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研

究

論

文
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〉

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
克
服
へ
の
仏
教
お
よ
び
異
文
化
解
釈

―
―
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
身
体
性
へ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
変
換
―
―

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
は
一
九
世
紀
後
半
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
と
し
て
顕
現
す

る
価
値
体
系
の
危
機
の
克
服
を

、
身
体
が
基
軸
の
遠
近

法
的
解
釈
学
を

も
っ
て

標
榜
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
道

徳
お
よ
び

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

哲
学
一
般
、
特

に
デ
カ
ル
ト
以

降
の
近
代
形
而

上
学
は
、
精
神
と
身
体
の
二

元
論

を
前
提

に
、
身

体
を
機
械
論
的
に
把
握
し
、
そ
こ
で
は
精
神
（
意
識
、

知
性

そ
し
て
主

観
）

が
人
間
の
本
質

と
さ
れ
、
思
惟
の
普
遍
的
妥
当
性
や
合

理
主
義
的
自
我

意
識

が
追
求
さ
れ
た
が
、
そ
の
真
偽
、
善
悪

、
美
醜
と

い
っ

た
対

立
概
念

に
基
づ
く
価
値
判

断
に
よ

っ
て

、
身
体
で

も
あ
る
、
つ
ま
り
悪

や
偽
と
解
さ
れ

得
る
側
面

を
持
つ
人
間
存
在
は
、
必

然
的
に
自
己
不

和
に
陥

る
こ
と

に
な

る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
自
己
不
和

と
し
て

の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
を
、

こ
れ
ま
で
の
哲
学

の
「
身
体

に
つ
い
て

の
解

釈
、
し

か
も
そ
の
身
体
に
つ
い

て
の
誤
解
」
で
あ

る
と

確
認
し

、
そ
こ

か
ら
引
き
出

さ
れ
た
現

存
在
に
つ
い

て
の
価
値
解
釈
を
、
「
特
定

の
身
体

の
症
候
」
で
あ
り
、
「
病

気
」
で

あ
る
と

岩
脇
リ
ー
ベ
ル
豊
美

見
做
す

の
で
あ
る
。

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
到
来
を
告
知
し
、
そ
の
超
克
に
重
点
を

置

く
中

期
か
ら
後
期
に
か
け
て

の
著
作
や
遺
稿
に
は
、
自
ら
の
健
康
の
悪
化

と
も
重

な
り
、
苦
痛
の
経
験
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
身
体
的
健
康
へ
の
希
求
が

従
来
の
理
性
哲
学
の
価
値
判
断

に
よ
る
生
存
否
定
を
克
服
す
る
こ
と
へ
の
渇

望
を
伴

っ
て
、
身
体
に
対
し
肯
定
的
な
意
味
づ
け
を
す
る
試
み
が
快
癒
へ

の

兆
候
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
多

々
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は

生
理
学
や
医
学
を

は
じ
め
、
進
化
論
を
含

め
た
生
物
学
や
物
理
学
等
の
自
然

科
学
に
関
し
て
も
多
く
言
及
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
観
念
論
的
、
目
的
論
的

な
諸
原

理
に
基
づ
く
世
界
観
か
ら

人
間
存
在
を
解
放
し
、
身
体
性
を
省
み
な

が
ら
、
時
に
は
人
間
を
一
種
の
動
物
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。

ニ
ー
チ

ェ
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
身
体
を
新
た
に
捉
え

直
す

こ
と
で
、

一
切

の
価
値
の
価
値
転
換
、
特

に
道
徳
的
な
価
値
の
価
値
転
換
を
試
み
る
。

そ
こ
で

は
、
全
・
人
間
的
な
身
体
理
性
を
視
座
と
し
た
遠
近
法

的
解
釈
を
通
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じ
て
、
生
存
の
意
味
が
常

に
創

造
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

身
体

理
性
の
重
視
と

は
、

そ
も
そ
も
哲
学

史
自

体
の
新

た
な
意

味
付

け
に
関
す

る

パ

ー
ス

ペ

ク

テ

ィ
ヴ
と

い
え

る
が
、

そ
れ
と
同
時

に
異
な
る
文
化
形

態
や
思

考
と
の
邂
逅

に
お

い
て
、
他
者
お
よ

び
自
己

を
理
解
す
る
に
際
し
て

の
解

釈
学
的
地
平
の

方
向
性

を
左
右
す
る
尺

度
で

あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が

前
ソ

ク
ラ
テ

ス
的
・
非

キ
リ

ス
ト
教
的
文
化
圏
に
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
設

定
し
て

生
存
肯
定
の
糸
口
を
模

索
し
、
古
典
ギ
リ

シ
ヤ
文
化

と
並
ん
で

非

ヨ

ー
ロ
ッ
パ
圏
、
と
り

わ
け
仏
教

に
そ
の
焦
点
を
当
て
て

い
る
点
で

も
明
ら
か

に
な
ろ

う
。

そ
こ
で
、

ニ
ー
チ

ェ
の
身
体

性
お
よ
び
そ
こ
に
構
築
さ
れ

る
文
化
形

態
を

明
ら

か
に
し
た
上
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
的
宗
教
哲

学
や
歴

史
哲
学
に
対

し
て
浮

か
び
上
が
る

ニ
ー
チ

ェ
の
世
界

解
釈
と
の
相
違
を
見

な
が
ら
、
精
神

か
ら
身
体
へ

の
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
変
換
に
よ
っ
て

身
体
理
性

が
解
釈
す
る

価
値
判
断
や
生

存
の
新

た
な

像
を
捉
え
、
対

立
概
念
に
基
づ
く
身
体
に
つ
い

て

の
理
解
を
超
え
て

生
存
を
解
釈
し
、
そ
の
意
味
を
創
造
し
て

ゆ
く
こ
と
の

可

能
性
が
、
ひ
い
て

は
自
他
了
解
の
地
平
が

ニ
ー
チ
ェ
の
仏
教
と
の
邂
逅
の

中

に
開
け
て

ゆ
く
点
を
指
摘
し
た
い
。

一
　

身

体

と

は

何

か

そ
れ
で
は

ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
身
体
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
し
て

、
そ
の
遠
近
法
的
解
釈
学
と
は
ど
の
よ
う
に
可

能
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

身

体

に

つ

い

て

の

最

も

有

名

な

定

義

は

、

ツ

ァ

ラ

ツ

ス

ト

ラ

が

語

る

と

こ

ろ
の
人
間
存
在
に
お
け
る
「
大
い
な
る
理
性
ｇ
ｒ
ｏ
s
s
e
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
」
と
し
て

の

身

体

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

、

精

神

と

は

「
小

さ

い

理

性

ｋ
ｌｅ
ｉｎ
ｅ

ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
」
で
あ
り
、
身
体
の
「
道
具
か
つ
玩
具
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
-
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｌ
ｚ
ｅ
ｕ
ｇ
」

で

あ

る

。

大

小

の

理

性

と

い

う

区

別

に

は

、

既

に

従

来

の

心

身

に

関

す

る

価

値

基

準

を

逆

転

さ

せ

た

価

値

判

断

が

見

ら

れ

る

。

そ

れ

は

小

理

性

を

完

全

に

否

定

す

る

も

の

で

は

な

く

、

等

級

を

示

す

も

の

、

支

配

関

係

を

示

す

も

の

で

あ

る

。
『
ツ

ァ

ラ

ツ

ス

ト

ラ

』

と

ほ

ぼ

同

時

期

に

書

か

れ

た

断

章

に

は

身

体

に

お

け

る

意

識

と

無

意

識

を

対

比

さ

せ

て

次

の

よ

う

に

あ

る

、

身

体

の

導

き

の

糸

を

手

繰

っ

て

ゆ

く

と

、

我

々

は

人

間

を

、

半

ば

互

い

に

闘

争

し

合

い

、

半

ば

互

い

に

順

応

従

属

し

合

い

な

が

ら

、

個

々

の

存

在

に

つ

い

て

の

肯

定

の

中

で

不

意

に

全

体

を

も

肯

定

せ

ざ

る

を

得

な

い

よ

う

な

生

命

体

の

多

様

性

と

し

て

、

認

識

す

る

。

こ

の

生

命

体

に

は

、

服

従

者

と

し

て

よ

り

も

よ

り

高

い

程

度

で

支

配

者

と

し

て

あ

る

よ

う

な

も

の

が

存

在

し

、

そ

こ

に

は

ま

た

闘

争

と

勝

利

も

存

在

す

る

。

人

間

の

総

体

は

す

べ

て

、

部

分

的

に

無

意

識

の

ま

ま

で

あ

る

が

、

ま

た

〈
部

分

的

に

〉

衝

動

Ｔ
ｒ
ｉｅ
ｂ
ｅ

の

形

態

に

お

い

て

意

識

化

さ

れ

る

も

の

も

あ

る

、

と

い

う

有

機

体

の

特

性

を

持

っ
て

い

る

。

こ

こ

で

は

無

意

識

が

衝

動

や

熱

情

Ａ
ｆ
ｆｅ
ｋ
ｔｅ

と

い

っ

た

形

で

意

識

化

さ

れ

る

可

能

性

が

想

定

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

衝

動

は

、

身

体

上

で

は

多

種

多

様

で

あ

り

総

合

さ

れ

て

い

な

い

。

こ

の

箇

所

で

ニ

ー

チ

ェ

は

「
主

人

」

た

る

機

能

を

仮

定

し

て

は

い

る

が

、

自

我

意

識

（
理

性

）

が

そ

れ

ら

の

可

能

性

を

決



定

す

る

と

い
う

カ

ン

ト
等

の
説

を

批

判

し

、
「
そ

れ

は

意

識

の

中

に

い

る
わ

け
で
は
な
い
。
意
識
と
は
胃
と
同
じ
く
ひ
と
つ
の
生
体
器
官
O
r
g
a
n

で
あ
る
。
」
と
コ
ギ
ト
（
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｃ
ｏ
ｇ
ｉ
ｔ
/
I
ｃ
ｈ
-
ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
）
を
は
じ
め
と
す
る
自

我
意
識
Ｉ
ｃ
ｈ
-
B
e
w
u
s
s
t
s
e
i
n
ｎ
に
基
づ
く
理
性
を
他
の
器
官
よ
り
優
位
に
置
く

こ

と

は

な

い
。

そ
し

て

、

自

我

意

識

と

は
来

る

べ

き

最

終

の
も

の
で

、

あ

る

一

つ

の
有

機

体

が

機

能

し

終

え

た
と

き

に

は
、

殆

ど

余

分

な

何
も

の

か
で

あ

る
。

統

一
体

の

意

識

と

は
、

い
ず

れ

に

せ

よ

、

あ

ら

ゆ

る
機

能

が
真

に
固

有

か

つ
同

一
的
に
活
動
す
る
統
一
体
と
比
較
す
る
と
、
極
度
に
不
完
全
な
も
の
で

あ

り

、

極

度

に

頻

繁

に

把

握

し

損

な

う

と

こ

ろ

の

も

の
で

あ

る
が

、

無

意

識

と

は

大

い
な

る
主

要

活

動

で

あ

る

。

意

識

は
再

び

、

よ

り

高

等

の

統

一

体

に

従

属

し

よ

う

と

す

る

と

き

に

初

め

て

通

常

と

し

て

現

れ

る
が

、

そ

れ

は

、

と

に
か

く

よ

り

高

等

の
統

一
体

に
属

す

る
、

つ

ま
り

自

己

外

に

属

す

る
意

識

と

し

て

現

れ

る

の
で

あ

る
。

以

上

の
よ

う

に
述

べ
て

、

自

我

意

識

の
優

位

を
否

定

し

た
上

で

、

内

と

外

、

固

有

と

異

質

、

自

己

と

他

者

と

い

っ

た
境

界

を

超

え

て

身
体

性

を
捉

え

て

い

る
。

そ

し

て

人

間

の
身

体

に

は
、
「
あ

ら

ゆ

る

有

機

体

的

生

成
」

の

「
過

去

全

体

が

再

び

生

き

生

き

と

な

っ
て

身

体

化

し

、

そ

れ

を

貫
ぎ

、

通
過

し

、

超

え

る

、

巨

大

だ

が

聞

き

取

り

不

可

能

な

潮

流

」

が

あ

る

こ
と

を

示

し

て

い

る
。

こ

の

一

元

的

な

無

意

識

的

過

去

の
流

れ

が

、

ニ

ー
チ

ェ

の
思

想

形

成

に

お

い

て
「
権
力
へ
の
意
志
ｗ
ｉ
l
l
e
　
z
u
r
　
M
a
c
h
t
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
生
命
体

の

原

動

力

で

あ

り

、

解

釈

学

の

底

辺

と

思

わ

れ

る

。

そ

れ

は
、

若

き

ニ
ー

チ

ェ

が

シ

ョ

ー

ペ

ン

ハ

ウ

ア

ー

よ

り

得

た

と

こ

ろ

の

「

意

志

」

に

立

ち

戻

っ

て

展

開

さ

れ

た

概

念

で

あ

る

が

。

シ

ョ

ー

ペ

ン

ハ

ウ

ア

ー

に

お

い

て

は

盲

目

な
る
「
生
へ
の
意
志
ｗ
ｉ
ｎ
ｅ
　
ｚ
ｕ
m
　
Ｌ
ｅ
ｏ
ｅ
ｎ
」
が
形
而
上
学
的
原
理
、
つ
ま

り

多

様

な

世

界

現

象

の

基

礎

と

な

る

統

一

体

と

し

て

の

意

志

と

捉

え

ら

れ

、

そ

の

意

志

否

定

に

よ

っ

て

苦

か

ら

の

救

済

を

求

め

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る

の

に

対

し

て

、

ニ

ー

チ

ェ

の

権

力

意

志

は

恒

久

的

最

後

的

な

統

一

体

と

し

て

は

機

能

し

て

お

ら

ず

、

あ

く

ま

で

「

意

志

と

い

う

も

の

は

な

く

、

絶

え

ず

そ

の

権

力

を

増

大

し

た

り

喪

失

し

た

り

す

る

意

志

の

点

描

Ｗ

ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
-

Ｐ
ｕ

ｎ

ｋ
ｔ
ａ

ｔ
ｉｏ
ｎ

ｅ
ｎ

が

あ

る

」

の

み

で

あ

る

。

ニ

ー

チ

ェ

は

無

秩

序

の

意

志

を

「

権

力

へ

の

意

志

」

と

い

う

形

で

登

場

さ

せ

る

こ

と

で

、

つ

ま

り

意

志

と

し

て

の

身

体

的

実

存

の

無

秩

序

な

諸

要

素

に

権

力

と

し

て

の

秩

序

的

傾

向

を

順

応

さ

せ

る

こ

と

で

、

そ

れ

ら

の

諸

要

素

が

身

体

的

自

己

ｄ
ａ
ｓ

　
ｌ
ｅ

ｉ
ｂ

ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ

Ｓ
ｅ

ｌ
ｂ

ｓ
ｔ

と

い

う

統

一

体

へ

と

統

合

さ

れ

て

ゆ

く

と

い

う

身

体

性

を

指

摘

し

、

そ
の
意
味
で
、
身
体
は
多
元
性
と
一
元
性
の
両
極
間
に
生
ず
る
「
諸
力
の
自

己
調
節
シ
ス
テ
ム
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｇ
ｕ
ｌ
ｉ
ｅ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
e
m
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｋ
ｒ
ａ
ｆ
ｔ
ｅ
ｎ
」

と

し

て

呈

示

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

故

、

身

体

は

文

法

の

主

語

の

よ

う

な

実

体

的

主

体

で

は

な

く

、

主

客

の

対

立

を

超

え

た

有

機

体

の

生

成

そ

の

も

の

と

し

て

捉

え

ら

れ

、

生

成

を

権

力

意

志

の

流

れ

と

考

え

る

限

り

、

身

体

と

は

ま

た

自

他

間

の

出

入

り

口

で

あ

る

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

で

は

、

そ

れ

が

ど

の

よ

う

に

遠

近

法

的

解

釈

学

に

結

び

つ

く

の

で

あ

ろ

う

か

。

そ

し

て

そ

の

認

識

の

方

法

が

他

者

理

解

へ

と

導

か

れ

て

ゆ

く

の

で

あ

ろ

う

か

。

ニ

ー

チ

ェ

は

、

「

我

々

の

基

本

的

衝

動

の

各

々

か

ら

見

る

と

、
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あ

ら

ゆ

る

生

起

や

経

験

に

つ

い
て

の
様

々
な

遠

近

法

的

評

価

が

あ

る
」

と

認

め

て

、

遠

近

法

的

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ヴ

を

生

成

と

消

滅

の

な

か

に

据

え

、

「
『
権

力

へ

の

意

志

』

の

多

元

性

と

し

て

の

人

間

」

を

、
「
そ

れ

ぞ

れ

が

表

現

手

段

と

形

式

の

多

様

性

を

持

つ
」

と

定

義

付

け

た
上

で

、
「
『
精

神

』
自

体

も

意

識

の

あ

ら

ゆ

る
現

象

の

た

め

の

一

つ

の
表

現

で

あ

る
が

、

我

々

は

そ
れ

を

現

象

の

原

因

と

し

て

解

釈

し

て

し

ま

う

」
、

と

観

念

論

的

な

も

の

を

虚

構

と

す

る

。

そ

こ

で

、

身

体

は
衝

動

や

情

念

な

ど

権

力

意

志

の
表

現

と

評
価

の

場

と

な

る

の

で

あ

る
。

さ

ら

に

身

体

上

の
意

識

化

の
過

程

に

は
、

未

知

の
も

の

を
既

知

の
も

の

に
、

つ

ま

り

無

意

識

を

習

慣

的

な

意

識

的

現

象

の
概

念

へ
と

還

元

す

る
翻

訳

作

業

が

あ

る

と

さ

れ

る

。

そ

こ

で

ニ

ー

チ

ェ

は

、
「
自

然

的

人

間

と

い

う

原

典

Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｔ
ｅ
ｘ
ｔ
　
h
o
m
o
 
n
a
t
u
r
a
」
へ
と
再
び
人
間
自
身
を
訳
し
戻
す
こ
と
を

課

題

と

す

る

。

ニ

ー

チ

ェ

に

と

っ
て

道

徳

も

情

念

Ａ
ｆ
ｆｅ
ｋ
ｔ
ｅ

の

記

号

言

語

で

あ

り

、

情

念

も

有

機

的

機

能

の
記

号

言

語

に

他

な

ら

ず

、

意

識

＝

言
語

化

し

た

現

象

を

再

び

、

ま

だ

統

一

さ
れ

て

い
な

い
諸

々

の
自

然

的

生

起
や

体

験

へ

と

訳

し

戻

す

こ
と

で

、

人

間

存

在

の
根

底

を

解

明

し

よ

う

と

し

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

こ

の
翻

訳

お

よ

び
反

訳
が

、

無

意

識

と

意

識

と

い

う

異

な

る

言

語

形

態

を

も

っ

た

二

つ

の

世
界

の
意

思

疎

通

の
新

た

な

方

法

で

の

試

み

で

あ

る

な

ら

ば

、
Ｈ

．
- Ｇ
．
ガ
ダ

マ

ー

の
解

釈

学

が

述

べ

る
よ

う

に
、

翻

訳
と

は

既

に

ひ

と

つ

の
解

釈

で

あ

る
と

い

え

る

で

あ
ろ

う
。
「
自

然

的

人

間

と

い

う
原

典

」

を

読

む

と

い

う

こ
と

は
、

身

体
上

に
表

現

さ
れ

る

「
権

力

の

意

志
」

に

遡

っ
て

自

己

を

了

解

し

、

生
存

を
了

解

す

る
と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

解

釈

と

は

意

味

の

捏

造
で

は

な

く

、

言
語

間

の

深

淵

に

か

か

る
対

話

に

お

い
て

の

合

意

の

相

互

性

で

あ
り

、
こ

こ

で

は
他

者

の

身

体

性

、

つ

ま

り

他
者

も

身

体

で

あ

る
と

い

う
前

提

が

、

自

他

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ
ー

シ

ョ
ン

を
可

能

に

さ

せ

る
の

で

あ

る
。

他

者
経

験

を

通

し

て
多

元

的

不

統

一

な

自

己

に

回
帰

し

な
が

ら

解

釈

が

な

さ
れ

る

の

で

あ

る
。

ニ
ー
チ

ェ
が

現

存

在

の

遠

近

法

的
多

義

的
性

格

を

指

摘

し

て

、
「
あ
ら

ゆ

る
現

存
在

は

本

質

的

に

解

釈

す

る
現

存

在
で

あ

る
」

と

い

う
定

式

を

見

い

だ
す

の

は
、

こ

の

よ

う

な

身

体

の

持

つ

解

釈

の
可

能

性

の

上

で

あ

る
。

自

己

の

パ

ー

ス

ペ

ク
テ

ィ
ヴ

と

他

者

及

び

世

界

の
間

で

現

存

在

は
、

有

機

体

に

し

ろ

無

機

物

に
し

ろ

、

解

釈

な

し

で

は

無

意
味

で

あ
り

、

普

遍

妥

当

性

お

よ

び

絶
対

へ

と
向

か
う

脱

遠

近

法

的

な

認

識

、
即

ち
主

観

論

的

認

識

に

よ

っ
て

発

見

さ

れ
ず

に
あ

っ
た

「
無

限
」

の

世
界

解
釈

の
可

能

性

を

見

い
だ

す

の
で

あ

る
。

ニ
　
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
文
化
価
値
の
起
源

こ

の

よ

う

な

身

体

上

の

無

意
識

的

生

成

の

も

つ

了

解

と

世

界

解

釈

の
可

能

性

は

ニ

ー

チ

ェ

の

自

然

哲

学

の

み

な

ら

ず

、

文

化

哲

学

Ｋ
ｕ
ｌｔｕ
ｒ
-

ｐ
ｈ
ｉｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉｅ

に

も

顕

著

に

見

ら

れ

、

自

然

は

文

化

に

対

立

せ

ら

れ

た
概

念

で

は

な

い

と

い

え

る

。

身

体

性

が
文

化

形

成

に
携

わ

る
時

、

そ

の

道

徳

は
古

代

ギ

リ

シ

ヤ
を

は

じ

め

と

す

る

貴
族

的
人

間

の
価

値

創

造

と

し

て

、

ル

サ

ン

テ

ィ

マ
ン

道

徳

の

起

源

と

対

比

し
て

考
察

さ

れ

る
。

ニ
ー

チ

ェ
は

『
道

徳

の

系

譜

学

』

に

お

い

て

「

ロ
ー

マ
、

ア

ラ

ビ

ア
、

ゲ

ル

マ

ン
、

日

本

の

貴

族
、

ホ

メ

ロ
ス

の

諸

英

雄

、

ス
カ

ン
デ

ィ

ナ

ビ

ア

の
海

賊

等

」

を

例

に

挙

げ
て

、



「
金
毛
獣
b
l
o
n
d
e
 
B
e
s
t
i
e
」
の
像
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
金
毛
獣
は
、
良

心
、

罪

悪

感

、

非

利

己

的

な

も

の

等

の
道

徳
概

念

の
自

我

的
意

識

に

よ

る

展

開

を
、

人

間

と

い

う
猛

獣

、

つ

ま
り

身

体

と

し

て

の
人

間

を
飼

い

馴
ら

し

、

「
家
畜
H
a
u
s
t
h
i
e
r
」
に
す
る
と
い
う
弱
者
の
ル
サ
ン
テ
ィ
マ
ン
的
意
図
の

表

れ
と

し

て

論

駁

す

る

ニ

ー
チ

ェ

に
と

っ
て

、

生

存

肯

定

的
で

あ

り

、

ル

サ

ン

テ

ィ

マ

ン

に

よ

る
価

値

創

造

と

は
異

な

る

身

体

的

無

意

識

の

行

動

に

お
け

る

強

さ

、
高

貴

さ
、

無

垢

が

強

調

さ
れ

て

い

る

が

、

そ

の

圧

倒

的

力

の

野

蛮

性

に

つ

い

て

ニ

ー

チ

ェ
は

、

人

種

主
義

的

意

味

で

の

生

存
闘

争

や

優
勢

人

種

の

生
物

学

的
保

存

を
目

指

し

て

い

る

の
で

は

な

く

、

古
代

に

遡
り

道

徳

的

文

化

価

値

の
系

譜

学

的

な

意

味

に

お

い
て

そ

の

起

源

を

探

り

、
そ

の

起
源

を

約

束

で

は

な
く

、

支

配

階

級

の

権

力

の
表

れ

と

理

解
す

る

の

で
あ

る
。

宗

教

の

起
源

に

つ

い
て

も

、

こ

の

見

解

か
ら

遠

く

は

な

れ

て

お

ら
ず

、

宗

教

開

祖

の

存

在

意

義

と

そ

の

独

創
性

は
、

無

意
味

と

も

思

わ

れ

る

生

存

を
了

解

・

解

釈

し

、

そ

れ

に

「

最

高

の
意

義
と

価

値
」

を

注

入

す

る

こ

と

で

あ

り

、

人

間

共

通

の

心

理

的
洞

察

を

通
し

て

の

支
配

的

な

巻

入

で

あ

る

と

解

さ

れ

て

い

る
。

ニ
ー

チ

ェ
は

イ

エ
ス

、

パ

ウ

ロ
と

と

も

に

仏

陀

に

つ

い

て

言

及

し

、

そ

の

開

祖

と

し

て

の

能

力

を
天

才

と
し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

天

才
も

し

く

は

貴

族

的

人

間

と

い

う

観

点

で

は

、

破

壊

的

な

攻
撃
性
と
構
築
的
な
そ
れ
と
の
間
、
つ
ま
り
破
壊
的
暴
力
G
e
w
a
l
t
と
積
極

的
権
力
M
a
c
h
t
と
の
質
的
相
違
は
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
歴
史
的
移
行
が
あ

る

の

み

で

、

ニ
ー

チ

ェ

は

「
能

動

的

、

強

力

、

自

発

的

、

攻

撃

的

な

人

間

」
、

つ

ま

り

「
侵
害

的

、
暴

圧

的

、

搾

取

的

、

破

壊

的

な
」

生

の
根

本

に

即

し

て

文

化

形

成

を

見

て

い

て

、

民

族

、

国

家

、

社

会

と

い

う

最

後

的

有

機

体

の

形

成

に

つ

い

て

も

原

形

質

Ｐ
ｒ
ｏ
ｔｏ
ｐ
ｌａ
ｓ
m
a

の

段

階

に

ま

で

遡

り

、

外

的

抵

抗

力

に

対

し

て

、

同

化

す

る

か

同

化

さ

れ

る

か

、

支

配

す

る

か

支

配

さ

れ

る

か

と

い

う

自

己

拡

大

の

本

能

で

あ

る

、

権

力

へ

の

意

志

の

作

用

と

同

一

視

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

政

治

的

、

経

済

的

な

領

域

に

お

い

て

も

、

こ

の

最

原

初

的

な

身

体

的

傾

向

を

持

つ

人

間

動

物

を

「

約

束

す

る

こ

と

が

許

さ

れ

て

い

る

動

物

Ｔ
ｈ
ｉｅ
ｒ

，　
ｄ
ａ
ｓ
 
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｐ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

　
ｄ
ａ
ｒ
ｆ
ｊ

に

飼

育

す

る

こ

と

が

道

徳

化

で

あ

り

、

道

徳

と

は

売

買

、

交

易

に

お

け

る

契

約

、

つ

ま

り

約

束

が

こ

の

健

忘

な

る

生

成

的

身

体

に

、

も

た

ら

さ

れ

た

損

害

と

等

価

価

値

を

も

つ

刑

罰

等

の

苦

痛

に

よ

っ

て

記

憶

を

刻

印

す

る

こ

と

以

外

の

何

も

の

で

も

な

い

の

で

あ

る

。

ニ

ー

チ

ェ

の

逆

説

は

、

文

化

形

成

初

期

段

階

で

の

金

毛

獣

の

持

つ

「

自

由

な

る

本

能

」

全

体

に

対

し

、

内

向

的

反

動

的

ル

サ

ン

テ

ィ

マ

ン

が

非

利

己

的

な

も
の
に
価
値
を
置
く
良
心
Ｇ
ｅ
ｗ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
'
罪
悪
感
Ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｌ
ｄ
と
い
う
「
理
性
」

を

生

じ

せ

し

め

る

と

こ

ろ

の

弱

者

の

残

酷

さ

に

あ

る

と

い

え

る

。

こ

の

脱

野

獣

化

の

中

に

身

体

は

傷

付

け

ら

れ

て

病

気

に

な

る

と

い

う

特

性

を

見

せ

、

そ

れ
は
攻
勢
的
―
内
向
的
、
本
能
的
―
理
性
的
、
高
貴
―
野
卑
、
生
存
肯
定
的

―
生
存
否
定
的
、
主
人
―
奴
隷
と
い
っ
た
両
面
を
自
己
内
に
持
つ
自
己
分
裂

に

陥

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

個

々

の

人

間

か

ら

始

ま

り

、

文

化

全

体

に

と

っ

て

何

が

有

益

で

、

何

が

有

害

か

を

見

つ

け

出

す

こ

と

が

課

題

と

さ

れ

、

健

康

が

目

標

と

し

て

掲

げ

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

目

標

の

た

め

に

は

、

人

間

が

衝

動

の

昇

華

に
向
け
て
努
力
し
、
即
ち
、
衝
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
カ
オ
ス
を
そ
の
エ
ネ
ル
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ギ

ー

や

情

熱

を

弱

め

た
り

抑

圧

し

た

り

す

る

こ
と

な

く

、
あ

る

一
定

の

秩
序

へ

と

も

た
ら

す

こ
と

を

前

提

と

し

て

い
て

、

心
身

障

害

の

よ

う

な

「
病

気

」

は

、

衝

動

的

欲

求

が

満

足

さ

れ

る
こ

と

も

昇

華

さ
れ

る

こ
と

も

な

く
抑

圧
さ

れ

る

こ

と

に
起

因

す

る
と

見

て

い

る
。

ニ

ー

チ

ェ

は

こ

の

よ

う

な

心
身

的
抑

圧
を
人
間
支
配
の
た
め
の
方
法
と
し
て
把
握
し
、
衝
動
―
身
体
に
敵
対
的
な

も

の

と

し

て

キ

リ

ス

ト
教

道

徳

、

お
よ

び
道

徳

一

般

を

批
判

す

る

の
で

あ

る
。

な

お
、

ニ

ー

チ

ェ

に

お
け

る
自

己

ｄａ
ｓ
　Ｓ
ｅ
ｌｂ
ｓ
ｔ
や

身

体

ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｌ
ｅ
ｉ
ｂ
と

い

う
人
間
学
的
根
本
構
想
は
、
衝
動
的
―
活
力
的
無
意
識
と
い
う
観
点
か
ら

Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
精
神
分
析
の
「
エ
ス
E
s
」
に
引
き
継
が
れ
、
人

間
存
在
の
核
心
的
領
域
を
な
す
衝
動
的
―
活
力
的
基
盤
に
お
け
る
衝
動
の
抑

圧

、

お

よ

び

衝

動

発

達

の
健

康

的

形

態

と

し

て

の
昇

華

の
考

察

に
基

づ

い
て

、

精

神

分

析

の
前

段

階

と

し

て

捉

え

ら

れ

る
ら

れ

る
。

ニ

ー

チ

ェ

の
人

間

学

は

フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
、
「
快
楽
原
則
Ｌ
ｕ
ｓ
ｔ
ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｚ
ｉ
ｐ
」
と
「
ト

ラ

ウ

マ
」

に
関

し

、
「
意

識

は
記

憶

の

痕

跡

部

分

に

生

じ

る
」

と

い

う

根

本

的

な

仮

説

が

立
て

ら

れ

る
こ

と

に
な

る

の
で

あ

る
。

三
　

仏

教
解

釈

に
見

る
身

体

と

精

神

(
1
)
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仏
教
・
永
遠
回
帰
と
弁
証
法

そ
れ
で

は
、

こ
の
よ

う
な

パ
ー
ス
ペ

ク
テ

ィ
ヴ
か
ら
他
者

、
特
に
異
文
化

と
の
接
触
お
よ

び
そ

の
了
解

は
ど
の
よ

う
に
な
さ
れ

る
の
か
。

ニ
ー
チ
ェ
は

前
述
の
よ

う
な
身
体
上

の
無
意
識
な
る
生
成
と
消
滅

の
繰
り
返

し
を
、
彼

の

用

語
で
言
え
ば

「
永
遠
回
帰
」
と
し
て
確
認
し

、
そ
れ
よ
り

生
じ

る
多
元
的

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ヴ

か

ら

の

世

界

解

釈

が

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

と

い

う

病

気

の

快

癒

の

た

め

の

新

し

い

価

値

創

造

と

な

る

こ

と

を

意

図

し

て

い

る

。

ニ

ー

チ

ェ

が

永

遠

回

帰

の

思

想

を

も

っ

て

克

服

し

よ

う

と

し

た

病

気

は

、

既

に

「
反

時

代

的

考

察

」

の

第

二

書

に

も

現

れ

て

い

る

よ

う

に

、

過

去

の

横

溢

が

生

存

を

害

す
る
と
し
て
「
歴
史
的
病
気
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
 
K
r
a
n
k
h
e
i
t
」
と
診
断
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
「
非
歴
史
的
ｕ
u
n
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
」
で
「
超
歴

史
的
u
b
e
r
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
」
な
観
点
を
生
存
の
脱
歴
史
化
の
た
め
に
据
え
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
仏
教
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
形
式
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る

積

極

的

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

キ

リ

ス

ト

教

的

霊

魂

不

滅

と

救

済

の

信

仰

や

一

九

世

紀

の

科

学

及

び

政

治

に

お

け

る

幸

福

論

的

進

歩

思

想

の

信

仰

に

代

わ

っ

て

、

生

存

が

意

味

も

目

的

も

な

く

繰

り

返

さ

れ

る

円

環

的

時

間

論

を

構

成

す

る

一

方

、

遠

近

法

的

解

釈

を

可

能

に

す

る

身

体

理

性

に

基

づ

い

た

時

間

論

で

も

あ

る

。

さ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
現
実
R
e
a
l
i
t
a
t
」
の
認
識
に
つ
い
て
あ
る
興
味
深

い

覚

え

書

き

を

残

し

て

い

る

。

そ

こ

で

は

「

絶

対

的

現

実

性

」
、
「
存

在

自

体

」

と

い

う

も

の

は

矛

盾

で

あ

る

こ

と

を

示

す

べ

く

、
「

生

成

世

界

で

は

『

現

実

』

は

常

に

実

践

的

目

的

へ

の

簡

素

化

、

な

い

し

は

粗

雑

な

有

機

体

を

根

拠

と

す

る

錯

覚

、

ま

た

は

生

成

速

度

の

相

違

で

あ

り

、

論

理

的

世

界

否

定

と

虚

無

化

は

我

々

が

存

在

を

非

存

在

に

対

立

さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、
『
生

成

』

と

い

う

概

念

を

否

定

す

る

こ

と

か

ら

生

ず

る

。
」

と

い

い

、
「

仏

教

的

現

実

否

定

（
仮

象

＝

苦

）
」

は

「
完

璧

な

結

論

」

で

あ

る

と

の

認

識

を

示

し

て

い

る

。

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

の

発

生

が

、

体

系

化

さ

れ

た

存

在

と

非

存

在

の

対

立



で
身
体
的
「
生
成
」
を
見
落
と

し
て

い
る
こ
と

に
帰
す

る
と
判
断

さ
れ
る
と

き

、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
が

極
め
て

仏
教
的
無
常

・
無
我
説

に
近

づ
く
の
で
は

な
い
だ
ろ

う
か
。

ま
た
そ
の
一
方
で
、
一
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
野
か
ら
見
て
自

然
、
歴
史
お
よ
び
現
存
在
の
無
神
性
と
い
う
点
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の

ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
自
ら
の
問
題
意
識
の
帰
属
性
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
「
生

成
」
や

「
発
展
」

の
動

的
概
念

を
「
存
在
」
と
い
う
静

的
概
念

に
対
し
て
価

値
評
価
す

る
こ
と
で
、

ニ
ー
チ

ェ
は
「
我

々
ド
イ

ツ
人

は

ヘ
ー

ゲ
ル
主

義

者
」
で
あ

る
と
も

い
う
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法

的
発
展
の
体
系
と
永
遠
回
帰

に
お
け

る
意

味
創
造
と

は
両
者

の
方

向
と
そ
の

過

程
は
異
な
る
と
見
る
の
が
正
当
で
あ
ろ

う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お

い
て

は
、
自

己

と
他
者
と
の
承
認
の
関
係
で
自
己
意
識

は
即
自

か
ら
即
自

か
つ
対

自
的
な

お

り
方
へ
と
他
者

を
否
定
し
つ

つ
他
者

を
取
り
込
み
な
が

ら
総

合
さ
れ
て

い

く
プ
ロ
セ
ス
を
も
つ

の
で

あ
る
。

そ
れ
は
単
な
る
否
定
で

は
な
く
、
他
者
と

の
関
係

を
維
持
し

な
が

ら
即
自

的
意
識
か
ら
理
性

へ
と
至

り
、
そ
し
て

感
性

か
ら
絶
対

知
へ
と
高
次
化

さ
れ
て

い
く
動
き
で

あ
る
。

そ
こ
で
最

後
に
、
へ

Ｉ

ゲ
ル
の
観
念
論

的
宗
教

哲
学

お
よ
び
歴

史
哲

学
に
お
け

る
仏

教
へ
の
言
及

を
参
照
し

な
が
ら
、
時
代

的
制

約
に
よ

る
仏
教

に
関
す

る
情
報

の
寡
多
は
当

然
あ
る
が
、
同
じ
く
生
成

の
原

理
に
基

づ
き

な
が
ら
、
身

体
－

精

神
と
い
う

視

点
の
置
き
か
た

の
相
違

に
よ

っ
て
瞭
然

と
な
る
ニ
ー
チ

ェ
と

ヘ
ー
ゲ
ル
に

お
け

る
二
通
り
の
異
文
化

の
捉
え

方
に
つ

い
て
考
え
た

い
。

(
2
)
　
ニ
ー
チ
ェ
の
仏
教
理
解

ま

ず

ニ

ー

チ

ェ

の

身

体

性

が

捉

え

た

仏

教

と

は

如

何

な

る

も

の

で

あ

ろ

う

か

。

ニ

ー

チ

ェ

は

最

後

ま

で

仏

教

を

「

デ

カ

ダ

ン

の

宗

教

ｄ
ｅ
ｃ
ａ
ｄ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
-
Ｒ
ｅ
-

ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
」
、
そ
し
て
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
宗
教
ｎ
ｉ
ｈ
ｉ
ｌ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
」
で

あ

る

と

断

定

し

つ

つ

も

、

後

期

、

特

に

『
ア

ン

テ

ィ

ク

リ

ス

ト

Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｎ
ｔ
ｉ
-

c
h
r
i
s
t
』
の
二
〇
節
か
ら
二
三
節
に
は
、
身
体
的
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
仏

教

が

如

実

に

顕

現

し

て

い

る

。

そ

こ

で

は

、

仏

教

が

基

礎

に

し

て

い

る

二

つ

の

生

理

学

的

事

実

を

挙

げ

て

（
第

一

に

は

「
洗

練

さ

れ

た

苦

の

感

受

能

力

と

し

て

表

現

さ

れ

る

感

受

性

の

持

つ

極

め

て

大

き

な

敏

感

さ

」

と

、

第

二

に

は

「
あ

る

過

度

の

精

神

化

で

あ

り

、

人

格

的

本

能

が

損

傷

し

て

『
非

人

格

的

な

も

の

』

に

有

利

と

な

っ

て

し

ま

う

よ

う

な

、

概

念

と

論

理

的

手

続

き

の

中

で

非

常

に

長

く

生

き

る

こ

と

」
）
、

こ

の

二

つ

の

生

理

学

的

原

因

か

ら

発

生

し

た

「
抑
鬱
状
態
Ｄ
ｅ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
」
に
対
し
て
仏
陀
の
取
る
「
衛
生
学

ｈ
ｙ
ｇ
ｉ
ｅ
ｎ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
」
的
処
置
を
分
析
し
、
野
外
生
活
、
漂
泊
生
活
、
食
べ
物
の
節

制

や

選

択

、

あ

ら

ゆ

る

酒

類

に

対

す

る

注

意

、

癇

癪

を

起

こ

さ

せ

血

を

沸

か

せ
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
情
念
Ａ
ｆ
ｆ
ｅ
ｋ
ｔ
ｅ
へ
の
注
意
、
自
己
―
他
者
と
も
に

対

し

て

心

配

し

な

い

こ

と

等

を

指

摘

し

て

、
「
善

意

」

を

も

仏

陀

が

「
健

康

促
進
ｇ
ｅ
ｓ
ｕ
ｎ
ｄ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
-
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
ｄ
」
と
い
う
側
面
か
ら
要
求
し
て
い
る
と
解
釈

し
て
い
る
（
Ａ
Ｃ
2
0
）
。
ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
仏
教
理
解
は
、
『
ア
ン
テ
ィ

ク

リ

ス

ト

』

二

一

節

に

表

れ

る

キ

リ

ス

ト

教

は

「
身

体

が

軽

蔑

さ

れ

、

衛

生

学

は

官

能

的

で

あ

る

と

し

て

退

け

ら

れ

る

」

と

い

う

解

釈

上

の

地

盤

が

あ

っ

て

発

せ

ら

れ

た

記

述

で

あ

る

と

も

思

わ

れ

る

。
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二

〇

節

の

最

後

に

は

ま

た

、
「
祈

祷
、

禁

欲

、

定

言

命

法

。

強

制

」

は

な

く
、
復
讐
感
情
や
敵
意
、
つ
ま
り
「
ル
サ
ン
テ
ィ
マ
ン
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
」

に
対

す

る
防

御

が

努

め

ら

れ

て

い
る

と

、

精

神

生

理

学

的

見

地

か
ら

仏

教

が

考

察

さ

れ

、
『
ダ

ン

マ

ー
パ

ダ

（
法

句

経

）
』

に

お
け

る

「
敵

対

は

敵

対

に

よ

っ
て

止

ま

ず

」

と

い

う

フ

レ
ー

ズ

が

引

用

さ

れ

て

い

る
が

、

こ

れ

ら

も

同

じ

く

、
「
完

全

に
不

健

康

で

あ

る
」

と

い
う

面

か

ら

考

察

さ
れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

最

終

的

に

は

、

仏

陀

の
教

え

の
最

も

精

神

的

な

関

心

が

個

人

的

な

「
苦

か

ら

の
解

放

」

へ

と
還

元

さ

れ

る

と

し

て

、

そ

の

「
利

己

主

義

ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｇ
ｏ
ｉｓ
m
ｕ
ｓ
」

を

積

極

的

に

評

価

す

る

に

至

る

の

で

あ

る

。

こ

の

ア

ス
ペ

ク
ト

は

シ

ョ
ー

ペ

ン

ハ
ウ

ア

ー
を

介

し

て

の

仏

教

理

解

で

得

ら

れ

た

も

の

で

は

な

い

と

思

わ

れ

る

。

と

い
う

の
も

、

シ

ョ
ー

ペ

ン

ハ

ウ

ア

ー

は

同

情

と

い
う

点

に

共

感

し

て

仏

教

を

自

分

の
哲

学

に
取

り

入

れ

、

自

他

の

境

界

を

取

り

払

っ
た

同

情

を

救

済

へ

の

道

と

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る
。

シ

ョ
ー

ペ

ン

ハ

ウ

ア
ー

に
と

っ
て

、

人

間

の
行

為

の
原

動

力

は

①

利

己

主

義

②

悪

意

③

同

情

で

あ

る

が

、

同

情

か
ら

生

じ

た
行

為

の
み

が

道

徳

的

価

値

を

持

っ

た
行

為

で

あ

り

、

そ

こ

で

一
切

の
個

体

の
本

質

は

「
個

体

化

の
原

理

」

の
外

に

立

つ
盲

目

的

な

る
意

志

で

あ

る

と
認

識

し
、

利

己

的

肯

定

か
ら

離

別

し

て

同

情

に

お

い
て

愛

に
達

す

る
と

さ

れ
、

そ

の
全

的

解

脱

は
生

存

意

志

の

否

定

に

お

い
て

達

せ

ら

れ

る

の

で
あ

る

。

そ

の

象

徴

と

し

て

、

シ

ョ

ー

ペ

ン

ハ

ウ

ア

ー

は
"
Ｔ
ａ
ｔ
　
ｔ
w
a
m
 
ａ
ｓ
ｉ

（
Ｄ
ｉｅ
ｓ
ｅ
ｓ
　
ｂ
ｉｓ
ｔ
　
ｄ
ｕ
!
）
”

と

い

う

ヴ

ェ

ー

ダ

（
仏

教

で

な

く

）

の

こ

と

ば

を

示

し

て

い

る
。

そ

れ

に
対

し

ニ

ー

チ

ェ

は

、
『
道
徳

の
系

譜

』

で

「
同

情

道
徳

」

を

「

新

し

い

仏

教

ｅ
ｉｎ
　
ｎ
ｅ
ｕ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉｓ
m

ｕ
ｓ
」

へ

の

、

そ

し

て

「

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

人

の

仏

教

ｅ
ｉｎ
　
Ｅ
ｕ
ｒ
ｏ
ｐ
ａ
ｅ
ｒ
-
　Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ｉｓ
m

ｕ
ｓ
」

へ

の

、

ひ

い

て

は

権

力

の

意

志

が

衰

退

す

る

ニ

ヒ

リ

ズ

ム

へ

の

迂

回

路

と

し

て

、

シ

ョ

ー

ペ

ン

ハ

ウ

ア

ー

と

共

に

同

時

代

哲

学

者

へ

の

懐

疑

を

顕

著

に

し

て

い

る

が

、

そ

れ

は

仏
教
そ
の
も
の
に
対
す
る
懐
疑
で
は
な
く
、
仏
教
に
対
し
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に

来

る

べ

き

現

象

と

し

て

受

け

入

れ

て

い

る

よ

う

に

も

思

え

る

。

例

え

ば

、

『

ア

ン

テ

ィ

ク

リ

ス

ト

』

の

二

一

節

の

冒

頭

に

は

、
「

仏

教

に

と

っ

て

の

前

提

は

極

め

て

温

和

な

風

土

、

習

俗

に

於

け

る

大

い

な

る

柔

和

や

寛

容

で

あ

っ

て

軍

国

主

義

で

は

な

い

。

ま

た

こ

の

発

生

地

は

上

流

の

知

識

階

級

で

あ

る

。

快

活

、

静

寂

、

無

欲

が

最

高

の

目

標

と

し

て

目

指

さ

れ

、

し

か

も

こ

の

目

標

が

達

成

さ

れ

る

。

仏

教

は

た

だ

完

全

性

の

獲

得

の

み

願

う

よ

う

な

宗

教

で

は

な

く

、

完

全

性

が

常

な

の

で

あ

る

」
、

と

キ

リ

ス

ト

教

と

比

較

し

た

仏

教

の

系

譜

の

貴

族

的

特

質

も

強

調

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

既

に

『
曙

光

』

で

、

バ

ラ

モ

ン

教

か

ら

仏

教

が

発

生

す

る

過

程

に

つ

い

て

、
「

バ

ラ

モ

ン

教

で

は

第

一

に

僧

侶

が

神

々

よ

り

も

優

勢

で

あ

り

、

第

二

に

僧

侶

の

力

が

掌

握

さ

れ

て

あ

る

の

は

し

き

た

り

に

お

い

て

で

あ

っ
て

、

神

々

は

脇

に

置

き

去

ら

れ

て

、

僧

侶

も

媒

介

者

も

不

必

要

に

な

っ

た

と

き

、

自

己

救

済

の

宗

教

の

祖

、

仏

陀

が

登

場

し

た

」

と

述

べ

て

、

無

神

論

的

「
自

己

救

済

の

宗

教

ｄ
ｉｅ
　
Ｒ
ｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｎ

ｄ
ｅ
ｒ
　
ｂ
ｅ
ｉ
Ｄ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ｏ
ｓ
ｕ
ｎ
ｇ
」
と
し
て
の
仏
教
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
未
だ
到
達
し
て

い

な

い

宗

教

的

進

歩

の

段

階

と

考

え

て

い

る

。

ニ

ー

チ

ェ

に

と

っ

て

無

神

論

は

む

し

ろ

「
到

達

」

す

べ

き

宗

教

的

進

歩

な

の

で

あ

る

。

こ

の

意

味

で

、

「
神
の
死
」
に
よ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
肯
定
的
な
「
仏
教
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
形



式
」

で
あ
り
、
こ
こ

か
ら
も

ニ
ー
チ
ェ
が
生
存
肯
定
の
可
能
性
を
、
新
し

い

神
化
や
合
理
主
義
的
な
展
開

に
で
は
な
く
、
身
体
上

に
認

め
ら
れ

る
生
成

に

探

っ
て

い
る
こ
と
が
見
て
取
れ

る
の
で

は
な

い
だ
ろ
う

か
。

(
3
)
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
仏
教
と
の
比
較

ヘ

ー

ゲ

ル

に

と

っ
て
不

完

全
性

を

克

服

し

な

が

ら

成

立
す

る

知

で

あ

る
宗

教

は

、
「
自

然

宗

教

」

か

ら

「
精

神

的

個

性

の

宗

教

」

を

経

て

「
キ

リ

ス

ト

教

的

絶

対

宗

教

」

へ

と

発
展

し

て
ゆ

き

、

最

終

的

に

は

絶
対

宗

教

に

お
け

る

絶

対

精

神
と

し
て

の

神

の
存

在

の
証

明

に
至

る

。
そ

の

う

ち

の

第

一

段

階

の

自

然

宗

教
Ｎ
ａ
ｔｕ
ｒ
ｒ
ｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｎ
を

三

段

階

に
発

展

さ

せ

て

、

呪

術

宗

教

Ｒ
ｅ
ｌｉ
-

ｇ
ｉｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｚ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉ
か

ら

発

し
、

中

国

の

宗

教

を

「
尺

度

の

宗

教

Ｒ
ｅ
ｌｉ
-

ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ａ
s
s
e
ｓ
」
、
仏
教
や
ラ
マ
教
は
「
自
体
内
存
在
の
宗
教
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
-

ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｉ
ｎ
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
ｓ
e
m
ｓ
」
と
し
て
、
「
そ
の
絶
対
的
基
盤
は
自
体
内
存
在

の
静

寂

で
、

そ

こ

で

は

全

て

の

差

異

が

止
み

、

精

神

の

自

然

性

の

定

義

や

あ

ら
ゆ

る

特
別

な

力

が

消

滅

し

て

い

る

」

と

い

い

、

そ

の

原

理

は

「
無

で

あ

り

、

無

で
あ

る

こ

と

が

最

終

的

か

つ

最

高

の

も

の

で

あ

る

」

と

い
う

。

そ

し

て

イ

ン
ド
の
宗
教
を
「
空
想
の
宗
教
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｐ
ｈ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｓ
ｉ
ｅ
」
と
し
て
い

る

。

ヘ

ー

ゲ

ル

は

こ

こ

で

、

ま

さ

に
実

体

と

し

て

は

把

握

さ

れ

得

な

い
仏

教

的
無

を

実

体

化

し

て

い
る

し

、

仏

教

的

見

地

か

ら

す

る

と

神

で

は

な

い
仏

陀

や

ダ

ラ

イ

ラ

マ
の

よ

う

な

感

覚

的

欲

求

を

伴

っ
た

自

然

的

人

間

が

神

と

し

て

あ
が

め

ら

れ

て

い

る

と

非

難

す

る

の

で

あ

る

。

ヘ
ー

ゲ

ル

に
お

い

て

宗

教

の

対
象
は
神
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
他
文
化
の
現
象
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
思

考

内

で

の

み

理

解

可

能

な

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

ヘ

ー

ゲ

ル

に

と

っ

て

キ

リ

ス

ト

教

は

絶

対

宗

教

ｄ
ｉｅ
　ａ
ｂ
ｓ
ｏ
ｌｕ
ｔ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｌｉｇ

ｉｏ
ｎ

で

あ

り

、

そ

れ

は

ニ

ー

チ
ェ
に
と
っ
て
は
「
背
後
世
界
者
H
i
n
t
e
r
e
w
e
l
t
l
e
r
」
と
な
り
、
一
方
、
仏

教

は

ヘ

ー

ゲ

ル

に

は

「
自

体

内

存

在

の

宗

教

」

の

域

を

出

な

い

が

、

ニ

ー

チ

ェ

に

は

実

証

的

な

「
自

己

救

済

の

宗

教

Ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｎ

　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂｓ
ｔ
-

ｅ
ｒ
ｌ
ｏ
ｓ
ｕ
ｎ
ｇ
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

歴

史

哲

学

に

お

い

て

も

同

じ

く

、

ヘ

ー

ゲ

ル

は

「

世

界

史

は

東

か

ら

西

へ

と
進
む
」
と
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
世
界
史
の
終
焉
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
は
始
ま

り

で

あ

る

。

ア

ジ

ア

で

「
極

め

て

物

理

的

な

太

陽

が

昇

り

、

西

に

沈

む

が

、

そ

こ

で

は

そ

の

代

わ

り

に

自

我

意

識

の

内

的

太

陽

ｉｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ

ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
ｗ
ｕ
ｓ
ｓ
ｔｓ
ｅ
ｉｎ

が

昇

る

」

の

で

あ

り

、
「

世

界

史

は

自

然

的

意

志

へ

の

依

存

か

ら

普

遍

へ

の

、

即

ち

主

観

的

自

由

へ

の

訓

育

」

と

さ

れ

、

ア

ジ

ア

は

絶

対

的

に

自

由

な

立

憲

君

主

的

国

家

ヨ

ー

ロ

で
（

の

歴

史

の

前

段

階

に

過

ぎ

な

い

。

こ

れ

に

対

し

、

ニ

ー

チ

ェ

に

と

っ

て

は

、

社

会

や

国

家

す

ら

原
形
質
の
ア
ナ
ロ
グ
と
し
て
同
一
視
さ
れ
る
有
機
体
で
あ
っ
て
、
ま
た
ツ
ァ

ラ

ツ

ス

ト

ラ

は

国

家

と

い

う

概

念

を

「
新

し

い

偶

像

」

と

み

な

し

、

人

間

の

文

化

的

創

造

は

国

家

の

枠

で

は

行

わ

れ

な

い

と

、

捉

え

る

の

で

あ

る

。

そ

の

上

、

当

時

台

頭

し

つ

つ

あ

っ

た

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

を

批

判

し

て

、

国

境

を

取

り
払
っ
た
「
よ
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
ｇ
ｕ
ｔ
ｅ
　
Ｅ
ｕ
ｒ
ｏ
ｐ
ａ
ｅ
ｒ
」
に
よ
る
「
大
政
治

ｄ
ｉ
ｅ
　
ｇ
ｒ
ｏ
ｓ
ｓ
ｅ
　
Ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｔ
ｉ
ｋ
」
が
提
案
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
系
統
だ
っ
た
も

の

で

は

な

く

、

む

し

ろ

非

政

治

的

ユ

ー

ト

ピ

ア

的

傾

向

の

う

ち

に

と

ど

ま

っ

て

い

る

、

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

イ

ン

ド

の

マ

ヌ

法

典

や

カ

ー

ス

ト

制

を
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賞

賛

し

た

箇

所

も

あ

る

が

、

ア

ジ

ア

に

政

治

的

モ

デ

ル

を

求

め

る

こ

と

も

な

い

。

ま

た

、

ユ

ダ

ヤ

人

の

混

血

種

族

Ｍ

ｉｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ

の

文

化

を

肯

定

的

に

評

価

し

て

い

る

箇

所

も

見

受

け

ら

れ

る

。

こ

の

二

人

の

思

想

家

の

異

文

化

観

の

相

違

は

、

人

間

存

在

に

関

す

る

立

脚

点

を

決

定

す

る

も

の

の

違

い

で

あ

り

、

そ

れ

は

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

も

指

摘

す

る

よ

う

に

、

ヘ

ー

ゲ

ル

に

と

っ

て

精

神

つ

ま

り

絶

対

理

性

で

あ

り

、

ニ

ー

チ

ェ

に

と

っ

て

は

身

体

で

あ

る

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

ヘ

ー

ゲ

ル

の

観

念

論

的

歴

史

哲

学

は

高

次

へ

と

向

か

う

理

性

哲

学

で

あ

り

、

歴

史

に

お

い

て

「

自

由

と

理

性

の

王

国

」

と

い

う

世

界

の

絶

対

的

目

的

が

理

性

に

よ

っ

て

把

握

さ

れ

る

が

そ

の

こ

と

と

密

接

に

関

連

し

て

精

神

に

お

け

る

他

者

に

対

す

る

関

係

の

基

本

的
特
色
は
、
「
全
き
他
者
へ
の
出
発
d
e
r
 
Ａ
ｕ
f
b
ｒ
ｕ
ｃ
ｎ
 
ｚ
ｕ
m
　
ｇ
ａ
ｎ
ｚ

Ａ
ｎ
ａ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
」
で
は
な
く
、
「
故
郷
へ
の
傾
向
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｚ
ｕ
ｇ
　
ｚ
ｕ
ｒ
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｍ
ａ
ｔ
」
と

言

い

表

さ

れ

る

よ

う

に

、

未

知

や

異

質

へ

と

同

化

さ

れ

る

こ

と

は

な

く

、

他

者

間

に

あ

っ

て

の

自

己

の

自

己

確

信

で

あ

る

と

も

い

え

る

。

そ

し

て

そ

の

よ

う

な

精

神

の

同

一

性

の

体

系

が

人

間

自

身

に

対

し

て

疎

遠

に

な

っ

た

こ

と

か

ら

も

、

人

間

と

は

何

か

と

い

う

問

い

の

根

拠

を

生

命

の

う

ち

探

る

動

き

が

二

ー
チ
ェ
に
至
る
ま
で
に
既
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
後
期
自
然
哲
学
、
シ
ョ
ー
ペ

ン

ハ

ウ

ア

ー

の

厭

世

論

的

世

界

観

や

フ

ォ

イ

ェ

ル

バ

ッ

ハ

の

唯

物

論

的

キ

リ

ス

ト

教

批

判

を

輩

出

し

、

身

体

哲

学

が

「

一

九

世

紀

の

生

み

の

子

」

と

い

わ

れ
る
よ

う
に
ド
イ
ツ
観
念
論
、
特
に

ロ
マ
ン
主
義
思

想
が
は
ら
ん
で

い
た
理

性
の
問
題

は
、

啓
蒙

的
光
に
よ

っ
て

は
照
ら
さ
れ
得

な
い
「
無
意
識
」
的
自

然
を
期
せ

ぬ
副

産
物

と
し
て

露
見
さ
せ
、
総

合
的
人
間

学
と
し
て

の
領
域
に

問
題
提
起
を
し
た

の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、

ニ
ー
チ

ェ
の
執
る
生

存
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身
体

か
ら
の
遠
近
法

は
、
他
者
か
ら
の
、

そ
し
て
異
文
化

か
ら
の
曙
光

を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
示
す
の
で
あ
る
。

終

わ
り

に

以

上
、
観
念
論
的
な
他
者
理
解
と
比
較
し
て
身
体
理
性

の
遠
近
法
か
ら
見

る
と
、
と
も
す
れ
ば
、
そ
れ

は
権
力
意
志
を
顧
慮

な
く
讃
美
す
る
誇
張
さ
れ

た
個
人
主
義
や
単
な
る
理
性
の
後
退
、
本
能
の
無
批
判
な
賞
賛
や
社
会
―
政

治
的
進

歩
の
拒
否

と
誤

解
さ
れ
る
恐
れ
も
あ

る
が
、
自
己

の
前
景

と
し
て

あ
っ
た
真
理
や
絶
対

に
対
す
る
意
識
を
破
壊
し
な
が
ら
、
根
源
的
多
元
的
な

「
自
然

的
人

間
と
い
う
原
典
」
に
立
ち
返

っ
て
、
「
人
間
と
は
何
か
」
と
問

い

直
し
、

そ
の
開
か
れ
た
自
己
の
可

能
性
を
、
つ
ま
り
も
う
ひ
と
つ
の
自
己
反

省

の
可

能
性
を
究
明
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
遠
近
法
の
地
平
は
「
第
二
の
啓

蒙
」
と
呼

べ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ

か
ら
精
神
論
的
理
念

の
持
つ
偏
向
性
を
見
直
し
、
自
我
の
理
念

に
執
着
す
る
こ
と
な
く
、
他
者
を

了

解
・
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う

か
。

ニ
ー
チ
ェ
が
そ

の
後
期
哲
学
に
お

い
て
身
体
を
捉
え
た
上
で
対
峙
し
た
仏
教
は
身
体
と
い
う

視
点
を
通
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
に
ひ
と
つ
の
可
能
性

を
与
え

た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
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る

。
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、
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る

「
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「
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