
れ
ま
で
の
唯
一
の
」
目

的
＝
意
味
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
は
②
目
的
＝
意
味
が
あ
れ
ば
（
人
生
と
い
う
）
苦
し
み
は
耐
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を

強
調
す
る
こ
と
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
解
釈
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る）

9
（

。
つ
ま
り
、
禁
欲
の
理
想
と
は
、
道
徳
的
に
許
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

唯
一
の
目
的
、
唯
一
の
人
生
の
意
味
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
世
の
生
を
否
定
し
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
生
―
そ
れ
が
文
字
通
り

別
の
世
界
を
生
き
る
こ
と
な
の
か
そ
れ
と
も
超
然
と
こ
の
世
を
生
き
る
こ
と
な
の
か
は
措
く
と
し
て
も
―
を
追
い
求
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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意味ある人生とは必然的に不道徳なのではないか？

重
要
な
の
は
、
共
苦
が
世
界
全
体
へ
と
拡
大
せ
ざ
る
を
得
な
い

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
必
然
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
理
性
的

0

0

0

だ

か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
言
う
「
理
性
的
」
と
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（
お
よ
び
ニ
ー
チ
ェ
）
的
な
意
味
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
的
な

意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
な
る
道
具
的
な
推
論
能
力
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（
と
ニ
ー
チ
ェ
）
は
理
性
を
そ
う
い
っ

た
も
の
と
し
か
考
え
て
い
な
い
）、
制
約

－

被
制
約
系
列
の
総
体
へ
と
到
達
す
る
こ
と
へ
の
衝
迫
、
つ
ま
り
全
体
へ
の
衝
迫

0

0

0

0

0

0

を
備
え
た
も
の
と
し
て

の
理
性
で
あ
る）

（1
（

。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
共
苦
に
長
け
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
世
界
全
体
へ
と
共
苦
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
共
苦
を
途
中
で
止
め
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
道
徳
的
に
不
十
分
で
あ
り
、
道
徳
的
に
不
十
分
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
不
道
徳

0

0

0

と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。「
理
性
的
」
に
言
っ
て
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。

こ
れ
は
何
も
奇
妙
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
代
の
私
た
ち
も
―
理
性
的
で
あ
る
限
り
―
広
く
共
有
し
て
い
る
考
え
方
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
自
分
の
家
族
の
苦
し
み
だ
け
と
か
、
自
国
民
の
苦
難
の
み
、
さ
ら
に
は
人
類
の
痛
み
だ
け）

（（
（

し
か
気
に
留
め
な
い
人
は
、
不
道

徳
で
あ
る
。
全
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
に
目
を
向
け
て
こ
そ
、
真
に
道
徳
的
な
の
だ
。
そ
こ
か
ら
次
の
こ
と
が
当
然
帰
結
す
る
。
こ
の
地
上
の

ど
こ
か
で
少
し
で
も
苦
し
ん
で
い
る
存
在
が
い
る
の
な
ら
、
私
が
自
分
は
幸
福
だ
と
思
う
の
は
恥
ず
べ
き
こ
と

0

0

0

0

0

0

だ
、
と
道
徳
は
理
性
的
に
告
げ
る

の
で
あ
る）

（1
（

。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
が
こ
の
世
界
か
ら
消
え
去
る
こ
と
は
あ
り
そ
う
も
な
い
。
ゆ
え
に
、
理
性
的
・
道
徳
的
に
、
こ
の
世
の
生

は
否
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

三　
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

以
上
の
よ
う
な
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
共
苦
道
徳
を
ニ
ー
チ
ェ
が
激
し
く
批
判
し
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。

「
幸
福
な
者
た
ち
は
い
つ
の
日
か
自
ら
の
幸
福
を
恥
ず
か
し
く
思
い
始
め
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
お
互
い
に
こ
う
話
し
合
う
か
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も
し
れ
な
い
。「
幸
福
で
あ
る
こ
と
は
恥
ず
べ
き
こ
と
だ
！　

あ
ま
り
に
も
悲
惨
な
こ
と
が
多
す
ぎ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

！
」
…
…
だ
が
、
幸
福
な
者
、
出
来
ば

え
の
良
い
者
、
心
身
共
に
強
力
な
者
が
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
幸
福
へ
の
権
利

0

0

0

0

0

0

を
疑
い
始
め
る
こ
と
以
上
に
、
致
命
的
で
大
き
な
誤
解
は
決

し
て
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
」（G

M
 III 14�

）。

「
ひ
と
は
あ
え
て
共
苦
を
一
つ
の
徳
と
呼
ん
だ
。〔
…
〕
さ
ら
に
進
ん
で
、
ひ
と
は
共
苦
か
ら
徳
そ
の
も
の

0

0

0

0

（die Tugend

）
を
、
あ
ら
ゆ
る

徳
の
基
盤
と
根
源
を
、
つ
く
り
上
げ
た
。
―
た
だ
も
ち
ろ
ん
、
常
に
目
を
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

的
だ
っ
た
哲
学
の
観
点
か
ら
、
生
の
否
定

0

0

0

0

を
看
板
に
掲
げ
て
い
た
哲
学
の
観
点
か
ら
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

は
そ
の
点
で
正
し
か
っ
た
の
だ
。
共
苦
に
よ
っ
て
生
は
否
定
さ
れ
る
。
ま
す
ま
す
否
定
に
値
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
さ
れ
る
。
―
共
苦
と
は
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
実
践

0

0

な
の
だ
」（A

C7
）。

こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
の
詳
細
を
扱
い
は
し
な
い
が
、
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、「
こ
れ
ま
で
の
唯
一
の
」
人
生
の
意
味
＝
目
的
だ
っ
た
禁
欲
の

理
想
、
つ
ま
り
生
の
超
越
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
到
来
す
る
と
い
う
問
題
と
、
共
苦
道
徳
批
判
は
連
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。「
ニ
ヒ
リ
ス
ト
と
い
う
の
は
、
現
に
存
在
す
る
世
界
に
つ
い
て
、
こ
う
い
う
世
界
は
存
在
す
べ
き
で
は
な
い
と
判
断
し
、
存
在
す
べ
き
と
さ

れ
る
世
界
に
つ
い
て
、
そ
う
い
う
世
界
は
実
在
し
な
い
と
判
断
す
る
人
間
の
こ
と
で
あ
る
」（H

erbst1887 , 9�  ［6�0

］）。
つ
ま
り
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は

次
の
二
つ
を
認
め
た
時
に
生
じ
る
の
だ
。

Ａ
．
こ
の
世
の
生
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
。

Ｂ
．
こ
の
世
の
生
（
と
い
う
苦
し
み
）
を
肯
定
す
る
術
は
ど
こ
に
も
な
い
。

先
の
引
用
で
共
苦
が
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
実
践
」（A

C7

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
人
々
は
共
苦
に
よ
っ
て
Ａ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
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意味ある人生とは必然的に不道徳なのではないか？

る
。
も
ち
ろ
ん
共
苦
せ
ず
に
、
つ
ま
り
他
人
の
苦
し
み
に
目
を
向
け
ず
に
い
れ
ば
、
人
生
を
楽
し
く
過
ご
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
端
的

に
「
不
道
徳
」
と
な
る
。
だ
が
た
と
え
Ａ
で
あ
っ
て
も
、
Ｂ
で
な
け
れ
ば
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
は
至
ら
な
い
は
ず
だ）

（1
（

。
し
か
る
に
、
Ｂ
は
有
名
な
「
神

の
死
」
が
指
し
示
す
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
Ａ
、
つ
ま
り
こ
の
世
の
悪
の
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

が
（
あ
ら
た
め
て
）
表
立
っ
て
く
る
わ
け
だ
。
神
の
死
以

0

0

0

0

後
の
悪
の
問
題
の
処
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
れ
が
『
悲
劇
の
誕
生
』
以
来
の
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
り
（cf.

竹
内 2011

）、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（
の
克
服
）

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

0

0

0

0

0

。
目
標
が
欠
け
て
い
る
。「
何
の
た
め
に
？
」
へ
の
答
え
が
欠
け
て
い
る
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
？
―
至0

高
の
諸
価
値
が
無
価
値
に
な
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（H
erbst1887 , 9�  ［3（�

］）。

よ
く
知
ら
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
「
定
義
」
だ
が）

（1
（

、
細
か
な
解
釈
問
題
を
抜
き
に
し
て
言
う
と
、
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
「
禁
欲
の
理
想
の
喪
失
」
と

同
じ
事
態
を
指
し
て
い
る
。「
禁
欲
の
理
想
の
喪
失
」
と
は
、
追
求
す
る
に
値
す
る
唯
一
の
目
的
が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的

0

0

0

に
は

こ
の
世
界
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
世
の
生
を
否
定
し
て
そ
れ
を
超
越
す
る
と
い
う
目
的
し
か
残
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
目
的
の
追
求

が
「
無
へ
の
意
志
」
で
あ
る
こ
と
が
露
わ
に
な
っ
た
の
だ
。
だ
が
な
ぜ
そ
れ
が
「
無
へ
の
意
志
」
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、「
神
は
死
ん
だ
」

か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
神
の
死
」
と
は
い
か
な
る
事
態
だ
っ
た
の
か
。
ニ
ー
チ
ェ
は
「「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
の
神
が
信
ず

る
に
値
し
な
く
な
っ
た
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
が
（F

W
343

）、
な
ぜ
神
は
「
信
ず
る
に
値
し
な
い
」
も
の
と
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
当
然
、
神
の

非
存
在
が
証
明
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
（
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
）。
そ
う
で
は
な
く
、「
神
の
死
」
と
は
、
近
代
人
が
神
信
仰
を
自
分
自

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

身
に
許
せ
な
く
な
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
事
態
を
指
し
て
い
る
（cf. 

竹
内2009 a, 2012 , etc.
）。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
信
じ
る
こ
と
は
、「
科
学
的
良
心
」
に

も
と
る
の
だ
（cf. F

W
3（7 , G

M
 III 27�

）。
こ
の
「
科
学
的
良
心
」
―
そ
れ
を
ニ
ー
チ
ェ
は
「
真
理
へ
の
意
志
」
と
呼
ぶ
―
は
、
神
の
み
な
ら
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ず
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
も
の
一
般
の
否
定
を
帰
結
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
先
の
Ｂ
（「
こ
の
世
の
生
を
肯
定
す
る
術
は
ど
こ
に
も
な
い
」）
が
生
じ
る

わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
よ
り
広
範
な
存
在
論
的
強
要

0

0

0

0

0

0

を
も
も
た
ら
す
。

ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
、
科
学
的
世
界
観
に
よ
る
価
値
一
般
の
反
実
在
論
化
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
本
稿
の
最
初
に
述
べ
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
科
学
的
世
界
観
に
よ
っ
て
、
価
値
的
な
も
の
は
す
べ
て
人
間
の
側
が
世
界
に

投
影
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
存
在
論
的
強
要
が
、
一
種
の
絶
望
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

か
。
そ
れ
は
、
客
観
的
に
実
在
し
て
い
な
い
よ
う
な
諸
価
値
は
私
た
ち
に
目
的
＝
意
味
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
強

い
信
念
に
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
は
囚
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
を
超
越
し
た
価
値
の
権
威
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
私
た
ち
の
人
生
に
目
的
＝

意
味
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
、
と
。「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
「
な
ん
の
た
め
に
？
」
と
い
う
問
い
は
、
こ
れ
ま
で
の
習
慣
か
ら
き
て
い
る
。
そ
の
習
慣
の

お
か
げ
で
、
目
標
は
外
か
ら
立
て
ら
れ
、
与
え
ら
れ
、
要
求
さ
れ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
だ
―
つ
ま
り
何
ら
か
の
超
人
間
的
な
権
威

0

0

0

0

0

0

0

に

よ
っ
て
。
そ
の
よ
う
な
権
威
を
信
じ
る
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
も
、
昔
か
ら
の
習
慣
に
よ
っ
て
、
無
条
件
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
、
目
標
や

課
題
を
命
令
す
る
こ
と
の
で
き
る
別
の
権
威
を
、
ひ
と
は
探
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（H

erbst1887 , 9�  ［43�

］）。

つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
徳
的
に
許
さ
れ
る
唯
一
の
目
的
は
禁
欲
の
理
想
、
生
の
超
越
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
そ

の
よ
う
な
道
徳
の
―
そ
し
て
理
性
の
―
認
可
は
、
客
観
的
な
も
の
だ
か
ら
こ
そ
権
威
を
持
つ
。
だ
が
そ
れ
が
主
観
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と

し
た
ら
ど
う
か
。
苦
し
み
の
「
何
の
た
め
に
」
が
、
先
の
Ａ
（「
こ
の
世
の
生
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
」）
に
対
処
す
る
術
が
、
失
わ
れ
て
し
ま

う
と
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
か
く
し
て
、「
神
の
死
」
を
引
き
起
こ
し
た
科
学
的
世
界
観
に
よ
る
存
在
論
的
強
要
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
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意味ある人生とは必然的に不道徳なのではないか？

四　
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服 

―
自
己
充
足
的

－

歴
史
物
語
り
的

以
上
の
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
い
か
に
克
服
す
る
の
か
。
こ
れ
が
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
中
心
問
題
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
道
徳
的
に
唯
一
許
さ
れ
る
「
人
生
の
意
味
」
つ
ま
り
禁
欲
の
理
想
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
も
は
や
意
味
の
あ
る
い
か
な
る
人
生

も
必
然
的
に
不
道
徳
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
意
味
あ
る
人
生
は
常
に
道
徳
的
に
「
恥
ず
べ
き
も
の
」
な
の
だ
。
そ
の
よ

う
な
状
況
を
脱
す
る
の
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
内
実
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
解
釈
が
未
だ
に
入
り
乱
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
な
か
で
も
有
力
な
解
釈
は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
大
き
く
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
。

（
1
）
個
々
の
行
為
の
自
己
充
足
性
に
価
値
を
認
め
る
こ
と
で
生
の
肯
定
を
取
り
戻
す
。

（
2
）
歴
史
的
物
語
り
の
中
に
自
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
人
生
の
意
味
を
与
え
返
す
。

こ
こ
で
は
（
1
）
を
「
自
己
充
足
的
」
解
釈
、（
2
）
を
「
歴
史
物
語
り
的
」
解
釈
と
呼
び
た
い）

（1
（

。

（
１
）
自
己
充
足
的
解
釈

「
私
は
お
ま
え
た
ち
に
超
人
を
教
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
人
間
と
は
超
克
さ
れ
る
べ
き
何
者
か
な
の
だ
。〔
…
〕
超
人
は
大
地
の
意
味
（Sinn der E

rde

）
で

あ
る
。
お
前
た
ち
の
意
志
は
こ
う
言
う
べ
き
な
の
だ
。「
超
人
が
大
地
の
意
味
で
あ
れ

0

0

0

！
」、
と
」（Za I, Vorrede, 3�

）。
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こ
れ
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
有
名
な
一
節
だ
が
、
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
＝
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
、
神
の
死
を
う
け
て
、
超
人
を
人
間
の
生

き
る
意
味
＝
目
的
と
す
べ
き
だ
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
世
の
生
を
否
定
し
て
そ
れ
を
超
越
す
る
「
禁
欲
の
理
想
」
で
は

な
く
、
人
類
の
将
来
と
い
う
時
間
内
部
の
目
的

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
、
人
生
に
意
味
を
与
え
返
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
書
物
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
同
書
は
冒
頭
で
説
か
れ
る
目

的
論
的
「
超
人
」
思
想
を
「
永
遠
回
帰
」
思
想
に
よ
っ
て
否
定
す
る
（
あ
る
い
は
前
者
を
違
う
も
の
へ
と
作
り
変
え
る
）
と
い
う
の
が
主
な
筋
立

て
だ
か
ら
で
あ
る
（cf.
竹
内 2009 b

）。
言
い
換
え
る
と
そ
れ
は
、
目
的
に
よ
っ
て
生
を
（
言
わ
ば
外
か
ら
）
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、
生
そ
れ
自

0

0

0

0

身
を
自
己
充
足
的
な
も
の
と
し
て
肯
定
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

方
向
で
あ
る
。
目
的
論
は
禁
欲
の
理
想
の
変
奏
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
人
生
と
は
何
か
の
目
的
の
た

め
の
手
段
で
は
な
い
。
生
き
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
生
き
る
こ
と
の
各
瞬
間
が
、
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体

と
し
て
、
喜
ば
し
い
の
だ
、
と
悟
る
こ
と
。
な
ぜ
無
し
に
生
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
。
目
的
志
向
性
か
ら
自
己
充
足
性
へ
の
転
換
。
永
遠
回
帰
の
肯
定
の
境
地

と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
先
に
見
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
構
成
要
件
の
う
ち
の
Ａ
（「
こ
の
世
の
生
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
」）
は
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
悪
で
は
な
く
む
し
ろ
善
な
の
だ
と
い
う
価
値
転
換

0

0

0

0

に
よ
っ
て
、
Ｂ
（「
こ
の
世
の
生
（
と
い
う
苦
し
み
）
を
肯
定
す
る
術
は
ど
こ
に
も
な
い
」）

を
覆
す
道
で
あ
る
。
目
的
＝
意
味
と
い
う
生
に
と
っ
て
外
在
的
な
も
の
を
与
え
る
こ
と
に
よ
る
生
＝
苦
し
み
の
肯
定
で
は
な
く
、
生
＝
苦
し
み
に

0

0

0

0

0

0

内
在
的
価
値
を
見
出
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世
の
生
に
と
っ
て
は
「
苦
し
み
の
不
在
」
だ
け
が
善
で
あ
る
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
見
解

に
対
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
苦
し
み
と
対
峙
し
そ
れ
を
克
服
す
る
際
の
「
権
力
感
情
〔
力
の
感
情
（M

achtgefühl

）〕」
に
喜
び
が
あ
る
と
言
う
の
で

あ
る
。「
自
ら
の
天
国
へ
の
小
道
は
い
つ
だ
っ
て
、
自
ら
の
地
獄
の
恍
惚
を
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
…
〕
あ
ぁ
、
お
ま
え
た
ち
は
人
間
の
幸
福

に
つ
い
て
な
ん
と
わ
ず
か
し
か
知
ら
な
い
の
か
、
こ
の
気
楽
で
お
人
よ
し
の
者
た
ち
よ
！
―
と
い
う
の
も
、
幸
福
と
不
幸
は
二
人
の
兄
弟
で
あ

り
双
子
で
あ
っ
て
、
共
に
大
き
く
成
長
す
る
か
、
も
し
く
は
、
お
ま
え
た
ち
の
場
合
の
よ
う
に
、
共
に
―
小
さ
い
ま
ま

0

0

0

0

0

な
の
だ
！
」（F

W
338

）。

こ
れ
は
苦
し
み
の
価
値
の
価
値
転
換
で
あ
り
、「
抵
抗
の
克
服
」
を
そ
の
本
質
と
す
る
と
さ
れ
る
「
権
力
へ
の
意
志
」
の
構
想
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
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ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
る
「
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
価
値
転
換
」
の
中
心
に
位
置
す
る
考
え
方
で
あ
る
（cf. R

eginster 2006;  

新
名 2010 , 2014

）。
こ
れ
に

よ
っ
て
生
の
肯
定

0

0

0

0

が
奪
還
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
肯
定
は
、
生
の
意
味
づ
け
に
よ
る
肯
定
が
一
般
的
に
苦
し
み
を
「
耐
え
ら
れ
る
」
も
の
に
す
る

に
過
ぎ
な
か
っ
た
（
つ
ま
り
そ
こ
で
も
や
は
り
苦
し
み
が
無
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
）
の
に
対
し
、
苦
し
み
そ
の
も
の
を
喜
び
の
源
泉
と
し
て

（
内
在
的
価
値
が
あ
る
も
の
と
し
て
）
肯
定
で
き
る
と
い
う
強
み
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
見
で
は
、
こ
の
方
向
の
解
釈
に
は
い
く
つ
か
問
題
が
あ
る
。
す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。

α
．
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
と
し
て
、
認
識
論
（
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
）
の
位
置
づ
け
が
難
し
い
。

β
．「
な
ぜ
」
を
否
定
す
る
の
は
、
理
性
の
放
棄
に
見
え
る
。

γ
．
政
治
的
・
道
徳
的
に
「
危
険
」
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

α
は
、「
権
力
へ
の
意
志
」
説
が
独
特
の
解
釈
理
論
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
現
象
（P

hänom
en

）
に
立

ち
止
ま
っ
て
「
存
在
す
る
の
は
諸
事
実
の
み
で
あ
る
」
と
言
う
実
証
主
義
に
対
し
て
、
私
は
言
う
だ
ろ
う
。
違
う
、
ま
さ
に
そ
の
諸
事
実
な
る
も

の
は
な
く
、
あ
る
の
は
諸
々
の
解
釈
の
み
な
の
だ
、
と
」（E

nde1886 -Frühjahr1887 , 7�  ［60�

］）。
言
い
換
え
る
と
、
こ
の
方
向
で
の
解
釈
は
、（
後

期
）
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
二
大
学
説
の
一
方
で
あ
る
「
永
遠
回
帰
」
説
に
他
方
の
「
権
力
へ
の
意
志
」
説
を
従
属
さ
せ
る
タ
イ
プ
の
も
の
だ
と
言
え

る
が
、
後
者
の
含
意
を
か
な
り
切
り
詰
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
内
部
の
問
題
な
の
で
、
大
し
た
問
題
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
次
の
二
つ
の
方
が
事
柄
と
し
て
は
重
要
で
あ
る
。

β
は
、
生
の
自
己
充
足
的
活
動
に
お
け
る
「
快
」
に
極
大
の
価
値
を
置
く
こ
と
は
、
理
性
の
放
棄
、
言
わ
ば
動
物
化
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
ニ
ー
チ
ェ
は
人
間
を
動
物
の
一
種
へ
と
還
元
す
る
こ
と
を
幾
度
も
強
調
し
て
は
い
る
。
例
え
ば
本
稿
で
最
初
に
引

い
た
箇
所
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
こ
の
人
間
と
い
う
動
物

0

0

」（G
M

 III 2�8

）
と
書
い
て
い
た
（
強
調
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
）。
だ
が
本
当
に
そ
れ
で
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良
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
そ
ん
な
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か）

（1
（

。
ま
た
、
そ
う
な
る
と
、
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
（
再
）
獲
得
さ
れ
て
い
る
の

は
、
人
生
の
「
意
味
」
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、「
何
の
た
め
に
」
と
い
っ
た
問
い
を
消
去
し
、
外
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
を

排
除
し
た
自
己
充
足
に
あ
く
ま
で
留
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
意
味
」
で
は
な
く
「
快
」
や
「
幸
福
」
の
（
再
）
獲
得
と
い
う
べ
き
だ
と
思

わ
れ
る
。

γ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
る
「
苦
と
対
峙
し
克
服
す
る
こ
と
」
と
い
う
幸
福
観
が
「
市
民
的
な
傷
つ
き
や
す

さ
（die bürgerliche Verletzbarkeit

）」
し
か
問
題
に
し
て
お
ら
ず
、
本
当
の
意
味
で
の
苦
し
み
、
つ
ま
り
人
間
の
「
本
来
的
な
傷
つ
き
や
す
さ

（die eigentliche Verletzbarkeit

）」
を
ニ
ー
チ
ェ
は
理
解
し
て
い
な
い
と
断
じ
て
い
る
が
（N

ussbaum
 1993

）、
至
極
当
然
な
批
判
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。「
対
峙
し
て
克
服
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
類
の
苦
し
み
こ
そ
が
、
こ
の
世
に
満
ち
満
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ

う
な
苦
し
み
を
も
「
対
峙
し
て
克
服
」
す
る
喜
び
の
対
象
と
し
て
の
み
論
じ
る
の
は
、
暴
力
的
で
す
ら
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の
解
釈
の
よ

う
な
「
生
の
肯
定
」
は
、
あ
ま
り
に
も
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
、
そ
の
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
ら
れ
な
い
大
多
数
の
「
弱
者
」
を
置
き
去
り
に
す
る
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
ニ
ー
チ
ェ
本
来
の
意
図
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
単
に
「
危
険
な
思
想
家
」
で
し
か
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２
）
歴
史
物
語
り
的
解
釈

だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
に
尽
く
さ
れ
な
い
側
面
が
ニ
ー
チ
ェ
に
は
あ
る
。
禁
欲
の
理
想
が
「
こ
れ
ま
で
の
唯
一
の
意
味
」
だ
と
語
っ
て
い

た
本
稿
最
初
の
引
用
（G

M
 III 28�

）
の
直
前
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
あ
の
真
理
へ
の
意
志
が
自
分
自
身
を
問
題
と
し
て

0

0

0

0

0

意
識
に
上
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
の

0

0

0

0

0

全
存
在

は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
？
」（G

M
 III 27�

）。
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こ
れ
は
『
系
譜
学
』
が
語
る
歴
史
が
大
団
円
を
迎
え
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
系
譜
学
』
と
い
う
書
物
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
全
歴
史
が

ニ
ー
チ
ェ
哲
学
に
向
か
っ
て
進
ん
で
き
た
よ
う
な
歴
史
物
語
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
に
お
い
て
歴
史

の
一
大
転
換
が
果
た
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
一
種
の
大
言
壮
語
で
あ
る
（cf.

竹
内 2012

）。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
歴
史
を
語
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
、
生

き
る
意
味
の
あ
る
世
界
の
叙
述
に
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
右
の
引
用
で
語
ら
れ
て
い
る
「
意
味
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
意
味
」
は
「
目
的
」
と
し
て
理
解
し
て
き
た
。
よ
り

厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
（
価
値
あ
る
）
目
的
に
向
け
ら
れ
た
行
い
が
意
味
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
辛
い
練
習
は

試
合
に
勝
つ
と
い
う
目
的
が
あ
る
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
の
辛
い
生
は
死
後
の
浄
福
の
た
め
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

現
在
の
人
類
は
「
超
人
」
が
生
ま
れ
る
た
め
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
意
味
を
持
つ
、
等
々
。
だ
が
右
の
引
用
の
「
意
味
」
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
今
の
「
わ
れ
わ
れ
」
自
身
が
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
目
的
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
生
に
意
味
が
も
た
ら
さ
れ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
方
向
で
の
解
釈
は
、
先
の
自
己
充
足
的
解
釈
の
難
点
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
α
（
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
位
置
づ
け
）
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
上
の
問
題
だ
が
、
こ
の
解
釈
は
先
の
解
釈
と
は
逆
に
、「
権
力
へ
の
意

志
」
説
に
「
永
遠
回
帰
」
説
を
従
属
さ
せ
る
形
で
あ
り
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
全
面
的
に
前
提
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
が
単
線
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
は
、『
系
譜
学
』
の
中
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
（E

.g. G
M

 II 12 -13

）。
歴
史
は
「
語
り
」
に
依
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
解

釈
が
無
数
に
あ
り
得
る
こ
と
は
前
提
な
の
だ
（cf.

竹
内 2012

）。
む
し
ろ
永
遠
回
帰
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
が
難
し
く
な
る
が
、
そ
の
都
度
こ
の

世
の
生
を
肯
定
で
き
て
い
る
か
を
テ
ス
ト
す
る
思
考
実
験
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（cf.

竹
内 2009 a

）。
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ

て
永
遠
回
帰
の
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
に
お
け
る
重
み
が
不
当
に
減
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
は
残
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
β
（
理
性
の
放
棄
）
も
当
然
、
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
歴
史
を
語
る
こ
と
は
因
果
関
係
や
目
的
関
係
を
適
用
・
構
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
極

め
て
理
性
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
そ
う
し
た
歴
史
の
な
か
へ
と
自
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
「
幸
福
」
で
は
な
く
「
意
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味
」
の
問
題
で
あ
る
。
逆
に
過
度
に
理
性
的
す
ぎ
る
と
い
う
問
題
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
例
え
ば
有
機
体
の
形
成
過
程
も
解
釈

関
係
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
い
る
（cf.

竹
内 2009 a

）。
も
っ
と
も
そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
さ
ら
な
る
精
査

が
必
要
だ
ろ
う
。

問
題
は
γ
（
政
治
的
・
道
徳
的
危
険
性
）
で
あ
ろ
う
。
結
局
こ
れ
も
歴
史
の
中
に
自
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
「
強
者
」
の
み
の
特
権

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
歴
史
解
釈
の
複
数
性
を
言
い
立
て
る
こ
と
は
、
歴
史
修
正
主
義
の
よ
う
な
恣
意
的
解
釈
と
い
う
問

題
も
生
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
れ
ら
も
ク
リ
ア
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
歴
史
の
中
に
自
ら
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
、
私
た
ち
が
常
に
既
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
少
数
者
の
特
権
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
常
に
既
に
し
て
い
る
こ
と
を
意

識
的
に
方
法
へ
と
彫
琢
し
た
も
の
が
「
系
譜
学
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
「
系
譜
学
」
と
い
う
方
法
は
、
歴
史

解
釈
の
恣
意
性
に
主
眼
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
学
的
な
事
実
認
識
を
最
大
限
生
か
し
た
う
え
で
の
（cf. G

M
 I 17�  A

nm
.

）、
今
の
自
分

に
と
っ
て
の
歴
史
の
意
義
を
反
省
す
る
営
み
な
の
で
あ
る）

（1
（

。
も
っ
と
も
、
系
譜
学
の
そ
の
よ
う
な
「
正
し
い
」
使
用
が
守
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い

わ
け
で
は
あ
る
が
。

お
わ
り
に

以
上
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
対
峙
す
る
中
で
形
作
ら
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
論
か
ら
、「
人
生
の
意
味
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
掬
い

取
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
道
徳
的
に
許
さ
れ
た
唯
一
の
「
人
生
の
意
味
」
が
「
禁
欲
の
理
想
」
つ
ま
り
生
を
否
定
し
て
そ
れ
を
超
越
す
る
と
い
う

も
の
だ
っ
た
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
理
解
を
取
り
出
し
、
そ
う
語
ら
れ
る
根
拠
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
共
苦
道
徳
に
即
し
て
確
認
し
た
。
共
苦

道
徳
は
必
然
的
に
こ
の
世
界
全
体
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
認
識
に
至
り
、
生
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ

の
世
の
生
が
苦
し
み
に
満
ち
て
い
よ
う
と
も
、
神
の
死
に
よ
っ
て
こ
の
世
か
ら
の
逃
げ
道
は
ど
こ
に
も
な
く
な
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
つ
ま
り
人
生
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の
意
味
の
喪
失
が
生
じ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
対
抗
策
と
し
て
、
生
の
自
己
充
足
性
に
よ
っ
て
生
の
肯
定
を
取
り
戻
す
道
と
、
歴
史
物

語
り
の
中
に
自
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
生
の
意
味
を
再
獲
得
す
る
道
が
あ
り
、
後
者
の
ほ
う
が
よ
り
ベ
タ
ー
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

一
つ
の
問
題
は
、
自
己
充
足
性
を
強
調
す
る
ニ
ー
チ
ェ
と
歴
史
物
語
り
を
駆
使
す
る
ニ
ー
チ
ェ
は
ど
う
折
り
合
い
が
つ
く
の
か
と
い
う
点
が
あ

る
。
ニ
ー
チ
ェ
自
身
、
そ
の
両
者
が
潮
の
満
ち
引
き
の
よ
う
に
交
代
で
力
を
持
つ
こ
と
で
歴
史
は
進
む
と
い
う
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
語
っ
て
い

る
よ
う
に
も
読
め
る
箇
所
が
あ
る
が
（F

W
1

）、
そ
れ
で
答
え
に
な
っ
て
い
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
ニ
ー
チ
ェ
が
扱
っ
て
い
る
の
は
言
わ

ば
か
な
り
「
尖
鋭
化
」
さ
れ
た
問
い
だ
と
い
う
点
も
問
題
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
道
徳
性
の
「
程
度
」
が
高
く
な
け
れ
ば
、「
意
味
あ

る
人
生
は
必
然
的
に
不
道
徳
な
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
問
い
は
起
こ
ら
ず
、
ニ
ー
チ
ェ
の
議
論
は
当
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
の

よ
う
な
人
―
大
多
数
の
人
―
に
と
っ
て
は
そ
も
そ
も
、
こ
の
世
の
生
が
苦
し
み
に
満
ち
た
も
の
と
は
見
な
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

人
た
ち
を
ニ
ー
チ
ェ
は
「
お
し
ま
い
の
人
間
（der letzte M

ensch

）」
と
呼
ぶ
が
（Za I, Vorrede,�（

）、「
お
し
ま
い
の
人
間
」
で
何
が
い
け
な
い

の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
と
り
わ
け
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
「
道
徳
的
に
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
非
難
が
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は
無
効
と
さ
れ

ざ
る
を
得
な
い
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ニ
ー
チ
ェ
の
議
論
か
ら
、
現
代
の
私
た
ち
が
「
人
生
の
意
味
」
を
考
え
る

ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る）

（1
（

。

凡
例

▪�

ニ
ー
チ
ェ
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
テ
ク
ス
ト
は
以
下
の
も
の
を
使
用
し
た
。

�
K

SA:   Friedrich N
ietzsche, Säm

tliche W
erke. K

ritische Studienausgabe, hrsg. von G
. C

olli und M
. M

ontinari, M
ünchen, B

erlin/ N
ew

 York, 1980 .

�
SW

:  A
rthur Schopenhauer, Säm

tliche W
erke, hrsg. von A

. H
übscher, W

iesbaden, 31972 .

▪�

著
作
略
号
は
以
下
の
通
り
。

�

【
ニ
ー
チ
ェ
】
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�
�

F
W

:  D
ie fröhliche W

issenschaft. 『
悦
ば
し
き
知
識
』（『
愉
し
い
学
問
』『
喜
ば
し
き
智
恵
』）

�
�

Za:  A
lso sprach Z

arathustra. 『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』

�
�

G
M
:  Z

ur G
enealogie der M

oral. 『
道
徳
の
系
譜
学
』

�
�

A
C:  D

er A
ntichrist. 『

ア
ン
チ
ク
リ
ス
ト
』

�

【
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
】

�
�

W
 I:  D

ie W
elt als W

ille und Vorstellung. E
rster B

and. 『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
正
編

�
�

E
 II:  P

reisschrift über die G
rundlage der M

oral. 『
道
徳
の
基
礎
に
つ
い
て
』

▪�
�

ニ
ー
チ
ェ
か
ら
の
引
用
は
右
の
略
号
に
続
け
て
節
番
号
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
（G

M

に
は
論
文
番
号
も
ロ
ー
マ
数
字
で
付
す
）。Za

は
部
番
号
を

ロ
ー
マ
数
字
で
示
し
、
節
タ
イ
ト
ル
を
付
す
（
節
タ
イ
ト
ル
は
誤
解
の
な
い
範
囲
で
一
部
省
略
す
る
こ
と
が
あ
る
）。
遺
稿
は
慣
例
に
従
い
書
か
れ
た
時

期
・
ノ
ー
ト
番
号
・
断
片
番
号
で
示
す
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
の
引
用
は
略
号
と
共
に
節
番
号
とSW

の
当
該
巻
の
ペ
ー
ジ
数
を
付
す
。

▪�
�

訳
文
は
す
べ
て
拙
訳
。
／
は
原
文
の
改
行
、〔　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
、〔
…
〕
は
引
用
者
に
よ
る
省
略
を
示
す
。
引
用
文
中
の
強
調
は
特
に
断
ら

な
い
限
り
原
文
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
原
語
を
挿
入
す
る
際
は
、
現
代
の
綴
り
に
直
す
こ
と
と
す
る
。

註

（
1
）�

川
上
未
映
子
『
夏
物
語
』、
文
春
文
庫
、
二
〇
二
一
年
、
六
三
一
頁
。

（
2
）�

例
え
ば
ヒ
ト
ラ
ー
の
人
生
は
意
味
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
が
あ
る
（cf.

森
岡 201（

）。
主
観
説
を
採
る
な
ら
ば
そ
の
問
い
に
は
ヒ
ト
ラ
ー

自
身
に
し
か
答
え
ら
れ
な
い
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
が
肯
定
で
答
え
る
な
ら
ば
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
が
、
そ
れ
に
抵
抗
を
感
じ
る
場
合
、
客

観
説
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
3
）�

本
節
の
議
論
は
以
下
の
二
つ
の
口
頭
発
表
お
よ
び
竹
内 2020 b

を
下
敷
き
と
し
て
い
る
。
竹
内
綱
史
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
倫
理
学
と
救
済
論
」、

日
本
宗
教
学
会
第
七
八
回
学
術
大
会
、
二
〇
一
九
年
九
月
一
五
日
、
帝
京
科
学
大
学;  Tsunafum

i Takeuchi, „Schopenhauer als R
eligionsphilosoph. 

Ü
ber den „Ü

bergang“ vom
 M

itleid zur Verneinung des W
illens“, Internationaler K

ongreß „D
as H

auptw
erk. 200  Jahre A

rthur 
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Schopenhauers D

ie W
elt als W

ille und Vorstellung“, 26 . O
ktober 2019 , Johann W

olfgang-G
oethe-U

niversität Frankfurt.
（
4
）�

意
志
の
否
定
に
到
達
し
た
人
が
と
る
態
度
と
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
禁
欲
（A

skesis

）
だ
け
で
な
く
諦
念
（R

esignation

）
を
繰
り
返
し
挙
げ

て
お
り
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
種
々
議
論
が
あ
る
が
（cf.

多
田 2004

）、
こ
こ
で
は
指
摘
に
留
め
ざ
る
を
得
な
い
。

（
（
）� M

itleid

な
い
しM

itleiden

は
一
般
的
に
「
同
情
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
語
だ
が
、「
同
情
」
と
い
う
語
の
持
つ
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
避
け
る
た

め
、（
近
年
の
）
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
研
究
で
は
「
共
に
（m

it

）
苦
し
む
（leiden

）」
と
い
う
原
語
の
意
味
を
尊
重
し
て
、「
共
苦
」
と
訳
す
こ
と
が

多
い
。
本
稿
で
も
そ
れ
に
従
う
。

（
6
）�

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
人
間
の
行
為
の
根
本
的
な
動
機
は
三
つ
し
か
な
く
、
そ
れ
は
自
ら
の
快
・
他
者
の
不
快
・
他
者
の
快
で
あ
る
（E

 II, 

§16 , S.210

）。
他
者
の
不
快
を
動
機
と
す
る
行
為
は
「
悪
意
（B

osheit

）」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。

（
7
）�

こ
の
点
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
以
下
を
参
照
。「
あ
ら
ゆ
る
不
足
・
欠
乏
・
欲
求
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
あ
ら
ゆ
る
願
望
を
も
含
む
苦
痛
な

い
し
苦
悩
と
い
う
も
の
は
、
積
極
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

、
直
接
感
じ
ら
れ
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
満
足
・
享
楽
・
幸
福
の
本
性
と
は
た
だ
、
欠
乏
が
解

消
さ
れ
、
苦
痛
が
鎮
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
満
足
・
享
楽
・
幸
福
は
消
極
的

0

0

0

な
の
で
あ
る
」（E

 II, §16 , S.210

）。

（
8
）�

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
自
身
は
表
象
世
界
認
識
の
基
礎
と
な
る
「
直
観
（A

nschauung

）」
と
共
苦
が
そ
れ
で
あ
る
よ
う
な
意
志
認
識
の
基
礎
で
あ
る

「
直
覚
（Intuition

）」
と
を
明
確
に
区
別
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
用
語
の
使
い
分
け
も
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
区
別
は
重
要
で
あ
る
。
詳
し
く

はH
auskeller 1998

参
照
。

（
9
）�

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
語
る
（
意
志
の
否
定
と
し
て
の
）「
禁
欲
」
と
ニ
ー
チ
ェ
の
「
禁
欲
の
理
想
」
に
は
内
容
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
る
が

（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
一
方
、
ニ
ー
チ
ェ
は
生
を
否
定
す
る
理
想
一
般
を
扱
っ
て
い
る
）、
こ
こ
で
は

こ
れ
以
上
深
入
り
し
な
い
。
ま
た
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
は
あ
く
ま
で
「
世
界
の
記
述
」
で
あ
り
、
そ
の
倫
理
学
も
「
記
述
」（
つ
ま
り
人
々

が
実
際
に
有
し
て
い
る
道
徳
の
解
明
）
を
旨
と
し
て
お
り
「
規
範
」
を
提
示
す
る
の
は
哲
学
の
仕
事
で
は
な
い
と
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、（
少
な
く
と
も
主
著
正
編
の
段
階
で
は
）「
意
志
の
否
定
」
を
人
間
の
「
目
的
」
と
は
見
な
し
て
は
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
む
し
ろ
例
え
ば

「
聖
人
」
が
現
実
に
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
の
あ
く
ま
で
「
説
明
」
を
し
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
の
解
釈
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
に
即
し
て
は
い
な
い
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
（cf.

竹
内 2020 a

）。
も
っ
と
も
、（
特
に
主
著
正
編
刊
行
後
の
）
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
は

目
的
論
的
に
「
意
志
の
否
定
」
を
語
る
癖
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
自
身
が
（
も
と
も
と
の
）
自
ら
の
発
想
に
背
い
て
し
ま
っ
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て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
竹
内 2008

参
照
。

（
10
）�「
以
下
の
命
題
は
明
瞭
か
つ
疑
い
も
な
く
確
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
制
約
さ
れ
た
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
に
は
ま
さ
に
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
制
約
さ
れ
た
も
の
を
制
約
す
る
も
の
す
べ
て
の
系
列
へ
と
背
進
す
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
て

0

0

0

0

0

い
る
、
と
い
う
命
題
で
あ
る
」（Im

m
anuel 

K
ant, K

ritik der reinen Vernunft, B（26/ A497 f.

）。

（
11
）�

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
動
物
倫
理
学
の
先
駆
者
で
も
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
こ
う
。

（
12
）�

こ
れ
は
ス
ー
ザ
ン
・
ウ
ル
フ
の
有
名
な
「
道
徳
的
聖
人
（m

oral saint

）」
の
不
毛
さ
と
い
う
問
題
提
起
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
（W

olf 1982

）。
ウ
ル
フ

は
哲
学
に
お
い
て
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
「
道
徳

－

不
道
徳
」
と
い
う
二
項
対
立
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
こ
と
は
人
間
の
生
を
捉
え
そ

こ
な
っ
て
い
る
と
断
じ
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
「
意
味
」（
そ
れ
を
ウ
ル
フ
は
「
人
生
の
な
か
の
意
味
」（m

eaning in life

）
と
呼
ぶ
）
の
多
様
性
を
取

り
出
す
こ
と
で
、
人
間
的
生
の
豊
か
さ
を
取
り
戻
そ
う
と
し
、
現
代
の
「
人
生
の
意
味
」
論
の
代
表
的
論
者
と
な
っ
て
い
る
（cf. W

olf 2010

）。
も
っ

と
も
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
道
徳
が
必
然
的
に
「
生
の
否
定
」
を
帰
結
し
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ウ
ル
フ
の
問
題
意
識
と
は
違

う
し
結
論
も
か
な
り
異
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
論
じ
て
い
る
事
柄
は
近
い
と
言
え
る
。

（
13
）�

ニ
ー
チ
ェ
の
文
脈
で
はM

itleid

は
「
共
苦
」
で
は
な
く
「
同
情
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
「
同
情
批
判
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
竹

内 2020 a

参
照
。

（
14
）�

ニ
ー
チ
ェ
の
用
語
法
に
ブ
レ
が
あ
る
の
で
単
純
で
は
な
い
が
、
Ａ
を
肯
定
す
る
の
が
本
来
（「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
区
別
さ
れ
て
）「
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」
と
呼

ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
Ｂ
が
加
わ
っ
て
初
め
て
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
に
な
る
の
で
あ
る
（cf. R

eginster 2006 , chap.1 -1 -3

）。

（
1（
）�

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
Ｂ
し
か
述
べ
て
お
ら
ず
、「
定
義
」
と
呼
ぶ
に
は
足
り
な
い
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ａ
も
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
定

義
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
一
因
は
、『
権
力
へ
の
意
志
』
と
い
う
「
偽
書
」
の
冒
頭
部
分
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
配
置
は
ニ
ー
チ
ェ

の
意
図
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
16
）�

解
釈
傾
向
と
し
て
、（
1
）
を
「
実
存
主
義
的
」、（
2
）
を
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
」
と
形
容
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
に
お
け
る
二
大

潮
流
と
も
言
う
べ
き
こ
の
二
つ
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
須
藤
ほ
か 2013

の
竹
内
発
言
部
分
お
よ
び
竹
内 2016 b

参
照
。

（
17
）�

理
性
的
な
活
動
に
も
自
己
充
足
的
快
を
見
出
す
と
い
う
方
向
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
が
、
理
性
的
活
動
と
は
意
図
的
行
為
で
あ
り
目
的
論
的
構
造
を
本
質

的
に
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
で
上
手
く
行
く
か
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
な
お
、
こ
の
自
己
充
足
的
解
釈
を
と
る
新
名
隆
志
は
、
同
様
の
解
釈
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を
す
る
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
（R

eginster 2006

）
が
行
為
の
目
的
論
的
構
造
（
欲
求
充
足
モ
デ
ル
の
行
為
理
解
）
を
残
そ
う
と
す
る
こ
と
を
不
十
分
と
し
て

批
判
し
、
力
の
発
揮
（
抵
抗
と
の
対
峙
）
の
快
と
い
う
点
か
ら
の
み
行
為
を
捉
え
る
こ
と
が
ニ
ー
チ
ェ
本
来
の
行
為
論
だ
と
論
じ
て
い
る
が
（
新
名 

2014

）、
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
と
し
て
は
そ
れ
な
り
に
妥
当
で
あ
り
首
尾
一
貫
し
て
い
る
と
は
い
え
（
ニ
ー
チ
ェ
を
そ
う
読
む
こ
と
は
確
か
に
可
能
で
あ
る
）、

や
は
り
こ
れ
は
理
性
の
消
去
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
18
）�

実
は
こ
こ
に
は
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
上
の
大
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。「
権
力
へ
の
意
志
」
説
に
よ
る
解
釈
理
論
は
有
名
な
「
真
理
の
否
定
」
を
伴
っ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
そ
う
な
る
と
ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
語
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
「
真
理
」
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
詳
細
に
扱
う
に
は
稿
を

改
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
の
見
取
り
図
は
、N

eham
as 198（

、C
lark 1990

、G
em

es 1992

、
岡
村 200（

な
ど
参
照
。

（
19
）�

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
先
立
ち
、
第
三
五
回
関
西
ニ
ー
チ
ェ
研
究
会
（
二
〇
二
〇
年
九
月
一
七
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
））
で
本
稿
の
ド
ラ
フ
ト
を
検
討
し
て
い
た

だ
い
た
。
多
く
の
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
参
加
者
の
方
々
に
感
謝
し
た
い
。
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