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き
残
さ
れ
た
課
題
と
は
八
子
供
V
の
生
成

(
W
e
r
d
e
n
)
の
問
題
、
す
な
わ

「
身
体
、
そ
し
て
魂
で
あ
る
も
の
、
そ
れ
が
私
で
あ
る
。
」
ー
.
|
こ
う

子
供
は
語
る
。

ひ
と
は
な
ぜ
子
供
た
ち
の
よ
う
に
語
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
？

(
l
)
 

(
Nこ

S
.
3
9
.
)
 

F
・
ニ
ー
チ
ェ

(
1
8
4
4ー

1
9
0
0
)

の
八
子
供
＞
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
い

る
。
八
子
供
＞
と
は
ニ
ー
チ
ェ
の
核
心
的
思
想
が
体
現
さ
れ
た
も
の
と
自

他
と
も
に
認
め
る
主
著
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
語
っ
た
』

(1883-

8
5
)

で
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
精
神
の
比
喩
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
同
書

の
全
文
を
通
じ
て
肯
定
さ
れ
、
本
文
の
最
後
で
な
お
課
題
と
し
て
残
る
と

つ
ま
り
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
11
ニ
ー
チ
ェ
が
見
い
だ
し
た
も
の
の
、

い
ま
だ
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
と
き
、
そ
の
課
題
を
引
き

受
け
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
の
だ
。
誘
惑
し
試
み
る
者
ニ
ー
チ
ェ
の
企
図

ど
お
り
、
ま
さ
に
八
子
供
＞
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
八
子
供

V
の
身
体

ち
八
子
供
＞
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
八
子
供
＞
に
如
何
に
し
て

成
る
か
で
あ
る
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
は
、
こ
れ
ら
に
明
確
に
は
答
え
な
い
。

む
し
ろ
八
子
供
＞
に
ま
つ
わ
る
問
い
を
通
し
て
、
彼
の
思
考
の
解
釈
の
多

様
性
を
可
能
な
か
ぎ
り
要
求
す
る
。
冒
頭
の
一
節
は
、
「
八
子
供
＞
と
は
何

か
？
」
を
「
八
子
供
＞
と
は
誰
か
？
」
と
言
い
換
え
、
八
子
供
＞
自
身
に

問
い
か
け
た
場
合
の
答
え
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
身
体
か
つ
精
神
で
あ
る

(
2
)
 

も
の
、
そ
れ
が
八
子
供
＞
で
あ
る
。

(
3
)
 

と
こ
ろ
で
ニ
ー
チ
ェ
と
い
う
と
、
身
体
を
絶
対
化
す
る
肉
体
主
義
や
精

(
4
)
 

神
の
働
き
を
科
学
的
に
根
拠
づ
け
る
生
物
学
主
義
に
碁
づ
い
て
、
心
身
二

元
論
を
否
定
す
る
生
の
哲
学
者
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
彼
の

思
惟
に
よ
れ
ば
、
精
神
と
身
体
は
異
な
る
。
一
で
は
な
い
。
再
び
し
か
し
、

ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。
以
下
本
稿
で
は
、
精
神
の
比
喩
で
あ
る
八
子

供
V
が
語
る
身
体
を
手
掛
か
り
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
観
た
「
身
体
」
を
、
「
精

神
」
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
考
察
し
、
ひ
い
て
は
八
子
供
V
の
問
題
を
解

明
す
る
布
石
と
し
た
い
。

阪

本

恭

子
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（
一
）
小
さ
な
理
性
と
自
我

冒
頭
に
引
用
し
た
箇
所
で
、
身
体
、
魂
に
ひ
き
つ
づ
き
言
及
さ
れ
る
の

が
精
神
で
あ
る

(
N
,
S
.
3
9
f
f
.
)
。
そ
れ
は
「
小
さ
な
理
性
」
、
つ
ま
り
「
大

き
な
理
性
」
で
あ
る
身
体
の
「
道
具
」
あ
る
い
は
「
玩
具
」
と
し
て
「
自

(
5
)
 

我
(
I
c
h
)
」
を
語
る
。
身
体
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
精
神
は
そ
れ
自
体
根
拠

で
は
あ
り
得
ず
、
認
識
し
、
把
握
し
、
思
考
す
る
と
い
う
精
神
の
諸
作
用

は
身
体
の
命
令
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
ま
ず
精
神
の
理
性
、
換

(
6
)
 

言
す
る
と
わ
れ
わ
れ
の
意
識
的
理
性
で
あ
る
「
小
さ
な
」
理
性
を
見
て
い

。

こ
う『

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
同
時
期
の
断
想
「
道
徳
と
生
理
学
」

(
N
F
,

K
S
A
.
 
11, 3
7
 [
4

]

,

 

S. 5
7
6
£
£
.
)

で
精
神
は
、
他
の
生
命
体

(lebende

W
e
s
e
n
)

と
同
じ
く
「
人
間
の
現
存
在
の
各
瞬
間
に
お
い
て
」
身
体
を
構

成
す
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
身
体
に
服
従

(
G
e
h
o
r
c
h
e
n
)
し
て
い
る
。
精

神
の
道
具
性
お
よ
び
身
体
の
理
性
と
の
相
対
的
な
大
小
関
係
は
こ
こ
に
由

来
す
る
。
し
か
し
精
神
は
一
方
で
、
命
令
し
、
自
ら
の
意
志
で
行
為
し
、

さ
ら
に
機
械
的
で
は
な
く
「
選
択
的
、
賢
明
か
つ
思
慮
深
く
、
反
抗
的
で

さ
え
あ
る
」
と
い
う
仕
方
で
身
体
に
服
従
す
る
と
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
よ

り
根
源
的
な
身
体
を
主
、
そ
の
一
機
能
と
し
て
精
神
を
従
と
す
る
一
種
の

支
配
関
係
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
両
者
の
関
わ
り
合
い
、
あ
る
い
は
精
神

精
神

れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

の
「
服
従
」
の
意
義
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

服
従
は
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
る
。
初
期
の
教
育
論
で
は
、
自
由
に
先
立

つ
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
人
間
が
本
質
的
に
も
つ
生
産
的
唯
一
性
の
実
現

(
7
)
 

に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
。
後
期
の
道
徳
論
で
は
、
否
定
し
、
さ
ら
に
肯

定
す
る
意
志
の
発
現
に
よ
る
、
善
悪
の
彼
岸
と
い
う
絶
対
的
自
由
へ
の
超

克
の
大
前
提
と
な
る
絶
対
的
服
従
と
し
て
。
そ
し
て
再
び
こ
の
時
期
の
断

想
で
は
、
「
『
服
従
』
と
『
命
令
』
は
―
つ
の
闘
い
（
K
a
m
p
f
s
p
i
e
l
)

の
二

(
8
)
 

つ
の
形
式
で
あ
る
」

(ebd.,
3
6
 [
2
2
]
 ,S. 5
6
0
.
)

と
。
ニ
ー
チ
ェ
の
身
体

を
「
力
の
関
係
の
場
」
と
解
釈
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
服
従
を
力
の
一
っ

(
9
)
 

の
「
質
」
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
服
従

(II
反
動
II
劣
）
と
命
令

(II
能

動
II
優
）
を
力
の
差
異
、
位
階
秩
序
と
し
、
二
つ
の
力
の
関
係
を
、
根
源

(10) 

に
お
け
る
「
並
存
」
と
捉
え
る
。
上
の
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
用
い
る
と
そ

れ
は
、
闘
い
な
が
ら
の
並
存
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
身
体
と
そ

の
道
具

(
W
e
r
k
z
e
u
g
)
、
玩
具

(Spielzeug)
と
し
て
の
精
神
が
、
競
合

(
K
a
m
p
f
)
と
遊
戯

(Spiel)
と
し
て
作
用
す
る

(
w
i
r
k
e
n
)
こ
と
に
よ

り
、
何
も
の
か
を
生
み
出
す

(
N
e
u
g
e
n
)
と
い
う
関
わ
り
合
い
が
認
め
ら

服
従
は
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
る
。
「
自
分
に
命
令
で
き
な
い
も
の
は
、

、
、
、

ひ
と
に
服
従
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
自
分
に
命
令
で
き
る
も
の
は
少

な
く
は
な
い
。
し
か
し
彼
ら
も
自
分
に
服
従
す
る
に
は
ま
だ
多
く
欠
け
て

い
る
I.
」（
N

こS.
2
5
0
.
)

と
。
こ
こ
で
は
、
服
従
し
、
命
令
し
、
服
従
さ

れ
る
「
自
分
」
が
、
再
帰
代
名
詞

,,sich"
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
。
こ
の
自

82 



分
を
、
精
神
す
な
わ
ち
主
観
が
語
る
と
さ
れ
る
「
自
我
」
を
も
と
に
捉
え

な
お
そ
う
。

自
我
は
、
意
欲
し
、
創
造
し
、
評
価
す
る
。
そ
し
て
最
も
正
直
な

(
r
e
d
'

l
i
c
h
)

存
在
と
し
て
、
同
じ
く
最
も
正
直
に
、
身
体
と
自
ら
の
存
在
I

証

明
し
、
語
る
の
が
困
難
で
あ
る
、
最
も
不
思
議
な
も
の
—
~
語
る
(
v
g
l
.

e
b
d
.
,
 
S
.
 3
5
f
f
.
)

。
音
蕊
咬
釧
型
逗
‘
証
屈
圃
‘
こ
れ
ら
は
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ

て
、
人
間
が
人
間
た
り
得
る
所
以
の
、

つ
ま
り
「
自
分
を
保
持
す
る
」

(
e
b
d
.
,
 
S
.
 7
5
.
)

た
め
の
行
い
だ
が
、
真
の
行
為
者
は
、
精
神
の
認
識
、

思
考
作
用
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
身
体
の
「
自
己

(
S
e
l
b
s
t
)
」
で
あ

、
、
、
、

る
。
つ
ま
り
行
為
す
る
身
体
を
語
る
存
在
、
そ
れ
が
自
我
で
あ
る
。
こ
こ

に
も
精
神
的
自
我
の
身
体
的
自
己
へ
の
服
従
が
、
言
葉
と
行
為
の
関
係
と

し
て
現
れ
る
。
自
我
は
言
葉
を
通
じ
て
自
己
へ
と
向
か
い
、
自
己
は
行
為

に
よ
り
自
我
に
言
葉
を
与
え
、
そ
の
存
在
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
「
こ

こ
で
は
全
て
の
存
在
が
言
葉
に
な
ろ
う
と
す
る
。
全
て
の
生
成
が
私
か
ら

(11) 

語
る
こ
と
を
学
ぼ
う
と
す
る
」

(
e
b
d
.
,
S
.
 2
3
2
.
)

状
態
で
、
「
こ
こ
」
と

は
人
々
の
間
に
い
た
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
、
彼
ら
を
批
判
し
て
再
び

戻
っ
て
き
た
故
郷
で
の
「
孤
独
」
を
指
す
が
、
そ
れ
は
自
我
の
自
己
へ
の

服
従
が
、
他
人
と
の
交
わ
り
と
そ
の
否
定
を
前
提
と
す
る
こ
と
を
暗
示
す

る
だ
ろ
う
。
ま
た
自
我
は
、
そ
れ
自
身
で
正
直
な
存
在
で
は
な
く
、
自
己

を
語
る
、
さ
ら
に
正
直
に
語
る
こ
と
に
基
づ
い
て
の
み
、

つ
ま
り
自
己
ヘ

の
服
従
が
誠
実
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
を
確
立
す
る
こ
と

を
上
の
文
脈
か
ら
読
み
取
っ
て
お
く
。

以
上
か
ら
、
服
従
し
、
命
令
す
る
自
分
を
精
神
的
自
我
、
服
従
さ
れ
る

自
分
を
身
体
的
自
己
、
さ
ら
に
初
め
の
服
従
は
そ
の
対
象
を
自
分
以
外
の

も
の
に
も
つ
と
理
解
し
た
い
。
し
か
し
、
命
令
す
る
自
我
が
自
己
へ
の
服

従
に
至
る
に
は
ま
だ
欠
け
る
も
の
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
か
、
以
下
見
て
い

゜

こ
う（

二
）
自
由
精
神

精
神
の
所
産
で
あ
る
理
性
あ
る
い
は
自
我
そ
の
も
の
を
ニ
ー
チ
ェ
は
否

定
し
な
い
こ
と
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
お
よ
び
同
時
期
の
遺
稿
か
ら

明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
た
だ
し
小
さ
な
理
性
と
同
じ
く
言
わ
ば
道

具
と
し
て
身
体
の
優
越
性
を
強
調
す
る
た
め
、
つ
ま
り
身
体
に
服
従
す
る

も
の
と
い
う
観
点
か
ら
言
及
さ
れ
る
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
以
前
か
ら
精
神

を
具
体
的
か
つ
批
判
的
に
、
精
神
自
身
す
な
わ
ち
「
自
由
精
神
(
d
e
r
f
r
e
i
e
 

G
e
i
s
t
)
」
に
語
ら
せ
て
い
た
。

(1878

— 

そ
の
名
を
副
題
に
も
つ
『
人
間
的
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
』

1
8
8
0
)

の
序
言
で
自
由
精
神
は
、
「
大
い
な
る
解
放
」

(MAI,
S
.
 1
5
.
)
 

を
経
験
し
た
精
神
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
「
大
い
な
る
」
と
い
う
形
容
は
、

解
放
に
先
立
つ
義
務
や
畏
敬
の
対
象
、
先
に
用
い
た
表
現
で
は
他
人
と
の

交
わ
り
、
自
分
以
外
の
も
の
へ
の
服
従
が
徹
底
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

、

、

、

、

、

、

、

こ
の
服
従
を
経
て
「
現
在
何
が
で
き
る
か
、
現
在
初
め
て
何
が
許
さ
れ
る

か
を
知
っ
て
い
る
」
、
後
の
説
明
で
は
「
再
び
自
分
自
身
を
手
に
し
て
自
由

、
、
、
、

に
な
っ
た
」

(
E
H
,
S
.
 3
2
2
.
)

精
神
が
自
由
精
神
で
あ
る
。
同
著
作
の
中

83 



で
そ
れ
は
、
世
界
を
二
分
す
る
と
い
う
意
味
で
「
形
而
上
学
の
源
」

(MAI,

(12) 

S
.
 2
7
 .
)
と
な
る
「
夢
」
に
つ
い
て
こ
う
語
る

(
e
b
d
.
,
S
.
 3
3
f
f
.
)

。

睡
眠
者
が
夢
を
見
る
。
夢
は
初
め
仮
定
で
あ
っ
た
。
次
い
で
具
象
的
表

象
を
伴
う
「
信
念
(
G
l
a
u
b
e
)
」
と
な
る
。
彼
の
精
神
は
、
肉
体
(
K
a
r
p
e
r
)

の
多
様
な
内
的
誘
因
に
よ
る
刺
激
を
受
け
た
感
覚
の
原
因
を
誤
っ
て
求
め

「
判
断

(
U
己
臣

l

)

」
す
る
の
だ
。
「
こ
の
夢
は
、
私
が
感
じ
る
あ
の
感
覚

、
、
、

の
原
因
に
ち
が
い
な
い
」
と
。
つ
ま
り
夢
を
後
か
ら
説
明
す
る
。
そ
う
し

て
誤
っ
て
原
因
と
考
え
ら
れ
た
も
の
の
表
象
が
夢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

推
理
は
覚
醒
者
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
る
。
説
明
す
べ
き
何
も
の
か
が
あ
る
。

説
明
の
た
め
精
神
は
原
因
を
求
め
る
。
つ
ま
り
原
因
は
結
果
か
ら
推
理
さ

れ
、
結
果
の
後
で
表
象
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
真
理
」
と
し
て
通
用
し
た
。

こ
れ
は
真
理
の
生
成
史
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
と
え
精
神
の
誤
謬
推
理
を

た
ど
る
過
程
で
あ
っ
て
も
、
否
定
的
に
は
語
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
、
後
に
精
神
を
支
配
す
る
と
い
う
能
動
的
役
割
を
担
う
身
体
が
、

こ
こ
で
は
精
神
に
影
響
を
及
ぼ
す
肉
体
と
し
て
既
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
た

こ
と
。
そ
し
て
そ
の
反
応
作
用
で
あ
る
精
神
の
推
理
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内

部
の
人
間
性
の
太
古
の
部
分
が
、
「
よ
り
高
い
理
性
」
の
基
礎
と
な
る
べ
く

夢
の
中
で
古
来
よ
り
続
け
て
き
た
訓
練
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

自
由
精
神
は
、
真
理
が
由
来
す
る
因
果
性
を
生
み
出
し
た
判
断
の
誤
り
を

指
摘
す
る
と
い
う
意
味
で
の
精
神
批
判
は
行
う
が
、
判
断
の
本
質
で
あ
る

信
念
に
つ
い
て
、
「
見
い
だ
さ
れ
た
真
理
へ
の
信
念
は
、
そ
こ
か
ら
最
も
強

い
力
の
泉
が
わ
き
出
し
て
き
た
源
で
あ
る
」

(
e
b
d
.
,
S
.
 3
1
.
)

と
言
う
と

き
、
そ
の
形
成
作
用
は
肯
定
的
に
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
信
念
」

の
最
も
強
い
力
は
、
後
の
道
徳
論
で
ニ
ー
チ
ェ
が
、
奴
隷
道
徳
は
否
定
し

て
も
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
奴
隷
精
神
の
「
意
志

(
i
l
l
e
)
」
の
受
動
的
カ

の
「
深
さ
」
は
肯
定
的
に
扱
い
、
そ
こ
に
創
造
性
へ
の
契
機
を
認
め
る
こ

と
に
結
び
つ
く
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
因
果
性
の
成
立
史
で
も
あ
る
。
感
覚
や
行
為
の
原
因
が
実
際
は
、

有
機
的
存
在
で
あ
る
人
間
の
快
と
苦
痛
の
感
覚
に
基
づ
く
信
念
に

よ
っ
て
、
結
果
か
ら
判
断
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
「
自
由
意
志
」
(
e
b
d
.
,
S
.
 

4
0
.
)

と
信
じ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
精
神
の
誤
謬
と
断
定
さ
れ
る
。
後
者

の
信
念
が
、
単
一
か
つ
不
動
の
実
体

(
S
u
b
s
t
a
n
z
)

や
同
一
の
事
物
へ
の

信
念
を
、
過
去
か
ら
の
遺
産
と
し
て
背
後
に
も
つ
、
す
な
わ
ち
形
而
上
学

的
前
提
を
も
つ
か
ら
で
、
こ
の
よ
う
な
主
観

(
S
u
b
j
e
k
t
)

の
判
断
に
つ
き

ま
と
う
根
本
的
誤
謬
を
「
根
本
的
真
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」
扱
う
形
而

上
学
に
対
し
、
自
由
精
神
は
「
全
て
は
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
絶
対
的

、
、
、
、
、

真
理
が
な
い
よ
う
に
、
永
遠
の
事
実
も
な
い
」

(
e
b
d
.
,
S
.
 2
5
.
)

と
、
真

理
の
絶
対
性
を
否
定
し
、
こ
の
真
理
へ
の
信
念
を
「
妄
想

(ahn)」（
N
F
,

K
S
A
.
 7
,
 2
9
 [
8

]

,

 

S
.
 6
2
4
.
)

と
し
て
批
判
す
る
。
語
る
自
由
精
神
は
、

自
我
の
自
己
へ
の
服
従
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
「
正
直
さ
」
を
美
徳
と
し

(
J
G
B
,
 2
2
7
,
 
S
.
 1
6
2
£
.
)

、
そ
の
服
従
に
欠
け
る
も
の
を
批
判
を
通
じ

て
示
す
。

84 



（
三
）
真
理
へ
の
意
志

大
い
な
る
解
放
を
経
た
自
由
精
神
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
は
『
人
間
的
』

以
降
、
対
象
を
「
道
徳
」
と
明
言
し
て
批
判
を
始
め
る
(
E
H
,
S
.
 3
2
9
.
)

。

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
続
く
『
善
悪
の
彼
岸
』

(
1
8
8
6
)

、
『
道
徳
の
系

譜』

(
1
8
8
7
)

で
は
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
、
そ
れ
に
基
づ
く
風
習
、
文
化
、

形
而
上
学
な
ど
が
道
徳
の
射
程
に
入
れ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
問
わ
れ

て
い
る
の
は
、
一
貫
し
て
道
徳
の
価
値
す
な
わ
ち
「
価
値
判
断

(
W
e
r
t
h,
 

u
ユheil)
そ
の
も
の
の
価
値
」

(
G
M
,
S
.
 2
5
0
.
)

で
あ
る
。

判
断
の
本
質
は
信
念
で
あ
っ
た
。
信
念
が
妄
想
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が

志
向
す
る
真
理
に
起
因
す
る
。
真
理
の
本
質
は
「
私
は
そ
う
信
じ
る
」
と

い
う
「
価
値
評
価

(
W
e
r
t
h
s
c
h
a
t
z
u
n
g
)
」
に
あ
る

(
N
F
,
K
S
A
.
 1
2
,
 9
 

(13) 

[
 38
]
,
 
S
.
 3
5
2
f
 .
)
。
こ
の
評
価
は
個
体
の
維
持
•
成
長
の
条
件
と
有
用
性

を
前
提
と
す
る
。
生
に
不
可
欠
な
の
は
し
た
が
っ
て
、
何
か
を
「
真
実
と

、
、
、

み
な
す
(fi.ir

wahr halten)
」
と
評
価
、
判
断
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
「
真

実
で
あ
る

(wahr
翌
）
」
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
真
実

の
世
界
と
仮
象
の
世
界
の
「
対
立
」
を
「
価
値
の
関
係
」
へ
と
還
元
し
、

真
理
を
「
あ
る
種
の
生
命
体
が
、
そ
れ
な
し
に
は
生
き
る
こ
と
の
で
き
な

い
一
種
の
誤
り
」

(
N
F
,
K
S
A
.
 11, 3
4
 [
2
5
3
]
,
 

S. 5
0
6
.
)

と
捉
え
る
。

誤
り
と
し
て
の
真
理
を
必
要
と
す
る
、
言
い
換
え
る
と
妄
想
を
抱
く
の

が
、
「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」
と
そ
れ
に
発
す
る
形
而
上
学
、
そ
し
て
「
大
衆
向

き
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」
で
あ
る
パ
ウ
ロ
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
だ
と
彼
は
見

る

(
J
G
B
,
V
o
r
r
e
d
e
,
 S
.
 
llff .
)
。
両
者
が
「
価
値
の
対
立
へ
の
信
念
」

(ebd., 2
,
 
S
.
 1
6
.
)

を
も
つ
、
つ
ま
り
彼
ら
の
真
理
は
、
仮
象
と
真
実
、

此
岸
と
彼
岸
と
い
っ
た
対
立
に
基
づ
く
二
元
論
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
不
動
性
、
同
一
性
、
単
一
性
の
原
理
と
結
び
付
く
と
、

一
方
が
自
ら
を
固
定
化
、
絶
対
化
し
て
他
方
を
排
除
す
る
論
理
と
な
る
。

そ
し
て
例
え
ば
自
我
の
「
直
接
的
確
実
性
」

(ebd.
,
1
6
,
 
S
.
 2
9
.
)

を
唯
一

の
真
理
と
す
る
形
而
上
学
は
、
精
神
「
対
」
身
体
と
い
う
図
式
を
生
み
出

し
、
苦
悩
の
救
済
と
い
う
有
用
性
か
ら
彼
岸
化
、
神
化
し
た
生
を
「
偽
造
」

(ebd. ,
5
9
,
 

S
.
 7
8
.
)
 

+
,
-
-
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
此
岸
す
な
わ
ち
身
体
に

よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
現
実
的
生
の
否
定
に
至
っ
た
。

こ
れ
ら
の
真
理
の
虚
妄
性
を
指
摘
し
、
精
神
が
服
従
す
る
に
値
し
な
い

こ
と
を
示
す
の
が
、
真
理
へ
の
信
念
す
な
わ
ち
妄
想
と
い
う
表
現
の
狙
い

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
な
ぜ
真
理
だ
け
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」

(ebd. ,
1
6
,
 
S
.
 2
9
.
)

と
問
い
、
「
何
も
の
も
も
は
や
真
実
で
は
な
く
な
っ

た
近
代
性
の
項
点
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
的
懐
疑
を
再
び
根
本
的
に
疑

(14) 
う
」
こ
と
を
目
指
す
、
徹
底
し
た
問
い
直
し
と
し
て
の
精
神
批
判
で
あ
る
。

し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
た
と
え
誤
り
で
あ
ろ
う
と
真
理
を
求
め
る
精
神

の
働
き
、
つ
ま
り
何
か
を
真
実
と
価
値
評
価
す
る
「
真
理
へ
の
信
念
」
が
、

「
人
間
に
必
要
不
可
欠
」
(
N
F
,
K
S
A
.
 7
,
 
1
9
 [
1
7
5
]
,
 

S. 4
7
3
.
)

で
「
カ

あ
る
も
の
」

(ebd.,
1
9
 [
2
5
4
]
,
 
S
.
 4
9
9
.
)

と
し
て
、
「
虚
妄
へ
の
意
志
」

、
、
、
、

(
J
G
B
,
 1
,
 
S
.
 1
6
.
)

あ
る
い
は
「
真
理
へ
の
意
志
」

(ebd.,
1
,
 
S
.
 1
5
.
)
 

と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
と
き
、
ニ
ー
チ
ェ
の
精
神
批
判
の
主
旨
は
、
真
理

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
問
い
直
し
を
通
じ
た
、
真
理
を
形
成
す
る
「
意
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（
一
）
大
き
な
理
性
と
自
己

精
神
の
自
我
は
存
在
を
語
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
身
体
に
服
従
す
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
正
直
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
自
我
の
意
志
が
身
体
で
は

な
く
真
理
へ
と
向
か
い
、
し
か
も
そ
の
真
理
が
普
逼
性
を
も
つ
超
I

自
然

と
し
て
の
形
而
上
学
的
真
理
と
な
る
、
換
言
す
る
と
「
背
後
世
界
」

(
N
,
 S

.
 

3
5
.
)

に
措
定
さ
れ
る
と
き
、
虚
偽
を
語
っ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
。
身
体

の
自
己
も
語
る
。
自
我
よ
り
さ
ら
に
正
直
に
「
大
地
」
の
意
義
を
語
る

(ebd., 
S
.
 1
4
f
f
.
)

。
つ
ま
り
人
間
が
身
体
的
存
在
と
し
て
生
き
る
「
永

遠
に
不
完
全
な
世
界
」
を
根
拠
に
価
値
と
意
志
を
創
造
す
る
。
そ
し
て
自

我
を
行
う
。
す
な
わ
ち
身
体
の
大
き
な
理
性
は
、
自
我
の
諸
作
用
の
基
と

な
る
意
志
を
発
動
さ
せ
、
自
我
の
意
志
は
、
仮
構
す
る
と
き
で
も
自
己
ヘ

と
向
か
う
。
自
己
と
は
自
我
に
命
令
す
る
「
支
配
者

(Beherrscher)
」

(ebd., S
.
 4
0
.
)

で
あ
る
。
身
体
的
自
己
の
「
支
配
」
が
示
す
の
は
身
体

の
優
と
精
神
の
劣
で
あ
る
。
し
か
し
「
福
音
の
使
者
」

(
E
H
,
S
.
 3
6
6
.
)
 

身
体

志
」
の
再
評
価
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
意

、
、
、

志
す
る
人
間
は
、
自
分
の
う
ち
に
あ
る
服
従
す
る
も
の
、
ま
た
は
服
従
す

る
と
信
じ
る
も
の
に
命
令
す
る
」

(ebd.,
1
9
,
 
S
.
 3
2
.
)

と
言
わ
れ
る
と

き
、
自
我
の
自
己
へ
の
服
従
に
欠
け
て
い
た
の
は
、
こ
の
意
志
で
あ
る
と

理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

を
自
称
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
思
惟
を
支
え
続
け
る
の
は
「
否
定
精
神
」
で
あ

(15) 

り
、
精
神
に
よ
る
「
自
己
批
判
の
試
み
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
は
優
れ

た
身
体
の
盲
目
的
な
重
視
で
は
な
く
、
劣
っ
た
精
神
の
再
考
に
基
づ
く
身

体
の
見
直
し
を
説
い
て
い
る
。
「
身
体
と
生
理
学
か
ら
出
発
す
る
こ
と
」

(
N
F
,
 K
S
A
.
1
1
,
 4
0
 [
2
1
]
,
 
S
.
 6
3
8
.
)

の
目
的
は
し
た
が
っ
て
、
主
観

に
関
す
る
「
正
し
い
理
解
」
を
得
る
こ
と
と
さ
れ
、
身
体
は
精
神
の
合
間

を
縫
っ
て
語
ら
れ
る
の
だ
。
そ
れ
ら
を
後
期
の
遺
稿
(
1
8
8
4|
 1
8
8
7
)

か
ら

拾
い
あ
げ
よ
う
。

誤
っ
た
理
解
と
は
、
自
我
を
主
観
、

つ
ま
り
全
て
の
行
動
の
原
因
と
見

る
こ
と
で
あ
る

(
N
F
,
K
S
A
.
 1
2
,
 9
 [
9
8
]
,
 
S
.
 3
9
1
£
.
)

。
そ
こ
で
は
既

述
の
誤
謬
推
理
が
働
き
、
ま
た
自
我
と
は
そ
も
そ
も
自
己
が
支
配
す
る
も

の
で
、
質
料
、
事
物
、
実
体
、
数
値
や
目
的
と
同
様
、
整
理
の
た
め
の
仮

構
、
思
考
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
(
N
F
,
K
S
A
.
1
1
,
 3
5
 [
3
5
]
,
 

S
.
 5
2
6
.
)

。
思
考
の
根
底
で
は
「
多
様
性

(Vielheit)
」（
e
b
d
.
,
4
0
 [
4
2
]
,
 

S
.
 6
5
0
.
)

と
し
て
の
主
観
が
相
互
に
作
用
し
、
闘
っ
て
い
る
。
主
観
は
、

組
織
の
中
心
が
絶
え
ず
移
動
し
、
増
大
と
減
少
、
生
と
死
が
く
り
返
さ
れ

る
領
域

(
N
F
,
K
S
A
.
1
2
,
 9
 [
9
8
]
,
 
S
.
 3
9
1
£
.
)

で
も
あ
り
、
支
配
す
る

共
同
体
の
個
々
の
活
動
と
破
壊
に
関
し
て
は
非
知

(
U
n
w
i
s
s
e
n
h
e
i
t
)

か

つ
そ
れ
ら
に
依
存
す
る
「
生
き
た
統
一
性

(die

l
e
b
e
n
d
i
g
e
n
 
E
i
n
 ,
 

heiten)
」（
N
F
,
K
S
A
.
1
1
,
4
0
[
2
1
]
,
 S
.
6
3
8
.
)

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
形

(16) 

容
矛
盾
で
は
な
い
。
「
統
一
性
と
い
う
概
念
は
相
対
的
」
、
つ
ま
り
生
に
お

け
る
力
の
境
界
規
定
は
流
動
的
で
あ
り
、
主
観
に
お
け
る
支
配
と
服
従
は
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「
同
じ
種
類
の
も
の
」

様
性
お
よ
び
統
一
性
（
複
数
形
）

(ebd.) 
で
説
明
さ
れ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
言
う
。
「
ひ
と
は
考
え
ら
れ
る
以
上
に
豊
か
で
あ
り
、
よ
り

多
く
の
人
格
に
な
る
索
質
を
身
体
に
も
つ
。
『
人
格
』
、
す
な
わ
ち
た
だ
一

つ
の
仮
面
に
属
す
る
も
の
が
『
性
格
』
と
み
な
さ
れ
る
」

(ebd.,
2
6
 

[
 37
0
]
,
 
S
.
 2
4
8
.
)

。
あ
る
い
は
「
わ
れ
わ
れ
に
は
『
各
人
は
自
分
に
と
っ

て
最
も
遠
い
者
』
と
い
う
命
題
が
永
遠
に
妥
当
す
る
」

(
G
M
,
S
.
 2
4
7
£
.
)
 

(17) 

こ
こ
か
ら
、
そ
し
て
「
―
つ
の
意
味
を
も
つ
多
数
性
で
あ
る
。
戦
争

とで
あ
り
平
和
で
あ
る
。
群
れ
で
あ
り
牧
者
で
あ
る
」

(
N
,
 S.
 3
9
.
)

と
い
う

身
体
に
関
す
る
略
説
か
ら
、
上
の
主
観
を
身
体
的
自
己
と
理
解
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
自
我
か
ら
自
己
へ
の
移
行
は
、
一
般
的
主
観
性
か
ら
「
各
人

(18) 

が
特
殊
で
あ
る
身
体
I

構
成
」
と
し
て
の
「
個
体
性

(Individualitat)
」

へ
、
と
も
解
釈
さ
れ
る
が
、
こ
こ
ま
で
「
主
観
」
と
し
て
き
た
9"
S
u
b
j
e
k
t
"
 

の
訳
語
も
、
「
主
体
」
と
言
い
換
え
た
い
（
注

(
5
)
参
照
）
。

「
身
体
へ
の
信
念
は
精
神
へ
の
信
念
よ
り
ず
っ
と
確
か
で
あ
る
」

(
N
F
,

K
S
A
.
 11, 4
0
 [
1
5
]
,
 

S. 6
3
5
.
)

。
身
体
、
そ
れ
は
「
奇
跡
中
の
奇
跡
」

(ebd., 3
7
 [
4

]

 

｀
 
S
.
 5
7
7
.
)

、
魂
よ
り
「
驚
く
べ
き
思
想
」

(ebd.,
3
6
 

[
 35
]
,
 
S
.
 5
6
5
.
)

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
全
て
の
有
機
的
生
成
の
最
も
遠

く
最
も
近
い
過
去
」
が
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
る
と
さ
れ
る
。
身
体
的
自

(19) 

己
は
、
身
振
り
、
顔
の
表
情
、
踊
り
、
音
楽
に
よ
っ
て
、
自
我
よ
り
い
っ

そ
う
正
直
に
語
る
。
「
身
体
を
手
掛
か
り
に
し
て
（
ど
n
L
e
i
t
f
a
d
e
n
 d
e
s
 

Leibes)
」（
e
b
d
.
)
、
そ
れ
ら
を
「
精
神
の
耳
」

(
Nこ

S.
3
9
.
)

で
聴
き
と
っ

で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
主
観
は
多

す
な
わ
ち
「
道
徳
的
先
入
観
の
由
来

(
H
e
r
k
u
n
f
t
)
」（
G
M
,
S
.
 2
4
8
.
)
 

の
問
題
で
あ
る
。
奴
隷
道
徳
（
キ
リ
ス
ト
教
）
の
受
動
的
な
対
立
価
値
「
善

悪
」
を
心
理
学
的
に
類
型
化
し
、
こ
の
由
来
を
遠
近
法
に
よ
り
明
ら
か
に

つ
ま
り
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
所
与
の
も
の
や
真
理
と

見
え
、
そ
し
て
見
え
な
い
観
点
を
示
す
ニ
ー
チ
ェ
が
問
う
の
は
、
そ
の
価

値
判
断
が
現
す
の
が
生
の
危
機
、
退
化
、
そ
れ
と
も
生
の
力
、
意
志
か
で

す
る
、 こ

こ
で
扱
わ
れ
る
の
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
心
理
学
」

(
E
H
,
S
.
 3
5
2
.
)
 

f
ょ
う
。

'

d

 
ざ
ま
な
観
点
」
を
必
要
と
す
る
。

（
二
）
生
理
ー
心
理
学

身
体
を
語
る
の
に
ニ
ー
チ
ェ
が
基
盤
と
し
た
の
が
生
理
学
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
多
く
引
用
し
て
き
た
断
想
「
道
徳
と
生
理
学
」
で
は
道
徳
批
判
の

手
段
と
し
て
、
「
身
体
と
生
理
学
か
ら
出
発
す
る
こ
と
」
と
い
う
断
想
で
は

身
体
と
精
神
の
理
解
の
た
め
、
形
而
上
学
に
代
わ
る
新
し
い
学
問
と
し
て

提
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
生
理
ー
心
理
学
(
P
h
y
s
i
o
-
P
s
y
c
h
o
l
o
g
i
e
)
」

(20) 

と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
「
不
可
分
の
身
心
統
一
体
」
を
主
題
と
し
、
初
期

の
芸
術
哲
学
と
中
期
の
歴
史
哲
学
を
受
け
継
ぐ
、
後
期
の
「
力
ヘ
の
意
志

(Wille z
u
r
 M
a
c
h
t
)
」
の
「
発
生
学

(
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
s
l
e
h
r
e
)
」
で
あ

る

(
J
G
B
,
2
3
,
 
S
.
 3
8
.
)

。
こ
の
生
理
学
と
心
理
学
も
道
徳
の
価
値
を
問

題
と
し
、
「
遠
近
法

(Perspektive)
」（
G
M
,
S. 2
8
9
.
)

つ
ま
り
「
さ
ま

一
例
を
『
道
徳
の
系
譜
』
か
ら
取
り
上

て
い
こ
う
。
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あ
る
。
彼
の
主
眼
は
「
悪
の
起
源

(
U
r
s
p
r
u
n
g
)
」（
e
b
d
.
,
S
.
 2
4
9
.
)

、

換
言
す
る
と
、
主
人
道
徳
の
能
動
的
な
相
互
補
完
価
値
「
優
劣
」
の
優
を

逆
転
さ
せ
、
悪
を
捏
造
す
る
奴
隷
の
「
ル
サ
ン
チ
マ
ン
」
(ebd.,
S
.
 2
7
0
.
)
 

に
据
え
ら
れ
、
そ
こ
に
「
生
に
逆
ら
う
意
志
」

(ebd.,
S
.
 2
5
2
.
)

の
萌
芽

を
見
い
だ
し
批
判
し
つ
つ
、
必
然
性
を
認
め
も
す
る
。
な
ぜ
必
然
的
か
は
、

生
理
学
と
心
理
学
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

奴
隷
が
病
者
と
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
は
「
病
気
」

(
E
H
,
 S
.
 
272.)
と
同
義
で
あ
る
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
は
病
気
す
な
わ
ち

(21) 

「
病
め
る
身
体
」
と
そ
の
生
理
的
欲
求
を
哲
学
の
根
本
と
捉
え
、
哲
学
を

身
体
の
解
釈
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
は
誤
解
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
自

ら
の
体
験
を
踏
ま
え
て
、
観
点
の
転
換
、
さ
ら
に
「
価
値
の
転
換
」
を
可

能
に
す
る
の
は
「
病
者
の
光
学

(
K
r
a
n
k
e
nー

q邑
k)
」（
E
H
,
S
.
 2
6
6
.
)
 

と
言
う
。
つ
ま
り
病
気
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
魂
を
吹
き
込
ま
れ
た
•
生
き

(22) 

生
き
と
し
た

(beseelt)

身
体
」
で
あ
り
「
身
体
と
し
て
あ
る

(leiben)

(23) 

こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
遠
近
法
的
解
釈
を

多
様
化
さ
せ
る
。
泄
界
を
解
釈
す
る
の
は
「
欲
求
」
、
「
衝
動
」
と
そ
の
肯

定
と
否
定
で
、
あ
ら
ゆ
る
衝
動
は
一
種
の
「
支
配
欲
」

(
N
F
,
K
S
A
.
1
2
 `
 

7
 [
6
0
]
,
 
S
.
 3
1
5
.
)

、
テ
ヽ
し
て
欲
求
は
「
価
値
判
断
の
起
源
」

(ebd.,
7
 

[
 
2
]
,
 
S
.
 2
5
1
.
)

で
も
あ
る
。

判
断
の
誤
り
は
判
断
に
対
す
る
反
証
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

人
間
は
仮
構
、
偽
造
な
し
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
最
も
誤
っ
た
判
断
」

(
J
G
B
,
 4
,
 
S
.
 1
8
.
)

は
絶
対
に
必
要
な
の
だ
。
対
立
す
る
者
を
「
お
ま
え

は
悪
い
」
と
否
定
し
、
そ
の
帰
結
と
し
て
自
分
を
「
ゆ
え
に
私
は
善
い
」

と
肯
定
す
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
は
奴
隷
の
「
本
能
」

(
G
M
,
S
.
 2
7
6
.
)

で

あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
自
ら
の
生
に
本
質
的
な
困
窮
を
転
回
す
る
こ
と

(
W
e
n
d
e
 d
e
r
 
N
o
t
h
)

の
た
め
観
点
を
逆
転
さ
せ
新
た
な
価
値
を
捏
造

す
る
の
は
、
行
為
に
よ
る
反
応
が
で
き
な
い
と
い
う
生
理
的
「
必
然
性

(
N
 ot
h
w
e
n
d
i
g
k
e
i
t
)
」（
N
,
 S.

 2
6
9
 .
)
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
を
支
え
る

因
果
性
へ
と
彼
ら
を
誘
う
の
は
、
理
由
や
意
図
の
な
い
出
来
事
を
想
像
し

得
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
意
図
の
保
持
者
と
し
て
の
主
観
へ
の
根
本
的
信
念

に
由
来
す
る
「
心
理
的
強
制
」

(
N
F
,
K
S
A
.
 1
2
,
 2
 [
8
3
]
,
 
S
.
 1
0
2
.
)

だ

と
説
明
さ
れ
る
。

し
か
し
他
方
で
奴
隷
道
徳
は
批
判
さ
れ
る
の
は
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
的
本

能
が
内
向
し
「
自
虐
へ
の
意
志
」

(
G
M
,
S
.
 3
2
6
.
)

つ
ま
り
良
心
の
荻
し

さ
や
負
い
目
の
意
識
と
な
り
、
神
格
化
、
絶
対
化
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
概
念

に
よ
っ
て
本
能
の
所
有
者
自
身
が
苦
悩
す
る
と
い
う
病
気
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

が
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
そ
れ
は
「
虚
無
へ
の
意
志
」

(ebd., 
S
.
 3
3
6
.
)

で
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
苦
悩
の
意
味
と
目
的
が
示

さ
れ
れ
ば
苦
悩
を
欲
し
、
こ
れ
を
探
し
出
し
さ
え
す
る
動
物
で
、
人
間
の

意
志
は
「
何
も
欲
し
な
い
よ
り
は
む
し
ろ
虚
無
を
欲
す
る
」

(ebd.,
S
.
 

3
3
9
.
)

と
言
わ
れ
る
と
き
、
ニ
ー
チ
ェ
の
問
題
は
、
奴
隷
道
徳
と
「
善
悪

の
彼
岸
」
で
あ
り
主
人
道
徳
や
「
優
劣
の
彼
岸
」
で
は
「
な
い
」

(ebd.,

S
.
 2
8
8
.
)

こ
と
、
さ
ら
に
、
彼
が
手
掛
か
り
に
す
る
身
体
は
、
猛
獣
が
そ

の
最
高
形
態
と
規
定
さ
れ
る
主
人
道
徳
の
人
間
の
身
体
と
確
か
に
似
て
い
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(
N
F
,
 
K
S
A
.
 1
2
,
 
1
0
 [
1
5
4
]
,
 

S. 5
4
2
.
)

が
ニ
ー
チ
ェ
の
意
図
で
あ

る
。
生
理
学
と
心
理
学
に
碁
づ
い
て
彼
が
奴
隷
道
徳
を
批
判
か
つ
容
認
す

る
の
は
こ
の
意
図
に
よ
る
。
そ
れ
は
「
道
徳
的
現
象
は
な
い
。
現
象
の
道

徳
的
解
釈
が
あ
る
だ
け
だ
。
こ
の
解
釈
そ
の
も
の
は
道
徳
外
的
根
源
を
も

つ」

(
e
b
d
.
,
2
 [
1
6
5
]
,
 
S
.
 1
4
9
.
)
と
い
、
7

命
叩
詣gた
~
{
~める
。
支
配
欲
と
し

て
の
衝
動
と
欲
求
が
世
界
を
解
釈
し
、
価
値
判
断
の
起
源
と
も
な
る
こ
と

は
上
で
見
た
。
解
釈
と
は
「
支
配
の
手
段
そ
の
も
の
」

(
e
b
d
;

[

 2]
 1
4
8
,
 

S
.
 1
3
9
.
)

で
、
有
機
体
の
生
命
過
程
は
絶
ぇ
間
な
い
解
釈
を
前
提
と
す
る
。

そ
し
て
「
解
釈
す
る
」

(
e
b
d
.
)
、
つ
ま
り
境
界
を
定
め
、
力
の
差
異
を
規

定
す
る
の
が
「
力
ヘ
の
意
志
」
で
あ
る
。

行
為
者
と
し
て
の
主
観
へ
の
信
念
が
因
果
性
を
仮
構
す
る
と
い
う
指
摘

「
全
て
の
出
来
事
に
お
け
る
絶
対
的
同
質
性
と
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
遠
近
法
的
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
」

（三）

カ
ヘ
の
意
志

道
徳
的
区
別
の
適
用

(24) 

る
が
、
異
な
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
同
等
者
以
外
の
他
人
へ
の
服
従
は

彼
ら
に
は
不
可
能
で
、
彼
ら
の
自
由
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
非
本
来
的
と
見
る
、

(25) 

共
同
体
「
か
ら
の
自
由
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
善
悪
の
彼
岸
す
な
わ
ち
「
精

神
の
自
由
」

(
N
F
,
K
S
A
.
1
1
,
 3
6
 [
1
7
]
,
 

S. 5
5
8
.
)

に
至
る
の
は
、
習

、
、
、

慣
的
価
値
に
服
従
し
た
後
そ
れ
に
反
抗
し
、
「
道
徳
を
乗
り
超
え
て
」

(
J
G
B
,
 2
3
,
 
S
.
 3
8
.
)

行
く
こ
と
「
へ
の
自
由
」
を
得
た
自
由
精
神
に
の

み
可
能
で
あ
ろ
う
。

で
批
判
さ
れ
る
の
は
、
全
て
の
行
動
の
「
原
因
」

(
e
b
d
.
,
9
 [
9
8
]
,
 

S
.
 

3
9
1
.
)

と
解
釈
さ
れ
、
存
在
を
語
る
精
神
的
自
我
の
主
観
で
あ
る
。
「
原

因
も
結
果
も
な
い
」

(
N
F
,
K
S
A
.
 1
3
,
 1
4
 [
9
8
]
 
,S. 2
7
5
.
)

と
す
る
ニ
ー

チ
ェ
に
と
っ
て
、
原
因
は
作
用
す
る
能
力
で
あ
り
出
来
事
に
付
加
す
る
よ

う
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
出
来
事
は
結
果
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
も
、

結
果
せ
し
め
る
も
の
で
も
な
い
。
因
果
性
の
本
能
は
、
未
知
の
も
の
へ
の

恐
怖
、
既
知
の
も
の
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
動
力
因
と
目

的
因
は
基
本
的
に
一
っ
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
批
判
の
原
理
と
し
て
彼
は

「
運
動
の
起
源
」

(
e
b
d
.
)

、
「
出
発
点
」
と
し
て
の
力
ヘ
の
意
志
を
必
要

と
す
る
。
力
ヘ
の
意
志
と
は
す
な
わ
ち
原
因
を
外
部
に
も
つ
実
体
で
は
な

く
、
そ
れ
自
身
が
起
源
と
な
る
作
用
で
あ
り
、
力
そ
の
も
の
か
ら
発
す
る

「
意
志
か
ら
意
志
へ
の
因
果
性
」

(
N
F
,
K
S
A
.
 11, 3
5
 [
1
5
]
,
 

S. 5
1
4
.
)
 

と
換
言
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
生
成
の
中
で
の
認
識
を
可
能
に
し
、

、
、
、
、
、
、
、

「
生
成
に
存
在
の
烙
印
を
お
す
こ
と
」

(
N
F
,

K
S
A
.
 1
2
,
 7
 [
5
4
]
,
 

S. 

、
、
、
、
、

3
1
2
.
)

が
「
最
高
の
力
ヘ
の
意
志
」
と
さ
れ
る
が
、
「
解
釈
す
る
」
主
語
と

し
て
の
力
ヘ
の
意
志
は
、
支
配
と
服
従
が
拮
抗
す
る
あ
の
領
域
、
つ
ま
り

自
我
に
自
己
の
存
在
を
語
ら
せ
つ
つ
、
生
成
が
く
り
返
さ
れ
る
大
地
の
意

義
を
語
っ
て
い
た
身
体
的
主
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

衝
動
、
欲
求
、
本
能
。
力
ヘ
の
意
志
は
さ
ま
ざ
ま
に
言
い
換
え
ら
れ
る
。

支
配
、
服
従
、
価
値
判
断
、
解
釈
。
同
じ
く
さ
ま
ざ
ま
な
作
用
の
主
体
と

な
り
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
自
由
精
神
は
「
力
の
根
源
と
質
の
観
点
か
ら

(26) 

力
を
判
断
す
る
解
釈
の
精
神
そ
の
も
の
」
、
真
理
へ
の
意
志
は
「
力
ヘ
の
意
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に
な
る
だ
ろ
う
。

志
の
一
形
式
」

(
N
F
,

K
S
A
.
1
1
,
 3
9
 [
1
3
]
,
 
S-. 
6
2
4
.
)

と
捉
え
な
お
す

こ
と
も
で
き
る
。
複
数
形
の
統
一
性
で
表
さ
れ
る
主
体
の
よ
う
に
、
あ
ら

ゆ
る
表
象
が
力
ヘ
の
意
志
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
く
か
の
よ
う
だ
が
、
そ
れ

は
「
生
そ
の
も
の
が
力
ヘ
の
意
志
」

(
J
G
B
,
1
3
,
 
S
.
 2
7
.
)

だ
か
ら
で
あ

ろ
う
。
こ
の
「
生
」
は
し
か
し
形
而
上
学
の
「
真
理
」
の
代
替
概
念
で
は

な
い
。
生
の
本
質
は
、
真
理
を
仮
構
し
、
道
徳
を
捏
造
す
る
「
自
己
保
持
」

で
は
な
く
、
自
ら
破
壊
と
創
造
を
行
い
続
け
る
「
自
己
超
克
」

(
N
,
 S

.
 

1
4
8
.
)

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
全
て
の
出
来
事
と
体
験
を
「
固
有
の
遠
近

法」

(
N
F
,

K
S
A
.
 1
2
,
1
 [
5
8
]
,
 
S
.
 2
5
.
)

に
よ
っ
て
評
価
す
る
多
数
の

衝
動
が
せ
め
ぎ
合
い
、
支
配
す
る
衝
動
と
服
従
す
る
衝
動
の
「
位
階
秩
序
」

(
N
F
,
K
S
A
.
1
1
 `
 
2
5
 [
4
1
1
]
,
 
S
.
 1
1
9
.
)

が
保
た
れ
て
い
る
。
認
識
と

誤
認
は
衝
動
の
「
道
具
」

(
J
G
B
,
6
,
 
S
.
 2
0
.
)

で
あ
り
、
「
認
識
と
し
て

の
力
ヘ
の
意
志
」
(
N
F
,

K
S
A
.
 1
3
,
 1
4
 [
1
5
2
]
,
 
S
.
 3
3
3
.
)

は
認
識
で
は

な
く
「
図
式
化
す
る
」
、
つ
ま
り
「
混
沌
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
実
践
的

要
求
を
満
た
す
規
則
性
と
形
式
を
課
す
」
。
そ
し
て
人
間
、
と
り
わ
け
哲
学

者
に
お
い
て
彼
が
「
誰
か
」

(
J
G
B
,
6
,
 
S
.
 2
0
.
)

を
証
明
す
る
の
は
、
道

徳
す
な
わ
ち
「
彼
の
本
性
の
最
内
部
の
衝
動
が
ど
の
よ
う
な
位
階
秩
序
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
つ
か
」
で
、
「
人
間
は
多
様
、
多
数
の
『
力
ヘ
の
意
志
』
の
全
体
で
あ
り
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ど
の
力
ヘ
の
意
志
も
多
様
な
表
現
手
段
と
形
式
を
も
つ
」

(
N
F
,

K
S
A
.
 

1
2
,
 1
 [
5
8
]
,
 
S
.
 2
5
.
)

と
ニ
ー
チ
ェ
は
見
る
。
こ
の
よ
う
な
生
、
力
ヘ
の

意
志
が
ま
さ
に
彼
の
捉
え
る
「
身
体
」
の
作
用
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と

精
神
と
身
体

ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
精
神
と
身
体
を
、
服
従
と
支
配
の
概
念
を
軸
に
概

観
し
て
き
た
。
支
配
、
服
従
と
は
「
有
機
的
な
も
の
に
お
け
る
力
ヘ
の
意

志
の
表
現
」

(
N
F
,

K
S
A
.
1
1
,
 3
9
 [
1
3
]
,
 
S
.
 6
2
3
.
)

で
あ
り
、
闘
い
の

形
式
で
あ
っ
た
。
一
種
の
支
配
欲
で
も
あ
る
精
神
の
服
従
は
、
同
一
化
、

単
一
化
、
ま
た
は
表
面
へ
の
意
志
を
も
つ
と
、
真
理
を
仮
構
し
、
身
体
の

多
様
性
を
統
一
し
、
ま
た
多
く
の
知
り
得
る
も
の
を
拒
絶
し
て
自
ら
を
偽

装
、
他
を
欺
く
に
至
る

(
J
G
B
,
2
3
0
,
 
S
.
 1
6
7
f
f
.
)

。
こ
れ
は
身
体
の
支
配

に
は
非
知
が
伴
い
、
精
神
よ
り
多
く
の
力
、
つ
ま
り
「
多
様
性
、
差
異
、

内
的
崩
壊
」

(
N
F
,

K
S
A
.
 1
1
,
 3
6
 [
2
1
]
,
 
S
.
 5
6
0
.
)

へ
の
よ
り
大
き
な

衝
動
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
「
衝
動
の
全
き
象
徴
表
現
」
(
N
F
,

K
S
A
.
 7
,
 

I
 
[
4
9
]
,
 
S
.
 2
3
.
)

で
あ
る
音
楽
と
同
じ
く
、
支
配
と
服
従
の
「
統
一
性
」

を
確
立
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
両
者
の
関
係
は
、
一
人
の

人
間
の
内
で
示
し
得
る
と
も
さ
れ
る
、
主
人
道
徳
と
奴
隷
道
徳
の
「
緊
密

な
並
存

(

N
e
b
e
n
e
i
n
a
n
d
e
r
)
」（
J
G
B
,
2
6
0
,
 
S
.
 2
0
8
.
)

、
ま
た
触
覚
感

(27) 

情
と
視
覚
形
象
は
「
隠
喩
」
に
よ
り
「
共
存
し
て
現
れ
る
も
の

(
M
i
t
'

e
i
n
a
n
d
e
r
-
E
r
s
c
h
e
i
n
e
n
d
e
)
」（
N
F
,

K
S
A
.
 7
,
 
1
9
 [
2
1
7
]
,
 
S
.
 4
8
7
.
)
 

と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
い
う
説
明
か
ら
、
「
並
存
」
あ
る
い
は
「
共
存
」
と

理
解
で
き
る
。
そ
れ
は
、
「
身
体
的
状
態
の
み
が
あ
る
。
精
神
的
な
も
の
は

（
一
）
服
従
と
支
配
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結
果
で
あ
り
象
徴
表
現
で
あ
る
」

(
N
F
,
K
S
A
.
 1
0
,
 9
 [
4
1
]
,
 
S
.
 3
5
8
.
)
 

と
さ
れ
な
が
ら
、
身
体
そ
の
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
生
命
体
の
共
同
作
用
の

「
最
高
の
比
喩
」

(
N
F
,
 K
S
A
.
 11, 3
7
 [
4
]
,
 
S
.
 5
7
7
 .
)
と
み
な
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

(28) 

支
配
と
服
従
は
ま
た
、
能
動
と
受
動
と
い
う
「
力
の
根
源
的
質
」
の
差

異
と
し
て
も
現
れ
て
い
た
。
服
従
の
受
動
的
力
が
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
作
り

出
す
一
方
で
、
支
配
の
能
動
的
力
は
「
距
離
の
パ
ト
ス
」

(
J
G
B
,
2
5
7
,
 
S
.
 

2
0
5
.
)

に
な
る
。
こ
れ
は
距
離
の
忘
却
、
つ
ま
り
自
分
と
他
人
を
平
等
視

す
る
「
無
私
(
S
e
l
b
s
t
l
o
s
i
g
k
e
i
t
)

」（
E
H
,
S
.
 2
8
3
.
)

に
対
す
る
「
自
己

性
(
S
e
l
b
s
t
i
g
k
e
i
t
)

」
で
も
あ
り
、
ま
ず
自
分
自
身
と
自
分
の
行
為
に
関
わ

る
価
値
を
創
造
、
次
に
他
人
を
評
価
、
区
別
し
て
位
階
秩
序
を
編
成
す
る
。

能
動
的
と
は
す
な
わ
ち
「
力
を
求
め
る
拡
充
」
、
「
全
て
を
自
分
自
身
の
中

に
包
み
込
も
う
と
す
る
意
欲
」
で
、
受
動
的
と
は
「
抵
抗
と
反
応
の
行
動
」

で
あ
る

(
N
F
,
K
S
A
.
1
2
,
 5
 [
6
4
]
,
 
S
.
 2
0
9
.
)

。
「
闘
い
」
が
し
た
が
っ

て
支
配
と
服
従
の
も
う
―
つ
の
関
係
だ
が
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
生
み
出
す

の
は
、
獲
得
し
よ
う
と
す
る
支
配
の
意
志
か
ら
分
離
し
、
新
た
な
組
織
の

中
心
を
作
ろ
う
と
す
る
服
従
の
「
反
対
意
志
」

(
e
b
d
.
)

で
あ
る
。

身
体
に
根
差
す
自
然
的
な
も
の
を
排
斥
す
る
道
徳
を
批
判
し
つ
つ
ニ
ー

チ
ェ
は
言
う
。
「
必
然
性
の
み
が
あ
る
」

(FW,
1
0
9
,
 
S
.
 4
6
8
.
)

、
つ
ま
り

「
支
配
者
も
服
従
者
も
い
な
い
」
無
価
値
の
自
然
に
お
い
て
、
「
人
間
に

と
っ
て
何
ら
か
意
味
あ
る
世
界
」

(FW,
3
0
1
,
 
S
.
 5
4
0
.
)

を
創
造
し
た
の

は
わ
れ
わ
れ
だ
と
。
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
、
支
配
す
る
身
体
へ
の
服

従
を
知
る
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
は
「
世
界
」
は
、

「
力
ヘ
の
意
志
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」

(
N
F
,
K
S
A
.
 

11, 3
8
 [
1
2
]
,
 
S
.
 6
1
0
£
.
)
,
,
,
μ
 
の‘埠翌―
l
E

ナ
リ
れ
ば

11々
の
「
力
動
的
(
d
y
n
a
‘

(29) 

m
i
s
c
h
)
な
力
へ
の
意
志
」
が
共
存
、
相
対
し
て
優
勢
化
と
中
心
化
を
図
る

持
続
的
な
「
過
程
」
(
e
b
d

:
 
3
6
 [
2
2
]
 ,
 S

.
 5
6
0
.
)

の
全
体
性
で
あ
り
、
「
わ

れ
わ
れ
自
身
も
こ
の
力
ヘ
の
意
志
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
の
で
あ
る
。

（
二
）
自
己
超
克

多
様
な
力
へ
の
意
志
の
全
体
で
あ
る
人
間
に
お
い
て
「
自
分
を
保
持
し

増
大
さ
せ
、
自
分
に
関
す
る
意
識
を
保
ち
続
け
よ
う
と
す
る
」

(
e
b
d
.
,
1
 

[
 12
4
]
 ,
 S

.
 4
0
.
)

の
は
、
人
間
を
構
成
す
る
各
生
命
体
で
は
な
く
「
闘
い

自
身
」
で
あ
る
。
ま
た
「
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
に
反
対
し
て
」
(
e
b
d
.
,
7
 [
2
5
]
,
 

S
.
 3
0
4
.
)

、
生
の
過
程
で
本
質
的
な
の
は
外
的
環
境
で
は
な
く
「
内
発
的
形

成
力
」
で
、
そ
れ
は
新
し
い
形
態
を
何
ら
か
の
目
的
に
合
わ
せ
て
作
る
の

で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
個
体
そ
の
も
の
が
衝
動
と
し
て

意
識
さ
れ
る
部
分
と
無
意
識
と
し
て
残
る
部
分
の
「
闘
い
」

(
e
b
d
.
,
2
7
 

[
 27
]
,
 
S
.
 2
8
2
.
)

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
有
機
的
な
も
の
の
内
的
力
動

(30) 
性
」
と
し
て
の
闘
い
が
、
身
体
的
個
体
で
あ
る
人
間
な
の
だ
。

と
こ
ろ
で
前
述
の
、
支
配
の
能
動
的
力
に
発
す
る
距
離
の
パ
ト
ス
に
は
、

そ
れ
に
並
び
生
ず
る
「
も
う
―
つ
の
距
離
の
パ
ト
ス
」

(
J
G
B
,
2
5
7
,
 
S
.
 

2
0
5
.
)

が
伴
う
。
そ
れ
は
魂
そ
の
も
の
の
内
部
に
絶
え
ず
新
た
な
距
離
を

拡
大
し
よ
う
と
す
る
「
人
間
の
自
己
超
克
」

(
e
b
d
.
)

の
熱
望
で
あ
り
、
自

91 



分
自
身
か
ら
距
離
を
と
り
、
価
値
評
価
の
位
階
秩
序
を
自
ら
規
定
し
て
「
自

分
を
抑
制
し
畏
敬
す
る
人
間
」

(
N
F
,
K
S
A
.
 1
2
,
 9
 [
1
7
9
]
,
 

S. 4
4
4
.
)
 

の
、
自
由
精
神
の
美
徳
で
あ
っ
た
正
直
さ
、
誠
実
さ
に
よ
る
「
自
己
反
省

と
深
化
」

(
J
G
B
,
3
2
,
 
S
.
 
51.)
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
彼
ら
「
誠
実
と
い

(31) 

う
自
発
的
苦
悩
」
を
負
う
者
で
あ
っ
て
初
め
て
、
「
自
分
自
身
で
あ
れ
」
と

い
う
声
に
精
神
の
耳
を
傾
け
、
距
離
の
パ
ト
ス
に
基
づ
い
て
自
分
の
内
と

外
の
両
方
で
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
許
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
そ
こ
で
は
自
己
の
支
配
と
自
己
へ
の
服
従
が
共
存
し
、
ま
さ
に

闘
い
と
し
て
の
自
己
超
克
が
遂
行
さ
れ
る
。

自
己
へ
の
服
従
に
欠
け
る
も
の
を
上
で
は
意
志
と
理
解
し
た
。
意
志
す

る
こ
と
は
「
自
由
に
す
る
こ
と
」

(N"
S
.
 1
7
9
.
)

で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま

る
と
こ
ろ
力
ヘ
の
意
志
な
の
だ
が
、
力
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
る
能
動
と

(32) 

受
動
、
反
動
に
対
し
て
「
内
在
的
か
つ
超
越
的
」
な
肯
定
と
否
定
と
い
う

二
つ
の
原
初
的
質
が
、
力
ヘ
の
意
志
に
は
備
わ
る
。
能
動
と
受
動
、
す
な

わ
ち
支
配
と
服
従
は
並
存
し
て
い
た
が
、
肯
定
と
否
定
も
「
肯
定
に
は
否

定
と
破
壊
が
条
件
で
あ
る
」

(
E
H
,
S
.
 3
6
8
.
)

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
一

般
に
は
「
対
立
」
と
み
な
さ
れ
る
概
念
的
連
関
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て

(33) 

は
つ
ね
に
「
相
互
補
完
的
」
だ
。
「
ど
う
し
て
或
る
も
の
が
対
立
す
る
も
の

か
ら
生
じ
得
よ
う
？
」
（
J
G
B
,
2
,
 
S
.
 1
6
.
)

と
問
う
こ
と
は
、
系
譜
の
概

念
に
基
づ
く
生
理
学
と
心
理
学
に
よ
っ
て
は
ね
の
け
ら
れ
た
。
道
徳
的
区

別
の
適
用
が
遠
近
法
的
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
示
そ
う

と
し
た
ニ
ー
チ
ェ
が
、
捏
造
で
あ
る
に
せ
よ
価
値
を
作
る
奴
隷
道
徳
の
観

点
の
逆
転
を
「
必
然
性
」
と
了
解
す
る
の
は
、
生
の
困
窮
を
単
に
負
う
の

で
は
な
く
、
こ
れ
を
転
回
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
運
命
」

(
Nら

S
.
2
7
9
.
)
 

、
、
、
、

と
し
て
意
志
す
る
こ
と
が
自
己
へ
の
服
従
、
ひ
い
て
は
新
た
な
価
値
の
創

造
に
不
可
欠
な
自
由
に
必
要
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
「
生
の
条
件

と
し
て
非
真
実
を
敢
え
て
容
認
す
る
」

(
J
G
B
,
4
,
 
S
.
 
18.)
こ
と
で
観
点

を
善
悪
の
彼
岸
へ
移
行
し
、
全
て
の
出
来
事
に
お
け
る
絶
対
的
同
質
性
を

実
証
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
己
超
克
と
は
つ
ま
り
「
つ
ね

に
自
分
で
自
分
を
克
服
す
る
」

(
N
,
 S.

 1
4
8
.
)

こ
と
を
通
し
て
「
自
分
を

超
え
て
創
造
す
る
」

(
e
b
d
.
,
 S

.
 4
0
 .
)
と
い
う
身
体
的
自
己
の
力
ヘ
の
意

志
の
最
も
大
き
な
現
れ
で
あ
り
、
精
神
を
通
じ
て
「
身
体
に
絶
望
し
た
の

は
身
体
だ
っ
た
」

(
e
b
d
.
,

S
.
 3
6
.
)

の
だ
。

（
三
）
精
神
の
変
化

身
体
す
な
わ
ち
精
神
と
し
て
自
己
を
語
る
の
は
、
「
汝
な
す
べ
し
」
と
い

う
他
人
、
既
成
の
価
値
観
に
服
従
す
る
八
酪
舵
＞
か
ら
、
「
我
欲
す
」
と
い

う
意
志
を
手
に
自
己
を
支
配
す
る
八
獅
子
＞
を
経
て
成
る
八
子
供
＞
で

あ
っ
た
。
「
聖
な
る
肯
定
」

(N"
S
.
 31.)
で
も
あ
る
八
子
供

V
へ
と
至
る

に
は
、
服
従
す
る
自
我
と
他
人
、
支
配
す
る
自
己
の
否
定
と
破
壊
が
必
要

で
あ
る
。
こ
う
し
て
善
悪
の
彼
岸
の
「
必
然
的
前
段
階
」

(
M
A
I
:
 S.
 

106.)
で
あ
る
奴
隷
道
徳
は
批
判
さ
れ
、
主
人
道
徳
は
否
定
が
肯
定
に
補

助
的
に
し
か
伴
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
「
前
道
徳
的
」

(
J
G
B
,
3
2
,
S
.
 

、
、
、
、
、
、

5
0
.
)

と
さ
れ
る
。
「
生
成
と
し
て
の
精
神
」

(
N
F
,
K
S
A
.
 11, 3
6
 [
1
5
]
 ,
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S
.
 5
5
6
.
)

と
い
う
事
実
は
世
界
に
お
け
る
目
標
、
最
終
状
態
、
存
在
能
力

の
欠
如
を
証
明
す
る
。
あ
る
い
は
逆
に
ニ
ー
チ
ェ
に
は
世
界
が
そ
う
見
え

(
N
F
,
 

行
っ
た
り
、

(
E
m
z
e
l思
e)

S
.
 2
8
1
.
)

、
「
私
の
子
供
た
ち
の
と
こ
ろ
へ

る
か
ら
こ
そ
、
生
成
変
化
を
精
神
の
本
質
と
す
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
目
標
が
達
成
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
何
の
た
め
の
子
供
だ
ろ
う
？
」
（
N
F
,

K
S
A
.
 1
3
,
1
1
 [
3
3
7
]
,
 

S. 1
4
6
.
)

、
「
私
の
息
想
。
目
標
が
欠
け
て
い
る
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

目

標

と

は

一

人

一

人

の

個

人

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

I.
」

K
S
A
.
 1
2
,
 7
 [
6

]

,

 

そ
こ
か
ら
帰
っ
た
り
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
。

子
供
た
ち
の

た
め
に
自
分
自
身
を
完
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(N"
S
.
 2
0
4
.
)

と
い

う
彼
の
述
懐
は
、
八
獅
子

V
の
意
志
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
自
己

批
判
と
、
身
体
に
基
づ
く
自
己
の
実
現
と
し
て
の
八
子
供
＞
を
目
指
す
反

復
と
持
続
が
精
神
の
変
化
で
あ
っ
て
、
「
そ
う
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
あ
り

(34) 

得
な
い
」
単
純
で
矛
盾
に
満
ち
た
自
然
の
必
然
性
を
も
自
分
の
も
の
と
す

る
能
動
的
か
つ
肯
定
的
な
力
へ
の
意
志
が
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
一
人
一

人
の
生
き
方
で
あ
る
こ
と
を
表
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(35) 

「
常
に
語
ら
れ
て
い
る
、
し
か
し
中
心
に
で
は
な
い
」
と
も
言
わ
れ
る

八
子
供
＞
を
手
掛
か
り
に
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
「
身
体
」
の
意
味
と
働

き
を
概
観
し
、
問
題
の
所
在
を
確
認
し
た
。
と
も
に
比
喩
で
あ
る
両
者
を

概
念
化
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
同
語
反
復
に
陥
り
、
あ
る
い
は
ま
た
八
子

供
＞
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
う
。
し
か
し
彼

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

に
と
っ
て
は
「
隠
喩
な
く
し
て
は
『
本
来
の
』
表
現
も
本
来
の
認
識
も
な

い」

(
N
F
,
K
S
A
.
 7
,
 1
9
 [
2
2
8
]
,
 

S. 4
9
1
.
)

の
で
あ
り
、
ま
た
冒
頭
に

3
)
 

(
2
)
 

注
(
1
 

挙
げ
た
、
な
ぜ
子
供
た
ち
の
よ
う
に
語
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
、
と

い
う
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
1
1

ニ
ー
チ
ェ
の
反
語
的
問
い
か
け
を
、
子
供
た

ち
の
よ
う
に
語
り
得
る
よ
う
に
な
る
こ
と
へ
の
呼
び
か
け
と
受
け
止
め
、

以
上
と
り
あ
え
ず
理
解
し
て
お
き
た
い
。

本
論
文
で
引
用
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
作
品
は
下
記
の
著
作
集
所
収
の
も
の
で
、
以

下
の
略
号
、
頁
数
を
（
）
に
入
れ
本
文
中
に
挿
入
し
た
。
引
用
文
中
の
傍
点

は
原
文
で
強
調
さ
れ
て
い
る
部
分
を
示
す
。

Nietzsche,
Friedrich: 

Sさ
mtliche
Wer, 蕊

k
n
t
蒋茫
e
Studien A
苔
gミ
be
in 1
5
 
Einzelb
登
den.

(
K
S
A
.
 
と
略
記
）

B
e
r
l
i
n
/
N
e
w
 Y
o
r
k
,
 1
9
8
8
.
 

M
A
:
 『
人
間
的
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
』

M

g
schlich
塁

A
l
l
z
u
m
e
苔
忌

lic
君
I
,

II, 
K
S
A
.
 2
.
 

F
W
:
 
『
楽
し
い
学
問
』

D
e
f蕊
hliche

W. 笏
e苔
C

君
ift.
K
S
A
.
 3
.
 

(
断
想
番

号
を
併
記
）

Z
:
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
語
っ
た
』

A
窓
毬
蕊
c
h
Zミ
謎
苓
6
i
r
d》

K
S
A
.
 4
.
 

J
G
B
:
 
『
普
悪
の
彼
岸
』

Jense
踪
g
n
 G
u
t
 u
n
d
 Bose, 
K
S
A
.
 5
.
 

(
断
想
番

号
を
併
記
）

G
M
:
 
『
道
徳
の
系
譜
』

N
ミ
r

G
笹
送
logie
d
e
r
 Moral, 
K
S
A
.
 5
.
 

E
H
:
 
『
見
よ
こ
の
ひ
と
を
』

E
c
c
e
h
o
m
o
,
 
K
S
A
.
 6
.
 

N
F
:
 
『
遺
稿
集
』

Nachgelassg
 e
 Fr
a
g
m
e
n
芯

K
S
A
.
7

ー

1
3
.

(
著
作
集
・

断
想
番
号
を
併
記
）

V
g
l
.
 
N
F
,
 K
S
A
.
 11, 3
6
 [
3
6
]
,
 

S. 5
6
5
.
 

同
時
期
の
遺
稿
で
は
、
「
精
神

(Geist)
」
は
「
魂

(Seele)
」
と
同
義
で
あ
り
、
「
主
観

(Subjekt)
」
は
「
魂
」

の
近
代
的
言
い
換
え
と
捉
え
ら
れ
る
。

L
o
n
g
o
,
 
S
i
l
v
a
n
o
:
 D
i
e
 A
u
f
d
e
c
k
u
n
g
 d
e
r
 leiblichen 
V
e
r
n
u
n
f
t
 bei 

F
謎
恩
i
c
h
Nietzsche. 
W
t
i
r
z
b
u
r
g
 1
9
8
7
.
 

S. 
106. 

93 
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5
 

4
)
 
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 M
a
r
t
i
n
:
 Nietzsche. 
B
d
.
 1. 
1. 
Aufl. 
Pfullingen 
1961. 

S. 517ff. 
た
だ
し
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
は
生
物
学
主
義
に
陥
る

ニ
ー
チ
ェ
解
釈
を
否
定
し
、
存
在
そ
の
も
の
、
ひ
い
て
は
存
在
者
全
体
を
「
生
」

と
み
な
す
ニ
ー
チ
ェ
の
思
惟
は
、
外
見
的
に
生
物
学
的
な
世
界
像
を
形
而
上
学

的
に
根
拠
づ
け
る
も
の
と
す
る
。

ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
精
神
と
身
体
を
最
も
明
確
に
区
別
す
る
の
は
、
精
神
的
、

意
識
的
に
作
用
す
る
「
自
我

(
I
c
h
)
」
と
身
体
的
、
行
為
的
に
作
用
す
る
「
自
己

(Selbst)
」
で
あ
る
。
文
法
的
に
比
較
す
る
と
、
前
者
が
「
我
」
と
し
て
つ
ね

に
主
語

(Subjekt)
と
な
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
自
分
自
身
」
、
「
独
立
独
行
」

と
い
う
意
味
の
名
詞
と
し
て
単
独
で
用
い
ら
れ
る
よ
り
も
、
主
に
副
詞
、
形
容

詞
と
し
て
主
語
に
も
目
的
語

(Objekt)
に
も
付
随
し
て
、
「
そ
れ
自
体
」
、
「
そ

の
も
の
」
の
よ
う
に
付
随
さ
れ
る
語
を
強
調
す
る
。
こ
の
主
語
は
、
我
に
対
峙

す
る
「
汝

(D」
)
」
で
も
あ
り
得
る
。
ま
た
接
頭
語
と
し
て
は
動
詞
、
形
容
詞
に

「
自
分
自
身
の
・
で
」
と
い
う
意
味
を
与
え
て
所
有
格
、
与
格
と
し
て
作
用
し
、

名
詞
に
接
合
す
る
と
「
自
分
自
身
が
．
を
」
と
主
格
、
対
格
と
し
て
も
作
用
す

る
。
形
式
と
働
き
に
お
い
て
、
「
自
我
」
は
単
一
か
つ
同
一
で
あ
り
、
「
自
己
」

は
多
様
で
あ
る
が
そ
れ
自
身
の
意
味
は
変
化
さ
せ
な
い
。
両
者
以
外
に
「
自
分
」

を
表
す
も
の
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
再
帰
代
名
詞

,,sich"
を
適
用
す
る
。
こ
れ
も

「
自
己
」
と
同
じ
く
、
主
語
に
応
じ
て
変
容
し
な
が
ら
、
動
詞
の
目
的
語
と
な
っ

た
り
、
他
動
詞
を
自
動
詞
化
し
て
受
動
あ
る
い
は
自
発
、
さ
ら
に
相
互
的
意
味

を
与
え
た
り
す
る
。
そ
の
さ
い
再
帰
的
に
す
な
わ
ち
「
自
分
自
身
に
向
か
っ
て

逆
に
」
(vgl.,,reflexiv"• 

In: D
u
d
e
n
 B
d
.
 7. 

＾
 

E
t
y
m
o
l
o
g
i
e
)
,
.
 M
a
n
n
 ,
 

h
e
i
m
 1989, 
S. 579.)~ 

用
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
主
語
の
意
志
と
は
関
係

の
な
い
状
態
や
現
象
を
示
す
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り

,,Selbst"
`
 
,,sich"
は

文
法
に
従
い
つ
つ
他
の
複
数
の
語
と
の
関
連
の
中
で
多
様
に
作
用
す
る
。
ニ
ー

チ
ェ
が
主
観

(Subjekt)
を
批
判
す
る
の
は
、
そ
れ
が
自
我
と
等
湿
さ
れ
る
場

合
で
あ
り
、
上
の
よ
う
な
自
己
に
よ
り
成
り
立
つ
「
―
つ
の
共
同
体
の
項
点
に

立
つ
統
治
者
」

(
N
F
,
K
S
A
.
 11, 4
0
 [21], 
S. §}8.)

と
し
て
の
主
体

(Subjekt)

そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。

V
g
l
.
 
N
F
,
 K
S
A
.
1
1
,
 
3
7
 [4], 
S. 577. 
こ
こ
で
は
意
識
は
、
意
識
的
思

(10) 

(
9
 

(8) 
7
 

考
、
感
覚
、
意
欲
と
並
ん
で
精
神
の
領
域
に
含
ま
れ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
教
育
論
お
よ
び
道
徳
論
に
お
け
る
服
従
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙

論
「
F
・
ニ
ー
チ
ェ
の
教
育
観
ー
ー
＾
Z
u
c
h
(
)
,
 の
概
念
を
手
掛
か
り
に
し
て
」

（
『
待
兼
山
論
叢
』
第
二
十
八
号
、
大
阪
大
学
文
学
会
、
一
九
九
四
年
）
、
「
ニ
ー

チ
ェ
に
お
け
る
子
供
・
道
徳
・
教
育
」
（
『
道
徳
と
教
育
特
集
追
徳
教
育
の

地
域
・
家
庭
と
の
連
携
を
求
め
て
1

』
日
本
道
徳
教
育
学
会
、
一
九
九
六
年
）

に
お
い
て
概
観
し
た
。

服
従
と
命
令
の
関
係
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
で
多
く
語
ら
れ
る
。

(vgl.
N
9
 

K
S
A
4
,
 S
.
 59. 
S. 189. 
od. 
S. 250ff.)
「
闘
い
」
の
意
味
お
よ
ぴ
「
遊
戯
」

と
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
•
•Ka
m
p
f
s
p
i
e
l
"
.
 
In: 
D
U
D
E
N
 Deutsches 
Uni' 

詩
忍
l
W
o
r
t
e
r
b
u
c
h
.
 
M
a
目
h
e
i
m
1989, 
S
.
 806. 
を
参
照
。

D
e
l
e
u
z
e
,
 
Gilles: 
Nietzsche u
n
d
 die Philosophie, 
Ubers. v. 
B
e
r
n
d
 

S
c
h
w
i
b
s
.
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. M
.
,
 
1985, 
S. 46. 
た
だ
し
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
身

体

(Leib)

を
、
化
学
的
、
生
物
的
、
社
会
的
、
政
治
的
「
物
体
」
と
も
言
う

べ
き
肉
体

(
K
a
r
p
e
r
)

と
同
等
に
扱
う
。
両
者
が
と
も
に
生

(r”b
e
n
)

に
由

米
す
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
そ
れ
は
妥
当
だ
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
考

の
広
範
な
理
解
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
自
身
は
両
者
を
使

い
分
け
て
い
る
。
「
物
」
と
し
て
の
性
質
が
強
調
さ
れ
精
神
と
あ
く
ま
で
も
対
立

し
、
し
た
が
っ
て
具
体
的
か
つ
積
極
的
に
否
定
さ
れ
る
の
が
肉
体
な
ら
ば
、
身

体
は
「
大
き
な
理
性
」
と
い
う
表
現
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
「
物
」

ゃ
「
心
」
と
い
っ
た
区
別
は
及
ば
ず
、
精
神
す
ら
も
内
包
し
て
い
る
た
め
肯
定

的
に
の
み
扱
わ
れ
る
。
両
者
は
ま
た
一
過
性
の
も
の
と
永
続
的
な
も
の
と
い
う

対
比
で
も
語
ら
れ
る

(vgl.
M
A
i
l
,
 
S
.
 587.)
。

D
e
l
e
u
z
e
:
 A
.
 a. 
0., 
S
.
 62. 
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
力
を
能
動
的

(aktiv)

と
反

動
的

(reaktiv)

の
対
比
で
説
明
し
、
受
動
的

(passiv)

を
「
非
活
動
的
」

(ebd., 
S. 129.)

つ
ま
り
発
散
し
、
作
用
に
も
た
ら
さ
れ
な
い
反
応

(
R
e
a
k
t
i
o
n
)

に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
。
そ
し
て
「
力
ヘ
の
意
志
」
の
前
段
階

的
着
想
と
も
言
え
る
「
力
の
感
情

(Machtgeflihl)
」（
e
b
d
.
,
S. 70.)
に
つ

い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
影
響
を
示
し
つ
つ
、
力
の
表
現
と
し
て
の
「
触
発
可
能
性
」

は
「
情
動
性

(
A序
ektivitat)
」
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
「
受
動
性

(Passivitat)
」

94 
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で
は
な
い
と
説
明
す
る
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
が
能
動
性
と
の
関
わ
り
で
積
極
的

に
言
及
す
る
の
は
、
反
動
よ
り
む
し
ろ
受
動
で
あ
る
。
反
動
・
反
応
と
能
動
・

作
用

(
A
k
t
i
o
n
)

は
、
遠
近
法
に
よ
り
そ
の
性
格
を
付
与
さ
れ
る
「
仮
象
性
」

(
N
F
,
 
K
S
A
.
 13, 1
4
 [184] 

｀
 
S
.
 3
7
0
.
)

で
、
前
者
が
「
第
二
級
の
能
動
性

(Aktivitat)
」（
G

M

`
 
S
.
 3
1
6
.
)

と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
両
者
の
関
係
は

あ
く
ま
で
も
相
対
的
だ
。
一
方
受
動
は
「
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
の
中
の
能

動
性
」

(
N
F
,

K
S
A
.
 11, 
3
8
 
[10], 
S
.
 6
0
9
.
)

と
表
現
さ
れ
、
初
期
の
『
悲

劇
の
誕
生
』

(1872)

で
は
、
純
粋
に
受
動
的
な
態
度
に
お
け
る
「
最
高
の
能
動

性」
(
e
b
d
;
 K
S
A
.
 1, 
S
.
6
6
.
)
の
獲
得
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
「
情
念
(
L
e
i
d
e
n
,
 

schaft)
」（
N
F
,
K
S
A
.
 9, 
7
 [7], 
S
.
 3
1
8
.
)

と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
受
動

性
そ
の
も
の
の
能
動
的
意
味
と
働
き
を
も
つ
「
も
う
―
つ
の
距
離
の
パ
ト
ス
」

（
本
論
11
頁
）
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
苦
悩

(
L民
!en)

を
積
極
的
に
引
き
受
け
る
と
い
う
意
味
で
の
受
動
性
こ
そ
、
能
動
性
に
対
応
し

得
る
力
の
質
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

言
葉
と
存
在
に
関
す
る
こ
の
一
節
は
、
言
わ
ば
詩
的
衝
動
か
ら
生
み
出
さ
れ
た

「
最
高
の
書
」

(
E
H
,
S
.
 2
5
9
.
)
で
あ
る
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
で
は
（
ニ
ー

チ
ェ
の
）
自
我
が
自
己
に
服
従
し
得
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
「
私
の
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
体
験
」

(
e
b
d
.
,
S
.
 3
4
0
.
)
を
表
す
。
ま
た
言
葉
と
行
為
に
つ
い
て

、
、
、
、

は
、
同
著
作
自
体
が
「
『
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
』
と
い
う
私
の
概
念
が
最
高
の
行

為
に
な
っ
た
」

(
e
b
d
.
,
S
.
 3
4
3
.
)
も
の
と
表
現
さ
れ
る
。
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
の
身

体
哲
学
で
は
言
葉
と
行
為
を
と
も
に
「
個
人
の
現
在
性
に
お
け
る
固
有
な
創
造

の
産
物
」
か
つ
「
存
在
へ
の
態
度
表
明
」
と
理
解
す
べ
き
と
指
摘
さ
れ
る
。

(vgl.

K
a
u
l
b
a
c
h
,
 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
:
 
D
e
r
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
 
u
n
d
 
s
e
i
n
e
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
:
 

P
e
r
s
p
e
k
t
i
v
e
 
u
n
d
 W
a
h
r
h
e
i
t
 bei 
N
i
e
t
z
啓
h
e
.
I
n
 :
 Ni
e
t
z
s
c
h
e
s B
e
g
r
i
f
f
 

d
e
r
 P
h
i
l
o
s
o
p
宮
.
H
r
s
g
.
 v
.
 
M
i
h
a
i
l
a
 
D
j
u
r
i
c
.
 
W
i
.
i
r
z
b
u
r
g
 
1
9
9
0
,
 
S
.
 

12f.) 

「
夢
」
は
初
期
の
論
文
で
す
で
に
現
れ
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
で
は
「
ア
ポ
ロ
的
な

も
の
」
が
「
夢
と
の
戯
れ
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
夢
は
「
仮
象
の
仮
象
」

(
e
b
d
.
,

S
.
 3
9
.
)
で
あ
り
、
仮
象
と
は
永
遠
の
矛
盾
の
反
照
で
あ
る
。
そ
し
て
夢
見
る
者

が
そ
れ
を
自
覚
し
て
夢
を
見
続
け
る
こ
と
を
、
真
実
に
非
存
在
な
も
の
、
す
な

16 15 14) 
13 
~ 

わ
ち
生
成
と
し
て
生
き
る
人
間
に
必
要
な
覚
悟
と
対
比
さ
せ
ら
れ
る
。
類
す
る

文
脈
は
『
楽
し
い
学
問
』

(1882)
に
お
い
て
「
認
識
者
」

(
F
W
,
5
4
,
 
S
.
 4
1
7
.
)
 

が
現
実
に
働
い
て
い
る
も
の
、
生
き
て
い
る
も
の
と
し
て
の
仮
象
つ
ま
り
夢
を

自
覚
し
続
け
ざ
る
を
得
な
い
と
語
ら
れ
る
。
ピ
ヒ
ト
は
、
後
者
の
断
想
が
、
夢

見
る
「
歴
史
全
体
」
に
よ
る
主
体
概
念
（
夢
の
中
の
自
我
）
の
解
体
を
意
味
し
、

ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
歴
史
と
は
過
去
か
ら
将
来
へ
創
造
の
過
程
と
し
て
理
解

す
べ
き
と
解
説
す
る
(vgl
,
 Picht, 
G
e
o
r
g
:
 Nietzsc
鳶

S
t
u
t
t
g
a
r
t
1
9
8
8
 `
 

S
,
 307ff・)

。

H
e
i
d
e
g
g
e
r
 "
 a. 
a. 
0
 :
S
,
 508ff. 
こ

の

断

片

を

分

析

し

て

ハ

イ

デ
ッ
ガ
ー
は
、
価
値
評
価
、
信
念
、
判
断
、
認
識
と
し
て
の
真
理
が
、
存
在
と

し
て
の
存
在
者
と
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
と
捉
え
る
。
そ
し
て
こ
の
真
理
が

所
属
す
る
力
ヘ
の
意
志
の
形
而
上
学
的
意
義
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。

L
o
w
i
t
h
,
 
K
a
r
l
 "
 Ni
e
t
z
s
c
h
e
s
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 d
e
r
 e
w
i
g
e
n
 
W
i
e
d
e
r
k
e
h
r
 

d
e
s
 
G
l
e
i
c
h
e
n
.
 
I
n
:
 
N
i
e
t
z
s
c
h
e
.
 
S
a
m
t
l
i
c
h
e
 
S
c
h
r
i
f
t
e
n
 
B
d
.
 6
 ,
 

S
t
u
t
t
g
a
r
t
 1
9
8
7
,
 
S
.
 2
7
7
’
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
に
つ
い
て
ニ
ー
チ
ェ

は
、
「
な
ぜ
欺
か
れ
た
く
な
い
の
か
？
」
（
N
F
,
K
S
A
・
1
1
,
 4
0
 [10], 
S
・
6
3
2
 ,）
 

と
疑
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
「
徹
底
し
き
れ
て
い
な
い
」
と
言
い
、
直
接
的
確
実
性

を
求
め
る
自
我
は
、
自
分
自
身
を
欺
こ
う
と
す
る
「
よ
り
深
く
繊
細
で
、
徹
底

し
た
意
志
」

(
N
F
,
K
S
A
.
1
1
,
4
0
[
2
0
]
,
 
S
.
6
3
7
.
)
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
す
る
。

「
自
己
批
判
の
試
み

(
Ve
r
s
u
c
h
 e
i
n
e
r
 
Selbstkritik)
」
と
は
『
悲
劇
の
誕
生
』

に
後
年

(1886)

添
え
ら
れ
た
序
文
の
題
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ニ
ー
チ
ェ

の
身
体
哲
学
が
、
身
体
の
復
権
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
精
神
（
す
な
わ
ち
身
体
）

の
再
考
と
復
権
を
目
指
す
と
い
う
観
点
で
用
い
た
。
そ
れ
は
、
彼
の
キ
リ
ス
ト

教
に
養
わ
れ
た
「
誠
実
さ
（
W
a
h
r
h
a
f
t
i
g
k
e
i
t
)
」（
N
F
,
K
S
A
.
 12, 2
 [127] 

`
 

S
.
 
1
2
5
.
 
o
d
.
 
J
G
B
 ̀

 
2
9
5
,
 
S
.
 2
3
8
.
)

が
却
叩
っ
て
そ
の
「
不
誠
実
な
も
の
」

(
e
b
d
 :
 2
 [131], 
S
.
 1
3
0
.
)
 
;{cl!/;!! 蹄
四
し
、
ま
た
「
自
分
に
対
す
る
潔
癖
さ

(
S
a
u
b
e
r
k
e
i
t
 g
e
g
e
n
 sich)
」（
E
H
,
S
.
 2
5
9
.
)

が
認
識
へ
と
導
く
こ
と
に

つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

F
i
g
!
 `
 
J
o
h
a
n
n
:
 I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 als p
h
i
l
o
s
o
p
h窃
e
k
e
s
P
r
i
n
z
i
p
.
 
F
r
i
e
d‘
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19 18 ＾ 17 

母
h

N
i
e
t
z
s
c
h
e
s
 
u
n
芍旦
S
念

[
e
m
e
o
母
d
e
r
A
器
l
e
g
u
n
g
i
m

急
亙

Z
息
laB.
B
e
r
l
i
n
/
N
e
w
 Y
o
r
k
 1982, 6. 
Kapitel, 
S. 131. 

人
格
、
仮
面
に
関
す
る
短
い
断
想
~
「
『
非
利
己
的
な
も
の
』
。
―
つ
の
『
自
我
』

の
中
の
人
格
（
仮
面
）
の
多
様
性
」
(
N
F
•K
S
A
.
 11, 
2
6
 [73]• 

S. 
168.) 

こ
れ
は
、
精
神
的
自
我
を
唯
一
と
捉
え
る

(Ein
,,!ch")
誤
り
と
、
自
我
は
本

米
多
様
で
非
利
己
的
で
あ
る
こ
と
を
指
示
す
る
形
而
上
学
批
判
だ
ろ
う
。
し
か

し
利
己
主
義
を
悪
の
よ
う
に
扱
う
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
は
、
そ
の
隣
人
愛
を

批
判
し
「
遠
人
愛

(
F
e
m
s
t
e
n
-
L
i
e
b
e
)
」（
N
,
 K

S
A
 4, 
S. 77ft.)

が
説
か

れ
る
。
そ
れ
は
自
我
に
と
っ
て
不
可
解
で
、
最
も
遠
い
身
体
的
自
己
へ
の
驚
嘆
、

服
従
で
あ
り
、
ま
た
「
理
想
的
な
利
己
主
義
」
(
M
o
r
g
e
m

蕊
t
e
•K
S
A
.
 3, 
S. 

321.)
で
あ
る
「
妊
娠
」
に
お
け
る
、
自
ら
の
内
で
生
成
す
る
も
の
へ
の
希
望
、

配
慮
、
信
念
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考

察
し
た
い
。

A
b
e
l
,
 
Gtinter: 
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
o
r
i
s
c
h
e
 V
e
m
u
n
f
t
 u
n
d
 m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
r
 

ば
ib.

In :
 Nietzsches 
Begriff 
d
e
r
 
Philosophie• 

H
r
s
g
.
 v. 
M
i
h
a
i
l
a
 

Djuric. 
W
t
i
r
z
b
u
r
g
 
1990, 
S. 118. 
こ
の
解
釈
を
裏
付
け
得
る
で
あ
ろ
う

「
意
識
」
に
関
す
る
論
考
が
あ
る

(
F
W
,
354, 
S. 592.)
。
「
行
為
は
根
本
的

に
唯
一
か
つ
無
限
に
個
人
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
意
識
に
翻
訳
さ
れ
る

と
、
一
般
的
で
表
面
的
な
も
の
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
意
識
は
本
米
、
人
間
の
個

人
的
実
存
で
は
な
く
共
同
体
的
本
性
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
う
の
が

論
旨
で
あ
る
。
「
個
人
・
個
人
性
」
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
稔
t
o
m
o
s
^
（
に
由
来
す
る

が
(
v
g
l
.
,,lndividuum". 
In: 
D
u
d
e
n
 B
d
.
 7.
》

E
t
y
m
o
l
o
g
i
e《
M
a
n
n
,
 

h
e
i
m
 1989, 
S. 303.)
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
主
観
の
『
ア
ト
ム
』
な
ど
な
い
」

(
N
F
,

K
S
A
.
1
2
,
9
[
9
8
]
,
 
S
.
3
9
1
.
)
と
言
い
、
作
用
を
及
ぼ
す
『
主
観
』
と
い
う
虚

構
へ
の
信
念
を
放
棄
し
た
場
合
、
ア
ト
ム
の
世
界
ひ
い
て
は
物
自
体
、
現
象
、

ま
た
作
用
を
受
け
る
『
客
観
』
も
解
消
す
る
と
し
て
「
決
定
論
」
に
反
駁
し
て

い
る

(ebd.,
9
 [91], 
S. 383ff.)
。
ま
た
「
個
性
」
は
教
育
論
で
、
自
惚
れ

た
自
立
性
に
陥
り
や
す
い
も
の
と
し
て
疑
問
視
さ
れ
る
（
注

(6)
参
照
）
。

V
g
l
.
 NF• 

K
S
A
.
 7, 
2
 [10], 
S. 48. 
こ
こ
で
は
言
葉
と
音
楽
の
解
明
能

カ
の
違
い
と
、
言
葉
の
限
界
が
示
さ
れ
る
。
音
楽
が
、
表
現
す
べ
き
感
情
内
容

＾ 25 ＾^ 24 23 22 21 20 

を
象
徴
す
る
響
き
や
リ
ズ
ム
な
ど
を
備
え
、
事
物
を
無
限
に
解
明
し
得
る
の
に

対
し
、
言
葉
、
と
く
に
書
き
言
葉
の
解
明
は
概
念
を
通
じ
、
共
感
を
生
み
だ
す

に
は
思
想
と
い
う
媒
体
を
必
要
と
す
る
。
言
葉
は
つ
ま
り
「
並
存
」
を
表
現
で

き
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
身
体
と
音
楽
に
つ
い
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ワ
ー
グ
ナ
ー

音
楽
に
関
す
る
『
反
時
代
的
考
察
•
第
四
篇
』
(
1
8
7
6
)

、
『
ニ
ー
チ
ェ
対
ワ
ー

グ
ナ
ー
』

(1889)

の
中
で
多
く
語
り
、
彼
の
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
対
す
る
抗
議
は

「
生
理
的
」

(
F
W
,
368, 
S. 616.)
な
も
の
で
、
彼
の
「
身
体
全
体
」
が
音
楽

か
ら
求
め
て
い
る
の
は
「
軽
や
か
に
さ
れ
る
こ
と
」
だ
と
言
う
。

H
e
i
d
e
g
g
e
r
:
 
a. 
a. 
0
.
,
 
S. 114. 
こ
こ
で
は
「
未
分
か
つ
不
可
分
の
統
一
体

(die 
u
n
z
e
n
 ,i笏
e
n
e
u
n
d
 u
n
z
e
r
r
e
i
B
b
a
r
e
 Einheit)
」
と
表
現
さ
れ
る
が
、

本
文
で
は
「
不
可
分
」
の
み
を
参
考
に
し
た
。
（
注

(23)
、（
24)
参
照
）

F
W
,
 V
o
r
r
e
d
e
 2
 ̀

 
S. 348. 
同
箇
所
で
は
「
哲
学
す
る
こ
と
」
の
問
題
は
真

理
で
は
な
く
、
健
康
、
未
来
、
成
長
、
権
力
、
生
で
あ
っ
た
し
、
あ
り
続
け
る

こ
と
、
病
気
に
よ
る
大
い
な
る
苦
痛
が
精
神
を
深
化
、
解
放
し
、
思
想
は
そ
こ

で
獲
得
し
よ
う
と
す
る
「
大
い
な
る
健
康
」

(ebd.
,382, 
S. 635.)

に
よ
っ

て
生
ま
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

S
c
h
i
p
p
e
r
g
e
s
,
 
H
e
i
n
r
i
c
h
:
 
D
a
s
 
K
o
n
z
e
p
t
 
d
e
r
 
L
e
i
b
l
i
c
h
k
e
i
t 
bei 

Friedrich 
N
i
e
t
z
s
c
h
e
.
I
n
:
 
Leiblichkeit. 
Philosophische, gesellschaft ,
 

lic
恕
ミ
m
d
t窓
rd唸
袋
ミ
s
c
K
e
p
e
祗
蕊
恙
en.
H
r
s
g
.
 
v
.
P
e
t
z
o
l
d
,
 
Hilarion. 

P
a
d
e
r
b
o
m
 1985, 
S. 135. 

H
e
i
d
e
g
g
e
r
:
 
a. 
a. 
0. ,
 S. 119. 

E
b
d
.
,
 
S
.
 517f. 
ニ
ー
チ
ェ
は
猛
獣
的
人
間
像
を
確
か
に
肯
定
す
る
が
最
高

形
態

(ebd.)

で
は
な
く
「
退
化
」

(
N
,
 S. 98.)

と
も
指
摘
し
、
人
間
は
本

、
、
、
、
、
、
、

来
「
よ
り
洗
練
さ
れ
、
よ
り
賢
く
、
よ
り
人
間
に
似
た
最
良
の
猛
獣
」

(ebd.,

S. 263.)
と
な
る
べ
き
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
奴
隷
（
服

従
）
と
主
人
（
支
配
）
を
精
神
と
身
体
に
置
き
換
え
る
と
、
精
神
批
判
を
通
じ

た
彼
の
身
体
肯
定
が
、
あ
く
ま
で
も
同
時
に
精
神
の
自
己
超
克
を
求
め
る
こ
と

か
ら
も
推
察
で
き
る
。

「
…
…
か
ら

(von)
」
と
「
…
…
へ

(zu)
」
の
自
由
を
ニ
ー
チ
ェ
は
区
別
す
る
。

彼
が
認
め
る
の
は
後
者
の
自
由
で
、
こ
れ
を
得
て
自
ら
善
悪
の
律
法
者
と
な

96 



(28) 

(29) 

27 26 
、-、-

り
、
自
ら
の
裁
判
官
、
処
罰
者
と
な
り
得
る
者
で
あ
っ
て
初
め
て
、
自
己
超
克

を
行
う
創
造
者
と
な
り
得
る
と
述
べ
る
(
N
,
 S.
 
81.)。
自
由
と
力
ヘ
の
意
志
の

関
係
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
に
詳
し
い
。

(
K
a
u
f
m
a
n
n
,
W
a
l
t
e
r
:
 Nietzsche・ 

Philosopher, 
P
s
y
c
h
o
l
o
g
辺
"
Antichrist ,
 Pr
i
n
c
e
t
o
n
 1
9
7
 4
 ̀

 
p
p
,
 186£.) 

D
e
l
e
u
z
e
:
 
a. 
a. 
0
.
, 
S
・
6
7
.
 

比
喩
、
と
り
わ
け
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
表
現
方
法
の
そ
れ
に
つ
い
て
は

「
全
て
は
最
も
手
近
で
最
も
適
切
な
、
そ
し
て
最
も
単
純
な
表
現
と
し
て
自
ら

現
れ
る
」

(
E
H
,
S. 3
4
0
 ,
）
も
の
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
に
関
し
て
コ
フ

マ
ン
は
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
比
喩
に
富
ん
だ
表
現
を
言
語
に
取
り
戻
さ

せ
る
こ
と
が
隠
喩
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
だ
と
説
明
す
る
。
サ
ラ
・
コ
フ
マ
ン

『
ニ
ー
チ
ェ
と
メ
タ
フ
ァ
ー
』
宇
田
川
博
訳
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、

三
十
四
頁
。

D
e
l
e
u
z
e
 "
d
'
a
.
 0
 ;
 S. 6
0
 ,
 

A
b
e
l
,
 
Gtinter "
 In
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
g
e
d
a
n
k
e
 u
n
d
 W
i
e
d
e
r
k
u
n
f窃
lehre
,
 

In "
N
 
u
r
 Aktualitat Nietzsches II. 
H
r
s
g
.
 v. 
M
i
h
a
i
l
o
 D
j
u
r
i
c
 u
n
d
 

J
o
s
e
f
 S
i
m
o
n
 ,
 Wt
i
r
z
b
u
r
g
 1984, 
S. 87. 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
「
力
ヘ
の
意
志
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
デ
ュ
ナ
ミ
ス
、
エ

ネ
ル
ゲ
イ
ア
、
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
と
の
内
的
連
関
を
指
摘
し
、
力
の
概
念
を
存

在
の
規
定
と
し
て
西
洋
的
思
惟
の
歴
史
的
連
関
の
中
に
、
つ
ま
り
形
而
上
学
の

中
に
位
濫
づ
け
る
。

(vgl.
H
e
i
d
e
g
g
e
r
:
 
A
.
 a. 
0., 
S. 76£.)
し
か
し
「
カ

、
、
、

へ
の
意
志
は
存
在
、
生
成
で
は
な
く
パ
ト
ス
で
あ
り
、
生
成
、
作
用
が
そ
こ
か

ら
初
め
て
生
じ
る
最
も
基
本
的
な
事
実
で
あ
る
」

(
N
F
,
K
S
A
.
 13, 
14 [79], 

S. 259.)
、
「
生
成
に
お
い
て
、
表
象
す
る
と
い
う
事
物
の
本
性
が
あ
ら
わ
に
な

る
。
何
も
存
在
し
な
い
。
何
も
な
い
。
全
て
は
生
成
す
る
、
つ
ま
り
表
象
で
あ

る
。
」(
N
F
•KS
A
.
 7, 
7
 [203], S. 216.)
と
ニ
ー
チ
ェ
は
説
明
し
て
い
る
。

彼
に
つ
い
て
は
、
「
最
後
の
形
而
上
学
者
」

(
H
e
i
d
e
g
g
e
r
:
A
.
 a. 
0., 
S. 

480.)
、
あ
る
い
は
逆
に
「
形
而
上
学
か
ら
の
離
反
」

(Picht:
A
.
 a. 
0., 
S. 

XVII.)
を
実
行
し
た
者
か
と
い
う
論
議
は
多
い
。
論
議
者
自
身
、
そ
し
て
ニ
ー

チ
ェ
が
形
而
上
学
を
ど
う
定
義
す
る
（
と
見
る
）
か
で
解
釈
が
多
様
に
な
る
の

、
、
、
、

は
当
然
だ
が
、
本
論
で
は
、
身
体
と
精
神
の
関
係
に
お
い
て
対
立
・
概
念
を
、

35 34 33 32 31 30 

、
、
、
、

距
離
と
比
喩
、
隠
喩
に
よ
り
廃
棄
し
た
ニ
ー
チ
ェ
を
後
者
の
立
場
と
捉
え
る
。

前
者
は
、
形
而
上
学
の
「
完
成
」
の
意
味
に
関
す
る
別
の
箇
所
の
考
察

(
H
e
i
d
e
g
g
e
r
:
 
a. 
a. 
0
 ;
 B
d
.
 2. 
S. 7ff.)
と
併
せ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き

と
思
う
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
取
り
上
げ
た
い
。

M
u
l
l
e
r
-
L
a
u
t
e
r
,
 
W
o
l
f
g
a
n
g
:
 D
e
r
 O
r
g
a
n
i
s
m
u
s
 als 
innerer K
a
m
p
f
.
 

D
e
r
 Einfluss v
o
n
 W
i
l
h
e
l
m
 R
o
u
x
 a
u
f
 F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
Nietzsche. 
In: 

Z
討
sche-Studien

B
d
.
 7, 
B
e
r
l
i
n
/
N
e
w
 Y
o
r
k
 1978, 
S. 
192. 
同
論

文
で
は
ニ
ー
チ
ェ
の
「
闘
い
」
概
念
に
お
け
る
、
彼
と
同
時
代
の
解
剖
学
・
動

物
学
者

(
W
i
l
h
e
l
m
R
o
u
x
 :
 18
5
0
-
1
9
2
4
)
の
影
響
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
と
の

連
関
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

N
i
e
t
z
s
c
h
e
,
 
Friedrich: 
S
c
h
o
p
e
n
h
a
u
e
r
 als 
E
r
z
i
e
h
e
r
 4, 
S. 371. 
In: 

U
n
z
e
i
t
g
e
m
膀
se
B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
e
n
 3
 (1874), 
K
S
A
.
 1. 「
汝
自
身
で
あ
れ

(sei 
d
u
 selbst)
」
と
い
う
良
心
の
声
は
同
著
作

(ebd.,
S. 338.)
で
続
け

て
言
及
さ
れ
る
。

D
e
l
e
u
z
e
 :
 a. 
a. 
0
 :
 S. 60. 

M
巳
l
e
r
-
L
a
u
t
e
r
,
W
o
l
f
g
a
n
g
:
 Nietzsche. 
S
e
i
n
e
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
d
e
r
 

G
e
g
塁
satze
u
n
d
 die 
G
e
g
e
n
s
a
t
z
e
 seiner P
h
窓
sophie.
B
e
r
l
i
n
/
N
e
w
 

Y
o
r
k
 1971, 
S. 10. 

L
o
w
i
t
h
:
 
a. 
a. 
0., 
S. 279. 

S
t
a
m
b
a
u
g
h
,
 
J
o
a
n
:
 T
h
o
u
g
h
t
s
 o
n
 t
h
e
 I
n
n
o
c
e
n
c
e
 o
f
 B
e
c
o
m
i
n
g
.
 

In: 
Nietzsche-Studien B
d
.
 14, 
B
e
r
l
i
n
/
N
e
w
 Y
o
r
k
 1985, 
p. 170. 

（
さ
か
も
と
き
ょ
う
こ
大
学
院
博
士
課
程
後
期
）
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