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は
じ
め
に

　ニ
ー
チ
ェ
の
「
力
へ
の
意
志
」
を
い
か
に
理
解
す
る
か
は
、
ニ
ー
チ
ェ

研
究
史
に
お
い
て
常
に
争
点
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
後
世

の
研
究
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
の
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
提
示

し
た
解
釈
）
1
（

で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
を
デ
カ
ル
ト
か
ら
始

ま
る
西
洋
近
世
形
而
上
学
の
完
成
者
と
規
定
す
る
。
こ
の
形
而
上
学
は
、

人
間
を
「
主
体
と
し
て
全
て
の
存
在
者
の
根
底
に
横
た
わ
る
も
の
」
と
し

て
想
定
す
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
さ
ら
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
を
逆
転
し

た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
も
述
べ
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
を
真
の
存
在
と
考

え
た
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
は
身
体
と
し
て
の
「
力
へ
の
意
志
」
を
真
の
存

在
と
し
て
い
る
。
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
批
判
は
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
、

特
に
「
力
へ
の
意
志
」
を
考
察
す
る
時
に
は
未
だ
応
答
を
迫
ら
れ
る
課
題

で
あ
る
。

　さ
て
、
近
年
英
語
圏
で
看
過
で
き
な
い
ほ
ど
の
隆
盛
を
見
せ
る
の
が
、

ニ
ー
チ
ェ
哲
学
を
自
然
主
義
的
に
理
解
す
る
試
み
で
あ
り
、
こ
の
潮
流
を

牽
引
す
る
ラ
イ
タ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
を
ヒ
ュ
ー
ム
に
並
ぶ
よ
う
な
自
然
主
義

者
で
あ
る
と
す
る）

2
（

。
そ
の
際
、
ラ
イ
タ
ー
は
、
ク
ラ
ー
ク
の
解
釈
）
3
（

に
依
拠

し
、
ニ
ー
チ
ェ
を
経
験
論
者
と
し
て
捉
え
、
ニ
ー
チ
ェ
は
感
覚
で
き
る
こ

と
を
真
理
と
み
な
す
た
め
、
真
理
と
そ
の
表
象
と
い
う
二
元
論
は
取
っ
て

い
な
い
と
す
る
。
ク
ラ
ー
ク
や
ラ
イ
タ
ー
の
解
釈
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

批
判
に
対
す
る
一
定
の
解
決
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の

「
力
へ
の
意
志
」
説
を
経
験
科
学
で
あ
る
心
理
学
的
考
察
と
し
て
限
定
す

る
こ
と
で
、「
力
へ
の
意
志
」
説
が
本
来
内
包
し
て
い
る
二
つ
の
考
察
を

捨
象
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
経
験
を
可
能
に
す
る

内
的
力
動
性
に
関
す
る
考
察
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル

な
原
理
と
し
て
の
考
察
で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
自
然
主
義
的
理
解
の
空

隙
と
も
言
え
る
、「
力
へ
の
意
志
」
説
の
内
的
力
動
性
と
、
コ
ス
モ
ロ
ジ

〈
研
究
論
文
１
〉

飯

　田

　明
日
美

　

　ニ
ー
チ
ェ
と
自
然
主
義
と
の
距
離

│
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
を
手
掛
か
り
と
し
て

│
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諸
現
象
の
因
果
的
決
定
要
因
を
、
経
験
外
の
真
理
に
求
め
る
の
で
は
な

く
、
観
察
可
能
な
、
人
間
の
生
理
的
・
心
理
的
事
実
の
枠
内
で
特
定
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　ラ
イ
タ
ー
や
ク
ラ
ー
ク
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
遠
近

法
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
自
然
主
義
的
に
道
徳
の
起
源
を
論
じ
て
い

る
と
い
う
主
張
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、『
道
徳
の
系
譜
学
』
で

弱
者
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
が
道
徳
を
生
み
出
す
過
程
を
た
ど
る
中
、
ニ
ー
チ

ェ
は
道
徳
の
起
源
を
、
我
々
人
間
の
持
つ
復
讐
や
憎
悪
と
い
っ
た
感
情
に

基
づ
き
説
明
し
て
い
る
（KSA5

：278-281

）。
）
8
（

し
か
し
、
す
べ
て
を
経
験

の
枠
内
で
説
明
を
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
ラ
イ
タ
ー
は
ヒ
ュ
ー
ム
と
の
類
似
点
を
指
摘
す
る
こ
と

で
、
ニ
ー
チ
ェ
を
自
然
主
義
者
と
規
定
す
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
察
が
則

る
方
法
論
は
、
ニ
ー
チ
ェ
よ
り
も
厳
格
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
知
覚
を

可
能
に
す
る
基
本
的
な
要
素
と
し
て
、
類
似
、
近
接
と
い
う
観
念
の
結
合

作
用
を
挙
げ
る
が
、
そ
れ
ら
諸
機
能
が
働
く
理
由
や
機
能
が
あ
る
根
拠
に

つ
い
て
は
語
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
機
能
に
つ
い
て
は
、「
人
間
性
に
本
来

備
わ
っ
て
い
る
性
質
に
属
す
る
の
だ
」
と
し
、
そ
れ
以
上
の
考
究
は
し
な

い
）
9
（

。
一
方
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
方
法
論
的
自
然
主
義
に
は
相
応
し
く
な
い
描

写
を
す
る
。
例
え
ば
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
道
徳
が
利
用
す
る
「
主
体
の
信

仰
」
に
関
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
考
察
は
「
主
体
の
信
仰
」
を
生
じ
さ
せ
る
内

的
働
き
に
至
る
ま
で
遡
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ニ
ー
チ
ェ
は
観
察
可
能

な
、
人
間
の
生
理
的
・
心
理
的
事
実
の
枠
内
で
道
徳
の
因
果
的
決
定
要
因

を
特
定
し
て
い
る
と
限
定
す
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
え
る
。

カ
ル
な
側
面
に
関
し
て
、
和
辻
哲
郎
の
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
に
お
け
る
或

る
解
釈
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
、
伝
統
的
形
而
上
学
と
の
批
判
に
も

耐
え
う
る
も
の
と
し
て
注
目
で
き
る
こ
と
を
提
起
し
た
い
。

一

　ニ
ー
チ
ェ
と
方
法
論
的
自
然
主
義

　ラ
イ
タ
ー
や
ク
ラ
ー
ク
に
よ
る
と
、
初
期
の
ニ
ー
チ
ェ
は
、
感
覚
で
き

る
世
界
で
あ
る
仮
象
の
世
界
と
、
真
理
で
あ
る
物
自
体
と
の
間
に
は
乖
離

が
あ
る
と
い
う
認
識
論
的
立
場
を
取
っ
て
お
り
、
真
理
と
仮
象
の
間
の
相

違
や
対
応
を
問
題
に
し
て
い
た
。
し
か
し
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う

言
っ
た
』
以
降
に
見
ら
れ
る
成
熟
期
の
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
認
識
論
は
、
遠

近
法
主
義
）
4
（

に
到
達
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
真
理
と
仮
象
の
対
応
説
は

乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
遠
近
法
主
義
を
採
用
す
る
こ
と

で
、
真
理
が
経
験
的
世
界
以
外
の
真
実
の
世
界
に
由
来
す
る
と
い
う
考
え

や
、
経
験
的
世
界
を
仮
象
だ
と
す
る
対
応
説
を
放
棄
し
）
5
（

、
我
々
に
と
っ
て

は
た
だ
一
つ
、
感
覚
で
き
る
経
験
的
世
界
だ
け
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
に

至
っ
た
。
つ
ま
り
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
を
介
し
て
の
み
到
達

で
き
る
形
而
上
学
的
な
世
界
の
概
念
を
我
々
が
持
つ
と
い
う
こ
と
を
、
否

定
す
る
に
至
っ
た
の
だ）

6
（

。
例
え
ば
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
道

徳
が
生
じ
る
過
程
を
描
い
た
『
道
徳
の
系
譜
学
』
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、

方
法
論
的
自
然
主
義
者
）
7
（

と
し
て
道
徳
現
象
の
起
源
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
ロ
ー
マ
時
代
の
被
制
圧
者
が
支
配
者
に
対
し
て
抱
い
た

恨
み
の
感
情
（
ル
サ
ン
チ
マ
ン
）
と
い
う
心
理
的
機
能
に
、
キ
リ
ス
ト
教

道
徳
の
決
定
要
因
を
見
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ニ
ー
チ
ェ
は
、
道
徳
等
の
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意
志
・
作
用
で
あ
る

│
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
に
働
き
、
意

欲
し
、
作
用
す
る
こ
と
自
体
に
他
な
ら
な
い
」。
現
実
の
世
界
と
は
、「
力

の
作
用
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ー
ク
や
ラ
イ
タ
ー

が
方
法
論
的
自
然
主
義
で
あ
る
と
み
な
す
『
道
徳
の
系
譜
学
』
に
お
い
て

も
ニ
ー
チ
ェ
は
依
然
と
し
て
、
現
象
を
遡
り
「
力
」
が
「
作
用
」
す
る
だ

け
の
世
界
に
関
す
る
言
及
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　『道
徳
の
系
譜
学
』
の
一
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
善
悪
の
彼
岸
』
に
は
、

力
の
作
用
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
か
と
い
う
問
題
を
仮
説
と
し
て
提
示
し

て
い
る
。「
現
実
に
〈
与
え
ら
れ
た
も
の
〉
と
し
て
は
、
我
々
の
欲
望
と

情
熱
と
の
世
界
以
外
に
何
も
な
い
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
我
々
は

我
々
の
衝
動
の
現
実
以
外
の
い
か
な
る
他
の
〈
現
実
〉
へ
も
下
降
す
る
こ

と
も
上
昇
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、

│
と
い
う
の

も
思
考
と
は
、
こ
れ
ら
衝
動
が
相
互
に
制
約
し
あ
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
か

ら

│
、…
…
そ
の
所
与
な
る
も
の
は
、
機
械
的
（
あ
る
い
は
〈
物
質
的
〉）

な
世
界
を
も
理
解
す
る
に
は
充
分
で
な
い
の
で
は
な
い
か
」。
こ
こ
で
言

う
、
機
械
的
な
世
界
と
い
う
の
は
、
表
象
や
仮
象
で
は
な
く
、「
我
々
の

情
動
そ
の
も
の
が
も
っ
て
い
る
の
と
同
じ
実
在
性
の
段
階
に
属
す
る
も
の

と
し
て
の
世
界
」
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
世
界
は
、「
情
動
の
世
界

の
よ
り
原
初
的
な
形
態
」
で
あ
り
、「
そ
こ
で
は
ま
だ
一
切
が
強
力
な
統

一
の
も
と
に
渾
然
と
ま
と
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
や
が
て
そ
れ
が
有
機
的

過
程
を
た
ど
っ
て
分
岐
し
発
展
し
て
行
く
」
よ
う
な
、「
生
の
先
行
形
態
」

で
あ
る
（KSA5
：54-55

）。
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
が
考
察
し
て
い
る
の
は
、

あ
る
観
点
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
表
象
で
は
な
く
、
多
数
の
衝
動
が
う
ご

　そ
れ
で
は
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
道
徳
に
関
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
考
察
を
た

ど
っ
て
み
よ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
と
、
我
々
は
、
あ
る
働
き
に
対
し
た

時
に
そ
の
働
き
の
「
主
体
」
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
信
仰
を
持

つ
。「

雷
が
光
る
」
と
は
、
行
為
を
二
重
に
し
た
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

作
用
が
作
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
。
雷
と
い
う
同
じ
一
つ
の

現
象
を
ま
ず
そ
の
原
因
と
み
な
し
て
、
次
に
は
そ
の
作
用
と
み
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
者
は
「
力
が
動
か
す
、
力
が
原
因
で

あ
る
」
と
語
る
と
き
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
。
…
…
言
葉

の
誘
惑
に
負
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
騙
さ
れ
て
「
主
体
」
と
い
う
〈
偽

物
〉
を
押
し
付
け
ら
れ
、
こ
れ
を
追
い
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
い

る
。（KSA5

：279-280

）

　光
る
活
動
に
、
主
体
、
つ
ま
り
生
起
と
は
異
な
る
「
持
続
し
、
存
在
し
、

生
成
す
る
こ
と
の
な
い
一
つ
の
存
在
」
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。
ル
サ
ン
チ

マ
ン
の
道
徳
も
こ
の
「
主
体
の
信
仰
」
を
利
用
し
て
い
る
。
強
者
の
背
後

に
、
中
立
的
な
主
体
が
あ
り
、
主
体
が
「
強
さ
」
を
発
揮
す
る
か
ど
う
か

を
自
由
に
選
択
し
て
い
る
と
み
な
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
主
体
は
存
在

し
な
い
。「
行
為
、
作
用
、
生
成
の
背
後
に
は
、
い
か
な
る
『
存
在
』
も

な
い
」
が
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
道
徳
は
、「
行
為
者
」
が
自
由
に
「
強
い
」

行
為
や
「
弱
い
」
行
為
を
選
び
と
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
仕
立
て
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
主
体
の
信
仰
」
が
生
み
出
す
観
点
か
ら
の
誤

解
で
あ
る
。
強
さ
に
対
し
て
、
そ
れ
が
強
く
現
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
は
、

矛
盾
で
あ
る
。「
力
の
あ
る
量
と
は
、
ま
さ
に
そ
れ
だ
け
の
量
の
衝
動
・
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こ
の
よ
う
な
内
的
力
動
性
を
、「
力
へ
の
意
志
」
と
ニ
ー
チ
ェ
は
名
づ
け

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
観
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
生
理
的
・
心

理
的
要
因
で
は
な
い
。〈
可
想
的
性
格
〉
で
あ
る
〈
力
へ
の
意
志
〉
と
い

う
内
的
力
動
性
を
仮
説
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
「
機
械
的

な
事
象
」
の
作
用
の
原
因
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　さ
ら
に
ニ
ー
チ
ェ
は
、「
生
物
は
何
よ
り
も
ま
ず
そ
の
力
を
発
現
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
り

│
生
そ
の
も
の
が
力
へ
の
意
志
で
あ
る

│
」

（KSA5

：27

）
と
述
べ
、「
力
へ
の
意
志
」
を
有
機
的
世
界
全
体
に
お
け

る
力
動
性
の
原
理
と
す
る
。
生
や
有
機
的
世
界
全
体
の
運
動
を
貫
く
本
質

的
な
性
格
と
し
て
、「
力
へ
の
意
志
」
と
い
う
力
動
性
が
提
示
さ
れ
る
の

は
、『
道
徳
の
系
譜
学
』
で
も
同
様
で
あ
る
。「
能
動
的
で
、
自
発
的
で
、

支
配
を
欲
し
、
攻
撃
的
で
、
新
た
な
方
向
へ
と
自
ら
を
推
し
進
め
る
諸
力

こ
そ
が
、
生
命
に
お
い
て
優
越
し
た
原
理
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
」。

「
有
機
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
、
制
圧
で
あ
り
、
支
配
で
あ
り
、

こ
の
制
圧
や
支
配
が
す
べ
て
一
つ
の
新
し
い
解
釈
、
調
整
で
あ
り
」、「
生

の
本
質
と
は
力
へ
の
意
志
に
あ
る
の
だ
」
と
描
写
さ
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
（KSA5

：311-316

）、「
力
へ
の
意
志
」
は
あ
ら
ゆ
る
生
起
に

お
け
る
作
用
す
る
力
を
一
義
的
に
定
義
す
る
、
あ
る
種
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ

ル
な
原
理
で
も
あ
る
の
だ
。

二

　自
然
主
義
的
理
解
の
空
隙
と
、

　
　
　和
辻
哲
郎
の
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』

　ク
ラ
ー
ク
は
、「
力
へ
の
意
志
」
は
心
理
学
に
属
す
る
も
の
と
捉
え
た

め
き
な
が
ら
渾
然
一
体
と
な
っ
た
形
態
で
あ
る
。
渾
然
一
体
と
し
た
生
の

先
行
形
態
か
ら
、
い
か
に
表
象
が
成
立
し
て
い
く
の
か
を
考
察
す
る
際
に

極
め
て
重
要
と
な
る
の
が
、
作
用
の
内
的
力
動
性
と
し
て
の
「
力
へ
の
意

志
」
で
あ
る
。

〈
作
用
〉
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
意
志
が
意
志
に
作

用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

│
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
機
械
的
な
事
象

は
、
そ
の
中
に
あ
る
力
が
は
た
ら
い
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に

意
志
の
力
、
意
志
の
作
用
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
。

│
か
く

し
て
結
局
に
お
い
て
我
々
の
衝
動
的
生
の
全
体
を
、
意
志
の
唯
一
の

根
本
形
態

│
す
な
わ
ち
私
の
命
題
に
従
え
ば
、
力
へ
の
意
志

│

の
発
展
的
な
形
成
お
よ
び
分
岐
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
…
…

そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
作
用
す
る
力
を
一
義
的
に
力
へ
の

意
志
と
し
て
規
定
す
る
権
利
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
内
部

か
ら
観
ら
れ
た
世
界
、
こ
の
〈
可
想
的
性
格
〉
に
従
っ
て
規
定
さ
れ

特
色
付
け
ら
れ
た
世
界
、

│
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に〈
力
へ
の
意
志
〉な

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
な
に
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。（KSA5

：
20

）

　こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
、「
力
へ
の
意
志
」
と
い
う
概
念
で
、
自
ら
が
生

き
て
い
る
「
欲
望
と
情
熱
と
の
世
界
」
の
作
用
の
原
因
と
な
る
内
的
力
動

性
を
規
定
し
て
い
る
。
衝
動
は
、
自
己
の
力
を
よ
り
拡
張
す
る
こ
と
、
つ

ま
り
、
他
の
衝
動
を
支
配
し
よ
う
と
意
志
す
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る

の
で
あ
る
。「
全
て
の
衝
動
は
支
配
欲
に
燃
え
て
」
お
り
、「
自
分
こ
そ
が

他
の
衝
動
の
主
人
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
が
っ
て
い
る
」（KSA5

：20

）。
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要
だ
。
ま
さ
に
、
そ
の
解
決
策
に
な
り
う
る
見
解
が
、
和
辻
の
『
ニ
イ
チ

ェ
研
究
）
11
（

』
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
研
究
の
場
に
お
い
て
は
単
に
国

内
の
ニ
ー
チ
ェ
研
究
史
の
一
コ
マ
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る

『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
で
あ
る
が）
12
（

、「
対
応
説
」
を
回
避
し
な
が
ら
、「
力
へ

の
意
志
」
の
「
内
的
説
明
」
及
び
「
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
を
整
合
的
に
理
解

で
き
る
見
解
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
局
面
に
関
し
て
は
、
自
然
主
義
的

理
解
の
勢
力
が
強
ま
る
現
代
の
ニ
ー
チ
ェ
研
究
の
場
に
お
い
て
見
直
す
に

値
す
る
議
論
だ
と
考
え
る
。

　そ
れ
で
は
ま
ず
、「
力
へ
の
意
志
」
の
特
徴
の
う
ち
、「
内
側
か
ら
観
た

世
界
」
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
和
辻
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
検

討
す
る
。
和
辻
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
イ
ギ
リ
ス
経
験

主
義
と
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
両
者
を
融
合
さ
せ
る
た
め
に
、「
直
接
な
る

経
験
」
と
「
意
識
の
主
観
を
通
し
て
現
れ
る
意
識
的
事
実
」
と
を
区
別
し
、

我
々
が
概
念
を
使
用
す
る
際
、
我
々
の
根
本
に
は
い
か
な
る
こ
と
が
起
こ

り
つ
つ
あ
る
の
か
を
直
接
に
経
験
す
る
必
要
が
あ
っ
た）
13
（

。
ニ
ー
チ
ェ
が
経

験
し
た
、
こ
の
直
接
な
る
経
験
を
、
和
辻
は
「
直
覚
」
と
呼
ん
で
い
る
。

「
直
覚
」
と
は
、
感
覚
や
思
惟
に
頼
ら
ず
に
何
か
を
認
識
す
る
「
能
力
」

を
指
す
の
で
は
な
く
、
主
客
の
対
立
を
絶
す
る
「
感
動
）
14
（

」、「
生
命
そ
の
も

の
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る）
15
（

。
こ
こ
で
和
辻
が
述
べ
る
、
主
客
の
対

立
を
撥
無
し
た
「
感
動
」
と
は
い
か
な
る
状
態
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

和
辻
に
よ
る
説
明
は
次
の
通
り
で
あ
る）
16
（

。
デ
カ
ル
ト
が
「
考
え
る
我
」
を

直
接
に
確
実
だ
と
し
た
一
方
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
考
え
る
我
」
は
表
象
と
し

て
現
れ
た
も
の
で
あ
り
直
接
的
で
は
な
い
と
し
た
。
我
々
の
意
識
か
ら
あ

ほ
う
が
良
い
と
考
え
、「
力
へ
の
意
志
」
の
持
つ
「
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
」

な
原
理
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
れ
を
真
理
と
し
て

は
捉
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
知
識
の
問
題
と
は
考
え
て
い
な
い

と
い
う
立
場
を
と
る）
10
（

。
ま
た
ラ
イ
タ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は
あ
く
ま
で
経
験

的
な
領
域
、
つ
ま
り
観
察
で
き
る
事
柄
と
、
幾
つ
か
の
単
純
な
原
理
で
議

論
を
進
め
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
力
へ
の
意
志
の
形
而
上
学
的
言
説
に
つ

い
て
は
ニ
ー
チ
ェ
が
真
剣
に
あ
る
い
は
説
得
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
な

い
」
と
す
る
。

　し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
「
生
物
は
何
よ
り
も
ま
ず
そ
の
力
を
発
現

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り

│
生
そ
の
も
の
が
『
力
へ
の
意
志
』
で
あ
る

│
」（KSA5

：27

）
と
い
う
よ
う
に
、
や
は
り
「
力
へ
の
意
志
」
は
ニ

ー
チ
ェ
の
思
想
の
根
幹
に
あ
る
概
念
で
あ
る
以
上
、「
内
側
か
ら
見
た
世

界
」
と
い
う
際
の
方
法
論
と
、「
作
用
を
一
義
的
に
定
義
す
る
原
理
」
と

い
う
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
側
面
に
つ
い
て
も
、
整
合
的
に
説
明
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
れ
ら
二
点
は
自

然
主
義
的
理
解
の
射
程
に
は
入
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　「力
へ
の
意
志
」
を
、
現
象
に
対
す
る
真
の
世
界
と
し
て
把
握
し
て
し

ま
う
と
、「
対
応
説
」、
つ
ま
り
「
力
へ
の
意
志
」
と
い
う
本
体
と
、
そ
の

解
釈
が
あ
る
と
い
う
説
に
逆
行
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
近
世
主
体
性
の

形
而
上
学
の
完
成
形
」
及
び
、「
逆
転
し
た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
批

判
に
耐
え
え
な
い
だ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
「
本
体
」
と
現
象
の
差
異

に
関
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
た
め
、「
対
応
説
」
と
は
異
な
る
形
で
、「
内

側
か
ら
見
た
世
界
」
及
び
、「
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
肝
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と
に
分
化
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
近
代
の
主
体
性
の

形
而
上
学
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
批
判
と
は
異
な
る
ニ
ー
チ

ェ
像
を
、
和
辻
は
描
き
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　次
に
、「
力
へ
の
意
志
」
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
側
面
に
関
す
る
、
和

辻
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
を
た
ど
る
。
右
記
の
通
り
、
ニ
ー
チ
ェ
は
主
客
の
対

立
を
撥
無
し
た
「
直
覚
」
に
よ
り
「
力
へ
の
意
志
」
を
生
き
た
の
で
あ
る

と
和
辻
は
述
べ
る
が
、「
直
覚
」
に
よ
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
は
何
を
ど
の
よ
う

に
把
握
し
た
と
、
和
辻
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
間
の
真
相
は

「
力
へ
の
意
志
」
で
あ
る
と
す
る
和
辻
の
議
論
か
ら
そ
の
具
体
像
を
と
り

出
し
た
い
。
和
辻
の
ニ
ー
チ
ェ
論
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
活
動
は
、
今
ま

さ
に
自
分
が
生
き
て
い
る
「
こ
の
瞬
間
」
に
結
ば
れ
て
お
り
、「
こ
の
瞬

間
」
に
内
か
ら
湧
き
出
で
る
「
力
へ
の
意
志
」
の
う
ち
に
あ
る）
20
（

。「
力
へ

の
意
志
」
は
こ
の
瞬
間
の
力
感
で
あ
り
な
が
ら
、
且
つ
、
あ
ら
ゆ
る
過
去

と
未
来
の
混
融
と
も
言
え
る
。
な
ぜ
和
辻
の
ニ
ー
チ
ェ
論
で
は
、「
こ
の

瞬
間
」
が
す
べ
て
の
活
動
の
結
節
点
と
言
え
る
の
か
。
そ
れ
は
和
辻
が
、

「
力
へ
の
意
志
」
を
、
心
理
学
的
考
察
に
限
定
せ
ず
に
、
世
界
の
す
べ
て

を
貫
く
潑
剌
と
し
た
活
動
原
理
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
力
へ
の
意
志
」
が
世
界
全
体
を
貫
く
原
理
で
あ
る
故
に
、「
こ
の
瞬
間
」

の
活
動
は
、
世
界
に
お
け
る
す
べ
て
の
活
動
へ
と
伝
播
す
る
と
同
時
に
、

帰
結
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
和
辻
に
よ
る
と
、
人
に
解
釈
さ
れ

た
世
界
の
奥
に
は
深
い
現
実
が
あ
り
、
そ
れ
は
永
久
の
生
成
、
潑
剌
た
る

関
係
で
あ
る）
21
（

。「
こ
の
現
実
が
内
よ
り
直
覚
せ
ら
れ
る
時

│
す
な
わ
ち

純
粋
に
生
き
ら
れ
る
時

│
深
い
し
か
も
確
実
な
、
微
妙
に
し
て
し
か
も

ら
ゆ
る
表
象
を
洗
い
去
る
と
し
よ
う
。
そ
の
状
態
は
虚
無
で
は
な
い
。
む

し
ろ
最
も
潑
剌
と
し
て
活
気
に
あ
ふ
れ
た
生
の
力
の
直
接
な
活
動
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。
意
識
の
根
底
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
主
客
未
分
の
諸
力

が
活
動
し
て
お
り
、
そ
の
活
動
は
、
感
動
に
お
い
て
「
力
感
」、「
生
命
感
」

と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
直
接
に
あ
る
の
は
、
力
感
、
活
動
で
あ

る
が
、
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
」
は
、
こ
の
活
動
を
、
活
動
者
と
そ
の
活

動
と
に
分
け
て
解
釈
す
る
歪
曲
で
あ
る
。
こ
れ
ら
和
辻
の
叙
述
か
ら
考
え

る
と
、「
直
覚
」
と
は
、
感
覚
や
意
識
の
奥
底
で
「
内
よ
り
働
く
力
」
で

あ
る
「
力
へ
の
意
志
）
17
（

」
を
、
自
己
に
内
在
す
る
力
と
し
て
感
動
に
お
い
て

感
じ
取
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
対
象
化
さ
れ
た
客
体
を
感
覚
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
主
客
の
対
立
を
撥
無
し
た
感
動
で
あ
り
、「
力
へ
の
意
志
」

を
生
き
る
と
い
う
表
現
が
最
も
適
切
な
状
態
な
の
で
あ
ろ
う）
18
（

。

　和
辻
の
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
、「
力
へ
の
意
志
」
を
、
主
体
や
客
体

を
成
立
さ
せ
る
根
本
動
力
と
し
て
検
討
し
、「
感
覚
」
や
「
意
識
」
成
立

以
前
の
力
の
闘
争
を
直
接
体
験
す
る
よ
う
な
「
直
覚
」
と
い
う
ツ
ー
ル）
19
（

を

提
示
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
の
「
力
へ
の
意
志
」
に

つ
い
て
、
現
象
を
成
立
さ
せ
る
根
本
動
力
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
デ

カ
ル
ト
以
来
の
主
体
性
の
形
而
上
学
の
完
成
形
だ
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
ニ
ー
チ
ェ
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
懸
念
が
あ
る
。
し
か
し
和
辻
は
、「
力

へ
の
意
志
」
を
、
主
体
で
も
、
客
体
で
も
な
い
、
多
数
の
力
の
相
争
い
と

し
て
理
解
し
て
い
る
。
和
辻
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
に
お
い
て
は
、
主
体
の
価

値
付
け
に
よ
り
、
客
体
と
し
て
の
表
象
が
配
置
さ
れ
る
と
い
う
構
図
は
存

在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
諸
力
が
相
争
う
過
程
で
、「
主
体
」
と
「
客
体
」
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様
な
欲
求
や
感
情
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
抗
争
の
末
に
意
識
に
上
る
の

は
、
部
分
的
に
捨
象
さ
れ
て
、
あ
る
目
的
へ
の
意
志
と
い
う
「
力
の
中
心
」

か
ら
な
る
特
殊
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
「
力
の
中
心
」
が
抗

争
の
末
に
意
志
と
い
う
特
殊
を
形
成
す
る
。
し
か
し
意
志
と
い
う
の
は
一

つ
の
特
殊
で
あ
り
、
そ
の
特
殊
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
感
情
や
欲
求
等
、

多
数
の
「
力
の
中
心
」
と
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
も
不
可
欠
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
殊
は
常
に
他
の
す
べ
て
の
特
殊
と
の
関
係
の
中
で
、

成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

力
へ
の
意
志
は
、
多
様
を
含
ま
な
い
普
遍
者
と
し
て
活
動
す
る
の
で

は
な
く
、
厳
密
に
特
殊
な
力
と
し
て
活
動
す
る
。
特
殊
な
力
を
度
外

視
し
た
力
へ
の
意
志
は
な
い）
25
（

。

　こ
の
よ
う
に
、
和
辻
は
諸
力
の
関
係
性
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
を
解
釈
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
ニ
ー
チ
ェ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
で
は
世

界
は
様
々
な
特
殊
と
し
て
変
化
し
続
け
る
が
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
内
的

に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　「力
へ
の
意
志
」
は
、「
あ
ら
ゆ
る
特
殊
と
対
立
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て

絶
対
で
あ
り
、
そ
れ
自
ら
に
は
相
対
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
な
い）
26
（

」。
ま

た
、「
力
へ
の
意
志
」
は
そ
れ
自
体
で
完
結
し
て
お
り
、
総
量
と
し
て
見

れ
ば
一
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
部
は
常
に
活
動
し
て
い
る
た
め
、「
永

久
に
自
ら
自
己
を
創
造
し
、
破
壊
す
る
も
の）
27
（

」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
す
べ
て
の
特
殊
は
、
全
体
と
し
て
の
「
力
へ
の
意
志
」
の
内
部
の
出

来
事
で
あ
る
。
特
殊
と
し
て
生
成
流
転
す
る
世
界
の
す
べ
て
は
、「
力
へ

の
意
志
」
の
内
部
で
起
き
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
和
辻
の
ニ
ー
チ
ェ

激
越
な
、
躍
如
た
る
力
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
れ
が
『
力
へ
の
意

志
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る）
22
（

」
と
、
和
辻
は
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、「
直
覚
」
は
「
力
へ
の
意
志
」
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
自
分
の
内
か
ら
湧
き
出
で
る
一
瞬
の
力
が
永
久
の
す
べ
て
の
力

と
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
和
辻
の
ニ

ー
チ
ェ
解
釈
に
お
い
て
、
世
界
を
力
の
活
動
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、

外
側
か
ら
の
観
察
に
よ
り
活
動
者
か
ら
活
動
者
に
対
し
て
受
け
渡
さ
れ
る

力
を
考
察
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
直
覚
」
つ
ま
り
、
内
側
か
ら
力
と
力

の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
内
側
か
ら
理
解
す
る
と
は
、

コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
原
理
と
し
て
の
「
力
へ
の
意
志
」
を
理
解
す
る
こ
と

で
も
あ
る
の
だ
。

　こ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
原
理
は
、
果
た
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
批
判

す
る
逆
転
し
た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
和
辻
は
、
特
殊
と
全

体
と
の
関
係
で
「
力
へ
の
意
志
」
を
説
明
し
て
お
り
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ

た
世
界
像
は
、「
逆
転
し
た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」
と
は
言
え
な
い
。
和
辻
に

よ
る
と
、「
力
へ
の
意
志
」
は
多
様
な
「
力
の
中
心
」
と
し
て
活
動
す
る
。

「
力
へ
の
意
志
」
は
特
殊
な
「
力
の
中
心
」
と
し
て
活
動
す
る
が
、
一
方

で
「
力
の
中
心
」
は
「
力
へ
の
意
志
」
の
全
体
と
も
言
え
る）
23
（

。
こ
の
「
力

の
中
心
」
を
和
辻
は
、「
個
性
」
と
も
言
い
換
え
て
い
る）
24
（

。「
力
へ
の
意
志
」

の
内
部
に
は
、
個
性
を
異
に
し
た
多
数
の
「
力
の
中
心
」
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
が
自
ら
の
力
の
伸
長
に
努
め
る
こ
と
で
特
殊
を
形
成
す
る
。「
力
へ

の
意
志
」
は
こ
の
よ
う
に
内
部
に
抗
争
す
る
多
数
の
特
殊
を
含
む
不
断
の

流
動
で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
が
何
か
を
意
志
す
る
際
、
意
志
の
内
に
は
多
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　（4
）
ニ
ー
チ
ェ
は
「
遠
近
法
的
な
評
価
と
仮
象
性
と
に
基
づ
か
な
い
限
り
生
と
い

う
も
の
は
全
く
存
立
し
な
い
だ
ろ
う
」（KSA5

：53

）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、

仮
象
性
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
〈
真
理
〉
と
て
何
一
つ
残
ら
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
世
界
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
理
由
が
あ

る
の
か
？

　と
問
う
。
ニ
ー
チ
ェ
は
世
界
を
生
が
遠
近
法
に
よ
っ
て
解
釈
し
た

世
界
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　（5
）Clark, op. cit., 1990, p.114.

　（6
）ibid., p.117.

　（7
）
自
然
主
義
の
定
義
は
多
様
で
あ
る
が
、
存
在
論
的
自
然
主
義
と
、
方
法
論
的

自
然
主
義
と
い
う
二
つ
に
大
き
く
分
類
さ
れ
る
。
前
者
の
存
在
論
的
自
然
主
義

と
は
、「
何
が
」
存
在
す
る
の
か
に
関
す
る
主
張
で
あ
る
。
自
然
を
超
え
た
も
の

の
存
在
を
認
め
な
い
た
め
、
神
や
魂
と
い
っ
た
非
自
然
的
な
も
の
や
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
ル
で
自
然
世
界
を
超
え
る
存
在
に
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
後
者
の
方
法
論
的

自
然
主
義
と
は
、
存
在
を
探
求
す
る
際
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
立
場
で
あ
り
、

「
い
か
に
」
探
求
す
る
か
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
の
区
分
で
あ
る
。

　（8
）
ニ
ー
チ
ェ
の
引
用
はN

ietzsche, F., Säm
tliche W

erke Kritische Studi-
enausgabe, H

rsg. von G
iorgio Colli und M

azzino M
ontinari, Berlin/ 

N
ew
 York: W

alter de G
ruyter, 1967-77

に
よ
る
。
以
下
、（KSA

巻
数
：
頁
）

と
表
記
す
る
。
翻
訳
は
主
に
白
水
社
版
ニ
ー
チ
ェ
全
集
を
参
考
に
し
た
が
、
部

分
的
に
筆
者
に
よ
る
訳
語
を
用
い
た
。

　（9
）H

um
e, D., A

 treatise of H
um
an N

ature, O
xford/N

ew
 York, O

xford 
U
niversity Press, 2007, 1-1-4. （

第
一
巻

　第
一
章
第
四
節
）

　（10
）
力
へ
の
意
志
の
言
説
は
、
経
験
的
な
領
域
か
ら
生
じ
て
お
り
、
人
間
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
考
察
に
起
源
を
持
つ
。
心
理
学
と
し
て
捉
え
る
と
、

「
力
へ
の
意
志
」
の
目
的
は
、
効
力
の
感
覚
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
感
覚
で
き
る

こ
と
こ
そ
が
正
し
い
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
立
場
と
矛
盾
し
な
い
。

　（11
）
和
辻
の
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
一
九
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
和
辻
の
処
女
作

で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
力
へ
の
意
志
」
の
形
而
上
学
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ

哲
学
を
解
釈
し
た
『
ニ
ー
チ
ェ
』
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
一
九
三
〇
年
代
以
降

の
大
学
で
の
講
義
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
和
辻
は
そ
の
講
義
よ
り
も
二

論
で
は
、「
力
へ
の
意
志
＝
本
体
」
と
「
特
殊
＝
現
象
」
と
い
う
分
裂
は

見
ら
れ
ず
、
特
殊
は
全
体
の
内
部
の
出
来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

逆
転
し
た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
「
力
へ
の
意
志
」
と
仮

象
の
二
元
論
と
し
て
で
は
な
く
、
内
的
完
結
性
を
持
っ
た
世
界
は
、
永
遠

に
特
殊
を
生
成
す
る
運
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、「
力
へ
の
意
志
」
の

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
し
て
和
辻
は
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　和
辻
哲
郎
の
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
は
、「
力
へ
の
意
志
」
の
特
徴
で
あ

る
「
内
側
か
ら
観
た
世
界
」、
と
「
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
を
検
討
す
る
に
際
し
、

「
直
覚
」
と
い
う
ツ
ー
ル
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
特
殊
を
形
成
す
る
諸
力

の
関
係
性
と
し
て
の
完
結
し
た
世
界
と
い
う
世
界
像
を
提
示
し
て
い
る
。

こ
の
和
辻
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
主
体
性
の
形
而
上
学
、
及
び
逆
転
し
た
プ

ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
批
判
は
的
確
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
最
後
に
な
る
が
、
和
辻
は
、『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
の
中
で
、「
直

覚
」
を
哲
学
者
の
領
分
と
し
て
示
し
て
い
る
。
世
界
に
関
す
る
科
学
的
見

解
の
空
隙
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
哲
学
や
思
想
に
お
け
る
「
直
覚
」
の

役
割
を
再
検
討
す
る
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　（1
）H

eidegger, M
., N
ietzsche I, II, Pfllingen: N

eske Verlag, 1961.

　（2
）Leiter, B., N

ietzsche on M
orality second edition, N

ew
 York: Rout-

ledge, 2015.

　（3
）C

lark, M
., N
ietzsche on truth and philosophy, C

am
bridge: C

am
-

bridge U
niversity Press, 1990.
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　（27
）
同
、
一
三
八
頁
。

（
い
い
だ
・
あ
す
み
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
、
お
茶
の
水
女
子
大
学 

博
士
後
期
課
程
）

〇
年
以
上
早
い
時
点
で
「
力
へ
の
意
志
」
を
中
心
に
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
を
読
み
解

い
て
い
る
。

　（12
）
和
辻
の
思
想
研
究
と
し
て
は
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
大
石
紀
一
郎
「
和

辻
哲
郎
と
ニ
ー
チ
ェ

│
日
本
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
受
容
史
の
た
め
に

│
」

東
大
比
較
文
学
会
編
『
比
較
文
学
研
究
四
六
巻
』
一
九
八
四
年
、
一
│
三
五
頁
。

頼
住
光
子
「
和
辻
哲
郎
の
思
想
に
お
け
る
「
か
た
ち
」
の
意
義
に
つ
い
て

│

そ
の
成
立
と
展
開
に
関
す
る
比
較
思
想
的
探
求

│
」『
講
座
比
較
思
想

　転
換

期
の
人
間
と
思
想

　②
日
本
の
思
想
を
考
え
る
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
三
年
、

二
〇
四
│
二
二
八
頁
。
湯
浅
弘
「
和
辻
哲
郎
と
生
の
哲
学

│
『
ニ
ー
チ
ェ
研

究
』
を
中
心
に

│
」『
比
較
思
想
研
究
』
二
〇
〇
二
年
、
六
二
│
六
九
頁
。
鈴

木
貞
美
「
和
辻
哲
郎
の
哲
学
観
、
生
命
観
、
芸
術
観

│
ニ
イ
チ
ェ
研
究
を
め

ぐ
っ
て
」『
日
本
研
究
』
第
三
八
集
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇

八
年
、
三
一
五
│
三
四
八
頁
、
他
）。

　（13
）
和
辻
哲
郎
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』『
和
辻
哲
郎
全
集

　第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
一

九
六
一
年
、
五
一
頁
。

　（14
）
和
辻
、
前
掲
書
、
四
四
頁
。

　（15
）
同
、
四
一
頁
。

　（16
）
同
、
五
四
│
五
六
頁
。

　（17
）
和
辻
は
「
権
力
意
志
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
力
へ

の
意
志
」
に
統
一
す
る
。

　（18
）
和
辻
、
前
掲
書
、
五
九
頁
、
他
。

　（19
）
和
辻
は
、
直
覚
に
つ
い
て
認
識
の
よ
う
な
能
力
の
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
く
、

生
の
充
実
の
こ
と
だ
と
述
べ
る
（
同
、
四
四
頁
）。

　（20
）
同
、
七
四
頁
。

　（21
）
同
、
一
〇
八
│
一
〇
九
頁
。

　（22
）
同
、
一
〇
九
頁
。

　（23
）
同
、
一
三
八
頁
。

　（24
）
同
、
一
一
〇
頁
。

　（25
）
同
、
一
三
八
頁
。

　（26
）
同
、
一
三
九
頁
。


