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彫
り
に
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。『
明
朗
な
学
』
と
同
じ
思
想
圏
に

あ
る
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
が
、
そ
の
た
め
の
重
要
な
参
照
項
と
な
る

だ
ろ
う
。
以
下
、
初
め
に
先
行
研
究
の
議
論
と
そ
の
問
題
点
を
示
す
（
第

一
節
）。
続
い
て
主
に
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
「
救
済
に
つ
い
て
」

及
び
「
自
己
克
服
に
つ
い
て
」
の
章
に
依
拠
す
る
こ
と
で
従
来
の
ニ
ー
チ

ェ
理
解
、
就
中
「
力
へ
の
意
志
」
解
釈
を
修
正
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
と
り
、

序
　

エ
ピ
グ
ラ
フ
に
掲
げ
た
の
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
『
明
朗
な

学
』
七
三
節
の
全
文
で
あ
る
。
こ
の
寓
話
は
と
も
す
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
の

優
生
思
想
を
示
す
箇
所
と
し
て
読
ま
れ
て
し
ま
う
嫌
い
が
あ
る
。
本
稿
は

か
か
る
解
釈
を
否
定
し
、
寓
話
に
込
め
ら
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
問
い

0

0

を
浮
き

論
説

「
聖
な
る
残
忍
さ
」
の
問
い

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
視
座
か
ら

東
谷
優
希

聖
な
る
残
忍
さ
　

―
　

あ
る
聖
者
の
も
と
に
、
ひ
と
り
の
男
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
両
手
に
は
、
生
ま
れ
て
間
も
な
い

幼
子
が
抱
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
こ
の
子
に
何
を
し
て
あ
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
男
は
訊
ね
ま
し
た
。「
こ
の
子
は
見

る
も
無
惨
な
奇
形
で
、
死
ぬ
た
め
の
生
命
さ
え
持
っ
て
い
な
い
有
り
様
な
の
で
す
」。「
殺
し
な
さ
い
」
と
聖
者
は
恐
ろ
し

い
声
で
叫
び
ま
し
た
。「
殺
し
な
さ
い
、
そ
し
て
三
日
三
晩
に
渡
っ
て
、
そ
の
子
を
抱
き
続
け
な
さ
い
、
あ
な
た
の
記
憶

に
刻
ま
れ
る
よ
う
に
　

―
　

そ
う
す
れ
ば
あ
な
た
は
、
子
を
儲
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
き
に
儲
け
る
よ
う
な
こ
と
を
、
金
輪

際
し
な
い
で
し
ょ
う
」　
―
　

こ
れ
を
聞
く
と
、
男
は
落
胆
し
て
立
ち
去
り
ま
し
た
。
さ
て
、
多
く
の
人
々
は
、
余
り
に
残

忍
な
こ
と
を
勧
め
た
と
し
て
、
こ
の
聖
者
を
非
難
し
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
幼
子
を
殺
す
よ
う
指
嗾
し
た
の
で
す
か
ら
。

「
し
か
し
」
と
聖
者
は
言
い
ま
し
た
。「
生
か
し
て
お
く
方
が
、
も
っ
と
残
忍
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
」（FW

73

）
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し
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
。

―
「
汝
殺
す
勿
れ
」
と
い
う
聖
書
の
禁
令

は
皮
相
な
も
の
だ
、「
汝
殖
る
勿
れ
」
と
い
う
デ
カ
ダ
ン
に
向
け
ら
れ

た
生
の
禁
令
の
過
酷
さ
に
較
べ
れ
ば
。
…
…
生
そ
れ
自
体
は
、
一
個
の

有
機
体
に
於
け
る
健
康
な
部
分
と
弱
体
化
し
た
部
分
と
の
あ
い
だ
に
い

か
な
る
連
帯
も
、
い
か
な
る
「
平
等
な
権
利
」
も
認
め
は
し
な
い
。
弱

体
化
し
た
部
分
は
切
り
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

―
然
も
な
く
ば
全
体

が
亡
び
て
し
ま
う
。

―
デ
カ
ダ
ン
へ
の
同
情
、
出
来
損
い
た
ち
に
も

平
等
な
権
利
を
認
め
る
こ
と

―
そ
れ
は
最
も
深
い
反
道
徳
、
道
徳
と

し
て
の
反
自
然
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
！ 

（N
F1888, 23  

﹇1 

﹈）

似
た
断
片
で
は
こ
う
も
言
わ
れ
て
い
る
。

聖
書
の
禁
令
「
汝
殺
す
勿
れ
」
は
、
デ
カ
ダ
ン
に
向
け
た
私
の
禁
令

「
汝
殖
る
勿
れ
」
に
較
べ
れ
ば
皮
相
な
も
の
だ
。〔
…
〕
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス

ト
ラ
に
よ
っ
て
名
状
さ
れ
た
生
の
最
高
の
法
則
が
求
め
る
の
は
、
生
の

屑
や
失
格
者
の
一
切
に
は
同
情
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

―
上

昇
す
る
生
に
と
っ
て
単
に
害
で
あ
り
、
毒
で
あ
り
、
陰
謀
で
あ
り
、
隠

れ
た
敵
で
あ
る
よ
う
な
も
の

―
端
的
に
言
え
ば
キ
リ
ス
ト
教

―
を

抹
殺
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
最
も
深
い
意
味
で
言
う
な
ら

ば
「
汝
殺
す
勿
れ
」
は
道
徳
に
反
す
る
…
… 

（N
F1888, 22  

﹇23 

﹈）

「
力
へ
の
意
志
」
は
決
し
て
賛
美
の
対
象
で
は
な
い
。
寧
ろ
「
力
へ
の
意

志
」
の
克
服
こ
そ
枢
要
な
の
で
あ
る
（
第
二
節
・
第
三
節
・
第
四
節
）。

以
上
の
議
論
を
経
て
改
め
て
「
聖
な
る
残
忍
さ
」
に
立
ち
返
る
と
き
、
ニ

ー
チ
ェ
が
提
起
せ
ん
と
し
て
い
た
問
い
が
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。

一「
聖
な
る
残
忍
さ
」
と
題
し
た
寓
話
に
よ
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
は
一
体
何
を
謂

わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
探
る
端
緒
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
晩
年

の
遺
稿
を
参
照
し
て
み
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。

い
ま
一
つ
の
人
間
愛
の
戒
律

―
子
供
が
犯
罪
者
と
な
り
か
ね
な
い
場

合
が
あ
る
。
慢
性
疾
患
や
第
三
度
の
神
経
衰
弱
症
が
そ
れ
に
当
た
る
。

こ
う
い
う
場
合
に
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
何
か
？
〔
…
〕
社

会
は
、
生
に
つ
い
て
の
全
権
を
委
任
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
欠

陥
あ
る
生
命
に
対
す
る
責
任
を
、
生
そ
れ
自
体
に
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い

―
ま
た
、
そ
の
償
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
社
会

は
、
欠
陥
あ
る
生
命
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
が
生
殖
を

予
防
せ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
は
数
多
あ
る
。
予
防
の
た
め
に
社
会
は
、

家
系
や
身
分
や
知
能
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
く
、
極
め
て
冷
酷
な
強

制
処
置
や
自
由
の
剝
奪
、
状
況
に
応
じ
て
去
勢
手
術
を
講
ず
る
準
備
を
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る
」（4
）と
続
け
て
い
る
。
市
野
川
に
拠
れ
ば
、「
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
何
か

の
隠
喩
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
文
字
通
り
に
解
す
べ
き
で
あ
り
、

ニ
ー
チ
ェ
は
紛
う
こ
と
な
き
優
生
学
者
で
あ
る
」（5
）。
か
か
る
読
み
に
従

え
ば
、
寓
話
の
趣
旨
に
疑
義
を
挟
む
余
地
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
自
ら
の

主
張
を
聖
者
に
仮
託
し
、「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
障
害
児
を
殺
す
こ
と
の

正
し
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
」（6
）い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
研
究
者
は
ど
の
よ
う
に
読
む
の
だ
ろ
う
か
。
管
見
の

限
り
「
聖
な
る
残
忍
さ
」
に
つ
い
て
紙
幅
を
割
い
て
論
じ
た
研
究
は
見
当

た
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
い
か
な
る
解
釈
に
至
る
の
か
、
そ
の
概
略
を
摑

む
こ
と
は
で
き
る
。
こ
こ
で
は
試
み
に
、
最
近
信
頼
で
き
る
邦
訳
が
上
梓

さ
れ
、「
ニ
ー
チ
ェ
研
究
史
に
お
け
る
一
つ
の
到
達
点
、
一
つ
の
新
た
な

指
標
」（7
）と
評
さ
れ
る
Ｂ
・
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
の
『
生
の
肯
定
』
を
繙
い
て

み
よ
う
。

　

レ
ジ
ン
ス
タ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
目
標
を
「
絶
望
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
」

―
「
人
間
に
と
っ
て
最
高
の
諸
価
値
が
実
現
さ
れ
な
い
状
態
」

―
の
「
克
服
」
と
捉
え
、
絶
望
を
帰
結
さ
せ
る
諸
価
値
を
価
値
転
換
す

る
こ
と
が
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
的
な
戦
略
で
あ
る
と
見
る（

8
）。
こ
の
価
値
転

換
を
行
う
の
が
「
力
へ
の
意
志
」
で
あ
る
。
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
に
拠
れ
ば
、

「
力
へ
の
意
志
」
は
「
抵
抗
を
克
服
す
る
と
い
う
活
動
そ
の
も
の
へ
の
意

志
」
に
他
な
ら
な
い（

9
）。
乃
ち
「
価
値
転
換
」
と
は
、
抵
抗
を
克
服
す
る

活
動
、
そ
れ
に
伴
う
力
の
経
験
に
価
値
を
見
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ

こ
の
よ
う
な
一
節
に
出
会
せ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
望
ま
し
い
生
と
そ
う
で

な
い
生
と
を
峻
別
し
、
望
ま
し
い
生
を
奨
励
し
増
や
そ
う
と
す
る
一
方
、

望
ま
し
く
な
い
生
を
忌
避
し
減
ら
そ
う
と
す
る
」（1
）優
生
思
想
を
説
い
て

い
る
の
だ

―
こ
う
解
し
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
ナ
チ
ス
の
障

害
者
安
楽
死
計
画
に
手
を
貸
し
た
と
さ
れ
る
Ｋ
・
ビ
ン
ド
ゥ
ン
グ
の
「
そ

の
死
が
当
人
に
と
っ
て
は
救
済
で
あ
り
、
同
時
に
社
会
や
国
家
に
と
っ
て

は
特
に
重
荷
か
ら
の
解
放
で
あ
る
よ
う
な
人
間
が
、
つ
ま
り
そ
の
生
命
を

担
う
こ
と
が
社
会
や
国
家
に
と
っ
て
は
慈
善
の
全
く
典
型
的
な
有
り
様
を

示
す
以
外
に
何
ら
の
取
り
柄
も
な
い
よ
う
な
人
間
が
存
在
す
る
こ
と
を
疑

う
余
地
は
な
い
」（2
）と
い
う
言
明
、
あ
る
い
は
「
優
生
上
の
見
地
か
ら
不

良
な
子
孫
の
出
生
を
防
止
す
る
」
と
い
う
旧
優
生
保
護
法
第
一
条
の
文
言
、

そ
し
て
輓
近
で
は
「
意
思
疎
通
が
と
れ
な
い
人
間
を
安
楽
死
さ
せ
る
べ
き

だ
」（3
）と
い
う
相
模
原
障
害
者
殺
傷
事
件
実
行
犯
の
主
張

―
こ
れ
ら
の

横
に
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
並
べ
て
も
遜
色
な
い
ど
こ
ろ
か
、
背
後
に
あ
る

思
想
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

　

実
際
、
社
会
学
者
の
市
野
川
容
孝
は
、
先
の
一
連
の
箇
所
を
引
用
し
つ

つ
、
相
模
原
障
害
者
殺
傷
事
件
を
「
生
命
の
抹
消
を
説
く
ニ
ー
チ
ェ
の
こ

れ
ら
の
言
葉
〔
…
〕
に
そ
の
ま
ま
従
っ
た
よ
う
な
事
件
」
と
形
容
し
、

「
ニ
ー
チ
ェ
と
、
ニ
ー
チ
ェ
を
手
放
し
で
賞
揚
し
、
彼
の
右
の
言
葉
は
素

通
り
し
て
き
た
現
代
思
想
が
、
少
な
く
と
も
証
人
と
し
て
、
場
合
に
よ
っ

て
は
共
犯
者
と
し
て
、
法
廷
に
立
た
さ
れ
る
。
そ
ん
な
気
が
私
は
し
て
い
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弱
者
と
出
来
損
い
は
亡
び
ね
ば
な
ら
な
い

―
こ
れ
が
我
々
の
人
間
愛

の
第
一
命
題
。
さ
ら
に
、
そ
の
滅
亡
に
手
を
貸
す
こ
と
は
我
々
の
義
務

で
あ
る
。

凡
そ
悪
徳
よ
り
も
有
害
な
も
の
と
は
何
か
？

―
人
間
の
出
来
損
い
と

弱
者
の
す
べ
て
に
対
す
る
同
情
的
行
為

―
キ
リ
ス
ト
教
…
…

 

（A
C2

）

レ
ジ
ン
ス
タ
ー
は
こ
の
前
半
部
に
軸
足
を
置
い
て
「
力
へ
の
意
志
が
新
し

い
倫
理
の
原
理
な
い
し
中
核
的
価
値
を
提
供
す
る
」（14
）と
断
言
す
る
一
方
、

「
弱
者
と
出
来
損
い
は
亡
び
ね
ば
な
ら
な
い

―
こ
れ
が
我
々
の
人
間
愛

の
第
一
命
題
。
さ
ら
に
、
そ
の
滅
亡
に
手
を
貸
す
こ
と
は
我
々
の
義
務
で

あ
る
」
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
こ
の
一
節
の
完
全
な
擁
護
を
試
み

る
つ
も
り
は
な
い
」
と
前
置
き
し
つ
つ
、
こ
う
述
べ
る
。「
弱
者
や
出
来

損
い
」
た
ち
が
「
ど
ん
な
に
善
き
生
を
思
い
描
こ
う
と
も
、
そ
れ
は
彼
ら

の
手
に
入
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
悲
惨
に
な
る
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い

る
生
を
彼
ら
に
味
わ
わ
せ
な
い
こ
と
は
、
残
酷
さ
や
利
己
心
」
で
は
決
し

て
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
弱
者
自
身
に
向
け
ら
れ
た
「
人
間
愛
」
な
の
で

あ
る
、
と（

15
）。「
倫
理
的
エ
リ
ー
ト
主
義
者
」（16
）た
る
ニ
ー
チ
ェ
は
「
何
が

生
を
生
き
る
に
値
す
る
も
の
に
す
る
の
か
に
つ
い
て
特
定
の
見
解
を
も
っ

て
お
り
、
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
彼
が
「
弱
さ
」
と
呼
ぶ
状
態
が
、
生

を
生
き
る
に
値
す
る
そ
の
何
か
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
」（17
）。
し
た
が
っ

ま
り
ニ
ー
チ
ェ
は
「
道
徳
的
諸
価
値
を
力
と
い
う
価
値
に
よ
っ
て
置
き
換

え
よ
う
と
」（10
）し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
必
然
的
に
、「
力
を
意
志

す
る
行
為
主
体
は
、
あ
る
確
定
的
な
目
的
と
そ
う
し
た
目
的
の
実
現
に
対

す
る
抵
抗
と
を
同
時
に
求
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（11
）。
こ
の
こ

と
は
延
い
て
は
、「
欲
求
の
満
足
に
対
す
る
抵
抗
」（12
）で
あ
る
「
苦
悩
」
に

価
値
を
見
出
す
こ
と
に
連
な
っ
て
い
く
。「
善
は
抵
抗
の
活
動
の
う
ち
に

存
す
る
」
以
上
、「
克
服
さ
れ
る
べ
き
抵
抗
も
ま
た
望
ま
し
い
」
も
の
へ

と
「
価
値
転
換
」
さ
れ
る
の
で
あ
る（

13
）。

　

か
か
る
見
地
か
ら
す
れ
ば
、「
苦
悩
」
に
満
ち
な
が
ら
も
そ
れ
を
「
克

服
す
る
」
能
力
を
も
た
な
い
寓
話
の
幼
子
の
生
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
な

評
価
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
に
と
っ
て
は

自
説
の
根
拠
と
な
る
決
定
的
な
箇
所
で
あ
り
、
幾
度
も
参
照
さ
れ
る
『
ア

ン
チ
ク
リ
ス
ト
』
二
節
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

善
と
は
何
か
？

―
力
の
感
情
を
、
力
へ
の
意
志
を
、
人
間
の
裡
に
あ

る
力
そ
れ
自
体
を
高
め
る
一
切
の
も
の
。

劣
悪
と
は
何
か
？

―
弱
さ
に
由
来
す
る
一
切
の
も
の
。

幸
福
と
は
何
か
？

―
力
が
徐
々
に
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
感

情

―
抵
抗
を
克
服
し
て
い
く
感
情
。

満
足
で
は
な
く
、
よ
り
多
く
の
力
。
凡
そ
平
和
で
は
な
く
、
戦
争
。
徳

で
は
な
く
、
有
能
さ
。
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陥
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
に
、
整
合
性
を
与
え
る
試
み

と
な
る
。

　

議
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
市
野
川
や
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ

解
釈
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
決
定
的
な
一
点
で
大
き
な
誤
り
を
犯
し
て
い

る
。
乃
ち
、
両
者
と
も
「
力
へ
の
意
志
」
を
規
範
的
原
理
と
見
做
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
下
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は
優
生
学
者
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
い（

22
）。

　

本
稿
は
か
か
る
「
力
へ
の
意
志
」
理
解
を
修
正
す
る
こ
と
で
、「
聖
な

る
残
忍
さ
」
に
つ
い
て
別
の
解
釈
を
呈
示
す
る
。
そ
の
糸
口
は
『
ツ
ァ
ラ

ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
求
め
よ
う
。
こ
れ
は
決
し
て
恣
意
的
な
選
択
で
も
、
不

毛
な
迂
回
で
も
な
い
。『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
中
心
思
想
「
永
遠
回

帰
」
説
の
骨
子
が
既
に
『
明
朗
な
学
』
で
言
明
さ
れ
て
い
る
こ
と

（FW
341

）、
そ
し
て
そ
の
直
後
に
続
く
最
終
節
は
ま
さ
に
『
ツ
ァ
ラ
ト

ゥ
ス
ト
ラ
』
の
冒
頭
部
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、『
明
朗
な

学
』
が
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
同
じ
思
想
圏
に
あ
り
、
相
互
に
深
く

聯
関
し
て
い
る
の
は
疑
い
得
な
い
。『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
『
明
朗

な
学
』
を
読
み
解
く
う
え
で
有
益
な
参
照
項
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
全
体
の
核
心
部
「
救
済
に
つ
い
て
」
の
章
は
、
障
害
者
や
物
乞
い

た
ち
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
取
り
囲
み
、
病
や
障
害
を
癒
す
奇
跡
を
要

求
す
る
場
面
で
幕
を
開
け
る
。「
聖
な
る
残
忍
さ
」
の
解
明
と
い
う
本
稿

の
趣
旨
か
ら
し
て
、
先
ず
こ
の
箇
所
か
ら
議
論
に
着
手
す
る
の
は
適
切
な

て
「
生
は
、
そ
れ
が
抵
抗
を
現
実
に
克
服
す
る
こ
と
を
十
分
に
含
む
場
合

に
の
み
、
肯
定
す
る
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
」（18
）に
な
る
。
か
く
し
て
、

レ
ジ
ン
ス
タ
ー
の
読
み
筋
で
も
、
市
野
川
と
同
様
の
結
論
に
至
る
の
は
争

い
得
な
い
。「
聖
な
る
残
忍
さ
」
の
ニ
ー
チ
ェ
は
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

障
害
児
を
殺
す
こ
と
の
正
し
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
」
い
る
の
で
あ
る
。
た

と
え
「
優
生
学
で
は
な
く
安
楽
死
を
支
持
」（19
）し
て
い
る
の
だ
と
釈
明
し

て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
詭
弁
の
域
を
出
な
い
だ
ろ
う
。

　

や
は
り
ニ
ー
チ
ェ
は
「
生
き
る
に
値
す
る
」
生
と
そ
う
で
は
な
い
生
と

の
峻
別
を
図
る
優
生
学
者
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
彼
は
「
運
命

愛
」
を
、
生
の
在
り
方
の
全
的
な
肯
定
を
説
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

（N
F1888, 16  

﹇32 

﹈）。
こ
れ
は
背
馳
で
は
な
い
の
か
。

　

い
ま
見
た
よ
う
に
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
に
と
っ
て
、
一
方
で
生
の
肯
定
を
、

他
方
で
生
の
否
定
を
説
く
彼
の
ニ
ー
チ
ェ
が
齟
齬
を
来
す
こ
と
は
な
い
。

対
し
て
市
野
川
は
、「
永
遠
回
帰
思
想
に
よ
っ
て
生
の
全
面
的
肯
定
を
説

く
」
ニ
ー
チ
ェ
と
、「
力
へ
の
意
志
」
に
よ
る

―
自
身
の
生
を
も
含
め

た

―
生
の
抹
消
を
説
く
ニ
ー
チ
ェ
の
あ
い
だ
に
解
消
不
能
な
矛
盾
を
見

出
し（

20
）、
こ
う
主
張
す
る

―
ニ
ー
チ
ェ
の
優
生
思
想
は
「
ニ
ー
チ
ェ
自

身
の
言
葉
に
よ
っ
て
否
定
で
き
る
し
、
す
べ
き
だ
」（21
）と
。
本
稿
は
、
市

野
川
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る

―
但
し
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
は
ニ
ー
チ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ェ
の
言
葉
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
こ
に
優
生
思
想
を
読
み
取
る
解
釈
の
方
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

と
い
う
一
つ
の
大
き
な
留
保
を
つ
け
て
。
つ
ま
り
本
稿
は
、
自
家
撞
着
に
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跡
を
行
い
、
信
仰
を
獲
得
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
イ
エ
ス
の
よ
う
に
、
ツ

ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
も
ま
た
障
害
を
癒
す
力
を
有
し
て
い
る
。
遺
伝
子
改
良

の
技
術
が
進
歩
す
る
こ
と
で
、
い
ず
れ
人
類
も
か
か
る
境
地
に
達
す
る
か

も
知
れ
な
い
。
そ
の
と
き
い
か
な
る
選
択
を
す
る
だ
ろ
う
か

―
少
な
く

と
も
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
答
え
た
。
片
目
・
片
耳
・
片
足
を
欠
い

た
者
、
あ
る
い
は
舌
や
鼻
、
頭
を
失
っ
た
者

―
身
体
障
害
者
や
知
的
障

害
者

―
「
そ
う
い
う
者
を
目
に
す
る
の
は
、
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
に

過
ぎ
な
い
」（Ibid.

）。
そ
う
し
て
奇
跡
を
行
う
こ
と
を
拒
絶
す
る
の
で
あ

る
。
何
故
か
。
障
害
者
か
ら
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
は
「
そ
の
人
の
精
神

を
取
り
除
く
」
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
そ
の
人
に
大
き
な
禍
」
を
齎
す
こ

と
に
な
る
か
ら
だ
、
と
い
う
の
が
当
座
の
答
え
と
な
る
。
と
す
る
と
、
こ

こ
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
自
ら
抵
抗
を
克
服
す
る
こ
と
の
大
切
さ
で
あ
る
、

と
読
め
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
「
民
衆
の
教
え
」
で
あ
り
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の

教
え
で
は
な
い
。
彼
の
教
え
の
要
諦
は
続
く
語
り
の
中
に
こ
そ
あ
る
。

よ
り
酷
い
も
の
、
よ
り
忌
ま
わ
し
い
も
の
を
幾
種
も
私
は
見
て
き
た
し
、

い
ま
も
見
て
い
る
。
余
り
に
忌
ま
わ
し
い
が
ゆ
え
、
そ
の
一
つ
一
つ
に

つ
い
て
語
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
。
し
か
し
、
黙
し
て
い
よ
う
と
さ
え
思

え
な
い
者
た
ち
も
い
る
。
乃
ち
人
間
た
ち
、
あ
る
一
点
に
於
い
て
余
り

に
多
く
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
除
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
点
に
つ
い
て
欠

こ
と
だ
ろ
う
。

二
見
よ
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
！

人
々
は
あ
な
た
か
ら
学
び
、
あ
な
た

の
教
え
に
信
仰
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
あ
な
た
が
完
全

に
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
な
お
一
つ
の
こ
と
が
必
要
だ

―
あ
な
た
は
何
よ
り
も
先
ず
、
我
ら
不
具
者
を
こ
そ
説
き
伏
せ
ね
ば

な
ら
な
い
！

い
ま
こ
こ
で
あ
な
た
が
眼
前
に
し
て
い
る
の
は
選
り
抜

き
で
あ
り
、
だ
か
ら
ま
こ
と
に
、
あ
な
た
が
手
に
し
て
い
る
の
は
絶
好

ど
こ
ろ
で
は
な
い
ほ
ど
の
好
機
で
あ
る
！

あ
な
た
は
盲
人
を
癒
す
能

力
を
、
足
萎
え
を
走
ら
せ
て
や
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
お
持
ち
だ
。

そ
し
て
背
に
余
計
な
も
の
を
付
け
て
い
る
者
か
ら
、
そ
の
ほ
ん
の
少
し

を
取
り
除
い
て
や
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
だ
ろ
う
。

―
こ
れ
は
、
思

う
に
、
不
具
者
た
ち
を
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
へ
の
信
仰
を
抱
か
せ

し
め
る
に
妥
当
な
や
り
方
と
い
う
も
の
だ
！

 

（Za: V
on der Erlösung

）

「
救
済
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
、
ひ
と
り
の
傴
僂
男
は
こ
う
主
張
す
る
。
こ

の
箇
所
が
『
新
約
聖
書
』
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い（

23
）。

福
音
書
の
イ
エ
ス
は
聾
啞
者
・
手
萎
え
・
足
萎
え
・
盲
人
た
ち
を
癒
す
奇
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私
に
最
も
耐
え
難
い
。
だ
か
ら
私
は
生
き
る
術
を
知
ら
な
か
っ
た
だ
ろ

う
、
も
し
私
が
来
る
べ
き
も
の
の
予
見
者
で
も
あ
る
の
で
な
か
っ
た
な

ら
ば
。 

（Ibid.

）

人
間
の
歴
史
と
は
「
人
間
の
断
片
や
寸
断
さ
れ
た
四
肢
」
が
広
が
る
光
景

で
あ
っ
た
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
と
っ
て
は
今
日
《
健
常
者
》
と
呼
ば

れ
る
多
数
派
の
人
々
も
ま
た
「
逆
さ
ま
の
不
具
者
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ

し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
人
間
な
の
で
あ
る
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
《
救
わ
れ
る
べ
き
生
》
と
そ
う
で
は
な

い
生
と
を
峻
別
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
救
済

の
対
象
と
し
て
「
逆
さ
ま
の
不
具
者
」
の
み
な
ら
ず
「
不
具
者
」
も
ま
た

包
摂
さ
れ
る
こ
と
は
、
次
節
の
議
論
で
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
両
者
の
差
は
、

「
不
具
者
」
は
自
ら
の
生
に
苦
悩
し
て
お
り
、「
逆
さ
ま
の
不
具
者
」
は
自

ら
の
生
に
苦
悩
し
て
い
な
い
（
か
の
よ
う
に
見
え
る
）、
と
い
う
点
に
存

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
考
察
す
べ
き
は
、「
不
具
者
」
で
は
な
い
者
も

ま
た
「
逆
さ
ま
の
不
具
者
」
と
否
定
的
に
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
そ

の
所
以
で
あ
る
。
こ
の
謎
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
少
し
く
遡
っ
て
「
自

己
克
服
に
つ
い
て
」
の
章
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
て
い
る
人
間
た
ち

―
一
個
の
大
き
な
目
、
あ
る
い
は
一
個
の
大
き

な
口
、
あ
る
い
は
一
個
の
大
き
な
腹
、
あ
る
い
は
何
か
し
ら
の
点
で
巨

大
な
も
の
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
よ
う
な
人
間
た
ち
の
こ
と

だ

―
私
は
こ
う
い
う
人
間
た
ち
を
逆
さ
ま
の
不
具
者
と
呼
ぶ
。

 

（Ibid.

）

人
々
に
「
偉
大
な
人
、
天
才
」（Ibid.
）
と
讃
え
ら
れ
る
「
逆
さ
ま
の
不

具
者
」
こ
そ
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
問
題
と
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し

て
、
今
度
は
弟
子
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
説
教
に
耳
を
傾
け
て
み
る
と
、

「
逆
さ
ま
の
不
具
者
」
は
必
ず
し
も
「
天
才
」
と
評
さ
れ
る
稀
有
な
存
在

を
の
み
指
し
示
す
言
葉
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

ま
こ
と
に
、
我
が
友
よ
、
私
は
人
間
た
ち
の
あ
い
だ
を
、
ま
る
で
人
間

の
断
片
や
寸
断
さ
れ
た
四
肢
の
あ
い
だ
を
歩
く
よ
う
に
、
歩
い
て
い
る
。

私
が
目
の
当
り
に
し
て
い
る
、
人
間
が
木
っ
端
微
塵
に
さ
れ
、
ま
る
で

戦
場
や
屠
殺
場
の
如
く
辺
り
一
面
に
撒
き
散
ら
さ
れ
て
い
る
光
景
、
こ

れ
が
私
の
目
に
は
恐
ろ
し
い
も
の
な
の
だ
。

現
在
か
ら
過
去
へ
と
目
を
逸
ら
し
て
み
て
も
、
見
出
さ
れ
る
の
は
つ
ね

に
同
じ
光
景
だ
。
断
片
と
寸
断
さ
れ
た
四
肢
と
身
の
毛
の
よ
だ
つ
偶
然

―
し
か
し
人
間
は
ど
こ
に
も
い
な
い
！

地
上
に
於
け
る
現
在
と
過
去

―
あ
ぁ
！

我
が
友
よ

―
こ
れ
こ
そ
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と
い
う
一
節
の
含
意
を
汲
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
物
へ
の
価
値
付

与
が
「
生
の
肯
定
」
の
た
め
で
あ
る
な
ら
ば
、
既
存
の
価
値
を
破
壊
し
、

変
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
謂
れ
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
何
故
「
創
造
者
た

ら
ざ
る
を
得
な
い
者
」
が
現
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
次
第
は
「
自
己
克

服
に
つ
い
て
」
の
章
で
明
か
さ
れ
る
。
本
章
の
主
題
は
「
力
へ
の
意
志
」

と
「
生
」
の
聯
関
に
あ
り
、
こ
れ
を
如
何
に
捉
え
る
か
が
「
力
へ
の
意

志
」
理
解
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

既
に
見
た
通
り
、「
力
へ
の
意
志
」
は
、
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
に
と
っ
て
は

生
き
る
こ
と
に
伴
う
「
苦
悩
」
の
価
値
を
転
換
す
る
「
新
し
い
倫
理
の
原

理
」
で
あ
っ
た
。
他
方
、
市
野
川
に
と
っ
て
は
生
が
「
よ
り
良
く
な
る
」、

「
よ
り
高
く
な
る
」
た
め
に
自
ら
を
「
超
克
」
し
て
い
く
原
理
、
生
の

「
上
昇
を
支
え
る
」
原
理
を
意
味
す
る（

26
）。
置
く
力
点
が
異
な
る
と
は
い

え
、
両
者
と
も
に
「
力
へ
の
意
志
」
を
規
範
的
原
理
と
し
て
捉
え
て
い
る

の
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
下
で
は
、
生
き
る
こ
と
そ
れ
自

体
を
肯
定
す
る
に
は
決
し
て
至
ら
な
い
だ
ろ
う
。
蓋
し
、
そ
の
行
き
着
く

先
は

―
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
に
顕
著
な
よ
う
に

―
「
生
の
肯
定
」
で
は
な

く
、
生
を
肯
定
し
て
く
れ
る
価
値
の
肯
定

0

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。
価
値
に
よ
っ

て
生
を
測
る
以
上
、
優
生
学
的
な
主
張
を
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
必

定
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

端
的
に
言
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
力
へ
の
意
志
」
理
解
は
誤
っ
て
い
る
。

三
　

ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
鍵
鑰
概
念
の
一
つ
「
力
へ
の
意
志
」
が
公
刊
著
作
の

中
で
初
め
て
姿
を
見
せ
る
の
は
、『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
「
千

の
目
標
と
一
の
目
標
に
つ
い
て
」
の
章
で
あ
る
。「
ど
の
民
族
の
頭
上
に

も
、
諸
々
の
善
を
刻
ん
だ
石
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
見
よ
、
そ
れ
ら
は

人
々
の
様
々
な
克
服
を
示
す
石
板
な
の
だ
。
彼
ら
の
力
へ
の
意
志
の
声
な

の
だ
」（Za: V

on tausend und Einem
 Ziel

）。
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て

い
る
の
は
、
か
つ
て
Ｗ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
的
確
に
述
べ
た
通
り
、「
道
徳

と
い
う
も
の
を
包
括
的
に
定
義
し
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
律
に
共
通
す
る
本
質

を
結
晶
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
」（24
）と
言
え
よ
う
。「
力
へ
の
意
志
」
は
、

様
々
な
道
徳
の
源
泉
と
し
て
、
多
様
な
道
徳
的
価
値
評
価
を
生
み
出
す
原

理
と
し
て
導
入
さ
れ
た
概
念
な
の
で
あ
る
。
続
く
箇
所
で
は
、
こ
の
「
力

へ
の
意
志
」
に
よ
る
事
物
へ
の
価
値
付
与
が
人
間
の
自
己
保
存
に
寄
与
し

て
き
た
こ
と
、
生
に
意
味
を
付
与
し
て
き
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
く
。
歴

史
を
通
じ
て
人
間
の
自
己
保
存
を
可
能
に
し
て
き
た
以
上
、「
力
へ
の
意

志
」
と
は
生
を
肯
定
す
る
意
志
で
あ
り
、「
力
が
善
で
あ
る
と
主
張
」（25
）さ

れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
よ
う
。
だ
が
こ
の
理
解
だ
け
で
は

様
々
な
価
値
の
変
化

―
そ
れ
は
創
造
者
た
ち
の
変
化
で
あ
る
。
創
造

者
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
者
は
つ
ね
に
破
壊
す
る
の
だ
。 

（Ibid.

）
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評
価
さ
れ
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
、「
生
」
は
「
力
へ
の
意
志
」
が
創
り
出

し
た
価
値
に
則
し
て
自
ら
の
在
り
方
を
彫
琢
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
一
個
の
服
従
で
あ
る
」

（Ibid.

）。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、「
力
へ
の
意
志
」
の
本
質
が
「
支
配
」
へ

の
意
志
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
凡
そ
価
値
と
い
う
も
の
は
生
の
自
己
保
存
を
直
接
の
目

的
と
し
て
創
造
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
無
論
こ
の
こ
と
は
、「
力
へ
の
意

志
」
が
生
存
に
寄
与
す
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

誰
も
が
そ
れ
に
服
従
し
て
生
き
る
こ
と
に
何
ら
の
魅
力
も
感
得
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
よ
う
な
価
値
は
、
既
に
価
値
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
価
値

は
、
そ
れ
に
服
従
し
て
生
き
る
こ
と
が
生
を
生
き
る
に
値
す
る
も
の
に
し

て
く
れ
る
、
と
評
価
し
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
信
奉
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
あ
る
価
値
に
則
し
て
生
き
る
こ
と
は
「
善
」
と

見
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
当
該
の
価
値
に
適
っ

て
い
な
い
生
き
方
を
「
悪
」
と
し
て
、
劣
位
に
評
価
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
（
例
え
ば
、
足
を
傷
め
た
人
が
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
様
を
見
て
「
よ

か
っ
た
ね
」
と
声
を
掛
け
る
場
面
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
）。
生
を
価
値

0

0

0

0

に
従
っ
て
評
価
す
る
と
い
う
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
は
生
き
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
肯

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

定
で
は
な
く

0

0

0

0

0

、
生
き
る
こ
と
の
あ
る
側
面
を
肯
定
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
別
の
側
面
を
否
定

0

0

0

0

0

0

0

す
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
だ
が
、
そ
の
価
値
に
則
し
た
生
き
方
を
で

き
る
か
否
か
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
「
偶
然
の
骰
子
の
目
」（Za: V

orrede 

寧
ろ
価
値
に
則
し
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
、
ニ
ー
チ
ェ
が
問
題
と
し
て
い
た

事
態
で
あ
っ
た
。「
自
己
克
服
に
つ
い
て
」
の
中
心
部
、「
生
」
が
ツ
ァ
ラ

ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
自
ら
の
秘
密
を
明
か
す
場
面
で
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

真
理
に
狙
い
を
定
め
て
「
生
存
へ
の
意
志
」
と
い
う
言
葉
を
放
っ
た
者

は
、
当
然
な
が
ら
真
理
を
射
抜
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん

な
意
志
は

―
存
在
し
な
い
の
で
す
！

〔
…
〕

た
だ
生
が
あ
る
と
こ
ろ
に
の
み
、
意
志
も
ま
た
存
在
し
ま
す
。
し
か
し

そ
れ
は
生
へ
の
意
志
で
は
な
い
の
で
す
。〔
…
〕
そ
れ
は
力
へ
の
意
志

な
の
で
す
！

生
あ
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
数
多
の
も
の
が
生
そ
れ
自
体
よ
り
も
高
く

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
評
価
そ
れ
自
体
か
ら
語
り
出
し
て

い
る
の
は

―
力
へ
の
意
志
な
の
で
す
！

 

（Za: V
on der Selbst-U

eberw
indung

）

存
在
す
る
の
は
「
生
へ
の
意
志
」
で
は
な
く
「
力
へ
の
意
志
」
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
力
へ
の
意
志
」
に
よ
っ
て
駆
動
す
る
「
生
」
は
、
様
々
な

価
値
を
創
造
し
て
は
そ
の
価
値
評
価
に
服
従
し
て
生
き
る
よ
う
に
「
生
あ

る
も
の
に
」
命
ず
る
。
し
か
し
そ
の
価
値
は
「
生
そ
れ
自
体
よ
り
も
高
く
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本
来
「
力
の
感
情
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
創
造
さ
れ
た
価
値
な
の
だ
、
と

い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、『
ア
ン
チ
ク
リ
ス
ト
』
の
当

該
箇
所
は
「
力
へ
の
意
志
が
新
し
い
倫
理
の
原
理
な
い
し
中
核
的
価
値
を

提
供
す
る
」
こ
と
を
示
す
規
範
的
主
張
と
し
て
で
は
な
く
、
道
徳
と
呼
ば

れ
て
き
た
も
の
の
本
性
を
記
述
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
読
ま
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。「
弱
者
と
出
来
損
い
は
亡
び
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
命
じ
て
い
る
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
ニ
ー
チ
ェ
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
道
徳
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

。

　

だ
か
ら
こ
そ
「
弱
者
」
も
ま
た
、
既
存
の
価
値
評
価
の
裡
に
於
い
て

「
さ
ら
に
弱
き
も
の
を
支
配
せ
ん
と
意
志
」
し
、
自
ら
の
「
力
の
感
情
」

を
満
た
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
「
偶
然
の
骰
子
の
目
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ

で
も
「
力
の
感
情
」
に
与
れ
ず
「
苦
悩
」
を
抱
え
る
よ
り
他
な
い
者
は
ど

う
な
る
の
か
。
そ
の
と
き
既
存
の
価
値
を
「
破
壊
」
し
、「
新
た
な
創
造

者
」
と
し
て
、
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
。
自
ら
の
生
が
既
存
の
価
値
評

価
に
合
致
し
た
在
り
方
を
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
「
復
讐
す
る
」
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
生
は
命
令
者
と
し
て
「
自
ら
定
め
た
律
法
の
た
め
に
、

裁
き
手
と
な
り
、
復
讐
者
と
な
り
、
犠
牲
者
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」

（Za: V
on der Selbst-U

eberw
indung

）。

　

自
ら
が
服
従
す
る
律
法
＝
価
値
に
悖
る
生
き
方
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
生
は
徹
底
的
に
無
力
で
あ
る
。
過
去
の
在
り
方
を
最
早
変
革

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
の
無
力
さ
に
対
す
る
復
讐
と
し
て
、
生

は
「
力
へ
の
意
志
」
を
通
じ
て
新
た
な
価
値
を
創
造
し
、
自
ら
の
無
力
さ

4 
）
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
強
者
」
と
「
弱
者
」
が
生
じ
ざ
る
を

得
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
「
力
へ
の
意
志
」
が
あ
ら
ゆ
る

生
に
具
わ
る
以
上
、「
弱
者
」
も
ま
た
そ
の
軛
か
ら
逃
れ
ら
れ
は
し
な
い
。

そ
れ
ゆ
え

生
あ
る
も
の
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
力
へ
の
意
志
を
も
私
は
見

出
し
た
。
そ
し
て
服
従
し
仕
え
て
い
る
者
の
意
志
の
な
か
に
於
い
て
さ

え
、
支
配
者
た
ら
ん
と
す
る
意
志
を
私
は
見
出
し
た
の
だ
。

よ
り
強
き
も
の
に
仕
え
る
よ
う
弱
き
も
の
に
教
え
説
く
弱
き
も
の
の
意

志
は
、
さ
ら
に
弱
き
も
の
を
支
配
せ
ん
と
意
志
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

支
配
の
快
だ
け
は
手
放
し
た
く
な
い
の
だ
。

 

（Za: V
on der Selbst-U

eberw
indung

）

と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
弱
者
」
も
ま
た
「
支
配
の
快
」
を
意
志
し

て
い
る
の
だ
。
但
し
、
支
配
に
伴
う
「
快
」
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
ニ

ー
チ
ェ
曰
く
、
生
の
意
志
は
「
快
を
求
め
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
不

快
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
」、
飽
く
ま
で
「
力
の
増
大
」

を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
（N

F 1888, 14  

﹇174 

﹈）。
或
い
は
『
ア
ン
チ

ク
リ
ス
ト
』
二
節
に
言
わ
れ
る
如
く
「
力
の
感
情
」「
力
が
増
大
し
て
い

る
と
い
う
感
覚
」
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
謂
わ
ん
と
し

て
い
る
の
は
、
歴
史
を
通
じ
て
「
善
」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
正
体
は
、
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へ
の
意
志
」
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
新
た
な
道
徳
を
生
み
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
で
は
、
い
つ
ま
で
も
肯
定
さ
れ
ざ
る
生
が
存
在
し
続
け
る
こ

と
だ
ろ
う
。
こ
の
病
的
な
悪
循
環
か
ら
抜
け
出
す
た
め
の
途
は
二
通
り
考

え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、「
意
志
す
る
こ
と
が
意
志
し
な
い
こ
と
と
な
る
」

と
い
う
「
狂
気
の
説
教
」（Ibid.

）、
乃
ち
死
を
救
済
と
し
て
望
む
こ
と
で

あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

哲
学
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
こ
れ
に
当
た
り
、「
デ
カ
ダ
ン
」
と
し
て

糾
弾
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
対
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
仮
託
し
て
説

か
れ
る
の
は
別
の
方
途
で
あ
る
。

数
々
の
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
解
放
し
、
あ
ら
ゆ
る
「
か
く
あ
っ
た
」
を

「
私
が
そ
う
あ
る
よ
う
に
意
志
し
た
の
だ
！
」
へ
と
創
り
か
え
る
こ
と

―
何
よ
り
こ
の
こ
と
を
こ
そ
私
は
救
済
と
呼
び
た
い
！ 

（Ibid.

）

ニ
ー
チ
ェ
の
「
救
済
」
と
は
畢
竟
、「
力
へ
の
意
志
」
を
「
力
へ
の
意
志
」

に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
の
謂
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
永
遠

回
帰
」
の
思
想
に
結
実
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
次
第
を
論
う
こ
と
は
本

稿
の
趣
旨
で
は
な
い
。
こ
こ
で
改
め
て
「
救
済
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
部
に

立
ち
返
ろ
う
。

を
裁
断
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
力
へ
の
意
志
」
は
過
去
へ
の
敵
意
か

ら
、
価
値
創
造
に
よ
っ
て
復
讐
を
果
た
す
。
こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る

の
は
、「
力
へ
の
意
志
」
は
生
を
絶
え
ず
犠
牲
に
し
て
い
く
意
志
、
生
の

あ
る
側
面
を
否
定
し
て
い
く
意
志
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

意
志
し
て
い
る
者
自
身
の
内
部
に
、
遡
っ
て
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
に
起
因
す
る
苦
悩
が
存
在
し
て
い
る
が
た
め
に

―
そ
れ
ゆ
え

に
意
志
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
と
あ
ら
ゆ
る
生
は

―
罰
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
に
さ
れ
た
の
だ
！ 
（Za: V

on der Erlösung

）

「
自
己
克
服
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
部
に
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
言
っ
て

い
た
、「
力
へ
の
意
志
」
に
は
「
危
険
」
が
潜
ん
で
い
る
、
と
。「
力
へ
の

意
志
」
は
そ
れ
を
具
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
生
に
と
っ
て
こ
そ
「
危
険
」
な

の
で
あ
る
。「
力
へ
の
意
志
」
は
ニ
ー
チ
ェ
の
求
め
る
「
新
し
い
倫
理
の

原
理
」
で
も
な
け
れ
ば
、
生
の
「
上
昇
を
支
え
る
」
原
理
で
も
な
い
。
生

の
在
り
方
が
い
か
に
道
徳
と
い
う
も
の
と
同
一
の
構
造
を
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
か
、
生
そ
れ
自
体
が
い
か
に
優
生
学
的
な
在
り
方
を
し
て
い
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
剔
抉
す
る
た
め
に
こ
そ
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
力
へ
の
意

志
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

本
来
的
に
個
別
的
・
偶
然
的
で
あ
る
生
に
苦
悩
を
与
え
る
の
も
、
そ
れ

を
解
消
す
る
た
め
に
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
の
も
、
生
に
具
わ
る
「
力
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生
き
る
と
は
何
か
？

―
生
き
る

―
そ
れ
は
、
い
ま
に
も
死
せ
ん
と

す
る
何
か
を
絶
え
ず
我
が
身
か
ら
突
き
放
す
こ
と
だ
。
我
が
身
の
中
の
、

ま
た
単
に
我
が
身
と
は
限
ら
な
い
、
弱
体
化
し
老
化
し
た
も
の
一
切
に

対
し
、
残
忍
か
つ
冷
酷
で
あ
る
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
死
に

逝
く
も
の
、
無
惨
な
も
の
、
老
い
た
も
の
に
対
し
、
畏
敬
の
念
を
持
た

ぬ
こ
と
か
？

絶
え
ず
殺
人
者
で
あ
る
こ
と
か
？

―
そ
れ
な
の
に
老

モ
ー
セ
は
言
っ
た
、「
汝
殺
す
勿
れ
」
と
。 

（FW
26

）

と
言
わ
れ
、
本
稿
の
冒
頭
で
引
い
た
遺
稿
の

「
汝
殺
す
勿
れ
」
と
い
う
聖
書
の
禁
令
は
皮
相
な
も
の
だ
、「
汝
殖
る

勿
れ
」
と
い
う
デ
カ
ダ
ン
に
向
け
ら
れ
た
過
酷
な
生
の
禁
令
に
較
べ
れ

ば
。
…
…
生
そ
れ
自
体
は
、
一
個
の
有
機
体
に
於
け
る
健
康
な
部
分
と

弱
体
化
し
た
部
分
と
の
あ
い
だ
に
い
か
な
る
連
帯
も
、
い
か
な
る
「
平

等
な
権
利
」
も
認
め
は
し
な
い
。
弱
体
化
し
た
部
分
は
切
り
離
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い

―
然
も
な
く
ば
全
体
が
亡
び
て
し
ま
う
。

 

（N
F1888, 23  

﹇1 

﹈）

も
同
趣
旨
で
あ
る
。「
汝
殖
る
勿
れ
」
と
は
「
力
へ
の
意
志
」
の
命
令
で

あ
り
、
そ
れ
が
生
み
出
す
道
徳
に
服
従
し
て
い
る
生
の
、
優
生
学
的
な
在

り
方
の
謂
な
の
で
あ
る
。

四
　

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
「
不
具
者
」
を
癒
さ
な
か
っ
た
こ
と
の
意
味
、

そ
し
て
所
謂
《
健
常
者
》
の
人
々
が
「
逆
さ
ま
の
不
具
者
」
と
呼
称
さ
れ

た
理
由
は
、「
生
」
と
「
力
へ
の
意
志
」
を
巡
る
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て

初
め
て
理
解
で
き
る
。「
逆
さ
ま
の
不
具
者
」
と
は
「
力
へ
の
意
志
」
の

命
令
に
従
っ
て
自
己
鍛
錬
し
て
き
た
者
た
ち
、
自
ら
の
生
を
価
値
に
服
従

さ
せ
て
は
犠
牲
に
し
て
い
く
生
き
方
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
者
た
ち
が
生

き
て
き
た
、「
力
の
成
長
形
態
を
表
現
」（N

F1887, 
9  

﹇13 

﹈）
し
て
い

る
そ
の
生
の
在
り
方
の
謂
に
他
な
ら
な
い
。「
あ
る
一
点
に
於
い
て
余
り

に
多
く
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
除
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
点
に
つ
い
て
欠
け

て
い
る
」
と
い
う
形
容
は
、
ま
さ
に
既
存
の
価
値
評
価
に
従
っ
て

―
音

楽
家
で
あ
れ
ば
耳0

を
、
学
者
で
あ
れ
ば
頭0

を
、
と
い
う
よ
う
に

―
価
値

あ
る
も
の
と
見
做
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
関
し
て
他
者
よ
り
抜
き
ん
出
て

「
力
の
感
情
」
に
与
ら
ん
と
自
ら
の
生
を
彫
琢
し
て
い
っ
た
所
産
を
、
か

つ
て
の
「
苦
悩
」
の
痕
跡
を
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
の
一

側
面
を
の
み
助
長
し
、
他
の
面
を
切
り
捨
て
る
生
き
方
で
あ
る
か
ら
に
は
、

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
目
に
は
恰
も
「
断
片
と
寸
断
さ
れ
た
四
肢
」
の
よ

う
に
映
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

生
の
か
よ
う
な
在
り
方
に
つ
い
て
、『
明
朗
な
学
』
で
は
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こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
病
や
障
害
を
癒
す
こ
と

を
拒
絶
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
奇
跡
を
行
う
こ
と
は
同
情
に
過
ぎ
な

い
。
そ
し
て
「
同
情
」
と
は
、「
何
も
の
か
を
自
ら
の
機
能
に
つ
く
り
変

え
よ
う
と
す
る
」「
強
者
」
の
意
志
で
あ
る
（FW

118 

）。
そ
れ
ゆ
え

「
不
具
者
」
た
ち
へ
の
同
情
は
、
強
者
が
「
力
の
感
情
」
を
享
受
し
て
い

る
既
存
の
価
値
評
価
の
裡
に
彼
ら
彼
女
ら
を
参
画
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら

ず
、
延
い
て
は
そ
の
生
を
価
値
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
せ
る
途
を
開
く
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う（

28
）。
従
来
の
価
値
と
い
う
重
荷
か
ら
解
放
さ
れ
て
「
上
昇
す

る
」
生
に
と
っ
て
は
、
同
情
は
根
絶
＝
抹
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
一
瞥
し
た
限
り
の
印
象
と
は
異
な
り
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
は
「
障

害
者
を
健
常
者
に
近
づ
け
て
、
健
常
者
の
社
会
に
『
同
化
』
さ
せ
る
こ

と
」（29
）を
拒
否
す
る
障
害
学
の
思
想
に
親
和
的
だ
と
言
え
よ
う
。

　

市
野
川
が
参
照
を
促
す
二
つ
の
遺
稿
も
、
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
が
自
説
の
根

拠
と
す
る
『
ア
ン
チ
ク
リ
ス
ト
』
の
一
節
と
同
様
、「
生
命
の
抹
消
を
説

く
」
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
と
し
て
読
む
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
汲
み
取

ら
れ
る
べ
き
は
、
我
々
が
い
か
に
優
生
学
的
な
道
徳
規
範
の
裡
に
生
き
て

い
る
の
か
、
と
い
う
事
態
の
摘
発
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
提
起
し
て
い
た

の
は
寧
ろ
、
生
を
優
生
学
的
に
在
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
力
へ
の
意

志
」
を
い
か
に
克
服
し
、
い
か
に
し
て
一
切
の
生
を
肯
定
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
っ
た
。「
人
間
が
死
の
思
想
を
徹
底
的
に
拒
絶
し
て
い
る

の
を
見
る
と
、
私
は
幸
福
の
思
い
に
打
た
れ
る
。
生
の
思
想
を
百
倍
も
思

　

こ
れ
に
対
し
て
「
汝
殺
す
勿
れ
」
と
い
う
禁
令
で
応
え
る
の
が
、
ニ
ー

チ
ェ
の
言
う
キ
リ
ス
ト
教
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
道

徳
は
「
力
へ
の
意
志
」
と
闘
う
道
徳
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。
聖
職
者
に
つ

い
て
「
彼
ら
と
血
縁
関
係
に
あ
る
」（Za: V

on der Priesten

）
と
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
吐
露
さ
せ
て
い
た
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
と
キ
リ
ス
ト
教

は
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
非
常
に
近
し
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
が
説
く
「
汝
殺
す
勿
れ
」
と
い
う
「
力
へ

の
意
志
」
の
抑
止
令
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
見
る
と
こ
ろ

「
意
志
す
る
こ
と
が
意
志
し
な
い
こ
と
と
な
る
」
よ
う
に
説
く
思
想
で
あ

っ
た
。「
力
へ
の
意
志
」
が
生
と
表
裏
一
体
で
あ
る
以
上
、
こ
の
説
教
は

生
を
否
定
す
る
「
死
の
思
想
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
の
肯
定
を
意
志
す
る

ニ
ー
チ
ェ
の
採
る
方
途
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
同
じ
く
冒
頭
で
引
い
た

い
ま
一
つ
の
遺
稿
（N

F1888, 22  

﹇23 

﹈）
で
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
キ

リ
ス
ト
教
の
「
生
の
屑
や
失
格
者
」
に
対
す
る
同
情
は
拒
絶
さ
れ
、
デ
カ

ダ
ン
に
対
し
て
は
「
汝
殖
る
勿
れ
」
と
い
う
「
私
の
禁
令
」
が
向
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る（

27
）。

「
救
済
に
つ
い
て
」
の
「
不
具
者
」
た
ち
が
苦
悩
す
る
の
は
、
自
ら
の
生

の
在
り
方
が
既
存
の
価
値
評
価
に
適
わ
ず
、「
出
来
損
い
」
と
し
て
見
做

さ
れ
、「
力
の
感
情
」
に
与
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は

裏
を
返
せ
ば
、「
力
へ
の
意
志
」
は
極
め
て
強
力
に
働
き
得
る
に
も
拘
ら

ず
、
し
か
し
価
値
に
よ
っ
て
生
が
抑
圧
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
、
と
い
う
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《
遺
伝
子
改
良
が
実
現
し
た
社
会
に
於
い
て
子
供
を
つ
く
る
と
し
た
ら
、

ど
の
よ
う
な
子
を
持
ち
た
い
か
》
と
い
う
問
い
に
対
す
る
我
々
の
反
応
は
、

気
味
の
悪
い
ほ
ど
似
通
っ
た
も
の
と
な
り
は
し
な
い
か
、
個
人
主
義
が
勝

利
を
収
め
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
現
在
で
さ
え
、
実
の
と
こ
ろ
我
々
は

「
恐
ろ
し
く
画
一
的
な
『
幸
せ
な
人
生
』
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
、
生
き

て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
」（30
）と
。
弱
者
と
し
て
劣
位
に
置
か
れ
る
人
々

で
さ
え
、
そ
の
頭
絡
か
ら
免
れ
は
し
な
い
。
横
塚
晃
一
は
こ
う
言
っ
た
、

「『
脳
性
マ
ヒ
者
に
と
っ
て
、
一
番
不
幸
な
こ
と
は
脳
性
マ
ヒ
者
の
親
か
ら

健
全
者
と
い
わ
れ
る
子
供
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
』
と
い
っ
た
ら
カ
ン

カ
ン
に
怒
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
」（31
）と
。
そ
れ
は
「
健
全
者
は
正
し
く
よ

い
も
の
で
あ
り
、
障
害
者
の
存
在
は
間
違
い
な
の
だ
か
ら
た
と
え
一
歩
で

も
健
全
者
に
近
づ
き
た
い
」（32
）と
い
う
、
自
ら
の
存
在
を
否
定
す
る
「
健

全
者
幻
想
」
を
障
害
者
自
身
も
抱
い
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
残
忍
な
ま

で
に
露
呈
さ
せ
る
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
も
ま
た
寓
話
を
通
じ

て
、
他
な
ら
ぬ
読
み
手
自
身
に
《
内
な
る
優
生
思
想
》
が
潜
ん
で
い
る
こ

と
、「
子
を
儲
け
る
べ
き
」
境
地
に
人
は
未
だ
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
を
、
聖
者
に
仮
託
し
て
告
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ニ
ー
チ
ェ
が
「
生
の
肯
定
」
を
唱
え
る
の
は
、
数
多

の
価
値
が
生
そ
れ
自
体
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
生
」
の

語
り
の
背
後
に
、
生
そ
れ
自
体
に
も
な
お
価
値
が
あ
る
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
嘆

き
を
聞
き
取
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。「
我
々
の
裡
に
在
る
未
知
な
る
何
も
の

惟
に
値
す
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
私
は
喜
ん
で
人
間
に
何
か
を
し
た
い

と
思
う
」。 

（FW
278

）

結
　

本
稿
は
、「
力
へ
の
意
志
」
解
釈
の
修
正
を
通
じ
て
、
優
生
学
的
な
主

張
と
も
受
け
取
れ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
読
み
直
す
試
み
で
あ
っ
た
。
そ

の
方
向
性
を
つ
け
た
い
ま
、「
聖
な
る
残
忍
さ
」
に
込
め
ら
れ
た
問
い
を

浮
き
彫
り
に
す
る
、
と
い
う
当
初
の
課
題
に
応
え
よ
う
。

《
あ
な
た
は
聖
者
の
側
に
立
つ
の
か
、
そ
れ
と
も
民
衆
の
側
に
立
つ
の

か
》
と
い
う
同
情
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
況
し
て
や

「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
障
害
児
を
殺
す
こ
と
の
正
し
さ
」
が
説
か
れ
て
い

る
の
で
は
決
し
て
な
い
。《
こ
の
寓
話
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
幼
子
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

持
つ
こ
と
を
あ
な
た
は
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

》、
あ
る
い
は
《
こ0

の
幼
子
の
よ
う
な
生
を
生
き
る
こ
と
を
あ
な
た
は
意
志
す
る
こ
と
が
で
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
か

0

0

》

―
「
聖
な
る
残
忍
さ
」
と
い
う
寓
話
は
、
こ
う
問
う
て
い
る
の

で
あ
る
。
い
か
な
る
価
値
に
よ
っ
て
も
生
を
裁
断
せ
ず
、
一
切
の
生
を
肯

定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
に
肯
定
を
以
て
答
え
る
こ
と

に
掛
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
問
い
が
修
辞
疑
問
と
し
て
響
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
生
が
優

生
思
想
に
塗
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
あ
る
倫
理
学
者
は
言
う
、
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幕
を
下
ろ
す
の
は
、「
最
大
の
重
し
」
の
一
節
と
な
る
。

万
事
に
渡
り
「
君
は
も
う
一
度
、
さ
ら
に
無
数
回
こ
れ
を
意
志
す
る

か
？
」
と
問
わ
れ
る
こ
と
は
、
最
大
の
重
し
と
し
て
、
あ
な
た
の
振
舞

い
に
の
し
か
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
究
極
に
し
て
永
遠
の
確
認
と
封
印
以

上
の
何
物
を
も
望
む
こ
と
が
な
い
た
め
に
は
、
あ
な
た
は
ど
れ
ほ
ど
自

分
自
身
と
そ
の
生
と
を
愛
惜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
？

 

（FW
341

）

か
」
と
し
て
の
「
生
」
は
、
や
は
り
「
生
き
る
こ
と
、
そ
し
て
自
ら
を
肯

定
す
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
」
の
だ
（FW

307

）。
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学

的
課
題
と
は
、
こ
の
嘆
き
を
掬
い
取
り
、「
力
へ
の
意
志
」
を
「
生
へ
の

意
志
」
と
「
創
り
か
え
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
。「
生
」
が
爾
余
の
価
値
よ

り
も
「
上
昇
」
し
た
と
き
、「
運
命
愛
」
の
境
地
、「
子
を
儲
け
る
べ
き
」

境
地
へ
と
至
る
だ
ろ
う

―
か
く
て
本
稿
が
「
聖
な
る
残
忍
さ
」
か
ら
読

み
解
い
た
の
は
、「
永
遠
回
帰
」
と
い
う
答
え
の
背
後
に
あ
っ
た
問
い
に

他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
聖
な
る
残
忍
さ
」
に
よ
っ
て
開
け
た
本
稿
に

　
　

本
稿
で
参
照
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
テ
ク
ス
ト
はN

ietzsche W
erke, Studien 

G
esam

tausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und M
azzino M

ontinari, 
Berlin/N

ew
 Y

ork: W
alter de Gruyter 1999

に
拠
る
。
引
証
に
際
し
て

は
拙
訳
を
用
い
、
略
号
（FW

＝
『
明
朗
な
学
』、Za

＝
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト

ラ
』、A

C

＝
『
ア
ン
チ
ク
リ
ス
ト
』、N

F

＝
遺
稿
）
と
節
番
号
な
い
し
章
題

を
、
遺
稿
に
関
し
て
は
書
か
れ
た
時
期
と
断
片
番
号
を
記
し
た
。〔
…
〕
は
省

略
を
示
し
て
い
る
。

　
　

な
お
、
引
用
文
中
の
原
著
者
に
よ
る
強
調
は
総
て
割
愛
し
た
。

凡
例
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（
1
）
野
崎
泰
伸
『
生
を
肯
定
す
る
倫
理
へ
』
白
澤
社
、
二
〇
一
一
年
、
五
〇
頁
。

（
2
）K

arl Bindung, A
lfred H

oche, D
ie Freigabe der V

ernichtung 
lebensunw

erten Lebens, Leipzig: Felix M
einer 1922, S. 28.

（
3
）
月
刊
『
創
』
編
集
部
編
『
開
け
ら
れ
た
パ
ン
ド
ラ
の
箱
』
創
出
版
、
二
〇

一
八
年
、
三
一
頁
。

（
4
）
市
野
川
容
孝
「
反
ニ
ー
チ
ェ
」『
現
代
思
想
』vol.44-19

（
二
〇
一
六

年
）、
九
六
頁
。

（
5
）
市
野
川
容
孝
『
社
会
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
一
三
一
頁
。

（
6
）
同
前
。

（
7
）
バ
ー
ナ
ー
ド
・
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
『
生
の
肯
定　

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
克
服
』
岡
村
俊
史
・
竹
内
綱
史
・
新
名
隆
志
訳
、
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
二
〇
年
、
五
一
二
頁
。

（
8
）
同
前
、
九
二
頁
。

（
9
）
同
前
、
二
一
三
頁
。

（
10
）
同
前
、
二
五
七
頁
。

（
11
）
同
前
、
二
二
七
頁
。

（
12
）
同
前
、
三
九
四
頁
。

（
13
）
同
前
、
三
九
〇
頁
。

（
14
）
同
前
、
二
一
六
頁
。

（
15
）
同
前
、
四
三
八
頁
。

（
16
）
同
前
、
四
四
一
頁
。

（
17
）
同
前
、
四
四
〇
頁
。

（
18
）
同
前
、
四
四
六
頁
。

（
19
）
同
前
、
四
三
九
頁
。

（
20
）
市
野
川
『
社
会
』
前
掲
書
、
一
三
六
頁
。

（
21
）
市
野
川
「
反
ニ
ー
チ
ェ
」
前
掲
書
、
九
七
頁
。

（
22
）
公
正
を
期
し
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
決
し
て
市
野
川
や
レ
ジ
ン

ス
タ
ー
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
別
例
と
し
て
は
、
拙
稿
「
Ｅ
・
Ｒ
・

ド
ッ
ズ
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
カ
リ
ク
レ
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
」
再
考
」『
倫
理
学

年
報
』
第
69
集
（
二
〇
二
〇
年
）、
一
二
九
―
一
四
三
頁
を
参
照
。
そ
れ

ゆ
え
個
々
の
議
論
に
卓
越
さ
を
見
出
せ
る
の
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
骨
子

と
し
て
は
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
が
「
新
た
な
指
標
で
あ
る
」

の
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
な
お
、
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
の
論
に
つ
い
て
は
訳

者
の
新
名
に
よ
る
精
緻
な
批
判
的
研
究
が
あ
る
（「Bernard Reginster

の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
に
対
す
る
批
判
的
検
討
」『
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
研

究
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
編
）』
第
65
巻
（
二
〇
一
四
年
）、
一
―
二
一

頁
）
が
、「
力
へ
の
意
志
」
の
本
質
を
や
は
り
「
抵
抗
の
克
服
の
活
動
へ

の
意
志
と
理
解
」（
一
一
頁
）
し
て
い
る
以
上
、
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
大
同
小
異
で
あ
る
。

（
23
）M

ark., 7: 31-37, M
att., 15: 29-31.

（
24
）W

alter K
aufm

ann, N
ietzsche: Philosopher, Psychologist, A

nti-
christ, Princeton: Princeton U

niversity Press 1950, p.211.

（
25
）
レ
ジ
ン
ス
タ
ー
前
掲
書
、
三
〇
〇
頁
。

（
26
）
市
野
川
『
社
会
』
前
掲
書
、
一
三
三
頁
。

（
27
）「
死
の
思
想
」
を
説
く
デ
カ
ダ
ン
に
対
峙
し
た
と
き
、「
私
の
禁
令
」
は

「
生
の
禁
令
」
と
重
な
る
。
但
し
そ
の
趣
意
は
、
生
を
肯
定
す
る
境
地
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

至
っ
て
い
な
い
以
上
「
子
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

儲0

け
る
べ
き
で
は
な
い
」

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

（
28
）
無
論
こ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
同
情
批
判
の
一
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
ニ
ー

チ
ェ
の
同
情
批
判
の
射
程
に
つ
い
て
は
、
竹
内
綱
史
「
ニ
ー
チ
ェ
の
同
情

註
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＝
共
苦
批
判
に
つ
い
て
」『
龍
谷
哲
学
論
集
』
第
34
号
（
二
〇
二
〇
年
）、

六
一
―
八
一
頁
を
参
照
。

（
29
）
野
崎
前
掲
書
、
二
四
頁
。

（
30
）
藤
野
寛
『
高
校
生
と
大
学
一
年
生
の
た
め
の
倫
理
学
講
義
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ

出
版
、
二
〇
一
一
年
、
一
八
一
―
一
八
二
頁
。

（
31
）
横
塚
晃
一
『
母
よ
！

殺
す
な
』
生
活
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、
二
七
頁
。

（
32
）
同
前
、
六
四
頁
。

 

（
あ
ず
ま
や　

ゆ
う
き
／
博
士
後
期
課
程
）


