
〈
研

究

論

文

３

〉

ニ
ー
チ
ェ
思
想
の
言
語
お
よ
び
宗
教
批
判
と
そ
の
後
の
展
開

岩
脇

リ
ー
ベ
ル

豊
美

は

じ
め
に

ニ
ー
チ
ェ
の
言
語
批
判
は
宗
教
批
判
と
直
接
連
動
し
て
い
る
。
人
間
の

認
識
に
お
け
る
言
語
へ
の
懐
疑
と
そ
の
美
的
創
造
性
の
追
究
が
形
而
上
学

全
般
へ
の
懐
疑
と
な
り
、
宗
教
批
判
を
要
請
す
る
。
初
期
著
作
「
道
徳
外

の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い
て
」
で
、
言
語
表
現
は
す

べ
て
メ

タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
事
物
や
現
実
世
界
と
言
葉
は
不
一
致
で
あ
る
、
人
間
の

知
性
で
認
識

さ
れ
た
真
理
と
は
捏
造
で
あ
る
と
論
じ
て
以
来
、
ニ
ー
チ
ェ

思
想
の
根
本
的
次
元
で
一
貫
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
思
想
史
上
無
条
件
に

容
認
さ
れ
て
き
た
真
の
認
識

と
し
て
の
価
値
評
価
や
、
言
語
が
神
性
を
も

つ
と
い
う
大
前
提
が
問

い
直
さ
れ
る
。
後
期
著
作
「
偶
像
の
黄
昏
」
で

二

Ｉ

チ
ェ
は
、
言
語
の
起
源

で
実
体
・
原
因
と
し
て
不
可
避
と
な

る
主
体
・

理
性
・
自
我
等
概
念
の
本
質

が
、
神
の
信
仰
成
立
の
心
理
過
程
と
類
似
で

あ
る
と
捉
え
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
の
思
想
展
開
で
、
生
成
す
る
生
・
身
体

を
肯
定
し
、
真
理

や
神
な
ど
の
最
高
概
念
に
「
神
の
死
」
を
予
言
す
る
こ

と
で
「
一
切
価
値
の
価
値
転
換
」
を
構
想
し
て
い
た
が
、
こ
の
断
篇
で
は

形
而
上
学
へ
の
信
頼
を
「
文
法
」
信
仰
に
拠
る
と
見
て
お
り
、
そ
の
考
察

は
ニ
ー
チ
ェ
研
究
お
よ
び
ニ
ー
チ
ェ
後
の
現
代
思
想
に
多
様
な
契
機
を
も

た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
文
法
・
言
語
は
人
間
の
認
識
お
よ

び
行
為
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
言
語
批

判
が
認
識

の
地
平
を
宗
教
・
形
而
上
学
か
ら
解
放
す
る
が
（
遠
近
法
的
認

識
論
）
、
科
学
妄
信
時
代
の
応
答
と
し
て
再
び
信
仰
へ
の
回
帰
を
促
す
こ

と
も
あ
る
の
か
、
検
証
の
必
要
が
見
出
さ
れ
る
。

そ
の
潮
流
と
し
て
、
一
方
に
ニ
ー
チ
ェ
読
者
で
も
あ
っ
た
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
田
言
語
・
分
析
哲
学
の
展
開
が
あ
り
、

他
方
に
は
破
壊
・
解
体
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
を
経
て
閙
宗
教
哲
学
と
キ

リ
ス
ト
教
神
学
内
か
ら
発
す
る
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
や
宗
教
の
自
己
改
革

が
確

認
さ
れ
て

い
る
。
前
者
は
反
・
非
キ
リ
ス
ト
教
的
見
地
か
ら
宗
教
へ
の
懐
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疑

を

内

包

し

つ

つ

言

語

論

理

の

転

回

に

よ

り

新

た

に

哲

学

的

真

理

を

志

向

す

る

動

き

で

あ

り

、
後

者

に

は

神

学

者

で

あ

り

宗

教

哲

学

者

の

オ

イ

ゲ

ン

・

ビ

ザ

ー

（
Ｅ
ｕ
ｇ
ｅ
ｎ

　Ｂ
ｉｓ
ｅ
ｒ「
　
１
９
１
８
-
」

や

ロ

ペ

ル

ト

ー
シ

ュ

ペ

ー

マ

ン
（

Ｒ
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ

Ｓ
ｐ
ａ
ｅ
ヨ
ａ
ｎ
ｎ

「
　
１
９
２
７
-

」

等

が

ニ

ー

チ

ェ

を

神

の

弾

劾

者

で

あ

る

と

同

時

に

改

革

者

と

み

な

し

、
そ

こ

か

ら

キ

リ

ス

ト

教

の

再

構

築

を

意

図

し

て

い

る

。

本

稿

は

ニ

ー

チ

ェ

の

言

語

お

よ

び

宗

教

言

及

を

軸

に

し

、

両

者

の

思

想

動

向

を

概

観

し

比

較

を

試

み

る

も

の

で

あ

る

。

一
　

ニ

ー

チ

ェ

の

言

語

批

判

言
語
批
判
は
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
根
本
で
あ
る
。
古
典
文
献
学
者
と
し
て

バ
ー
ゼ
ル
大
学
に
赴
い
て
い
た
初
期
の
言
語
論
「
道
徳
外
の
意
味
に
お
け

る
真
理

と
虚
偽
に
つ
い
て
」
（
一
八
七
三
）
で
の
論
証
が
再
び
後
期
著
作

「
偶
像
の
黄
昏
」
（
一
八
八
九
）
や
「
反

キ
リ

ス
ト
者
」
（
一
八
八
九
）
で

顕
著
と
な
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
「
道
徳
外
の
意
味

に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
」
で
、
人
間

の

知
性
は
「
個
体
保
存
の
た
め
の
手
段
と
し
て
」
よ
り
弱
き
個
体
が
強
者
と

の
「
生
存
競
争
」
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
欺
瞞
と
し
て
発
し
、
後
に
「
真
理

へ
の
衝
動
」
と
い
う
法
則
に
転
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ

で
は
個
体
が
他
の
個
体
と
社
会
的
群
居
生
存
す
る
た
め
に
、
知
性
に
よ
る

「
平
和
条
約
の
締
結
」
が
必
要
に
な
り
、
「
真
理
で
あ
る
べ
き
も
の
」
と
し

て
一
様
に
妥
当
で
拘
束
力
の
あ
る
「
事
物
」
の
名

称
が
発
明
さ
れ
、
「
言

激

か

ら
形

象

へ
、
形

象

か
ら
音

声

へ
の
二
段

階

の
メ
タ

フ
ァ

ー
に
よ

っ
て

事

物

の
人
間

に
対

す
る
関

係

を
表
示

す

る
だ
け
で

あ

る
か
ら
、
「
物
自

体
」

は
言

葉

を
創

る
人

間
に

と

っ
て

捉
え

が
た

く
追
求

す

る
に
値
す

る

も
の
で

は
な

い
、

と

い
う
の
で

あ

る
。

ニ
ー
チ

ェ
の

「
メ
タ
フ

ァ

ー
」

は
伝

統
的

修
辞
学

の

比
喩
表

現
で

は
な

く
、
言

葉

の
成
立

お
よ

び
言
語

そ
の

も
の

が

メ
タ

フ
ァ

ー
で

あ

る
。

認
識

に
お

い
て
人

間

は
事
物

そ
の

も
の
の
知

識

を

得
た

と
思

い
込

み
、

そ
の
根
源

的
本

質

と
全

く
一
致

し
な

い
事
物

の
メ

タ

フ
ァ

ー
を

獲
得

す

る
だ

け
で

、
カ

ン
ト
的

「
物

自
体

」
、

プ
ラ

ト

ン
の

イ

デ
ア

界
、

キ
リ
ス

ト
教

の
神

概
念

に
及

ぶ

「
真
理
」

の
世
界

は
、

画
像

と

音
声

の
身

体

的
世
界

の
背
後

に

あ

る
と
す

る
の
で

あ
る
。

諸
概
念

も

「
木

の
葉

」

と

い
う
概
念

を
例

に
と

り
、
同

等
で

な

い
も
の

を
同

等

に
置

く
こ

と

に
よ

っ
て

生
じ

、「
個
的

差
違

を
忘
却

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
」
形

作

ら
れ
、

木

の
葉
以

外

に
も

「
木

の
葉
」

自
体

と

い
う
原
型

の
よ

う
な
何

も
の

か

が

存

在

す

る
錯
覚

と
考

え

る
。

さ

ら

に
概

念

の
形

成

と
同

様

に
、
「

真
理

」

と
は

、メ

タ
フ

ァ

ー
、

メ
ト

ニ

ミ
ー

（
換

喩
）
、
擬

人
観

の
可
動

性

の
一
群

で

あ
り
、
要

す
る
に
人
問

的

諸
関
係

の
総
和
で

あ

る
。

そ

れ
が
詩

的

に
、

修
辞

的

に
高

め
ら
れ
転

記

さ
れ
修

飾

さ
れ
、
ま

た
永

い
使
用

の

後

に
あ

る
民
族

に
確
固

と

し
、
規

範
的

で
、
拘

束
力

が
あ

る
と
思

わ

れ
る
よ

う
に

な
っ

た
も
の

で
あ

る
。

つ
ま
り
真

理
と

は
、

そ
れ

が
錯

覚

で
あ

る
こ

と
を
忘
却

さ
れ
た
錯

覚
で

あ
り

、
磨
耗

し
感
性

が
無

力

。

。
…

。
　

。。：
　
　
－
　
　
　
　

一
。？
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｛
６
｝

語
の
立
法
」
が
「
真
理
の
立
法
」
を
導
き
出
す
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
「
語
　
　
　
　

と
な
っ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。

Ｗ
ｏ
ｒ
ｔ
」
は
「
あ
る
神
経
刺
激
の
音

声
へ
の
模
衙
」

に
過

ぎ
ず
、
神
経
刺
　
　

と
、
認
識
論
的
地
平
で
の
民
族
的
言
語
の
形
態
論
へ
と
移
る
。
こ
の
論
証

ニ ーチェ思想 の言謡お よび宗教批判と その後の展開83



で

既
に

ニ
ー
チ

ェ

か
ら

は
ニ

ヒ
リ

ズ
ム
の
系

譜

と
克

服

へ

の
芸

術

的

「
遊

戯
／

ゲ

ー

ム

Ｓ
ｐ
ｉｅ
ｌＪ

の
兆

し

が
読

み
取

れ

る
。
以

上

の
よ

う

な

「
真

理

へ
の
衝
動

」
か

ら
自

由
に

な
る
知

性

は
概
念

と
抽

象
化

で

は

な
く
「
直
観
」

に
導

か

れ

る
。

理
性

的
人
間

に
対

峙

す
る

こ

の
直
観

的
人

間

が
、
古

典

ギ

リ

シ
ア

悲
劇

詩

の
ア

ポ

ロ
ー

デ

ィ
オ

ニ
ュ
ソ

ス
両

極

で

「
生

の
芸
術

的
支

配

」

に
基

づ
き
文

化

を
創

造

す

る
「
遊

戯

Ｓｐ
ｉｅ
ｌｅ
ｎ
Ｊ

と

い
う
デ

ィ

オ

ニ

ュ
ソ

ス

的
転

換

を
行

う
の

で
あ

る
。

こ
れ
に

関

し
て

ハ

ン
ス

ー
ヴ
ァ

イ

ビ

ン
ガ

ー
（
一

八
五

二
－

一
九

三
三

）
は

「
詩

作
」

と

「
捏

造
」

の
創
造

機

能

に
つ

い
て

、
宗

教

の
み
で

は
な

く
学
問

領
域

と
生
活

領
域

、

ま
た
神

話

お
よ

び

メ

タ
フ
ァ

ー

に
お

い
て

「
生
成
世

界
」

と
空
想

さ

れ
た

「
存
在

世

界

」

の

対

立
、

つ

ま

り
「
認

識

と
芸

術

」
「
学
問

と

知

恵
」

の
闘

争

を
指

摘

し

て

い
る
。

後

期

著

作
「

偶

像

の
黄

昏
」

第
四

節

「
哲

学

に

お

け

る
「
理

性
」
」
５

で

も

ニ
ー

チ

ェ
は

「
仮

象
世

界

」

に
対

す

る

「
真

の
世

界

」
「
感

覚

」

に

対

す

る

「
理
性

」

が
そ

の
起
源

で
虚
偽

と

信
仰

・
確

信

に
よ

っ
て
形

成

さ

れ
た

と

す

る
。

神
、

事
物

、
意

志

、
自

我

Ｉｃ
ｈ
’

存

在

と

い

っ
た
形
而

上

学

的

概

念

の

本
質

で

、
「
主

観
的

確

実
性

」

へ
の
要

請

と

し

て

イ

ン

ド

ー

ヨ

ー
ロ
ッ

パ
語

族

が
共
通

に

も
つ
行
為

表

現
の

分
析

、
特

に
文

法

の
主
体

と

し
て

の
自
我

の
分

析

が
な

さ
れ

る
。

そ

こ
で

は

「
白
我

と

い
う
実

体

に

寄

せ

る
信

仰
を

す

べ
て
事

物
に
投

影

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

事
物

の
概

念

が

捏

造

さ
れ

」

る
こ
と

は

「
原

因

と
し
て

の
精

神

と

い
う
誤

謬

が
現
実

と
取

り

違

え

ら

れ
現

実

の
た

め

の
尺

度

と

な
り

神

と
呼

ば
れ

る
よ

う

に
な

る
」

こ

と
と

、
つ
ま
り

神

へ
の
信

仰
成

立

の
心
理
過

程

と
同

一
視

さ
れ
て

い

る
。

言

語

に

お
け

る

「
理
性

」
、
お

お
、

な

ん
と

い
う
詐

欺
師

の
老
女

で
　
8
4

あ

る

こ
と

か
Ｉ・
　
私
は

怖
れ

る
、
我

々

が

い
ま

だ
文
法

を
信

じ
て

い

る
か

ら
こ

そ
、
我

々
は

神
を
排

除
す

る
こ

と

が
で
き
な

い
の
だ
と

い

う
こ
と

を
。

と
、

ニ
ー
チ

ェ
に

と

っ
て
キ

リ
ス
ト

教
の
神

概
念

は

こ
の
言
語

批
判

に
連

結

し
て

い
る
。
「
反

キ
リ

ス
ト
者

」
で

は
、
神

に

お

い
て
生

と
自

然

と
生

へ

の
意
志

に
敵

対

が
宣
告

さ

れ
、
神

は

「
此

岸
」

に
対

す

る
誹

謗
中
傷

と

「
彼

岸

へ

の
虚

偽

の
方
式

」

に

な
り
、

神

の

も
と
無

が
神

化

す

る
と

い
う

の
で

あ

る
。

文

献

学

者

ニ
ー
チ

ェ

が
、
キ
リ

ス
ト
教

神
学

の
「
信

仰

０
一ａ
ｕ
ｂｅ
ｊ
は
「
何

が
真
で

あ

る
か

を
知

ろ
う
と

意
志

し
な

い
こ

と
」

を
意
味

し
、
認
識

に
至

る
科
学
的

な

「
懐

疑
」

は
罪

で
あ
り

「
虚

言
せ

ざ

る
を
得

な

い
こ
と
」

だ

と

い
う
と

き
、
「
神

の
指

示

」

か

ら
恩

寵

や

神
意

や

救
世

の
奇

蹟
を

概
念

の
捏

造

と
し

な

が
ら
、

つ
ま

り
道
徳

や
宗

教

は
「
誤
謬

の
心

理
学
で

あ

っ

て

、

ど
の
個

々

の
場
合

で
も
原

因
と

結
果

が
取

り
違

え

ら
れ
た
、
或

い
は

真

理

が
真

と
信

じ
込

ま

れ
た

も
の

の
結
果

と
取

り
違

え

ら
れ
て

」

い
て

、

神
学

の
「
文

献
学

へ

の
無
能
力

」

が
指
摘

さ

れ
る

の
で
あ

る
。
文
献

学
と

は

こ
こ

で
は

生

の
「
事

実
を
解

釈
に

よ

っ
て
偽
造

せ

ず
理
解

し
よ

う
と

す

る
た

め
に

注
意

や
忍

耐

や
繊

細

さ

を
失

わ

ず
、
事

実

を
読

み
取

り
得

る
」

読
み

方

の
技

術
で

あ
る

。
言
語

批
判

、
文
献

学

は
必
然

的
に

キ
リ
ス

ト
教

学

お
よ

び
近
代

思
想

の
宗

教
的

信
仰

お
よ

び
学
問

的
確

信
に
心

理
学
的

懐

疑
を
呈

し

「
神

の
死

」

を
要

請

す
る
。

そ

し
て
真

理
の

「
一
切

価
値

の
価

値

転

換
」

を
図

る

の

が
、

新
し

い
哲
学

者
で

あ
り

詩
人

の
ツ
ァ

ラ
ト

ウ
ス



ト
ラ

で
あ

る
。

ニ
　

ヴ

ィ

ッ

ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ

ン

‥

ゲ

ー

ム
、
類

似
、

信
仰

ヴ
ィ
ッ

ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
は
第

一
次

世
界

大
戦
中

一
九

一

四
年

に

二

Ｉ
チ

ェ
を

購
入

し
、

ニ

ー
チ

ェ
の

キ
リ

ス
ト
教

に
対

す

る
敵

対

へ

の
共
感

が
書

き
留

め
ら

れ
て

い

る
が
、

出
典

に

は
諸
説

あ
り

ニ

ー
チ

ェ
引

用

も
少

な

い
こ
と

か
ら

、
こ

こ
で

は
両

者

の
共
鳴

す

る
思
考

を
取

り
上

げ

た

い
。

「
す

べ
て

の
哲
学

は
言

語
批

判
で

あ

る
」

と

い

い
、
「
命

題

は
現

実

の
写
像

で
あ

る
」

と
初

期

ヴ
ィ

ッ
ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
は

「
論

理
哲

学

論
考

」

に

も
あ

る
よ

う
に

、
従
来

哲
学

は
言
語

と
世

界
認

識

お
よ

び
科
学

の
関

係

に

つ

い
て
の
言

語
論

理

の
誤
解

と

み
な

さ

れ
て

い
る
。
ま

た

「
所

謂
自

然
法

則

は
自

然
現

象

の
説
明

で

あ

る
と

い
う
錯

覚

は
現
代

の
全
世

界

観

に
基

づ

く
」

と
自

然
科

学

概
念

の
形

成

に

言
及

し
、
科

学

的

「
知

Ｗ

ｉｓ
ｓｅ
ｎ
Ｊ

を

心

理

学
的

状
態

の
「

信

Ｇ
ｌａ
ｕ
ｂｅ
ｌ
に
還

元

す
誕

。

そ

こ
で

ヴ
ィ

ッ

ト

ゲ

の
着

想

で

展

開

さ

れ

る
。

文

法

に

は

原

初

か

ら

主

語
－

述

語

関

係

と

い

っ

た

法

則

や
意

味

が

考

え

ら

れ

る

の

で

は

な

く

、

各

種

の

ゲ

ー

ム

・

遊

戯

に

よ

る

過

程

か

ら

創

造

さ

れ

る

と

解

さ

れ

よ

う

。

言

語

ゲ

ー

ム

と

は

「
言

語

と

活

動

に

よ

っ

て

織

り

成

さ

れ

た

言

語

活

動

の
総

体

」

だ

が
、

日

常

語

か

ら

哲

学

、

数

学

に

わ

た

り

「
活

助

あ

る

い

は

生

活

形

迦

」

の

あ

ら

ゆ

る
言

語

表

現

形

式

が

言

語

ゲ

ー

ム

と

表

さ

れ

る

。

し

か

し

言

語

使

用

に

際

し

て

各

言

語

ゲ

ー

ム

間

に

全

く

共

通

の

特

徴

が

あ

る

わ

け

で

は

な

く

、

ゲ

ー

ム

と

し

て

類

似

が

あ

る

の

み

で

「
そ

の

類

似

を

通

し

て

言

語

ゲ

ー

ム

が

類

縁

と

な

る

よ

う

な

類

似

」

が

「
家

族

的

類

似

Ｆ
ａ
ｍ

ｉ
ｌｉｅ
ｎ
ａ
ｈ
ｎ
ｌｉｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉｔ
Ｊ

と

し

て

見

出

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

Ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｓ
ｐ
ｉｅ
ｌ
は

言

語

ゲ

ー

ム

と

日

本

語

で

は

訳

さ

れ

て

い

る

が

、
ｇ

ｌ

と

は

ゲ

ー

ム

と

も

遊

戯

と

も

訳

さ

れ

、

ニ

ー

チ

ェ

の

「
創

造

の

遊

戯

Ｓ
ｐ
ｉｅ
ｌｅ
　ｄ
ｅ
ｓ
　Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆｆ
ｅ
ｎ
ｓ
」

と

い

う

概

念

も

同

じ

ｇ

ｌ

で

あ

る

。

ツ

ァ

ラ

ト

ゥ

ス

ト

ラ

「
三

つ

の

変

遷

に

つ

い
て

」

で

ニ

ー

チ

ェ
は

子

供

に

よ

る

生

存

肯

定

を

「

ひ

と

つ

の

遊

戯

」
「
ひ

と

つ

の

聖

な

る

然

り

旨
・

ン

シ
ュ

タ
イ

ン
は
命
題

、
語

、

記
号

等

の
文
法

記

述
に

よ
っ
て

「
私

の
言
　
　
ｓ
ａ
ｇ
ｅ
ｎ
ｊ

と
表
現

し

、
「
創
造

の
遊
戯

へ

の
肯

定
」

が
虚

無
世

界

の
回
復

で

語

の
限
界

が
私

の
世

界

の
限
界

哂
」

と
、
文
法

を
現

実
考

察

の
形

式

お
よ
　
　

あ
る

こ
と

を
示

唆

す
扼

。
ま

た
、

家
族
的

類
似

な
る
語

が
ニ
ー
チ

ェ
に

由

び
現

実

を
言
語

的

に
叙
述

す

る
形
式

と
し
て
捉

柳

言
語

文
法

の
「

あ
ら
　
　

来
す

る

か

ど
う

か

は
確
定

で

き

な

い
垳

ご

Ｔ

チ

ェ

が

「
善
悪

の
彼

岸

」

ゆ
る
形
而
上
学
的
な
も
の
と
同
じ
思
惟
と
現
実
間
の
調
和
」
に
着
目

し
、
　
（
｀
Ｓ

）
で
こ
の
語
で
表
す
も
の
は
、
主
体
機
能
の
文
法
考
察
を
通
じ
た

本
質

は
文
法

に

お

い
て
発

声

さ
れ

る

と
し
た
上

で

、
文

法

規
則

そ

の

も
の

は

随
意

で

あ

る

と

い

う
点

か
ら

「
文

法

と

ゲ

ー

ム

Ｓｐ
ｉｅ
ｌ
の
間

に
類

似
」

を
確

認

す
る
。

こ
の
言
語

形
而

上
学

批
判

は
主

に
「
言

語

ゲ
ー

ム
」
や
「
家

族

的
類

似
」

諸

哲

学

の
相

互

関

係

で

あ

り

、

あ

ら

ゆ

る

イ

ン

ド

、

ギ

リ

シ

ア

、

ド

イ

ツ

の

哲

学

の
驚

く

べ
き

家

族

的

類

似

Ｆ
ａ
ｍ

ｉｌ
ｉｅ
ｎ
-
Ａ
ｈ
ｎ
ｌ
ｉｃ
ｈ
ｋｅ
ｉｔ
は

十

分

簡

単

に

説

明

で

き

る

。

言

語

の
類

縁

性

が

あ

る

と

こ

ろ

で

は

、
文

法

の

共

通

な

哲

学

に

よ

っ

て

、

｜　ニ ーチェ思想の言語お よび宗 教批判とその後の艇開85



つ
ま
り

、
同

一

の
文

法
機

能

に

よ
る
無

意

識
の

支
配

と
導
入

の
た

め

に

、
予

め
既

に
す

べ
て

が
哲

学
的

体
系

の
同

種

の
発
展

と
順

序

を
準

備

し

て

い
る
と

い
う
こ

と
は

、
全

く
避

け

ら
れ

な

い
。
同

じ
く
世

界

解

釈

の
他

の
可

能

性

へ

の
道

も
閉

鎖

さ
れ
て

い
る

よ
う

に
見

え

る
。

ウ

ラ

ル

ー
ア

ル

タ
イ
語

族
の

哲
学

者

た
ち

（
そ

こ
で

は
主
語

概

念
の

発
達

が
最

も

遅

れ
て

い
る

が
）

は
、

か
な

り
の
確

実

で
世
界

を
覗

き

込

み

イ
ン

ド

ー
ゲ

ル

マ
ン
語
族

や
イ

ス
ラ

ム
教
徒

と

は
異
な

る
道

を

見

つ
け

ら
れ

る
だ

ろ
う
。

こ

こ
で

ニ
ー
チ

ェ

は
、
家

族

的

類
似

が

「
行

為

者

と
行
為

」
、

つ
ま

り

主
語
－

述
語

の
文
法

構

造

に
語

族

的

な

「
生

理

学
的

価

値
判

断

の
呪

晰

」

の
最

後
的

原
因

を
見

る

が
、

ヴ
ィ

ッ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
の
言

語
批

判

と

の
共

通
点

を
否

定

す
る
必
然

性

は

な

い
で
あ

ろ
う

。
ヴ

ィ
ッ
ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ
イ

ン

は

「
論

考
」

で
独
我

論

に
関

連

し

「
思

考

し
表
象

す

る
主
体

は
存

在

し

な

い
」
（
５

．６
３
１

．）
’

「
哲

学

的

自

我

は

人

間

で

も
人

間

の

身
休

で

も

心
理

学

が
扱

う
人
間

の
精
神

で
も

な

く
、

形
而

上

学
的

主
体

で
あ

り
世
界

の
限

界

で
あ

る
」（
５

．６
４
１
）
と

主
体

の
虚

偽
性

に
共

鳴
し

、「
哲

学
的
探

求

」

で
は

実
体

と

し
て

の
主
体

を
否

定

し
、

意
志

す

る
主
体

は
放
縦

な
（
惰

性

な
き
）

何

も
の

か
と
し

て
想

像

さ

れ

る
。

つ
ま

り
自
己
内

に

惰
性

克
服

の
抗

力

を
持

た
な

い
発
動

機
と

し

て
表
象

さ

れ
る
。
原

動

力

と
し

て
の

み
で

、
駆
動

さ

れ
る

も
の
と

し

て
で

は
な

い
。

つ
ま
り

「
私

は
意

志

す
る

、
し

か
し
私

の
身

体

が

服
従
し
な

い
」

と
は
言
え
な
い

と
は
言

え

る

が
、
「
私

の
意
志

が
私

に
服
従

し

な

い
」

と

、
行

為
者

と
行
為

の

因
果

関

係

が
意

志

す
る

だ
ｏ
＝ｇ

と

い
う
言
語

ゲ
　
8
6

‐

ム
中

に
置

き
、
語

の
意

味

が
実
践

に

よ
っ
て
与

え
ら

れ
る

こ
と
を

示
し

、

神
学

の
言

語
使

用

と
世
界

像

解
釈

を
批
判

す

る
。

上

の
記

述
で

ニ

ー
チ

ェ

は

「
哲

学
者

の
生
成

と

い
う
思

考

に
対

す
る
憎
悪

」

と
し
て
主

体
概

念

を

「
主
観

的

確

実

性
」

と

し

、

ヴ

ィ

ッ
ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ

ン
も

「
確

実

性
」

を
心

理
学

的
問
題

と
す

る
。

絶

筆

と
な

る
「
確

実
性
」

の
草
稿

で
共
同

体

の
も

つ
世

界
で

あ

る
世

界

像

Ｗ
ｅ
ｌｔｂ
ｉｌｄ
に
関

し

「
私

は

知

っ
て

い
る
一ｃ
ｈ
　
wｅ
ｉｆｉ
ｊ

と

「
私

は

信

じ

て

い
る

Ｉｃ
ｈ
　ｇ
ｌａ
ｕ
ｂｅ
ｊ

の
言

語
ゲ

ー
ム
の
区

分

か
ら
科

学
的

研
究

結
果

の

知

に

先

行

す

る
説

得

力

あ

る
確

信

で

あ

る
信

を
指

摘

し

た
上

で
（
く
ｎ
一・

Ｕ
Ｇ
　９
４
）
、
神

の

存
在

証

明

に
触

れ

、
理

性

に
よ

っ
て

分
析

お

よ

び
根

拠

付

け

ら
れ
た

信
仰

に
至

っ
た

の

で
は
な

く
、

神

の
信

仰

へ
と
導

く

も
の

は
生
で

あ

っ
て
、
生

は
そ

れ
を
行

う
経

験

で
も
あ

る

が
、
「
神

の

存
在
」

を
示

す
幻

視

や
知

覚
体
験

で

は
な

く
、

例

え

ば
多
様

な
苦

悩

で
あ

る
。

そ
れ
ら

が
我
々

に
知
覚

が
対

象
を
示

す
よ

う
な

や
り
方

で

は
な

く
神
を

示
し
神

を
推

理
さ

せ
る
。

経
験

や

思

考

と

い
う

概
念

は
生

が
我

々
に

強
要

す
る

の
で
あ

る
。

と

宗
教

的
信

仰
と
人

間

の
苦

悩

の
関
連

に
言
及

し

て

い
る
。

言
語

・
科

学

批

判

と

と

も

に

ヴ
ィ

ッ

ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ

ン
は
自

己

の
問

題

と

し

て
宗

教

・
芸

術
観
念

を
書

き
留

め
て

い
る

が
、

私

の
哲
学

に
対

す

る
視
点

は

「
哲
学

は
本

来
詩
作

の
み

で
あ

る
」

と

い
う
言

に
要
約

さ

れ

る
。
こ

の
こ
と

で
ど

れ
ほ
ど
私

の
思

考

が
現
在

、

未

来
、
過

去

に
属
し

て

い

る
か
明

ら
か

に
な

る
だ
ろ
う

。
私

は
そ

の



こ
と
で

、
自

分

が
望

む
す

べ
て

が
可

能
で

は

な

い
こ

と
を
承

認

し
た

か
ら
で

あ

る
。

と

回
帰

の
時

制

を
想
定

し

、
詩
作

に

つ

い
て

ニ

ー
チ

ェ
の

「
人
間

的

、
あ

ま

り

に
人
間

的
」

を
引

用

し

つ
つ
コ

ン
テ

ク
ス

ト
に
基

づ
く
言
語

の
創
造

性

を

次
の

よ
う

に
叙

述

す
る

の
で
あ

る
、

優

秀

な
詩
人

や
思

想

家

も
凡

庸

で
劣
悪

な

も

の
を
書

き
、

そ

の
な

か

か

ら

優

れ

た

も

の

が

よ

り

分

け

ら

れ

た

だ

け

で

あ

る

（
Ｋ
冫

Σ
ｇ

）
。

し

か
し

す

べ
て

が
そ

う
で

は
な

い
。
庭

師

の
庭

に

は
当
然

薔
薇

の
そ

ば
に

肥
料

や
塵

く

ず
や
藁

が
あ

る

が
、

そ
の

品
質

に
お

い

て

の
み
見

分
け

ら

れ
る

の
で

は
な

く
、
と

り

わ
け
庭

で

の
薔

薇
の
関

数

Ｆｕ
ｎ
ｋ
ｔｉｏ
ｎ

に

お

い
て

で

あ

る
。
悪

文

の

よ

う

に
見

え

る
も

の

で

三
　

シ
ュ
ペ
ー

マ

ン

‥
神
の
存
在

証
明

ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ

ン
が
「
現
代
の
迷
信
」
と
呼
ぶ
科
学
妄
信
時

代
に
、
上
位
概
念
の
破
壊
は
、
一
方
で
は
言
語

の
限
界
と
そ
れ
に
追
随
す

る
認
識
お
よ
び
科
学
に
対
す

る
不
信
と
、
他
方
で
そ
の
多
元
的
性
格
に
対

し
上
位
概
念
へ
の
回
帰
と
い
う
ア

ン
ビ
グ
ァ
レ
ン
ス
を
生
む
事
態
が
起
こ

る
。
「
神
の
死
」
を
待
つ
ま
で
も
な
く
神
お
よ
び
真
理
の
概
念
は
哲
学
的

関
心
の
中
心
で
は
な
く
な
り
、
ニ
ー
チ
ェ
は
既

に
上
位
概
念
自
体
が
メ
タ

フ
ァ
ー
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
そ
の
虚
偽
の
価
値
の
価
値
転
換
を
図

る
新
し
い
哲
学
を
指
標
し
て

い
た
。
神
学
者
オ
イ
ゲ

ン

ー
ピ
ザ
ー
は
「
キ

リ
ス
ト
教
は
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
最
終
的
に
神
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、

ニ

ー

チ

ェ

が

繰

り

返

す

依

然

と

し

た

キ

リ

ス

ト

教

の
可

能

性

と

そ

こ

か

ら

生

ず

る

結

論

へ

の

忠

告

は
本

当

に

は

注

目

さ

れ

て

い
な

い

」

と

神

の
弾

劾

者

か

つ
改

革

者

と

し

て

の

ニ

ー

チ

ェ

に

キ

リ

ス

ト

教

の

将

来

を

問

う

。

「
我

々

が

神

を

断

ち

切

れ

な

い

の

は

ま

だ

文

法

を

信

仰

し

て

い

る

か

ら

だ

」

の

言

は

、

ニ

ー

チ

ェ

が

キ

リ

ス

ト

教

体

系

の

神

概

念

が

全

文

化

、

文

法

構

造

に

ま

で

浸

透

し

て

い

る

こ

と

を

熟

知

し

て

い

た

か

ら

だ

と
、

ニ

ー

チ

ェ

の

言

語

生

成

覲

を

逆

転

さ

せ

キ

リ

ス

ト

教

再

構

築

を

試

み

て

い

る

。

さ

ら

に

ロ

ベ

ル

ト

ー
シ

ュ

ペ

ー

マ

ン
は

「
神

の

信

仰

の

合

理

性

」

を

哲

学

の

中

心

に

据

え

、

神

の
存

在

証

明

を

行

う

。

同

じ

く

ニ

ー

チ

ェ

の

文

法

信

仰

の

箇

所

を

引

用

し

、

ニ

ー

チ

ェ

が

こ

の

叙

述

を

す

る

こ

と

さ

え

文

法

に

信

を

寄

せ

て

い

た

か

ら

だ

と

し

て

、
「
真

理

は

神

を

前

提

と

す

る

」

と

ニ

ー

チ

ェ

に

抗

力

の

あ

る
神

存

在

の

証

明

を

文

法

か

ら

、

正

確

に

は

「
未

来

完

了

形

Ｆ
ｕ
ｔｕ
ｒ
ｕ
m
　ｅ
ｘ
ａ
ｃ
ｔｕ
ヨ

」

か

ら

発

す

る

。

最

後

に

こ

の

シ

ュ

ペ

ー

マ

ン

の

論

証

を

ニ
ー

チ

ェ
後

の

言

語

批

判

の

展

開

の

一

つ
と

し

て
見

た

い
。

未

来

完

了

形

は

我

々

に

と

っ

て

現

在

形

と

結

び

つ

い
て

い

る

と

必

然

的

に

考

え

ら

れ

る

。

何

も

の

か

に

つ

い

て

現

在

存

在

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

未

来

に

存

在

し

て

い
た

と

い
う

こ

と

と

同

意

義

で

あ

り

、

こ

の

意

味

で

一

切

真

理

は

永

遠

で

あ

る

。
［
・
：
一

現

在

形

は

将

来

、

現

在

の
過

去

形

と

し

て

常

に

現

実

の

ま

ま

で

あ

る

。
【
…

】

そ

れ

は

、

因

果

関

係

に

よ

っ

て

現

実

が

残

し

た

痕

跡

で

あ

り

、

微

弱

に

な

り

ゆ

く

痕

跡

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

痕

跡

は

残

し

た

も

の

が
そ

れ

と

し

て

自

ら
警

告

さ

れ

る
ｓ
ｅ
ｌｂ
ｓ
ｔ
　ｅ
ｒ
ｉｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｔ
　
wｉｒ
ｄ
限

り

に

お

い

て

痕

跡

で

あ

る

。

ニ

ー

チ

ェ

に

現

存

在

を

「
決

し

て

完

了

す

る

こ

と

の

な

い
半

過

去

形

」
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で

あ

り

「
不

断

の

既

剖

」
と

し

て

文

法

時

制

に

基

づ

く
歴

史

観

が

あ

る

が
ヽ

シ

ュ

ペ

ー

マ

ン
は

こ

こ

で

む

し

ろ

永

遠

回

帰

思

想

と

仏

教

輪

廻

を

想

起

さ

せ

る

よ

う

な

世

界

像

を

描

く

。

過

去

が
記

憶

さ

れ

る

限

り

、

そ

の

存

在

の

仕

方

に

つ

い

て

答

え

る

こ

と

は

難

し

く

は

な

い

。
「
…

」
し

か

し

、
い

つ

か

こ

の

記

憶

は

停

止

し

、

い

つ

か

地

球

上

に

人

間

は

い

な

く

な

り

、

つ

い

に

は

地

球

も

消

滅

す

る

だ

ろ

う

。

現

在

は

常

に

過

去

に

帰

属

し

て

い

る

か

ら

、

現

在

は

常

に

意

識

的

現

在

と

し

て

の

み

理

解

さ

れ

う

る

も

の

で

あ

る

が

、

過

去

も

ま

た

消

滅

し

、

未

来

完

了

形

も

そ

の
意

味

を

失

う

だ

ろ

う

。
【
・
：
】

だ

が

我

々

に

と

っ

て

こ

れ

は

思

考

不

可

能

で

あ

る
。

我

々

が

一

度

と

し

て

こ

こ

に

も

は

や

存

在

し

て

い

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う

ｎ
ｉｃ
ｈ
ｔ

ｇ
ｅ
w
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
　ｓ
ｅ
ｉｎ
　
wｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ

な

ら

ば

、

仏

教

が

首

尾

一

貫

し

て

主

張

す

る

よ

う

に

、

我

々

は
実

際

今

も

現

に

こ

こ

に

存

在

し

て

い

な

い

。

も

し

、

現

在

の

現

実

が

一

度

と

し

て

も

は

や

存

在

し

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う

な

ら

、

そ

れ

は

全

く

現

実

で

は

な

く

、

未

来

完

了

形

を

排

除

す

れ

ぱ

現

在
形

が

排

除

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

一

切

真

理

が

永

遠

に

真

で

あ

る

と

い

う

過

去

現

実

と

は

何

か

。

我

々

は

、

一

切

が

生

起

し

停

止

す

る

よ

う

な

意

識

、

い

わ

ば
絶

対

的

意

識

を

考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

か

つ

て

発

せ

ら

れ

な

か

っ

た

言

葉

は

一
語

も

な

く

、

か

つ
て

忍

ば

な

か

っ

た

痛

み

は

ひ

と

つ

も

な

く

、

か

つ

て

経

験

さ

れ

な

か

っ

た

喜

び

は

ひ

と

つ

も

な

い
。

【

…

】

事

象

は

移

り

変

わ

る

が

生

起

し

な

か

っ

た

こ

と

に

は

さ

れ

得

な

い
。

現

実

が

存

在

す

る
な

ら

、

未

来

完

了

は

不

可

避

で

あ

り

、

同

時

に

現

実

の

神

の

公

準

で

あ

る

。

つ

ま

り

一

切

の

事

実

真

理

は

永

遠

真

理

で

あ

る

。

一

切

の

現

在

は

未

来

に

あ

る

現

在

の

過

去

で

あ

る

。

こ

の

永

遠

真

理

の

存

在

論

的

状

況

は

結

果

や

警

告

Ｅ
ｒ
ｉｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｔ
wｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ

に

あ

る

の

で

は

な

く

、

既

知

と

な

る

こ

と

に

あ

る

の

で

、

絶

対

的

意

識

つ

ま

り

神

に

と

っ

て

現

在

形

で

あ

靤

。

こ

の

証

明

は

文

法

形

式

の

合

理

性

に

基

づ

き

な

が

ら

そ

の

合

理

性

を

神

の

合

理

性

で

根

拠

付

け

る

よ

う

な

存

在

論

的

証

明

の

循

環

論

法

で

あ

り

、

決

定

的

な

理

論

と

な

る

か

は

検

証

を

要

す

る

が

、

シ

ュ

ペ

ー

マ

ン

は

永

遠

真

理

に

と

っ

て

未

来

完

了

形

は

、

た

と

え

そ

れ

を

発

言

す

る

者

が

な

く

な

っ
て

も

決

し

て

そ

の

意

味

を

失

う

こ

と

が

な

い
と

い

う

。

神

の

存

在

と

そ

の

意

識

に

よ

っ

て

神

の

創

世

で

の

一

切

の

永

遠

な

る
真

理

が

止

揚

さ

れ

て

い
る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

ニ

ー

チ

ェ

の
言

語

批

判

に

依

拠

し

て

、

シ

ュ

ペ

ー

マ

ン

は
文

法

を

創

世

と

創

造

神

の

関

連

へ

の

起

点

と

し

て

捉

え

る

こ

と

に

可

能

性

を

与

え

た

と

い

え

る

。
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ｉｅ

ｎ

ｅ
ｒ
-
Ｋ

ｒ
ｅ

ｉｓ

．
　
Ｉ
ｎ

　
Ｎ

ｉｅ

ｔｚ
ｓ

ｃ
ｈ

ｅ
-

Ｓ

ｔ
ｕ

ｄ

ｉ
ｅ
ｎ

　Ｂ

ｄ
.
３
８
.
　
２

０

０
９
.
　
３

３
７
-
３

６
２

．
　
Ｈ

ｉｅ
ｒ

　
３

４

１
ｆ
.

日

記

に

は

「

ニ

ー

チ

ェ

第

八

巻

」

と

轡

か

れ

、

ヴ

ィ

ッ

ト

ゲ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

研

究

は

「

ワ

ー

グ

ナ

ー

の

場

合

」

「

偶

像

の

黄

昏

」

「

ニ

ー

チ

ェ

対

ワ

・ヽ・・

グ

ナ

ー

」

「

ア

ン

チ

ー

ク

リ

ス

ト

」

と

詩

掲

秡

の

Ｇ

ｒ
ｏ

ｆｉ
ｏ

ｋ
ｔ
ａ
ｖ
-

Ａ

ｕ

ｓ
ｇ
ａ

ｂ
ｅ

に

基

づ

い

て

い

る

。

（

1 9

）
　

を

冫

「

」
ｕ

ｄ
w
i
g

　
Ｗ

ｉ
ｔ
ｔ
ｇ
ｅ

ｎ

ｓ

ｔｅ

ｉｎ
｢

　

Ｗ

ｅ

ｒ
ｋ

ａ

ｕ
ｓ
ｇ

ａ

ｂ
ｅ
｢
　
Ｆ

ｒ
ａ

ｎ

ｋ

ｆ
ｕ

ｒ
ｔ
｢　

１
９
８

４
.

」
　

１
「

２

６
.

Ｔ

」

Ｐ

（

Ｔ
ｒ
ａ
ｃ

ｔ
ａ

ｔ
ｕ
ｓ

　ｌｏ
ｇ

ｉｃ
ｏ
-
ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｃ
ｕ
ｓ

）
　
４
.
０

０

３

１

．

（

2 0

）
　

Ｗ

Ａ

　
１

「
　
２
５
.

Ｔ

」

Ｐ

４

．
　０

０

１
．

（
2
1

）
　

Ｗ

Ａ

　
１

「
　
８

１
 ｆ
.　
Ｔ

」

Ｐ

　
６
.
　
３
７

１
.

（

2 2

）
　

Ｗ

Ａ

　
８

「
　
１
１
２

．
　
Ｂ

Ｆ

　
（

Ｂ

ｅ
ｍ

ｅ
ｒ

ｋ
ｕ

ｎ
ｇ

ｅ
ｎ

　
ｉｉ
ｂ
ｅ
ｒ

　ｄ

ｉｅ

　Ｆ
ａ

ｒ

ｂ
ｅ

ｎ

）
　
３

５

０

．

（

2 3

）
　

Ｗ

Ａ

　
１

．
　
６

７

．
　Ｔ

」

Ｐ

　
５
.
　
６
.

（
2
4

）
　

く

ｇ

ｌ
．

　
Ｈ

ａ

ｎ

ｓ

　
Ｒ

ｕ

ｄ

ｉ
　
Ｆ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ

ｒ
｢
　
Ｓ

ｐ

ｒ
ａ
ｃ

ｈ
ｅ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｇ

ｅ

ｉｓ

ｔｅ

ｓ

ｋ
ｒ

ａ

ｎ

ｋ

ｈ
ｅ

ｉ
ｔ
.　
Ｅ

ｉｎ

ｅ

　
W
i

ｔ
ｔ
-

ｇ

ｅ
ｎ

ｓ

ｔ
ｅ

ｉｎ

ｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　
Ｐ

ｅ
ｒ
ｓ
ｐ
ｅ

ｋ
ｔ
ｉｖ
ｅ
.

　
Ｉｎ

　

Ｗ

ｉ
ｌ
ｈ

ｅ

ｌ
ｍ

　
Ｖ
ｏ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ

ｋ
ｕ

ｈ

ｌ
　（

Ｈ

ｒ
ｓ
ｇ
.

）
:
　
Ｖ

ｏ

ｎ

　
Ｗ

一
ｔ
ｔ
-

ｇ

ｅ
ｎ

ｓ

ｔ
ｅ

ｉ
　
l
e
ｒ
ｎ

ｅ
ｎ
.

　
Ｂ

ｅ
ｒ

ｌ
ｉｎ

「

　
１
９

９

２
.
　
１
７

９

．

（

2 5

）
　

Ｗ

Ａ

　
８
｢
　
２

８

０
.
　
Ｚ

【

Ｎ

Ｑ

ほ

】
）

ｇ

・

（

2 6

）
　

Ｗ

Ａ

　
１
｢
　
３
９

８

．
　
Ｐ

Ｕ

　（

Ｐ

ｈ
ｉ
ｌｏ
ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　
Ｕ

ｎ

ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ

ｃ
ｈ

ｕ
ｎ

ｇ

ｅ
ｎ

）

３
７

１

．

（

2 7

）
　

Ｗ

Ａ

　
４

「

　
１
８

５
.
　
Ｐ

Ｇ

　｛

Ｐ

ｈ
ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　
Ｇ

ｒ
a
m
m
a

ｔ
ｉ
ｋ

｝
　
１
３
３
.

（

2 8

）
　

Ｗ

Ａ

４
「

　
１

８
７

．
　
Ｐ

Ｇ

　
１
３

４

．

（

2 9

）
　

Ｗ

Ａ

　
１
｢

４

０
４
.
　
Ｐ

Ｕ

　
３
９

８
.

（

3 0

）
　

Ｗ

Ａ

１
.

２

４

１
.

Ｐ

Ｕ

７
.

（

3
1

）
　

Ｗ

Ａ

　
１

「

　２

５
０

．
　
Ｐ

Ｕ

　
２

３
.

（

3 2

）
　

Ｗ

Ａ

　
１
｢
　２

７

７

ｆ
．

　
Ｐ

Ｕ

　６

６
.

（

3 3

）
　

Ｋ

Ｓ

Ａ

　
５
｢
　３

１
.
　
Ｚ

ａ

　
１
-
２

．

（
3
4

）
　

Ｍ

ａ

ｒ
ｃ
ｏ

　Ｂ

ｒ
ｕ

ｓ
ｏ

ｔ
ｔ
ｉ
｢　ａ

.
ａ

．ｏ
.
｢
　
３

５
２

ｆ
Ｆ

．

関

口

浩

喜

「

家

族

的

類

似

性

に

つ

い

て

の

予

備

的

考

察

」

「

福

岡

大

学

人

文

治

叢

」

第

四

一

巻

第

一

号

、

二

〇

〇

九

年

、

三

～

四

頁

。

（

3 5

）
　

Ｋ

Ｓ

Ａ

　
５

「
　
３

４

ｆ
.　
Ｊ

Ｇ

Ｂ

２

０

．

く
g
l

．
　
Ｒ

ｅ
ｎ

ｄ

　
Ｈ

ｅ

ｉｎ

ｅ

ｎ
｢
　
Ｓ
ｐ

ｒ
ａ
ｃ

ｈ
ｄ
ｙ

ｎ

ａ

ｍ

ｉ
ｋ
　

ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｖ

ｃ
「
・

ｎ

ｕ
ｎ

ｆ
ｔ

．
　
Ｕ

ｎ

ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｕ

ｃ

ｈ
ｕ

ｎ
ｇ

ｅ

ｎ

　
ｚ
ｕ
m

　
Ｓ
ｐ

ａ

ｔ
ｗ

ｅ
ｒ

ｋ

　
Ｎ

ｉｅ

ｔ
ｚ
ｓ

ｃ

ｈ
ｅ
ｓ

　ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｗ

ｉ
ｔ
ｔｇ

ｅ
ｎ

ｓ

ｔ
ｅ

ｉｎ

ｓ
｢

Ｗ

ｕ

ｒ
ｘ

ｂ
ｕ

ｒ
ｇ
｢

　
１
９

９

８
.
　
１

１
９

ｆ
.

（

3 6

）
　

Ｋ

Ｓ

Ａ

　６
｢
　
７

７
.
　
Ｇ

Ｄ

　
１
１
Ｉ
.５

．

（
3
7

）
　

Ｋ

Ｓ

Ａ

　
５

． 　
３

４

．
　Ｊ

Ｇ

Ｂ

　
２
０
.

（

3 8

）
　

Ｗ

Ａ

　
１
｢
　４

７

６

．
　
Ｐ

Ｕ

　
６

１
８

（

3 9

）
　

Ｗ

Ａ

　
８
｢
　
１
０

５
｢
　
５
７

１
.
　
Ｂ

Ｆ

　３

１
７

　ｕ

ｎ

ｄ

く

口

（

Ｖ
ｅ
ｎ

ｎ

ｉｓ

ｃ
ｈ

ｔ
ｅ

　
Ｂ

ｅ
ｍ

ｅ
ｒ

ｋ
ｕ

ｔ
ｉｇ

ｅ
ｎ

）
　
１
９

５

０

．

（

4 0

）
　

Ｋ

Ｓ

Ａ

　
６
.
　
７
７
.
　
Ｇ

Ｄ

　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
５
.

（
4
1

）
　

Ｗ

Ａ

　８
｢
　
５

７

１
.

く

Ｂ

　
１
９

５

０
.

Ｗ

Ａ

　８
「

　
４

８
３

．
　
Ｖ

Ｂ

　
１
９
３

３
-

１
９

３
４
.

（
4
3

）
　

Ｗ

Ａ

８
｢
　
５

３
４
.
　
Ｖ

Ｂ

　
１
９

４

７
.
　

Ｖ

ｇ

ｌ
.　
Ｍ

ａ

ｒ
ｃ
ｏ

　
Ｂ

ｒ
ｕ
ｓ
ｏ

ｔ
ｔ
ｉ
｢　ａ

.
ａ

．ｏ
.
｢
　３

４
０
.

（
4
4

）
　

Ｅ
ｕ

ｇ

ｅ
ｎ

　
Ｂ

ｉｓ

ｅ
ｒ
｢
　
Ｎ

ｉｅ
ｔ
ｚ
ｓ
ｃ

ｈ
ｅ
｢
　
Ｚ

ｅ

ｒ
ｓ

ｔ
ｄ
ｒ
ｅ
ｒ

　ｏ

ｄ

ｅ
ｒ

　
Ｅ
ｒ
ｎ

ｅ
ｕ

ｅ
ｒ
ｅ

ｒ
　
ｄ
ｅ
ｓ

　Ｃ

ｈ

ｒ
ｉｓ

ｔｅ

ｎ

ｔ
ｕ
m

ｓ

？

Ｄ

ａ

ｒ
m

ｓ

ｔａ

ｄ

ｔ
｢　
２

０

０
８
.
　
９
.

（

4 5

）
　

Ｋ

Ｓ
Ａ

　
１
｢

２
４

９
.
　
Ｕ

Ｂ

　
１
１
-
１

．

（

4 6

）
　

Ｒ

ｏ

ｂ
ｅ

ｒ
ｔ
　
Ｓ
ｐ

ａ
ｃ

ｍ

ａ
ｎ

ｎ
「

　
Ｄ

ｅ

ｒ

　ｌｅ

ｔ
ｚ
ｔ
ｅ

　
Ｇ

ｏ

ｔ
ｔ
ｅ
ｓ

ｂ
ｅ
ｗ

ｅ

ｉｓ
｢
　
Ｍ

ｕ

ｎ
ｃ

ｈ
ｅ

ｎ
｢

　２

０

０
７
.
　
３

１

ｆ
.

（

4 7

）
　

く

ｇ

ｌ
.　
Ｒ

ｏ

ｌ
ｆ
　
Ｓ

ｃ

ｈ
ｏ

ｎ

ｂ
ｅ

ｒ
ｇ

ｅ

ｒ
｢　
Ｇ

ｏ

ｔ
ｔ
ｅ
ｓ

　
Ｄ

ｅ

ｎ

ｋ
ｅ

ｎ
.

　
Ｉｎ

　
Ｓ
ｐ

ａ

ｅ
ｍ

ａ

ｎ

ｎ

：

　
Ｄ

ｅ
ｒ

　
ｌｅ

ｔ
ｚ

ｔｅ

Ｇ

ｏ

ｔ
ｔ
ｅ
ｓ

ｂ
ｅ
ｗ

ｅ

ｉｓ
.
　
１

１
７

。

（

い

わ

わ

き

・

り

Ｉ

ベ

る

・

と

よ

み

、

哲

学

・

日

本

学

。

エ

ア

ラ

ン

グ

ン

大

学

学

術

研

究

員

）
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