
〈
研

究
論

文

２

〉

ニ

ー

チ

ェ

の

仏

教

理

解

川
　
鍋
　
征
　
行

一

ニ
ー
チ
ェ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
と
し
て
、
仏
教
に
言
及
し
て
い
る

教
少
な
い
者
の
一
人
で
あ
る
。
「
ニ
ー
チ
ェ
の
仏
教
理
解
」
と
い
う
テ
―
マ

は

、

さ

ま

ざ

ま

な

問

題

を

含

む

も

の

で

あ

る

が

、

こ

の

小

論

で

は

、

ニ

ー

チ

ェ

が

、

い

か

に

し

て

仏

教

に

関

心

を

も

つ

よ

う

に

な

っ

た

か

、

そ

し

て

、

か

れ

の

理

解

し

た

仏

教

は

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

っ

た

の

か

を

中

心

に

考

察

し

た

い

。

二

年
譜
に
よ
る
と
、
ニ
ー
チ

ェ
は
、
五
歳
で
父

を
な
く
し
、
六
歳
で
弟

を
な

く
す

な
ど
、
幼
児

に
お
い
て
家

庭
の
不

幸
を
経
験
．し
て
い
る
．
青
年
時
代

に

お
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
形
成
に
影
響
を
与
え
た
者
と
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ

ン

ハ

ウ

ア

ー

や

ワ

ー

グ

ナ

ー

な

ど

が

あ

げ

ら

れ

る

が

、

パ

ウ

ル

・

ド

イ

ッ

セ

ン

は

、

プ

フ

ォ

ル

タ

学

院

以

来

の

終

生

の

友

で

あ

り

、

古

代

イ

ン

ド

哲

学

や

仏

教

に

つ

い

て

の

豊

富

な

知

識

を

ニ

ー

チ

ェ

に

供

給

し

続

け

た

人

で

あ

る

。

ニ

ー

チ

ェ

は

、

古

典

文

献

学

の

才

能

の

た

め

、

二

五

歳

の

若

さ

で

、

バ

ー

ゼ

ル
大
学
の
教
授
と
な
り
、
前
後
し
て
一
〇
年
間
、
そ
の
職
に
あ
っ
た
。
し
か

し
、
若
い
頃
以
来
の
頭
痛
と
眼
痛
が
激
し
く
な
り
、
大
学
を
退
職
し
て
、
ス

イ

ス

と

イ

タ

リ

ア

の

間

を

往

来

し

な

が

ら

、

約

一

〇

年

間

の

う

ち

、

『

曙

光

』

Ｍ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｒ
ｏ
ｔ
ｅ
、
『
悦
ば
し
き
知
識
』
Ｄ
ｉ
ｅ
　
ｆ
ｒ
ｏ
ｈ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
W
i
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
’
　
『
ツ

ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
Ａ
ｌ
ｓ
ｏ
 
ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
　
Ｚ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｈ
ｕ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
、
『
善
悪
の
彼
岸
』
Ｊ
ｅ
ｎ
-

ｓ
ｅ
ｉ
ｔ
ｓ

　
ｖ
ｏ
ｎ

　
Ｇ

ｕ

ｔ
　
ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｂ

ｏ
ｓ
ｅ
；
　
Ｖ

ｏ
ｒ
ｓ
ｐ

ｉｅ

ｌ
　

ｅ

ｉｎ

ｅ
ｒ

ｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ
ｉ
ｅ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　

Ｚ
ｕ
-

ｋ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ

．
、

道

徳

系

譜

学

』

Ｚ
ｕ

ｒ

　
Ｇ

ｅ
ｎ

ｅ
ａ
ｌ

ｏ
ｇ

ｉ
ｅ

　
ｄ

ｅ
ｒ

　Ｍ

ｏ
ｒ
ａ

、
『

偶

像

の

た

そ

が

れ
』
G
o
ｔ
ｚ
ｅ
ｎ
-
Ｄ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
,
　
o
d
e
r
：
 
w
ｉ
ｅ
　
ｍ
ａ
ｎ
　
m
i
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
Ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ

ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｅ
ｒ

ｔ

等

と

い

う

重

要

な

著

作

を

次

々

と

世

に

問

う

た

の

で

あ

る

。



そ

し

て

四

五

歳

の

時

、

ト

リ

ノ

の

広

場

で

昏

倒

し

て

以

来

、

約

一

〇

年

間

、

精

神

錯

乱

の

う

ち

に

生

を

送

り

、

一

九

〇

〇

年

、

五

五

歳

で

な

く

な

っ

た

の

で

あ

る

。

こ
の
よ
う
に
一
〇
年
毎
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
人
生
に
お
い
て
大
き
な
節
目
が

み

ら

れ

る

と

思

わ

れ

る

が

、

生

涯

を

通

し

て

あ

ま

り

に

も

病

気

が

ち

で

あ

る

こ

と

に

驚

か

さ

れ

る

。

青

年

期

よ

り

生

涯

を

通

し

て

偏

頭

痛

と

眼

痛

が

み

ら

れ

、

そ

の

他

、

軍

務

中

の

落

馬

に

よ

る

病

床

生

活

、

赤

痢

と

ジ

フ

テ

リ

ア

に

か
か
る
な
ど
、
絶
え
ず
な
ん
ら
か
の
病
気
を
背
お
っ
て
生
き
、
晩
年
の
一
〇

年

間

は

「

進

行

性

麻

痺

症

」

の

診

断

の

下

に

病

床

生

活

を

送

っ

た

程

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

よ

う

に

病

気

が

ち

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

と

く

に

三

七

歳

よ

り

四

四

歳

頃

ま

で

の

間

に

さ

き

ほ

ど

あ

げ

た

よ

う

な

重

要

な

著

作

が

書

か

れ

、

激

し

い

生

の

燃

焼

が

み

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
　
Ａ
ｌ
ｓ
ｏ
　
ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
　
Ｚ
ａ
ｒ
ａ
ｔ
ｈ
ｕ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ

，
　
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｆ
u
ｒ

ａ

ｌ
ｌｅ

　
ｕ

ｎ
ａ

　
ｋ
ｅ

ｉｎ

ｅ
ｎ

　
（

１
８
８
３
-

１
８
８
５
）

は

、

ニ

ー

チ

ェ

が

三

八

歳

か

ら

四

一

歳

頃

の

、

か

れ

と

し

て

は

も

っ

と

も

円

熟

し

た

時

期

に

書

か

れ

た

も

の

で

、

遺

稿

の

『

力

へ

の

意

志

』

Ｄ

ｅ
ｒ

　
Ｗ

ｉ
ｌ
ｌｅ

　
ｚ
ｕ
ｒ

　
Ｍ

ａ
ｃ

ｈ
ｔ

を

あ

わ

せ

読

む

こ

と

に

よ

っ

て

、

ニ

ー

チ

ェ

の

根

本

思

想

を

理

解

す

る

手

が

か

り

に

な

る

本

で

あ

る

。

『

ツ

ァ

ラ

ツ

ス

ト

ラ

』

は

四

部

よ

り

な

り

、

序

説

で

は

人

間

と

超

人

に

つ

い

て

書

か

れ

て

い

る

。

次

に

、

第

一

部

で

は

、

神

の

死

や

超

人

の

理

想

が

語

ら

れ

、

「

大

い

な

る

正

午

と

は

、

人

間

が

、

獣

と

超

人

と

の

あ

い

だ

に

懸

け

渡

さ

れ

た

軌

道

の

中

央

に

立

ち

、

こ

れ

か

ら

タ

ベ

ヘ

向

か

う

お

の

が

道

を

、

お

の

が

最

高

の

希

望

と

し

て

祝

う

と

き

で

あ

る

。

そ

の

道

が

最

高

の

希

望

に

な

り

う

る

の

は

、

新

し

い

朝

に

向

か

う

道

だ

か

ら

で

あ

る

。

そ

の

と

き

、

没

落

し

て

ゆ

く

者

は

、

お

の

れ

が

か

な

た

へ

渡

っ

て

ゆ

く

過

渡

の

者

で

あ

る

こ

と

を

自

覚

し

て

、

お

の

れ

を

祝

福

す

る

だ

ろ

う

。

そ

し

て

か

れ

の

認

識

の

太

陽

ｄ
ｉｅ

　
Ｓ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
 
ｓ
ｅ
ｉｎ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｔｎ
ｉｓ

は

、

か

れ

の

真

上

に

、

正

午

の

太

陽

と

し

て

か

か

る

こ

と

だ

ろ

う

。

『

す

べ

て

の

神

々

は

死

ん

だ

。

い

ま

や

わ

れ

わ
れ
は
超
人
が
栄
え
ん
こ
と
を
欲
す
る
』
T
o
t
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｄ
　
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
：
　
ｎ
ｕ
ｎ

w
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
　
W
i
ｒ
，
　
ｄ
ａ
s
s
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
　
ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
：
―
―
こ
れ
が
そ
の
大
い

な

る

正

午

に

お

け

る

わ

れ

ら

の

究

極

の

意

志

で

あ

れ

。
」

と

い

う

文

で

終

っ

て

い

る

。

第

二

部

で

は

、

世

の

教

養

人

を

批

判

し

、

真

の

生

に

生

き

る

超

人

を

望

み

、

第

三

部

で

は

、

永

却

回

帰

の

思

想

が

い

よ

い

よ

熟

し

て

き

て

、

か

れ
自
身
の
こ
と
ば
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
「
『
い
ま

わ

た

し

は

死

ん

で

ゆ

く

、

そ

し

て

消

滅

す

る

』

と

、

あ

な

た

は

そ

の

と

き

言

う

だ

ろ

う

。
『

そ

し

て

た

ち

ま

ち

に

し

て

わ

た

し

は

無

に

な

る

。

魂

も

肉

体

も

、

滅

び

る

こ

と

に

お

い

て

変

わ

り

は

な

い

。

だ

が

、

わ

た

し

が

か

ら

み

込

ま
れ
て
い
た
も
ろ
も
ろ
の
原
因
の
網
目
は
―
―
ふ
た
た
び
わ
た
し
を
創
り
出

す

だ

ろ

う

。

わ

た

し

自

身

が

永

却

の

回

帰

ｄ
ｅ
ｒ
 
ｅ
w

ｉｇ
ｅ
ｎ

　
Ｗ

ｉｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｋ
ｕ
ｎ
ｆｔ

の

な

か

の

も

ろ

も

ろ

の

原

因

の

一

つ

な

の

だ

。

わ

た

し

は

ふ

た

た

び

来

る

、

こ
の
太
陽
、
こ
の
大
地
、
こ
の
鷲
、
こ
の
蛇
と
と
も
に
。
―
―
新
し
い
生
、

よ
り
よ
い
生
、
も
し
く
は
類
似
し
た
生
へ
返
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
。
―
―

わ

た

し

は

、

永

遠

に

く

り

か

え

し

て

、

同

一

の

こ

の

生

に

帰

っ

て

く

る

の

だ

。

そ

れ

は

最

大

の

こ

と

に

お

い

て

も

最

小

の

こ

と

に

お

い

て

も

同

一

で

あ

る

。

だ

か

ら

わ

た

し

は

ふ

た

た

び

い

っ

さ

い

の

事

物

の

永

却

の

回

帰

を

教

え

る



の
だ
。
―
―
だ
か
ら
わ
た
し
は
ふ
た
た
び
地
と
人
間
と
の
大
い
な
る
正
午

ｇ
ｒ
ｏ
s
s
ｅ
ｎ
　
Ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
 
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
-
Ｍ
ｉ
ｔ
ｔ
ａ
ｇ
ｅ
つ
い
て
語
り
、
ふ
た
た

び

人

間

た

ち

に

超

人

を

告

知

す

る

の

だ

。
」

と

。

第

四

部

で

は

、

高

人

達

の

気

持

と

超

人

出

現

の

待

望

が

の

べ

ら

れ

、
「

よ

し

。

獅

子

は

来

た

。

わ

た

し

の
子
ど
も
た
ち
は
近
い
。
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
は
熟
し
た
。
わ
た
し
の
時
は
来

た
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
朝

だ
。
わ
た
し
の
日
が
は
じ
ま
る
。
さ
あ
の

ぼ
れ
、

の

ぼ
っ
て
こ
い
。
お
ま
え
、
偉
大

な
正

午
よ
。」
と
い
う
文

で
閉
じ
ら
れ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
全
篇

を
通
じ
で

、
超
人
出
現
の
期
待

が
の

べ
ら
れ
て

い
る

が
、
超
人

と
は
い

か
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
第

一
部
、
「
精
神
の
三

様

の

変
化
」
に
よ

れ
ば
、「

汝
な
す

べ
し
」
と
い
う
重
荷
を
荷
う
、
諦
念

と

畏

敬

の
念
に
み
ち
た
精
神
で
あ
る
ら
く
だ
は
、
「
わ
れ
欲
す
」
と
い
う
新
し
い
諸

価

値
を
立
て

る
権
利

を
み

ず
か
ら
の
た

め
に
獲
得
し
た
砂
漠
の
獅
子

と
な
り

、

さ
ら
に
獅
子
は
小

児
と
な

る
。
小

児
に
つ
い
て
は
「
小
児

は
無
垢
で

あ
る
。

忘
却
で
あ
る
。
新
し
い
開
始
、
遊
戯
、

お
の
れ
の
力
で
回

る
車
輪

、
始

原
の

運
動
、
『
然
り
』
と
い

う
聖

な
る
発
語
で
あ

る
。
そ

う
だ
、
わ
た
し
の

兄

弟

た

ち
よ
。
創
造
と
い
う
遊
齪

の
た
め
に
は
『
然
り

』
と
い
う
聖
な
る
発
語

が

必
要
で
あ

る
。
そ

の
と
き
精
神

は
、
お
の
れ
の
意
欲

を
意

欲
す
る
。
世
界

を

離

れ
て
、

お
の

れ
の
世
界

を
獲

得
す
る
。」

と
記

さ
れ
て

い
る
。
こ
の

小

児

は
、
あ
る
意
味
で

超
人
と
思
わ
れ

る
が
、
神
の
死

と
共

に
人
間
的
現
存
在
の

冒

険
的
、
遊
戯
的
性
格

が
開
示

さ
れ

る
。
創
造
者
と
し
て
の
人
間

の
本
質

は
、

遊
戯
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間

か
ら
超
人

へ

の

変
化

は
、
《
英
知
人
》

の
上

に
突
如
と
し
て
、
生
物
の
一
新
種

が
現

わ
れ

る
と
い

っ
た
、
生
物
学

的
な
種

類

の
、
或
る
突
然
変

異
で
は
な
い
。
そ
の
変
化

は
、
有
限

的
自

由
の
或

る
変

身
で
あ
り
、

そ
れ
が
自
己

疎
外
状
態

か
ら
取

り
戻

さ
れ

る
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
遊
戯
的
性

格
が
自

由
に
発
現
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
超
人
の
出

現
は
、

一
種

の
人
間
形

成
で

も
あ
る
が
、
神
の
死
、
永
却
回
帰

の
思
想
と
関
連
し
て

超
人

や
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
克
服

を
考
察
し
て
い
こ
う
。

神
の
死
に
つ
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
『
悦
ば
し
き
知
識
』
の
第
三
、
一
二

五
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
狂
気
の
人
間
。
―
―
諸
君
は

あ
の
狂
気
の
人
間
の
こ
と
を
耳
に
し
な
か
っ
た
か
、
―
―
白
昼
に
提
燈
を
つ

け
な
が
ら
、市
場

へ
馳
け
で

き
て

、
ひ
っ
き
り
な
し
に
『

お
れ

は
神

を
探
し
て

い
る
！
　
お
れ
は
神
を
探
し
で
い
る
！
』
と
叫
ん
だ
人
間
の
こ
と
を
。
―
―

市
場

に
は
折

し
も
、
神

を
信
じ
な
い
ひ
と
び
と
が
大
勢

群
が
っ
て
い

た
の
で
、

た
ち
ま
ち
彼
は
ひ
ど
い
物
笑
い
の
種

と
な
っ
た

。『
神

さ
ま

が
行
方
知

れ

ず

に
な
っ
た
と
い
う
の

か
？
』
と
或
る
者

は
言

っ
た
。『
神

さ
ま
が
子
供

の

よ

う
に
迷
子
に
な

っ
た

の
か
？

』
と
他
の
者
は
言

っ
た
。
『
そ
れ
と
も
神

さ

ま

は
隠

れ
ん
坊

し
た
の
か
？
　

神

さ
ま

は
お
れ
た
ち
が
怖
く
な
っ
た
の
か
？

神
さ
ま
は
船
で
出
か
け
た
の
か
？
　
移
住
と
き
め
こ
ん
だ
の
か
？
』
―
―
彼

ら
は
が
や
が
や
わ
め
き
立
て

嘲
笑
し
た
。
狂
気
の
人
間

は
彼
ら
の
中

に
と
び

こ
み

、
孔
の
あ
く
ほ
ど
ひ
と
り

び
と
り

を
に
ら
み
つ
け
た
。
『
神

が
ど

こ

へ

行

っ
た
か
っ
て
？
』
、
と
彼

は

叫

ん

だ
、『

お
れ
が
お
前

た
ち

に
言

っ
て
や

る
！
　
お
れ
た
ち
が
神
を
殺
し
た
の
だ
―
―
お
前
た
ち
と
お
れ
が
だ
！
　
お

れ
た
ち
は
み
な
神
の
殺
害
者
な
の
だ
！
　
だ
が
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を

や

っ
た
の
か
？
　

ど
う
し
て

お
れ
た
ち
は
海

を
飲
み

ほ
す
こ
と

が
で
き
た
ん



だ
？

…
…
…
・
お
れ
た
ち
は
無
限
の
虚
無
の
中

を
彷
徨
す
る
よ

う
に
、

さ
迷

っ

て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
？
　
白
昼
に
提
燈
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
の
か
？
　

神
を
埋
葬
す
る
墓
掘
人

た
ち
の
ざ
わ
め
き

が
ま

だ
何

も
き

こ
え
て
こ
な
い
か
？
神
の
腐
る
臭
い
が
ま
だ
何
も
し
て
こ
な
い
か
？
―
―

神
だ
っ
て
腐
る
の
だ
！
　
神
は
死
ん
だ
！
　
神
は
死
ん
だ
ま
ま
だ
！
　
そ
れ

も
、
お
れ
た
ち
が
神
を
殺
し
た
の
だ
！
　

殺
害
者
中

の
殺
害
者
で
あ

る
お
れ

た
ち
は
ど
う
や
っ
て
自
分
を
慰
め
た
ら
い
い
の
だ
？
…
…
…
こ
う
し
た
所
業

の
偉
大
さ
は
、
お
れ
た
も

の
手

に
あ
ま
る
も

の
で

は
な
い
の
か
？
　

そ
れ

を

や

れ
る
だ
け
の
資
格
が
あ
る
と
さ
れ

る
に

は
、
お
れ
た
ち
自
身

が
神

々
と
な

ら
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
の
か
？
　

こ
れ
よ
り
も
偉
大
な
所
業

は
い
ま

だ
か
つ
て
な
か
っ
た
―
―
そ
し
て
お
れ
た
ち
の
あ
と
に
生
ま
れ
て
く
る
か
ぎ

り
の
者

た
ち
は
、
こ

の
所
業

の
お
か
げ
で
、
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
ど
ん
な
歴
史

よ
り
も
一
段
と
高
い
歴
史
に
踏
み
込
む
の
だ
！
』
―
―
こ
こ
で
狂
気
の
人
間

は
囗
を
つ
ぐ
み

、
あ

ら
た
め
て
聴
衆

を
見
や

っ
た
。
聴
衆
も
押
し
黙
り
、
訝

し
げ

に
彼

を
眺
め
た
。
つ
い
に
彼
は
手
に
し
た
提
燈

を
地
面

に
投
げ
つ
け

た

の
で

、
提
燈
は
ば
ら

ば
ら
に
砕
け
、
灯
が
消
え
た

。『
お
れ
は
早
く
来

す

ぎ

た
』
、
と

彼

は

言

っ

た
、
『
ま
だ
お
れ
の
来

る
時
で

は
な
か

っ
た
。
こ
の
怖

る
べ
き
出
来
事
は
な
お
ま
だ
中
途
に
ぐ
ず
つ
い
て
い
る
―
―
そ
れ
は
ま
だ
人

間
ど
も
の
耳
に
は
達
し
て
い
な
い
の
だ
。
雷
光
と
雷
鳴
に
は
時
が
要
る
、
…

…
…
こ
の
所
業
は
、
人
間
ど
も
に
と
っ
て
、
極
遠
の
星
よ
り
も
さ
ら
に
遙
か

に
遠
い
も
の
だ
―
―
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
は
こ
の
所
業
を
や
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
！
』
―
―
な
お
ひ
と
び
と
の
話
で
は
、
そ
の
同
じ
日
に
狂
気
の
人
間

は
あ
ち
こ
ち
の
教

会
に
押
し
入

り
、
そ
こ
で
彼

の『
神
の
永
遠
鎮
魂
弥
撒
曲
』

を
歌

っ
た
、
と
い
う
こ

と
だ
。
教
会
か
ら
連
れ
だ
さ
れ
て
難
詰

さ
れ
る
と
、

彼
は
た
だ
た
だ
こ
う
口
答
え
す
る
だ
け
だ
っ
た
そ
う
だ
―
―
『
こ
れ
ら
教
会

は
、
神

の
墓
穴
に
し
て
墓
碑
で
な
い
と
し
た
ら
、
一
体
な

ん
な
の
だ
』
と
。
」

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
の
死
」
の
神
は
、
超
感
性

的
世
界

一
般

の
称
呼

と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
念
と
理
想

と
の
領
域

を
表

わ
す
名

前
で
あ
る
。
そ
し
て
「
神

は
死

ん
だ
」
と
い
う
意
識

と
と
も
に
、
従
来

の
最

高
価
値
の
根
本
的
転
倒
の
意
識

が
は
じ
ま

る
。
い
わ

ば
、
超
越
的
原
理

の
否

定
に
よ

る
現
実

の
生
、
事
物

が
否
定
さ
れ
て
い
る
状

態

が
、
神

の
死

に
よ
る
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
力
へ
の
意
志
』

に
お
い
て
、
「
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
は
戸
口
に
立
っ
て

い
る
。
す

べ
て
の
訪
問

客

の

う
ち
で
、
最

も
気
味

わ
る
い
も
の
は
、
ど
こ

か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

ニ
ヒ
リ

ズ
ム
は
、

一
つ
の
ま
っ
た
く
特
定

の
解
釈
の
う
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
教

的

、
道
徳

的
解
釈

の
う
ち
に
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。」

と
い
わ
れ

て

い

る
よ
う
に
、
誠
実
に
よ
っ
て
虚
偽
が
あ
ば
か
れ
、
従
来
の
価
値
体
系
が
否
定

さ
れ
て
、
し
か
も
、
新

な
価
値
体
系
が
み
い
だ
せ
な
い
で
い

る
時
、
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
に
と
ら
わ
れ
や
す
い
。
ニ

ー
チ
ェ
は
、
「
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
と

は
、
至

高

の

諸
価
値
が
価
値
を
失

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
目
標

が
欠
如
し
て
い
る
。

何
の
た
め
に
と
い
う
問
い
に
対

す
る
答
え
が
欠
如

し
て
い

る

。」
と

い

っ
て

い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳
主
義
的

な
世
界
観
に
代
表

さ
れ

る
よ
う
な
、
西
洋

の
形

而
上
学
的
伝
統
と
そ
の
超
越
的
な
諸
価
値

が
、
じ
つ

は
虚
無
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

が
、
い
ま
や
暴

露
さ
れ

る
に
い
た

っ
た
と
い



う
ニ
ー
チ
ェ
の
洞
察
―
―
こ
れ
が
彼
の
い
わ
ゆ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
思
想
で
あ

る
。
彼

は
、
現
代

の
危
機
的
状
況

を
、
そ
の
よ
う
に
、
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
と
し
て

把
握
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
、
ま
さ
し
く
二
ヒ
リ
ズ
ム
そ
の

も
の
に
徹
底
す
る
こ

と
を
通
し
て
超
克
し
よ

う
と
す

る
の
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ニ
ー
チ

ェ
は
、
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
を
克
服
す
る
道
と
し
て
、
永
却

回

帰
の
体
験
と
超
人
出
現
を
説
く
。
永
却
回

帰
に
つ
い
て
は
、
『
力
へ

の

意

志
』
に
お
い
て
、
「
意
味
や
目
標

は
な
い

が
、
し
か
し
無
の
う
ち

へ
の

一

つ

の
終
局
を
も
た
ず
に
不
可

避
的
に
回
帰
し
つ
つ
あ

る
と
こ
ろ

の
、
あ

る
が
ま

ま
の
生
存
、
す
な
わ
ち
、
『
永
却
回

帰
』
。
こ
れ
が
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
極
限
的
形

式
で

あ
る

。
す

な
わ
ち
、
無
（

無
意
味
な
も
の
）
が
永
遠
に
！
　

仏
教
の

ヨ

ー
ロ
ッ
パ
的
形

式
。
す

な
わ
ち
、
知

と
力

と
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
そ
う
し
た
信

仰
を
強
制
す
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
可
能
な
仮
説
の
う
ち
の
最
も
科
学
的

な
も
の
で
あ
る
。
私

た
ち
は
結
末
を
つ
け
る
目

標
を
否
認
す

る
。
生
存

が
そ

う
し
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
達
成

さ
れ
て

い
る
は
ず
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
の

べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
永
却
回

帰
の
教
説
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
再

結

の
教
説

に
反
対

す
る
思

想
と
し
て
は
、
重
き

を
な
す

よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が
、
客

観
的
真
理
と
し
て

妥
当
す
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
終
極
目
的

と
し
て
考
え

ら
れ
る
超
越
的
原
理
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
が
、
そ
し

て
そ
の
瞬
間

に
お
い
て
一
切

が
、
あ
り
の
ま
ま
に
、
な
ん
ら

の
か
げ
り
も
な

く
肯
定
さ
れ
る
す

が
た
が
「
大
い

な
る
正
午
」

と
呼

ば
れ

る
の
で
あ
り
、
永

却
回
帰
の
体
験
を
契
機
に
し
て
、
大
い
な
る
正
午
に
よ
る
一
切
価
値
の
価
値

転
換
を
な
し
た
者
が
超
人
と
よ
ば
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
ほ

ど
の

べ
た
小
児

は
、
あ
る
意
味
で
は
、
超
人
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
変

化
せ

る
人
間
、
子

供
と
化

し
た
人
間
は
、
創
造
的
で
あ
る
。
こ

の
者

は
本
来

的
、
本
体

的
な
人
間

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
《
創
造
者
》
と
は
、
労
働
者
と
し

て

の
人
間

を
意
味
す
る
の
で

は
な
く
て
、
創
造
的
に
遊
戯
す
る
者

、
諸
価
値

を
定
立
す
る
者

、
自
分
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
目
標
を
立
て
、
ひ
と
つ
の
新
た

な
る
投
企
を
敢
行
す
る
と
こ
ろ
の
、
或
る
大
い
な
る
意
志
を
意
欲
す
る
者
を

意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
超
人
の
出
現
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
は
克
服
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
克
服
は
、
高
人
達

へ
の

同

情
を
ふ
り
き
り
、
永
却
回
帰

の
体
験
を
通
し
て
覚
醒
し
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を

の
り

こ
え

て
変
容
し
た
者
に
な
っ
た
こ
と
、
大
い
な
る
認
識
に
よ
っ
て
光

に

つ
つ
ま
れ
た
者
に
な

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
も
、
病
気
等
に
よ

り
人
生
を
客
観
視
し
、
現
実
の
生
を
直
視
で
き

た
と
お
も

わ
れ

る
。
さ
ら
に
、

神
の
死
に
よ

る
ニ
ヒ

ジ
ズ
ム
の
自
覚
と
、
永
却
回
帰
の
体
験
を
通
し
て
超
人

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
る
と
い
う
思
索
の
展
開
は
、

現
実
の
状
況
と
そ
の
原
因
、
あ
る
べ
き
状
態
と
そ
れ
へ
の
道
と
い
う
、
仏
陀

の
好

ん
で
説
い

た
四
聖
諦
の
問
題
解
決

と
一
脈
通
じ

る
も

の
が
あ

る
よ
う
に

お
も

わ
れ

る
。
次

に
ニ
ー
チ

ェ
の
仏
教
理
解

を
み
て
み
ど
う
。

三

書
簡
等
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
、
い
か
に
し
て
古
代
イ
ン



ド
思
想
や
仏
教
に
つ
い
て
知
る
よ
う
に
な
っ
た
か
が
分
る
。
一
八
七
五
年
の

ゲ
ル
ス
ド
ル
フ

ヘ
の
書

簡
に
お

い

て
、「

僕
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
ニ

カ
月
間
、

ま
す
ま

す
渇
き

を
お
ぼ
え

て
と
で
も
い
う
か
、
イ
ン
ド
を
捜
し
ま
わ
っ
て
い

る
間

に
、
君

の
ほ
う
は
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
イ
ン
ド
的

な
格
言
に
思
い
い
た

ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
ね
。
僕
は
ジ
ュ
マ
イ
ツ
ナ
ー
の
友

人
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
氏
か
ら
、
仏
教
徒
た
ち
の
聖
典
の
ひ
と
つ
と
か
い
う
『
ス

ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
の
英
語
本
を
借
り
た
。
そ
し
て
『
ス
ッ
タ
』
の
確
乎
た

る
結
句

の
ひ
と
つ

を
、つ
ま
り
『
犀

の
角

の
よ
う
に
、
た

だ
独
り

歩
め
』

と
い

う
言
葉

を
僕
は
も
う
ふ
だ

ん
の
用
語

に
し
て
い

る
の
だ
。
生
の
無
価

値
と
す

べ
て
の
目
標
の
虚
偽
と
に
た
い
す

る
確
信

が
、
し
き
り
と
、
と
き
に

は
強

く
僕

の
心
に
迫

っ
て
く
る

の
だ
。
こ
と
に
病
気
で

ベ
ッ
ド
に
寝
て
い
る

と
き
な

ど

は
ね
。
そ
れ
で
僕
は
『
ス
ッ
タ
』
か
ら
も

っ
と
多
く
の
こ
と
を
聞
き
と
ろ
う
と

し
て
い
る
の
だ
、
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
的
な
言
い
回
し
と
結
び
つ
け
な
い

で

ね
。
つ
ま
り
、
僕
は
あ
ん
な
言
い
回
し
に
た
い
す
る
嫌
悪
で
、
い
つ
の
間

に
か
腹
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
―
―
そ
れ
で
僕
は
不
当

な
ま
ね
を
し
な
い
よ
う
用

心
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
だ
。
…
…
生
に
執

着

し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
明
白
な
の
だ
。
だ
が
、
実
際
に

も
う
な
に
も
の
も
意
志
し
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
ら
、
ど
こ
で
僕
た
ち

は
生
に
耐
え

て
ゆ
け
る
の
だ
ろ
う
か
？
　

認
識
せ
ん
と
意

志
す
る
こ

と
は
、

生

の
意
志

の
最
後

の
領
域

と
し
て

、
意
志
す
る
こ

と
と
、
も
は
や
意

志
し
な

い
こ

と
と
の
、
つ

ま
り
煉

獄
の
領
域

と
涅
槃
の
領
域

と
の
中
間
地

帯
と
し
て
、

残

さ
れ
て

い
る
よ

う
に
僕

は
思
う
の
だ
。
一
方
に
は
、
不
満

を
覚
え

、
軽
蔑

し
な
が
ら
生
を
ふ
り
か
え
る
か
ぎ
り
、
煉
獄
が
あ
り
、
他
方
に
は
、
精
神
か

生

に

よ

っ
て

純

粋

観

照

の

状

態

に

近

づ
く

か

ぎ

り

、

涅

槃

が

あ

る

の

だ

。

…

…

精

神

の

健

康

状

態
－

精

神

が

あ

の
一

つ

の

衝

動

を

、

す

な

わ

ち

認
識

せ

ん

と
意

志

す

る
こ

と

を
、

残

し
て

い

て

、

そ

の

ほ

か

の

さ

ま

ざ

ま

な

衝
動

と

か
欲
求
と
か
か
ら
は
免
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
―
―
を
見
い
だ
し
て
し
ま

っ

た

と
き

に

、

僕

は
健

康

に

な

る
の

だ

。

質

素

な
所

帯

、
規

則

だ

っ

た
日

々

の

経

過

、

…

…

シ

ョ

ー

ペ

ン

ハ

ウ
ア

ー

と

ワ

ー

グ

ナ

ー

を
師

と

し

た

と
い

う

幸

福

、

ギ

リ

シ
ヤ

人

を

自

分

の

仕

事

の

日

々

の
対

象

と

し

た

と
い

う
移

ろ
わ

ぬ
幸
福
、
―
―
こ
う
し
た
事
柄
で
い
ま
の
僕
の
生
活
は
成
り
た
っ
て
い
る
の

だ

。

残

念

な

が

ら

、

慢

性

の

痛

み

が
こ

れ

に

付

け

加

わ

る

わ
け

だ

。
」

と

い

っ
て
い
る
よ
う
に
、
『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
に
た
い
し
て
好
意
を
よ
せ
、

あ

わ

せ

て
生

活

を

整

え

よ

う

と

し

て

い

る
。

三

三

歳

頃

に

は

、

ド

イ

ッ
セ

ン

の

『
形

而

上

学

要

綱

』

を
読

み

、
三

九

歳

頃

に

は

ド

イ

ッ
セ

ン
訳

の

『

ヴ

ェ

ー

ダ

ン

タ
の

教

え

』

を

読

み

「

僕

に

は

ま

っ
た

く

縁

遠

い

思

考

法

が

典

型

的

に
表

わ

さ
れ

て

い

る

の

を
知

っ

て
、

僕

は

お
お

い

に

満

足

し

て

い

る

。

し

か

し
、
君
の
本
が
否
！
　
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
で
は
然

り
と
い
っ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
四
三
歳
か
ら
四
四
歳
頃
に
、

ド
イ

ッ

セ

ン
訳

の

『

ベ
ー

ダ

聖

典

』

や

『

ウ
パ

ニ

シ

ャ

ッ
ド

』

を

見

る

機
会

が
あ

り

、
『

マ
ヌ

法

典

』

の

フ
ラ

ン

ス
語

訳

も
読

ん

で

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

ニ
ー
チ
ェ
の
、
古
代
イ
ン
ド
思
想
や
仏
教
に
対
す
る
関
心
や
知
識
の
源
泉
は
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
パ
ウ
ル
・
ド
イ
ッ
セ
ン
等
を
通
し
て
得
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
な
か
で
も
、
パ
ウ
ル
・
ド
イ
ッ
セ
ン
（
Ｐ
ａ
ｕ
ｌ
　
Ｄ
ｅ
ｕ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
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は

、

プ
フ

ォ

ル

タ
学

院
以

来

の

、

終

生

の

友

人

で

あ

り

、
さ
ま

ざ

ま

な

か

た

ち

で

、

古

代

イ

ン

ド

哲

学

や

仏

教

に

つ
い

て

の

知

識

を

ニ

ー
チ

ェ
に
供
給
し
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
が
大
乗
経

典

を

読

ん
だ
形

跡

は
な

く

、

ニ

ー

チ

ェ

の

仏

教

に

関

す

る
情

報

は

限

ら

れ

た

も

の

で

あ

っ
た

よ

う
に

お

も

わ

れ

る
。

次

に

、

ニ

ー
チ

ェ
の

著

作

か

ら

、

ニ

ー
チ

ェ

が
古

代

イ

ン
ド

思

想

や

仏

教

に

つ

い

て

言

及

し

て

い

る

部
分

を

引

用

し

て

み

た

い

。

ニ

ー
チ

ェ

は
、
『
人

間

的

あ

ま

り

に

人

間

的
』
、
『

曙

光

』
、
『

悦

ば
し

き

知

識

』
、
『
善

悪

の

彼

岸

』
、

『

道

徳

系

譜

学

』
、
『

力

へ
の

意

志
』
、
『

反

キ

リ

ス
ト

者

』
、
『
こ

の
人

を
み

よ
』

等

で

、

古

代

イ

ン

ド
思

想

や

仏

教

に

つ

い

て
言

及

し
て

い

る

が
、

な

ん

と
い

っ
て

も

『

力

へ

の

意

志

』

に

お

い

て

、

仏

教

へ
の

言

及

が
多

く

み

ら

れ

る

。

『

曙

光

』

に

お

い
て

、
「
イ

ン
ド

で

は
、

四

〇

〇

〇

年
以

前

に
、

現

在

の

わ

れ

わ

れ

よ
り

も
多

く

の
こ

と

が
思

索

さ

れ

た

。

…

…

…
彼

ら

は
神

々

を
傍

ら

に

投
げ
つ
け
た
。
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
ま
た
い
つ
か
は
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
！
　
彼
ら
は
僧
侶
と
仲
保
者
を
も
、
も
は
や
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
自
己
救
済
の
宗
教
の
師
、
プ
ッ
ダ
が
あ
ら
わ
れ
た
。
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
ま
だ
文
化
の
こ
の
段
階
か
ら
ど
ん
な
に
遠
い
こ
と
だ
ろ
う
！
」
と
、
古
代

イ

ン

ド

と

ヨ

ー

ロ
ッ

パ

の

思
索

の
比

較

を

し

て

い

る

。
『

悦

ば

し

き
知

識

』

に
お
い
て
、
「
新
し
い
闘
い
。
―
―
仏
陀
の
死
ん
だ
後
も
、
な
お
幾
世
紀
も

の
永
い
あ
い
だ
に
わ
た
り
、
あ
る
洞
窟
の
中
に
彼
の
影
が
見
ら
れ
た
―
―
巨

大
な
怖
る
べ
き
影
が
。
神
は
死
ん
だ
、
―
―
け
れ
ど
人
類
の
持
ち
前
の
然
ら

し

め

る

と
こ

ろ

、
お

そ

ら

く

な

お

幾

千

年

の

久

し
き

に

わ

た
り

、
神

の

影

の
指

し
示
さ
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
洞
窟
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
そ
し
て
、
わ

れ
わ
れ
は
さ
ら
に
ま
た
神
の
影
を
も
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
な
い
！
」
と
真

実
で
な
い
幻
影
を
克
服
す
る
こ
と
を
力
説
し
て

い

る
。
『
善
悪
の
彼
岸
』
に

お
い
て

は
、
「
仏
陀
と
か

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
の
よ

う

に
、
道
徳
の
束
縛

や
妄
念

に
囚

わ
れ
て
で

は
な
く
、
善
悪
の
彼
岸
に
立

っ
て
そ

れ
を
見
下

ろ
し

た
こ

と
の
あ

る
者
」

と
い
い
、
『
道
徳
系
譜
学
』
に
お
い
て
、「
無
神
論
は
、
あ

の
理
想
の
最
後
の
発
展
段
階
の
一
つ
、
あ
の
理
想
の
論
結
形
式

か
つ
内
面
的

帰
結
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
―
―
そ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
に
わ
た
る
真
理

へ
の
訓
練
の
畏
怖
す

べ
き
破
局
で

あ
っ
て
、
こ
れ

が
つ
い
に
神
へ
の
信
仰
の

虚
偽

を
自
ら

に
禁

ず
る
に
い

た
っ
た

の

だ
。
（
こ
れ
と
同
様
の
発
展
過
程

は

イ
ン
ド
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
独
立
に
発
展
し
た
も
の
で
あ

る

だ
け
に
、
こ
と
の
真
実
を
立
証
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で

も
同
一
の

理

想
が
否
応

な
く
同

一
の
帰
結

に
達

し
て
い

る
。
こ
の
発
展

が
決
定
的

な
点

に
達
し
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
紀
元
前
五
〇
〇
年
の
こ
と
、
仏
陀
に
よ
っ
て

達

せ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ

が
や

が
て
仏
陀

の
手
で
通
俗
化

さ
れ
、
宗
教

と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。）
」
と
神

を
た
て
な
い
教

え
に
つ
い
て
い

っ
て
い
る
。
仏

教
で
理
想
と
さ
れ
る
状
態

、
涅
槃
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
、
『
道
徳
系
譜
学
』

に

お
い
て

、「
至
高
の
状
態
、
解
脱
そ
の
も
の
、
つ
い

に
達
せ
ら
れ
た

あ

の

全
き
催
眠
状
態
と
静
寂
、
こ
れ
が
彼
ら
に
は
つ
ね
に
最
高
の
象
徴
を
も
っ
て

し
て
も
表
現
し
つ
く

さ
れ
ぬ
神
秘
そ
の
も
の
、
事
物
の
根
底

へ
の
徹
入
に
し

て
帰
入
、
あ
ら
ゆ

る
妄
念
か
ら
の
解
放
、
〈
覚
知
〉
・
〈
真
理
〉
・
〈
実
在
〉
・
一

切
の
目
的
・
一
切
の
願
望
・
一
切
の
行
為
か
ら
の
離
脱
、
さ
ら
に
ま
た
善



悪
の
彼
岸
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
仏
教
徒
は
言
う
、
『
善
と
悪
、
―
―

こ

れ

は
二

つ

な

が

ら

け

い

縛

で

あ

る

。

達

悟

の

人

は

こ

れ

ら
い

ず
れ

も
の

支

此

者

と

な

る

。
』
…

…

…

解

脱

等

の

言

句

は

、

い

か
に

は

な

は

だ

し
く

東

洋

風

の

誇

張

の

文

字

で

飾

り

立

て

ら

れ

て

い

よ

う

と

も

、

畢

竟

す

る

に
、

あ

の

明

徹

で

冷

静

な

、

ギ

リ

シ
ア

的

に

冷

静

な

、

が

し

か

し

苦

悩

す

る

エ

ピ
ク

ロ

ス

の

そ

れ

と
同

じ

評

価

を
表

現

し

て

い

る

に

す

ぎ

な

い

、

と

い

う

こ

と

だ

。

要

す

る
に

催

眠

的

な

虚
無

感

情

、
至

深

の

眠

り

の
安

息

、

つ

ま

り

は

憂

苦

滅

尽

―
―
こ
れ
こ
そ
が
、
苦
悩
者
や
全
く
の
失
意
者
ど
も
に
は
、
ま
さ
に
最
高
の

善

、

価

値

の

な

か

の
価

値

と
見

ら

る

べ
き

も
の

で

あ
り

、

こ

れ

は

彼

ら

に

よ

っ

て

積

極

的

な

も

の
と

し

て

評

価

さ
れ

、

積

極

的

な

も

の

そ

の

も

の

と

し

て

感
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
な
の
だ
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
力

へ

の
意

志

』

に

お
い

て

は
、

仏

教

に

つ

い

て

多

く

言

及

さ

れ

る
。

た

と
え

ば
、

仏

教

は

、

攻

撃

す

る
こ

と

の

な

い

疲

労

の

二
匕

リ

ズ

ム

と

さ

れ

た

り

、
「
仏

教

徒

の

も

と

め

る
の

は

、

非

存

在

へ

の

道

で

あ

り

、

そ

れ

ゆ
え

に
彼

ら

の

欲

情
か
ら
の
す
べ
て
の
衝
動
を
忌
避
す
る
。
…
…
仏
教
の
理
想
の
う
ち
に
は

善

悪

す

ら

か

ら

の

解

放

が
本

質

的

に

あ

ら

わ

れ

て

い

る

。
」

と
い

わ

れ

た
り

、

「

仏
教

が

実

在

性

一

般

を

否

定

し

た

の

は

完

全

に

首

尾

一

貫

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、
『

世

界

自

体

』

が
証

明

さ

れ

え

ず

、

到

達

さ
れ

え

ず

、

範

疇

を
欠

く

と

さ

れ

て

い

る

の

み

な

ら

ず

、

こ

の

も

の

の

全

概

念

を

獲

得

せ

し

め

る
手

続

き

が

誤

っ
て

い

る
こ

と

が

洞
察

さ

れ

て

い

る

。
『

絶

対

的

実

在

性

』
、
『

存

在

自

体

』

は

一

つ

の

矛

盾

な

の

で

あ

る

。
」

と

い

わ

れ

る
。

仏

教

の

ニ

ヒ

リ

ズ

ム
に

つ

い

て

は

、
「

ニ

ヒ

リ

ズ
ム
的

宗

教

の
内

部

で

も

キ

リ

ス
ト

教

の

そ

れ
と
仏
教
の
そ
れ
と
は
い
ぜ
ん
と
し
て
鋭

く
区
別

さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
仏

教

の
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
的
宗
教

は
、
美
し
い
夕

を
、
完
結
し
た
甘
美
や
柔
和

を
表

現

す
る
。」

と
好

意
的
に
の

べ
ら
れ
て

い
る
よ

う
に

お
も
わ
れ
る
。

『
反

キ
リ
ス
ト
者
』

に
お
い
て
、
仏
教
の
全
般
的
な
性
格
が
の

べ
ら
れ
て

い
る
。
「
仏
教
は
、
老
成
の
人
間
た
ち
に
と
っ
て
の
、
苦
悩
を
あ
ま
り
に
も

や
す
や
す

と
感
受
す

る
と
こ
ろ
の
、
善
良
な
、
温
和
な
、
き
わ
め
て
精
神
化

さ
れ
て
し
ま
っ
た
種
族
に
と
っ
て
の
宗
教
で
あ
る
（
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ま

だ
ま
だ
仏
教
を
受
け
い
れ
る
ま
で
に
成
熟
し
て
は
い
な
い
―
―
）
。
す
な
わ

ち
、
仏
教

は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
た
ち
を
平

和
と
快
活
と
へ
連
れ
も

ど
し
て
、

精
神
的
な
も
の
に
お
い
て
は
摂
生
を
、
肉
体

的
な
も
の
に
お
い
て

は
或
る
種

の
鍛
練
を
ほ
ど
こ
し
か
え
す
の
で
あ

る
。

キ
リ
ス
ト
教

は
猛
獣
を
支
配
し
よ

う
と
ね
が
う
が
、
そ
の
手
段

は
、
そ
れ
を
病
弱

な
ら
し

め
る
こ
と
で

あ
る
。

―
―
弱
化
せ
し
め
る
と
い
う
の
が
、
馴
致
の
た
め
の
、
『
文
明
化
』
の
た
め

の
キ
リ
ス
ト
教
的
処
方
で

あ
る
。
仏
教

は
文
明

の
終
結

と
倦
怠
に
と
っ
て

の

宗
教

で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
い
ま
だ
文
明

を
眼
前

に
す
ら
し
て
お
ら
ず

―
―
事
情
に
よ
っ
て
は
そ
の
基
礎
と
な
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
「
仏

教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
百
倍
も
現
実
主
義
的
で
あ
る
、
―
―
仏
教
は
、
客

観
的

に
冷
静

に
問

題
を
設

定
す
る
と
い

う
遺
産

を
体
内
に
も

っ
て
お
り

、
何

百
年

と
つ

づ
い
た
哲
学
運
動

の
の
ち
に
あ
ら

わ
れ

た
。
仏
教

が
あ
ら
わ
れ
た

と
き

に
は
、『
神
』
と
い

う
概
念

は
す
で
に
除
去

さ
れ
て
し
ま
っ
て

い

た
。

仏
教

は
、
歴

史
が
私

た
ち
に
示
す
唯
一
の
本
来
的
に
実
証
主
義
的
な
宗
教
で

あ
る
。
そ

の
認
識
論
（
一
つ

の
厳
密
な
現
象
主
義
）
に
お
い
て
も
や
は
り

そ

４



う
で
あ
る
。
仏
教
は
も
は
や
『
罪
に
対
す
る
闘
争
』
と
い
う
こ
と
を
囗
に
せ

ず

、
現
実

の
権
利

を
全
面
的
に
み

と
め
な

が

ら
、『
苦
に
対
す
る
闘
争
』

を

主
張
す
る
。
仏
教
は
―
―
こ
れ
こ
そ
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
深
く
分
か
つ

の
だ
が
―
―
道
徳
概
念
の
自
己
欺
瞞
を
す
で
に
お
の
れ
の
背
後
に
お
き
ざ
り

に
し
て
い

る
。
仏
教
は
、
私
の
用
語
で
言
え

ば
、
善
悪
の
彼
岸
に
立

っ
て

い

る
。
」
と
仏
教
の
歴
史
的
由
来
を
正
確
に
把
握
し
、
仏
教
の
如
実
智
見
を
肯

定

的
に
評
価
し
て
い
る
よ

う
に

お
も
ね
れ
る
。
『
こ

の
人

を
み

よ
』

に

お

い

で
は
、
「
仏
陀

の
〈
宗
教
〉
、
こ

れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
あ
ん
な
哀
れ

む

べ
き

も
の
と
混
同

さ
れ
な
い

た
め
に
は
、
宗

教
な
ど
と
呼

ば
な
い
で
、
衛

生
学

と
呼

ん
だ
方

が
よ
い

と
思

う
が
、
と
に
か
く
、
仏
陀
の
〈
宗
教
〉

は
、

布
教

の
て

が
か
り

を
怨
恨
感
情

の
克
服

と
い
う
点
に
置

い
て
い
る
。
つ
ま
り
、

魂
を
怨
恨
感
情
か
ら
解
脱
さ
せ
る
こ
と
―
―
こ
れ
が
快
癒
へ
の
第
一
歩
な
の
‘

だ
。『

敵
意

に
よ
っ
て
敵
意

が
や
む
こ
と
は
な
い
、
友
愛
に
よ

っ
て
敵

意

は

や
む
』
と
い
う
言
葉
が
仏
陀
の
説
法
の
劈
頭
に
あ
る
―
―
だ
が
、
こ
ん
な
言

い
方
を
す
る
の
は
決

し
て
道
徳
で

は
な
い

、こ

ん
な
言

い
方

を
す
る
の
は
、
そ

れ
は
生
理
学
だ
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
お
り
、
仏
教
を
、
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
怨
恨

感
情
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
よ

う
な
宗

教
と
し
て
で
は
な
く
て
、
心
の
衛

生
学
と
し
て
、
好

意
的
に
と
ら
え

て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
二
ー
チ
ェ
は
、
仏
教
を
キ
リ
ス
ト
教
と
比
較
し
て
、
そ
の
発
生
、
性
格

等

を
、
ニ

ー
チ

エ
ど
し
て

は
好
意
的

に
表

現
し
て
い
る
。
『
反
キ
リ

ス
ト
者
』

に

お
い
て

、「
仏
教
に
と

っ
て

の
前
提

は
、
き
わ
め
て
温
和

な

風

土
、
習
俗

に
お
け
る
大
い
な
る
柔
和
や
寛
大
で
あ
っ
て
、
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
で
は
な
い
。

ま
た
そ
れ
は
、
こ

の
運
動

の
発
生
地

が
、
上
流
階
級
や
、
知

識
階
級
で
す
ら

あ
る
と
い

う
こ

と
で

あ
る
。
快
活

、
静
寂
、
無
欲

が
最
高
の
目

標
と
し
て

め

ざ
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
を
の
み

熱
望
す
る
よ
う
な
宗
教

で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
完
全
性

が
常
態

な
の
で
あ
る
。」

と
い
う
文
章

は
、
ニ
ー
チ

ェ
の
仏
教
理
解

を

代
表

し
て
示

し

て

い

る

と

お

も

わ

れ

る

。

四

以

上

の

よ

う

に

、

ニ

ー
チ

ェ
は

、

ヴ
ェ

ー

ダ
聖

典

、

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ
ド

、

ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ン
タ
哲
学
等
を
源
泉
と
し
て
、
古
代
イ
ン

ド

哲

学

や

仏

教

に

つ

い
て

の

理

解

を
深

め
て

い

っ

た

も

の

と

お
も

わ

れ

る

が
、

古

代

イ

ン

ド
哲

学

と

仏
教

と

の
関

連

に
つ

い

て

は

、
文

献

学

者

と
し

て
の

二

ー
チ
ェ
の
目
は
鋭
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
仏
教

に

つ

い

て

は

、

ド

イ

ッ

セ

ン

か

ら

の

、

い

ろ

い

ろ
な

情

報

が
あ

っ
た

と

お

も

わ

れ

る

が
、

ま

ず

、

仏

教

を

実

証

主

義

的

で
善

悪

の

彼

岸

に

立

つ

も

の

と

し

て

い

る

。

従

っ
て

、

仏

教

は
、

神

の

概

念

を

除
去

し

て
い

る
。

そ

し

て

、

仏

教

徒

の

求

め
る

も

の

は
、

非

存

在

へ

の

道

で

あ

る

。
す

な

わ

ち
、

怨

恨

感

情

の

な
い

解

脱

で

あ

る

。
（

ニ

ー
チ

ェ
に

と

っ
て

、
解

脱

と

は

、
憂

苦

滅

尽

で

あ

り
、
い

わ

ば

、
エ

ピ

ク

ロ

ス

の
ａ
ｔａ
ｒ
ａ
ｘ
ｉａ

の

よ

う

な

も

の

で
あ

る

と
い

え

よ

う

か

。
）

結

局

、
仏

教

は

、
弱

さ

の

ニ
ヒ

リ

ズ

ム
で

あ

る

が

、
柔

和

な
甘

美

な

人

間

性

を

前

提

と

し

て

い

て

、

衛

生
学

や
生

理

学

と

呼

ば

れ

る

の

に

ふ

さ

わ

し
い

。

し

か

し

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

は
、

受

動

的

ニ
ヒ

リ

ズ

ム
と

し

て

の

仏

教



を
受
け
入

れ
る
の
に
、
ま

だ
十
分

に
成

熟
し
て
い
な
い
。
ニ
ー
チ

ェ
は
、
お

よ
そ
仏
教

を
こ

の
よ
う
に
理
解

し
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る

が
、
ニ

ー
チ

ェ
の
い
う

ニ
ヒ
リ

ズ
ム
は
、い

わ
ゆ
る
能
動

的
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
で
あ
る
。
『
力
へ

の
意
志
』

に
お
い

て
、「

ニ
ヒ
リ

ズ
ム
は
一
つ
の
正

常
な

状

態
で
あ
る
。
そ

れ
は
強

さ
の
徴
候
で
あ
り

う
る
。
精
神
の
力
は
、
こ
れ
ま
で
の
目
標
（
確
信
、

信
仰
箇

条
）
が
お
の
れ
に
適
合

し
な
く
な
っ
た

ほ
ど
に
増
大
し
て
い
る
こ
と

が
あ
り

う
る
。
他
方
、
そ
れ
は
、
い
ま
や
ふ
た
た

び
目
標
を
、
何
故
に
を
、

信
仰

を
、
生
産

的
に
お
の
れ
に
立

て
る
ほ
ど
に

は
十
分
で
な
い
強
さ
の
徴
候

で
も
あ
り

う
る
。
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
は
、
破

壊
の
暴
力
と
し
て
相
対

的
な
力

の
極

大

に
達
す

る
。
す

な
わ
ち
、
能
動

的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
し
て
。
」
と
の

べ
て
い
る
。

ニ
ー
チ

ェ
は
、

ニ
ヒ
リ

ズ
ム
を
克
服
す

る
道
と
し
て
、
永
却
回
帰

の
体

験

を
説
く

が
、「
す

べ
て

の
も
の

は
生
成

し
、
永
遠
に
回

帰
す
る
。
そ
し

て

こ

の
思
想

に
ふ
さ
わ
し
い
人
類
の
成

熟
」

を
期
待
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、

プ
ラ
ト

ン
以
来

の
形
而
上
学
の
真

理
性

に
疑
問
を
も
ち
な
が
ら
も
、
結

局
、

形
而

上
学

の
伝
統

に
あ

る
と
も
い

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
証
的
な
理
解
を

拒
絶
し
、
最
高

の
真
理

を
一
種

の
《
観

》
と
し
て
把
握
す
る
点
で
も
、
ニ
ー

チ

ェ
は

な
お
、
彼

が
超
克

し
よ

う
と
す

る
伝
統
の
地
盤
に
立
脚
し
て
い
る
。

要

す
る

に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
問
題
提
起

は
、
西
洋

の
形
而

上
学
の
見
取

図
と
合

致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
す
な
わ
ち
、
彼
は
存
在
者
の
存
在
者
性
を
力

へ
の
意
志

と
し
て
、
総
体

と
し
て

の
存
在
者

を
同

じ
も
の
の
永
却
回
帰

と
し

て
、
最
高

の
存
在
者

を
、
ま
ず
否
定
的

に
神

の
死

と
し
て
、
つ
い
で

肯
定

的

に
、
―
―
芸
術
家
が
芸
術
作
品
を
創
作
す
る
よ
う
に
、
万
物
を
仮
象
的
形
成

物

と
し
て
産
出
す
る
デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
遊
戯
と
し
て
思
索
す
る
。
そ
し

て
、
最
後
に
、
彼

は
こ
う
い

っ
た
こ
と
の
す

べ
て
が
開
示

さ
れ
て
い
る
と
い

う
意
味
で
の
真
理

を
、
こ
の
真
理

が
、
人
間
の
姿
を
と
っ
て
実
存
す

る
か
ぎ

り
に
お
い
て
、
超
人
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ

ェ
は
、
彼

が
論

難
す

る
形
而
上
学
的
伝
統

と
同
様

に
、
虚
無
、
生
成
、
仮
象

、
思
惟

と
い
う
。

存
在
の
四

つ
の
視
界
の
う

ち
で
、
思
索
活
動
を
行
な
っ
て
い

る
。

こ
の
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
を
の

り

こ
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る

が
、
結
果

的
に
は
、
そ
れ

が
で
き

な
か
っ
た
と
す
る
解

釈
も
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
チ

ェ
は
ユ

ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス

ト

教
的
な
思
索
は
も
と
よ
り

、
プ
ラ
ト
ン
以
来

の
形
而
上
学
的
世

界
と
は
別

の
思

索
の
視
点
に
関

心
を
も
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
り
、
三
〇

代
よ
り

次
第

に

受
容

し
た
仏
教
的
源
泉

が
、
三
〇
代
後
半

よ
り
の
創
造
的
な
ニ
ー
チ

ェ
の
思

索

に
い
か
に
影
響
を
与
え

た
か
は
さ
だ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
さ
き
ほ
ど

あ
げ
た
よ
う
に
、
仏
教
に
関
す
る
言
及

は
、
い
わ
ゆ
る
、
彼
の
晩
年
に
な
る

に
つ
れ
て

多
く
な
っ
て

い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
、
か
れ
の
主
著
で
あ
る
『

ツ

ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
の
名
は

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
教
主
で
あ

っ
た
り
、
著
作
名

に
「

善
悪

の
彼
岸
」
と
名
づ
け
た
り
、
ま
た
、
全
般

的
に
仏
教
に
つ
い
て
の

記

述
は
好

意
的
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

ニ
ー
チ

ェ
は
、
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
克
服
と
し
て
、
永
却
回
帰
の
体
験
を
通
し

た
超

人
の
出

現
を
説

く
。
こ
こ
に
は
、
単

な
る
形
而
上
学
だ
け
で
な
く
、
人

間
形
成

が
み

ら
れ

る
。
仏
教

も
、
人
間
的
完
成

と
そ
の
活
動

を
め
ざ
す
人
間

形
成

の
道
で

あ
る
。
ニ
ー
チ

ェ
は
仏
教

の
実
証
主
義

を
高
く
評
価

し
、
仏
教



の

神

概

念

の

除

去

と

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

が

ま

だ
仏

教

を
受

け
入

れ

る

の

に
十

分

に
成
熟
し
て
い
な
い
こ
と
を
再
三
に
わ
た
っ
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
ニ
ー
チ

ェ
の

新

哲

学

は

、

結

局

、

伝

統

的

な
形

而

上

学

に
な

っ

た

と
い

う
解

釈

が

あ

る
の

は

、

せ

っ
か

く

、

ニ

ー
チ

ェ

が
人

間

形

成

の
道

を

め

ざ
し

な

が

ら

も

、

確

固

と

し

た

行

が
な

か

っ

た

た

め

で

は

な

い
で

あ

ろ
う

か

。
実

際

、

ニ

ー

チ

ェ
に
は
、
大
乗
経
典
を
読
ん
だ
形
跡
は
み
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ニ
ー

チ

ェ

が
理

解

し

て

い

る
仏

教

は
原

始

仏
教

で

あ

る
こ

と

を
示

唆

し

て

い

る

。

ニ

ー
チ

ェ

が
、

大

乗

経

典

を
読

ん

で

、

か

れ

の
新

し
い

哲

学

を

建

設

し

た

な

ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
哲
学
が
で
き
て
く
る
か
興
味
深
い
と
思
う
。

（
１
）
　
手
塚
富
雄
訳
『

ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト

ラ
』
中
央
公
論
社

、
一
四
六
頁

。

（
２
）
前
掲
『
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
三
二
二
頁
。

（
３
）
　
前
掲
「
ツ
ァ
ラ
ツ

ス
ト
ラ
」
四
四

九
頁

。

（
４
）

前
掲
『

ツ
ァ
ラ

ツ
ス
ト
ラ
』
八
一
頁

。

（
５
）
　
フ
ィ
ン
ク
著
、
吉
沢

伝
三
郎
訳
『
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
』
ニ
ー
チ

ェ
全
集
別
巻
。

理
想
社

、
一
一
三
頁

。

（
６
）
　
信
太
正
三
訳
『
悦
ば
し
き
知
識
』
ニ
ー
チ
ェ
全
集
第
八
巻
、
理
想
社
、
第
三
、

一
二
五

。

（
７
）
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
著
、
細
谷
貞
雄
訳

『
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
、
《
神
は
死

せ
り
》
』

理
想
社

、
五
五
頁

。

（
８
）
　
原

佑
訳
「
権
力

へ
の
意
志
」

ニ
ー
チ
ェ
全
集
一

一
巻

、
理

想
社

、
一
。

（
｡
9）
　
前
掲
『
権
力
へ
の
意

志
』
二

。

（
1
0）

吉
沢

伝
三
郎
著
『

ニ
ー
チ

ェ
と
実
存
主
義

』
理
想
社

、
四
〇
真

。

（
1
1）

前

掲
『
権
力
へ
の
意

志
』
五
五

。

（
1
2）

前
掲
『
ニ
ー
チ

ェ
の
哲
学

』
二
七
頁

。

（
1
3）
　
塚
越
敏
訳
、
書
簡

集
１

、
ニ
ー
チ
ェ
全
集

第
一
五

巻
。
二

九
〇

頁
。

（
1
4）

前
掲
　

書

簡
集
１

、
四
二
八
頁
。

（
1
5
）
　
茅
野
良
男

訳
「

曙
光
」

ニ
ー
チ
ェ
全
集
第
七

巻
、
理
想
社
、

九
六
頁
。

（
1
6
）
　
前

掲
「

悦
ば
し
き
知
識
」
第
三
、
一
〇

八
。

（
1
7
）
　
信

太
正

三
訳
『
善
悪

の
彼
岸

』
ニ
ー
チ
ェ
全
集
第
一
〇

巻
、
理
想
社
、
九
二
頁

。

（
1
8
）
　
信
太
正
三

訳
『
道
徳
の
系
譜

』
ニ
ー
チ
ェ
全
集
第
一
〇

巻
、
理
想
社
、
五
〇
七

頁
―
五
〇
八
頁
。

（
1
9
）
　
前
掲
『
道
徳
の
系
譜
』
。
四
七
五
頁
―
四
七
六
頁
。

（
2
0）
　
前

掲
『
権
力
へ
の
意
志
』
一
五
五
。

（
2
1
）
　
前
掲
『
権
力
へ
の
意
志
』
第
一
二
巻
、
五
八
〇
。

（
2
2）
　
前

掲
「
権
力
へ
の
意
志
」

一
五
四
。

（
2
3）
　
原

佑
訳
「
反
キ
リ
ス
ト
者
」
ニ
ー
チ
ェ
全
集
第
一
三
巻
、
理
想
社
、
一
六
五

頁
―
一
六
六
頁
。

（
2
4
）
　
前
掲
『
反
キ
リ
ス
ト
者
』
一
六
二
頁
―
一
六
三
頁
。

（
2
5
）
　
川
原
栄
峰
訳
『
こ
の
人
を
み
よ
』
ニ
ー
チ
ェ
全
集
第
一
四
巻
、
理
想
社
、
三

〇
頁

。

（
2
6）
　
前
掲
『
反

キ
リ

ス
ト
者
』
一
六
四
頁
。

（
2
7）
　
前
掲
『
権
力

へ
の
意
志
』
三
五
―
三
六
。

（
2
8
）
　
前
掲

『
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
』
三
〇

六
頁
。

（
2
9
）
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
涅
槃
が
、
た
と
え
消
極
的
に
は
す
べ
て
の

欲
望

の
断

滅
で
あ
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
は
普
遍
的
な
愛
と
な
っ
た
と
し
て

も

、
そ
こ
に
は
い
ぜ
ん
と
し
て
無
明
が
諸
悪
の
根
源
と

し
て
残
さ
れ
て
い

る
。」

と
涅

槃
の
積
極
面
に
も
言
及
し
て
い

る
。

マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー

バ
ー
著
、
池
田

昭
他
訳
『
ア
ジ
ア
宗
教
の
基
本
的
性
格
』
勁
草
書
房
、
四
三
頁
。

（
か
わ
な
べ
・
ま
さ
ゆ
き
、
宗
教
哲
学
・
比
較
哲
学
、

埼

玉

工

業

大

学

講
師

）
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