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鳥
と り

 越
ご え

 覚
か く

 生
せ い

 さん 
 

［略 歴］ 

年  齢  33歳 

住  所  京都府京都市 

略  歴  石川県金沢市出身 

大阪大学文学部卒業後、京都大学大学院文学研究科博士前期課程修

了。博士後期課程単位取得満期退学。現在は京都大学非常勤講師。 

 

［応募動機及びコメント］ 

徹底した悲観論者でありながら、人間のための最低限の真・善・美を堅守した

ショーペンハウアー哲学には、世相の浮沈を越えた強固さがあると思います。そ

の魅力の一端を「無関心」という観点から取り出してみました。ショーペンハウ

アーは、自身の願望を最大限まで発展させた「世界征服者」ではなくて、利害関

心を離れて「無上の無関心」に至った「世界克服者」という人間の理想（救済）

を提起しています。彼の無関心の教説は、利害関心に囚われがちな現代人にこそ、

新鮮に響くところがあるのではないでしょうか。 

教わる立場から教える立場への転換の年に、生まれ故郷から励ましを頂けまし

たご縁を有難く受け止めております。また、十年を超す学究生活を見守ってくだ

さった先生方、両親、友人の皆様のご温情に改めて感謝いたします。 
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現
代
社
会
で
は
、
各
人
の
利
害
関
心
を
刺
激
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
や
文
化
を

よ
り
発
展
さ
せ
よ
う
と
い
う
向
き
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
生
へ
の
利
害
関
心
を

離
れ
よ
」
と
い
う
思
想
、
言
う
な
れ
ば
「
無
関
心
の
教
説
」
が
あ
る
。
こ
の
教
説
を

広
く
と
れ
ば
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
、
プ
ラ
ト
ン
や
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
遡
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
西
洋
哲
学
史
に
お
い
て
最
初
に
明
示
的
か
つ
体
系
的
に
無
関
心
を
術
語
化

し
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。 

小
論
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
カ
ン
ト
を
二
つ
の
柱
と
し
て
、
独
自
に
「
美
の
形
而
上

学
」
を
構
築
し
た
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
無
関
心
の
教
説
を
考

察
し
た
。
彼
の
思
想
に
、
伝
統
的
な
無
関
心
と
カ
ン
ト
以
降
の
無
関
心
が
ど
の
よ
う

に
受
け
継
が
れ
、
総
合
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
と
も
す
れ
ば
哲

学
思
想
史
の
な
か
で
埋
も
れ
が
ち
な
「
無
関
心
」
の
思
想
を
発
掘
し
、
そ
の
現
代
的

意
義
を
提
起
し
た
。
す
な
わ
ち
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
主
と
し
て
カ
ン
ト
の
概

念
装
置
に
依
拠
し
て
、
現
世
否
定
的
な
プ
ラ
ト
ン
と
現
世
肯
定
的
な
エ
ピ
ク
ロ
ス
の

無
関
心
の
教
説
を
継
承
し
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
独
自
に
「
無
上
の
無
関
心
」

を
考
え
て
い
た
。
無
上
の
無
関
心
に
到
っ
た
者
は
、
美
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
誘
惑
に

屈
す
る
こ
と
な
く
、
心
安
ら
か
に
世
界
を
眺
め
る
。
彼
は
何
事
に
も
幻
滅
し
な
い
の

で
、
「
世
界
克
服
者
」
と
も
呼
ば
れ
る
。 

こ
う
し
た
観
照
的
な
思
想
は
、
社
会
の
福
利
厚
生
に
直
接
に
は
関
係
し
な
い
の
で
、

消
極
的
な
も
の
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
無
関
心
の
教
説
は
、
利
害
関

心
が
渦
巻
く
社
会
や
政
治
に
も
ま
れ
、
人
生
に
苦
し
み
、
幻
滅
す
る
個
々
人
に
対
し

て
救
済
の
希
望
を
与
え
う
る
。
理
想
と
現
実
の
分
離
が
生
み
出
す
幻
滅
を
「
無
上
の

無
関
心
」
へ
と
昇
華
す
る
途
を
示
し
た
点
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
に
は

今
な
お
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
序 

 

生

へ

の

利

害

関

心

を

離

れ

る

こ

と

、
「

無

関

心

（In
te
re
sse

lo
sig

k
e
it

,  
G
le
ich

g
ü
ltig

k
e
it

）
」
は
一
八
世
紀
末
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
術
語
化
し
た
。
だ
が
、
そ

こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
事
象
と
し
て
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
古

く
は
高
貴
な
魂
や
精
神
に
対
し
て
感
官
や
肉
体
を
卑
し
い
と
考
え
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム

の
伝
統
に
含
意
さ
れ
て
い
る
。
心
の
動
乱
（an

im
i  p

e
rtu

rb
atio

）
を
避
け
、
不
動
心

や
自
足
を
尊
ぶ
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
や
ス
ト
ア
派
、
肉
欲
に
対
す
る
禁
欲
を
勧
め
る
キ
リ

ス
ト
教
や
仏
教
も
広
く
無
関
心
の
系
譜
に
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
系
譜
で
は
、

利
害
関
心
を
離
れ
る
こ
と
は
善
美
や
最
高
善
へ
の
途
も
し
く
は
善
そ
の
も
の
と
考
え

ら
れ
て
き
た
（
一

）

。
そ
の
一
方
で
、
真
や
善
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
無
関
心
、
自
立
し
た

学
科
と
し
て
の
美
学
の
基
礎
の
一
つ
と
し
て
の
無
関
心
は
、
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』

（1
7
9
0

）
以
降
の
比
較
的
新
し
い
概
念
で
あ
る
。 

小
論
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
カ
ン
ト
を
二
つ
の
柱
と
し
て
独
自
な
「
美
の
形
而
上
学
」

を
構
築
し
た
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（1

7
8
8

～1
8
6
0

）
に
着
目
す

る
。
彼
の
思
想
に
伝
統
的
な
無
関
心
と
カ
ン
ト
以
降
の
無
関
心
が
ど
の
よ
う
に
受
け

継
が
れ
、
総
合
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
し
て
、
無
関
心
は
彼
の
哲
学
の
な
か
で
い
か
な

る
射
程
を
有
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

考
察
は
以
下
の
手
順
で
な
さ
れ
る
。
最
初
に
、
カ
ン
ト
と
シ
ラ
ー
に
よ
っ
て
確
立

し
た
無
関
心
の
意
義
と
問
題
を
整
理
す
る
。
次
い
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
無

関
心
の
系
譜
を
確
認
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
に
お
け
る
無

関
心
の
奥
行
き
を
検
討
す
る
。 

 
一
．
カ
ン
ト
以
降
の
無
関
心
の
意
義
と
問
題 

 
カ
ン
ト
以
降
の
無
関
心
は
、
シ
ラ
ー
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
等
に

確
認
で
き
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ガ
ダ
マ
ー
と
い
っ
た
論
者
に
よ
っ
て
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非
難
さ
れ
て
き
た
結
果
、
今
日
で
は
主
流
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

二
〇
世
紀
の
現
象
学
の
領
域
で
も
、
オ
ス
カ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー
は
無
関
心
を
肯
定
的
に

再
解
釈
し
て
い
る
（
二
）
。
ま
た
、
最
近
で
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ゼ
ー
ル
（
三
）
や
ト
ー
マ
ス
・

ヒ
ル
ガ
ー
（
四
）
が
無
関
心
の
美
学
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
の
無
関
心
の
教
説
を
考
察
す
る
準
備
と
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
の
批
判
を
検
討
す
る
。 

ガ
ダ
マ
ー
の
『
真
理
と
方
法
』
第
一
部
第
一
章
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
と
シ
ラ
ー
に

よ
っ
て
伝
統
的
な
「
趣
味
（G

e
sch

m
ack

）
」
や
「
教
養
（B

ild
u
n
g

）
」
の
概
念
は
痩

せ
衰
え
た
。
彼
ら
は
美
を
無
関
心
に
認
識
さ
れ
る
仮
象
（S

ch
e
in

）
の
領
域
に
制
限

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
美
か
ら
真
理
や
存
在
が
抜
け
落
ち
た
と
ガ
ダ
マ
ー
は
考
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
と
同
時
に
、
美
は
真
や
善
と
は
独
立
し
た
領
域
を
確
保
し
た
。
客

観
的
な
存
在
と
は
別
の
主
観
的
な
仮
象
の
領
域
の
論
理
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
、

「
主
観
主
義
的
な
美
学
」
の
自
立
が
可
能
に
な
っ
た
。 

こ
の
美
学
は
確
か
に
主
観
的
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
現
実
を
無
視
し
て
い
る
訳
で

は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
一
八
世
紀
末
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
極
め
て
強
い
政
治

的
関
心
の
裏
返
し
で
あ
る
（
五
）
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
民
主
主
義
の
成

立
は
自
由
で
平
等
な
時
代
を
予
感
さ
せ
た
が
、
各
人
の
利
害
関
心
が
渦
巻
く
政
治
は

理
想
通
り
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
期
待
は
テ
ロ
の
語
源
と
な
る

恐
怖
政
治
（te

rre
u
r

）
の
台
頭
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
た
。
そ
れ
で
、
哲
学
者
た
ち
は

こ
う
考
え
た
。
自
由
を
享
受
す
る
に
は
、
私
利
私
欲
に
流
さ
れ
な
い
常
識
や
よ
い
趣

味
（b

o
n  

se
n
s

）
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
人
は
教
養
人
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
か
く
し
て
、
大
衆
の
趣
味
を
誘
導
す
る
芸
術
や
学
問
に
格
別
な
関
心
と
期

待
が
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
六
）
。
言
う
な
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
触
発
さ
れ
て
、

ド
イ
ツ
で
は
精
神
上
の
「
美
的
革
命
（
七
）
」
が
叫
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
無

関
心
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
利
害
関
心
を
求
め
て
徒
党
を
組
み
、
公
共
の
善
を

乱
す
こ
と
へ
の
抑
制
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
八
）
。
す
で
に
カ
ン
ト
は
、
そ
の
説
明
に
当

た
り
ど
の
所
属
に
も
よ
ら
な
い
「
不
偏
不
党
性
（U

n
p
arte

ilich
k
e
it

）
」
（V  S

.  2
2
3

）

を
口
に
し
て
い
る
。
権
威
や
派
閥
の
利
害
関
心
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
と
し
て
、
美

を
判
定
す
る
趣
味
や
共
通
感
覚
が
探
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
は
美
と
学
問
の

「
絶
対
的
な
治
外
法
権
（Im

m
u
n
ität

）（
九
）
」
を
尊
重
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
フ
リ
ー

ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
到
っ
て
は
、
美
は
自
由
と
平
等
が
保
証
さ
れ
た
民
主

主
義
に
お
い
て
の
み
栄
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
切
っ
た
（
一
〇
）
。 

こ
の
よ
う
に
、
無
関
心
の
美
学
は
現
実
的
な
政
治
や
社
会
の
状
況
に
対
す
る
批
判

と
理
想
を
反
映
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
構
想
の
歴
史
に
お
け
る
実
現
に
つ
い

て
は
疑
問
符
が
つ
く
。
こ
こ
に
は
、
理
想
と
現
実
の
問
題
が
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
に
よ

れ
ば
、
現
実
と
仮
象
を
区
分
す
る
主
観
主
義
的
な
美
学
は
破
綻
を
免
れ
な
い
。
と
言

う
の
は
、
そ
れ
は
中
立
で
透
明
な
仮
象
の
国
を
現
実
へ
の
反
定
立

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

と
し
て
立
て
る
が
、

仮
象
は
現
実
と
の
連
関
の
中
で
の
み
理
念
と
し
て
意
義
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
別

言
す
れ
ば
、
純
粋
な
仮
象
は
実
現
可
能
な
理
想
と
い
う
よ
り
も
、
完
全
な
夢
想
に
接

近
す
る
。
し
か
も
、
利
害
関
心
を
離
れ
る
こ
と
で
出
現
す
る
と
さ
れ
る
仮
象
は
、
移

ろ
い
ゆ
く
現
象
と
し
て
瞬
間
に
輝
く
も
の
で
し
か
な
い
。
所
詮
、
そ
れ
は
認
識
す
る

主
観
に
と
っ
て
美
し
く
輝
い
て
見
え
る
仮
象
に
過
ぎ
な
い
。
た
と
え
、
そ
れ
が
各
人

に
も
同
じ
判
断
を
要
求
で
き
る
趣
味
判
断
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
客
観
と
し
て
持
続

的
に
存
在
す
る
真
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
晴
れ
や
か
な
美
の
享
受
の

後
に
は
厳
し
い
現
実
と
の
対
面
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
も

現
実
が
目
を
覆
い
た
く
な
る
よ
う
な
世
紀
末
的
状
況
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
美

の
仮
象
か
ら
の
目
覚
め
は
大
い
な
る
幻
滅
（E

n
ttäu

sch
u
n
g

）
を
意
味
す
る
（
一
一
）
。

美
の
仮
象
は
理
想
主
義
者
の
夢
と
し
て
躓
き
の
石
と
な
り
う
る
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
批
判
は
悲
観
論
者

ペ

 

シ

ミ

ス

ト

で
あ
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
は
批

判
と
な
ら
な
い
（
一
二
）
。
彼
に
と
っ
て
は
、
美
が
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

享
受
し
た
者
に
現
実
回
帰
の
絶
望
や
幻
滅
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
彼
の
生
き
ん
と

す
る
意
志
を
挫
く
救
済
論
へ
の
窓
口
と
な
る
。
彼
は
「
私
た
ち
は
人
生
を
一
種
の
デ

セ
ン
ガ
ニ
ョ
（
一
三
）
、
幻
滅
と
し
て
捉
え
る
の
が
最
も
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
一
切
は

明
ら
か
に
そ
れ
を
目
指
し
て
い
る
」
（P

II  S
.  3

0
7

）
と
言
う
。
だ
か
ら
、
仮
に
美
が

現
実
と
の
落
差
を
ま
ざ
ま
ざ
と
知
ら
し
め
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
者
は
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よ
り
容
易
に
人
生
否
定
へ
と
踏
み
出
せ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
生
き
ん
と
す
る
意
志

の
否
定
と
い
う
真
理
に
対
し
て
「
賢
く
あ
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
い
（sap

e
re

 au
d
e

）」

（W
I  S

.  4
6
1

）
で
あ
ろ
う
。
極
め
て
現
実
的
な
悲
観
論
者
（
一
四
）
に
と
っ
て
は
、
利
害

関
心
を
離
れ
て
認
識
さ
れ
る
美
の
輝
き
は
、
人
生
否
定
へ
の
跳
躍
板
と
な
り
う 

 

る
（
一
五
）
。 

 

二
．
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
無
関
心
の
系
譜 

 

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
無
関
心
の
系
譜
は
複
雑
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
と
カ
ン
ト

を
総
合
し
た
美
学
論
を
樹
立
し
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
美
学
で
は
、
カ
ン
ト
以
前

の
無
関
心
と
カ
ン
ト
以
降
の
無
関
心
が
混
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
カ
ン
ト
以
前
の
無
関
心
に
対
す
る
評
価
も
分
か
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
最
初
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
自
称
す
る
無
関
心
の
典
拠
を
確
認
す
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
手
引
き
と
し
て
彼
の
無
関
心
の
系
譜
を
よ
り
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
。 

 

二
．一 

エ
ピ
ク
ロ
ス
の
最
高
善
と
無
関
心 

 

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
単
な
る
表
象
（
現
象
）
を
媒
介
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
的

イ
デ
ー
が
現
出
す
る
瞬
間
の
輝
き
を
美
し
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
的
イ

デ
ー
を
観
照
す
る
時
、
私
た
ち
は
美
を
享
受
す
る
と
言
う
。
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
思
想
の
典
拠
を
確
認
す
る
。 

さ
て
、
主
観
に
対
す
る
客
観
と
い
う
表
象
（
観
念
）
論
を
堅
持
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
哲
学
で
は
、
美
は
主
観
と
客
観
の
両
面
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
一
六
）
。
客
観
の

側
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
を
受
け
て
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
と
い
う
呼
称
が
使
用
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
主
観
の
側
で
は
美
的
享
受
と
し
て
利
害
関
心
を
離
れ
た
生

き
ん
と
す
る
意
志
の
沈
黙
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
無
関
心
の
境
地

を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
プ
ラ
ト
ン
で
は
な
く
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
最
高
善
と
同
一

視
す
る
。 

 

そ
れ
は
苦
痛
を
欠
い
た
状
態
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
が
最
高
善
と
し
て
、
そ
し
て
神
々

の
境
地
と
し
て
賞
賛
し
た
状
態
で
あ
る
。（W

I  S
.  2

3
1

） 

 

こ
れ
は
「
メ
ノ
イ
ケ
ウ
ス
宛
の
手
紙
」
で
考
察
さ
れ
て
い
る
自
足
（α

ὐ
τά

ρ
κ

εια

）

し
た
神
々
の
無
関
心
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
は
プ
ラ
ト
ン
で
は
な
く
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
無
関
心
を
挙
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
「
快
の
大
き
さ
の
限
界
は
、
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
が
除
去
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

（
一
七
）
」
と
考
え
た
の
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
で
あ
る
。
だ
が
、
プ
ラ
ト
ン
に
も
快
楽
や
苦
痛

と
い
っ
た
感
性
的
な
も
の
か
ら
魂
を
解
放
す
る
こ
と
、
肉
体
で
は
な
く
て
「
魂
の
世

話
（
一
八
）
」
に
つ
い
て
の
思
想
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

彼
の
魂
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
（
情
念
）
の
動
き
に
は
常
に
凪
の
状
態
を
与
え
、

た
だ
思
惟
の
働
き
の
み
に
従
い
、
常
に
そ
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
真
実
で
あ
り
か

つ
神
的
な
も
の
を
―
つ
ま
り
は
い
か
な
る
思
い
な
し
に
お
い
て
も
把
握
さ
れ
な

い
も
の
を
―
観
照
し
、
た
だ
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
養
わ
れ
つ
つ
も
、
生
あ
る
間

は
か
く
生
き
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
死
せ
る
の
ち
は
、
自
ら
と
同
族
で
あ
る

も
の
の
も
と
へ
と
到
り
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
神
的
で
あ
る
存
在
の
も
と
へ
と

到
り
つ
い
て
、
か
く
し
て
お
よ
そ
人
間
的
な
諸
悪
か
ら
は
す
っ
か
り
離
脱
し
お

え
る
と
、
思
う
の
で
あ
る
（
一
九
）
。 

 
情
念
の
動
き
が
「
凪
（γᾰ

λ
ή

νη

）
」
の
状
態
に
あ
る
こ
と
は
、
「
魂
の
嵐
（
二
〇
）
」
を

静
め
た
無
関
心
の
境
地
と
大
差
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
け
れ
ど
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
場

合
、
欺
き
に
満
ち
た
肉
体
の
感
覚
を
全
否
定
す
る
傾
向
性
が
強
い
。
そ
れ
は
純
粋
な

魂
に
よ
る
精
神
的
な
観
照
に
は
好
都
合
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
肉
眼
に
よ
る
美

の
観
照
に
は
不
都
合
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
美
の
判
断
（
趣
味
判
断
）
を
継
承
す
る
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シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
は
、
美
は
個
物
の
知
覚
を
契
機
と
し
て
生
じ
る
。

彼
は
、
少
な
く
と
も
美
学
論
に
お
い
て
身
体
や
知
覚
を
完
全
に
排
除
し
た
無
関
心
に

つ
い
て
は
語
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
プ
ラ
ト
ン
で
は
な

く
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
無
関
心
に
論
及
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
二

一

）

。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
肉
体

に
お
い
て
苦
し
み
な
く
、
心
に
お
い
て
平
静
で
あ
る
こ
と
、
美
し
く
生
き
る
こ
と
を

説
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

二
．二 

プ
ラ
ト
ン
と
ス
ト
ア
派 

 

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
無
関
心
が
純
粋
な
精
神
や
魂
の
状
態
で
は
な
く
て
、
こ

の
地
上
で
身
体
を
も
っ
た
人
間
に
と
っ
て
の
最
高
善
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
と

は
言
え
、
こ
の
心
境
は
決
し
て
積
極
的
な
快
楽
の
感
情
で
は
な
い
。
徹
底
し
た
悲
観

論
者
で
あ
る
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
の
地
上
の
生
存
は
盲
目
な
生
き
ん
と
す
る
意
志
に

支
配
さ
れ
た
苦
し
み
（L

e
id
e
n

）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
喜
ば
し
い
無
関
心
の
境
地

は
、
積
極
的
な
苦
痛
が
不
在
と
な
っ
た
と
い
う
消
極
的
な
歓
び
で
し
か
な
い
。
こ
れ

は
、
苦
痛
の
不
在
を
最
高
の
快
と
考
え
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
と
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
苦
痛
の
不
在
の
瞬
間
を
ど
う
理
解
す
る
か
で
両
者
の
見
解
は
異
な
る
。
エ
ピ
ク

ロ
ス
は
苦
痛
の
不
在
を
人
生
の
幸
福
と
考
え
て
、
思
慮
（φ

ρ
ο
ν
ή

σ
ις

）
に
よ
り
苦
し

み
な
き
善
き
人
生
を
送
れ
る
と
説
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
無
関
心
を
人
生
や
現
世
の

肯
定
の
判
断
材
料
と
し
た
。
こ
れ
と
比
べ
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
無
関
心
を

人
生
否
定
の
た
め
の
契
機
と
し
て
の
み
評
価
し
て
い
る
。
苦
痛
の
不
在
は
、
あ
く
ま

で
も
苦
痛
に
満
ち
満
ち
た
世
界
の
中
で
の
み
価
値
を
も
つ
の
で
あ
り
、
無
関
心
の
歓

び
は
絶
え
ず
突
き
つ
け
ら
れ
る
悲
惨
な
現
実
の
小
休
止
、
な
い
し
は
「
慰
め
（T

ro
s
t

）
」

（W
I  S

.  3
1
5
f
.

）
に
過
ぎ
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
苦
し
む
こ
と
な
く
生
を
欲
す
る
こ

と
は
完
全
な
矛
盾
」
（W

I  
S
.  
1
0
8

）
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

の
無
関
心
は
プ
ラ
ト
ン
に
接
近
す
る
。
確
か
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
詩
人
追
放
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
芸
術
や
美
の
快
を
肯
定
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
欺
き
に
満
ち
た
感
性
的

な
生
を
否
定
し
て
、
彼
岸
の
イ
デ
ア
の
世
界
を
憧
れ
る
と
い
う
構
図
は
、
地
上
の
人

生
の
否
定
を
説
く
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
意
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
現
世
肯
定
的
な
ス
ト
ア
派
と
は
プ
ラ
ト
ン
は
「
根
本
的
に
異
な
り
」
（W

I  
S
.  

1
0
3

）
、
「
例
外
」
（H

N
I  S

.  2
2
8

）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。 

以
上
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
無
関
心
は
、

感
性
的
な
も
の
や
身
体
感
覚
を
全
否
定
し
て
い
な
い
点
で
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
近
い
が
、

人
生
否
定
の
契
機
で
あ
る
点
で
プ
ラ
ト
ン
に
近
い
。 

 

三
．
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
無
関
心 

 

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
肉
眼
を
媒
体
と
し
た
美
の
形
而
上
学
を
構
築
す
る
限
り
、

無
関
心
の
規
定
と
美
的
観
照
の
間
に
緊
張
が
生
じ
る
。
無
関
心
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
生
き
ん
と
す
る
意
志
や
そ
れ
と
同
一
と
さ
れ
る
自
身
の
身
体
の
否
定
を
要
求
す
る

が
、
美
的
観
照
の
主
体
は
現
に
こ
の
世
界
に
生
き
る
人
間
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
無
関
心
な
美
の
観
照
を
感
性
的
か
つ
理
性
的
な
人
間
に
固
有
な
も
の
と
説
く

思
想
に
付
い
て
回
る
問
題
で
あ
る
が
（
二

二

）

、
独
自
な
〈
身
体
論
（
二

三

）

〉
を
有
す
る

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
で
は
主
題
と
な
る
。 

 

美
の
形
而
上
学
の
本
来
の
問
題
は
、
ご
く
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
言
い
表
す
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
対
象
へ
の
満
足
や
歓
び
は
、
そ
れ
が
私
た
ち
の

意
欲
と
な
ん
の
関
係
も
も
た
ず
に
、
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
か
？
（P

II  
S

.  

4
4
2

） 

 

こ
こ
で
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
い
か
に
し
て
感
性
（
身
体
的
な
も
の
）
を

全
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
無
関
心
の
思
想
（
生
き
ん
と
す
る
意
志
の
否
定
の
哲
学
）

を
提
起
し
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。 

 



―  ― 9

三
．一 

高
貴
な
視
覚
と
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー 

 
い
か
に
し
て
身
体
を
媒
介
し
て
無
関
心
な
観
照
を
成
功
さ
せ
る
か
。
こ
の
問
題
に

対
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
高
貴
な
視
覚
（
二
四
）
」
と
い
う
「
例
外
」
（H

N
I  S

.  
1
8
0

）
を
設
け
る
こ
と
で
解
決
を
試
み
て
い
る
（
二
五
）
。
彼
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
日
常

の
知
覚
は
、
生
き
ん
と
す
る
意
志
に
よ
る
生
存
へ
の
利
害
関
心
に
染
ま
っ
て
い
る
。

身
体
存
在
と
し
て
自
己
保
存
欲
求
を
も
つ
私
た
ち
は
、
生
き
ん
と
す
る
意
志
に
奉
仕

す
る
奴
隷
で
あ
る
。
例
え
ば
、
お
腹
が
減
っ
た
ら
空
腹
感
が
意
識
を
占
め
、
食
べ
物

以
外
の
物
が
目
に
留
ら
な
く
な
る
。
け
れ
ど
も
、
過
剰
な
認
識
能
力
に
恵
ま
れ
た
「
怪

物
」
（W

II  S
.  4
3
1
,  P
II  S

.  6
1
6

）
で
あ
る
天
才
（G

e
n
ie

）
は
、
意
志
の
支
配
を
逃
れ

て
純
粋
に
認
識
す
る
主
観
、
言
わ
ば
「
世
界
を
見
る

眼
ま
な
こ

（W
e
ltau
g
e

）
」
に
な
り
得

る
。
そ
の
時
、
天
才
は
生
き
ん
と
す
る
意
志
か
ら
解
放
さ
れ
た
単
な
る
表
象
を
媒
介

し
て
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
を
観
照
す
る
と
さ
れ
る
。 

天
才
の
「
芸
術
的
な
認
識
」
（W

II  S
.  4
1
6

）
は
「
科
学
的
な
認
識
」
（ib

id
.

）
と
著

し
い
対
照
を
な
す
。
例
え
ば
、
一
茎
の
花
が
あ
る
と
し
よ
う
。
科
学
者
な
ら
ば
、
そ

の
花
の
構
造
や
組
織
を
観
察
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
（w

ie
）
発
生
し
た
か
、

そ
し
て
他
の
類
似
し
た
花
と
い
か
な
る
関
係
を
も
つ
か
を
問
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

相
対
的
な
現
象
界
に
お
け
る
自
然
法
則
（
充
足
根
拠
律
）
へ
の
無
窮
の
問
い
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
成
果
は
現
象
か
ら
抽
象
さ
れ
た
概
念
の
知
識
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
美
の
芸
術
的
な
認
識
で
は
、
目
の
前
の
花
の
何
で
あ
る
か
（w

as

）

が
端
的
に
問
わ
れ
る
。
そ
れ
は
時
と
し
て
「
ひ
ど
く
欠
陥
の
多
い
見
本
」
（W

I  
S
.  

2
2
0

）
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
「
流
転
す
る
現
象
の
な
か
で
漂
う
も
の
」

（W
I  S

.  2
1
9

）
を
芸
術
家
は
見
逃
さ
な
い
。
芸
術
家
が
個
々
の
現
象
を
通
し
て
捉
え

る
「
本
質
的
な
も
の
、
そ
れ
ゆ
え
に
事
物
の
完
全
な
類
そ
の
も
の
」
（W

II  S
.  4
1
6

）

を
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
」
と
言
う
。
そ
れ
は
、
科
学

者
が
現
象
か
ら
抽
出
す
る
普
遍
的
な
概
念
、
事
物
の
後
な
る
普
遍
（u

n
iv
e
rsalia  p

o
st  

re
m

）
と
対
比
さ
れ
て
事
物
の
先
な
る
普
遍
（u

n
iv
e
rsalia  an

te  re
m

）
と
も
言
わ
れ

る
（W

I  S
.  3
1
1
,  W
II  S

.  4
1
8
f
.

）
。
し
か
も
、
科
学
が
経
験
に
よ
っ
て
絶
え
ず
増
補
さ

れ
る
無
窮
の
学
習
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
芸
術
は
そ
の
時
々
で
完
結
し
て
い
る
。 

 

科
学
は
四
重
の
形
態
を
と
る
根
拠
と
帰
結
の
休
み
な
い
不
安
定
な
流
れ
を
追
求

し
、
目
標
に
達
す
る
そ
の
都
度
、
常
に
ま
た
更
な
る
目
標
を
指
示
さ
れ
、
決
し

て
究
極
の
目
標
に
到
達
し
な
い
し
、
完
全
な
充
足
も
見
出
せ
な
い
が
、
そ
れ
は

雲
が
地
平
線
と
接
し
て
い
る
地
点
に
は
、
人
は
走
っ
て
行
け
な
い
の
と
同
じ
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
芸
術
は
随
所
で
目
標
に
達
し
て
い
る
。
（W

I  S
.  2
1
7
f
.

） 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
記
述
に
は
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
利
害
関
心
を
離
れ
た
純

粋
な
認
識
主
観
と
そ
の
客
観
と
し
て
の
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
は

ま
だ
し
も
、
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
が
直
観
さ
れ
て
、
目
標
が
到
達
さ
れ
る
と
断
言
す

る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
感
性
が
叙
述
し
よ
う
と
努
力
す
る
理
念
（V  

S
.  
3
1
4

）
か
ら

は
や
や
意
味
合
い
が
変
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
が
直
観
さ
れ
て
「
目

標
に
達
す
る
」
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
哲
学
で
は
言
い
過
ぎ
に
な
ろ
う
。

尤
も
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
は
「
い
ま
だ
物
そ
の
も
の

の
本
質
で
は
な
い
、
と
言
う
の
も
、
そ
れ
は
単
な
る
諸
関
係
の
認
識
か
ら
生
じ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
（W

II  S
.  4
1
6

）
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
的

イ
デ
ー
は
主
観
が
表
象
す
る
客
観
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
完
全
な
る
も
の

で
は
な
い
。「
イ
デ
ー
は
こ
の
一
切
の
諸
関
係
の
根
っ
こ
と
な
る
点
で
あ
り
、
従
っ
て

十
全
で
完
全
な
現
象
」
（ib

id
.

）
と
さ
れ
る
。
そ
の
点
で
、
そ
れ
は
人
間
に
直
観
さ
れ

る
現
象
と
い
う
規
定
を
破
棄
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
「
個
々
の
現
前
す
る
事
物
に
お
い

て
た
だ
不
完
全
な
も
の
、
ま
た
変
容
さ
れ
て
弱
め
ら
れ
て
現
に
あ
る
も
の
が
、
天
才

の
物
の
見
方
に
よ
っ
て
完
全
な
も
の
へ
、
す
な
わ
ち
理
念
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
。
だ

か
ら
彼
は
随
所
に
極
端
を
見
る
」
（W

I  
S
.  
2
2
8

）
と
い
う
思
想
は
、
文
字
通
り
、
特

権
的
な
天
才
が
認
識
す
る
極
端
（E

x
tre
m
e

）
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
で
あ
ろ
う
。 

ゼ
ー
ル
は
こ
う
し
た
美
の
観
照
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
利
害
関
心
を
離
れ
た
知
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覚
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
（
二
六
）
。
ま
た
、
事
物
と
の
直
接
的
な
接
触
を
す
る
こ

と
な
く
、
瞬
時
に
全
体
を
俯
瞰
す
る
こ
と
が
で
き
る
視
覚
の
高
貴
さ
を
認
め
る
（
二
七
）
。

た
だ
し
、
無
関
心
な
美
の
観
照
を
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
の
観
照
に
制
限
す
る
こ
と
に

反
発
す
る
。
彼
は
、
時
間
軸
を
超
え
出
た
美
の
観
照
、
永
遠
の
今
（n

u
n
c  stan

s

）
に

静
止
し
て
い
る
完
全
な
形
象
（B

ild

）
と
そ
の
観
照
に
懐
疑
的
で
あ
る
（
二
八
）
。 

 
三
．二 

意
志
の
沈
黙 

 

美
的
観
照
の
み
を
静
的
に
取
り
出
せ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
美
学
は
日
常

的
な
時
空
を
超
越
し
た
理
念
の
観
照
を
も
っ
ぱ
ら
説
い
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
の
観
照
と
い
う
表
現
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
形
而
上

学
的
な
「
理
論
的
観
照
（
二
九
）
」
の
論
考
で
あ
る
。
こ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、
一

面
的
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
美
の
形
而
上
学
は
、
彼
の

意
志
の
否
定
に
よ
る
救
済
論
の
な
か
で
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、

美
は
利
便
性
や
利
害
関
心
に
支
配
さ
れ
た
日
常
的
な
生
存
競
争
か
ら
の
束
の
間
の
解

放
と
し
て
、
私
た
ち
の
生
の
中
に
突
如
と
し
て
開
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
も
、
人
生
や
現
世
を
否
定
す
る
悲
観
論
者
に
と
っ
て
、
美
は
「
瞬
間
の
」

（W
I  S

.  2
1
9

）
輝
き
で
あ
り
、
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
美
は
慰
め

で
あ
っ
た
と
し
て
も
絶
対
的
な
救
済
を
約
束
し
な
い
。
美
的
享
受
の
後
に
は
日
常
的

な
現
実
へ
の
回
帰
が
あ
り
、
そ
れ
は
幻
滅
を
齎
す
。
こ
の
美
の
経
験
を
動
的
に
捉
え

た
な
ら
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
美
学
の
も
う
一
つ
の
面
が
見
え
て
く
る
。 

さ
て
、
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
の
観
照
は
利
害
関
心
を
離
れ
て
い
る
間
だ
け
可
能
と

な
る
。
こ
の
瞬
間
を
拡
大
視
し
て
み
よ
う
。
無
関
心
は
意
志
の
「
沈
黙
（S

ch
w
e
ig
e
n

）
」

（W
I  S

.  2
5
8
,  4
2
9

）
と
も
言
い
換
え
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
沈
黙
」
で
あ
り
「
消
失
」

で
は
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
美
の
観
照
時
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
、
外

界
に
対
し
て
鈍
感
に
な
っ
た
り
、
無
感
覚
で
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
イ
デ
ー

の
認
識
が
過
剰
の
認
識
能
力
に
恵
ま
れ
た
天
才
の
業
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
そ
れ
は
極
め
て
激
し
い
意
志
（
情
動
や
激
情
）
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。
天

才
の
孤
独
と
苦
悩
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
（
三
〇
）
。
し
か
も
、
あ
ら
ゆ
る
美
の
観
照

は
目
の
前
の
個
物
の
知
覚
を
契
機
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
知
覚
で
あ
る
限
り
、
特
定

の
部
分
へ
の
注
目
（A

u
fm
e
rk
sam

k
e
it

）
や
眼
差
し
（B

lick

）
を
前
提
と
し
て
い
る
。

こ
の
眼
差
し
を
向
け
た
時
、
「
外
的
な
契
機
、
も
し
く
は
内
的
な
気
分
が
私
た
ち
を
突

如
と
し
て
意
欲
の
絶
え
間
な
い
流
れ
か
ら
取
り
出
す
と
、
認
識
は
意
志
へ
の
奴
隷
的

な
奉
仕
か
ら
も
ぎ
離
さ
れ
、
注
意
は
今
や
も
う
意
欲
の
動
機
に
向
け
ら
れ
な
い
で
、

事
物
を
そ
の
意
志
へ
の
関
係
か
ら
自
由
に
把
握
し
、
従
っ
て
利
害
関
心
を
離
れ
、
主

観
性
を
離
れ
、
純
粋
に
客
観
的
に
事
物
を
観
察
す
る
」
（W

I  
S
.  
2
3
1

）
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
美
の
観
照
に
お
け
る
無
関
心
と
は
、
美
の
観
照
の
契
機
と
な
っ
た
「
気
分
」

や
「
外
界
」
へ
の
「
注
意
」
が
、
な
ん
ら
利
害
関
心
に
訴
え
る
こ
と
な
く
沈
黙
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
三
一
）
。
あ
る
い
は
、
意
志
の
主
体
と
し
て
の
個
人
を
忘
却

（v
e
rg
e
sse

n

）
し
、
「
直
観
に
没
頭
す
る
」
（W

I  S
.  2
1
8

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

三
．三 

二
種
の
幻
滅 

 

利
害
関
心
か
ら
離
れ
て
、
ま
た
戻
る
と
い
う
運
動
に
お
い
て
意
志
は
決
し
て
消
失

し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
運
動
を
幻
滅
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
る
。 

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
好
ん
で
人
生
を
夢
に
喩
え
る
。
「
プ
ラ
ト
ン
は
、
人
間
は

た
だ
夢
の
な
か
に
暮
ら
し
、
知
を
愛
す
る
者
だ
け
が
目
覚
め
よ
う
と
努
力
す
る
と
し

ば
し
ば
口
に
し
て
い
る
」
（W

I  S
.  2
0

）
と
言
う
。
こ
の
発
言
は
、
凡
人
は
日
常
的
な

し
が
ら
み
に
囚
わ
れ
て
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
を
認
識
す
る
こ
と
な
く
生
き
て
い
る
が
、

天
才
は
日
常
の
な
か
で
、
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
を
認
識
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
、

と
読
み
解
け
る
。
と
り
わ
け
、
「
努
力
」
と
い
う
表
現
は
、
絶
え
ず
夢
か
ら
覚
醒
す
る

運
動
に
対
し
て
、
常
に
夢
に
沈
む
運
動
が
あ
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
仮
に
覚
醒
で
き
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
さ
ま
夢
へ
と
昏
睡
す
る
こ
と
を
含
意
し

て
い
る
。
こ
こ
に
は
二
種
類
の
「
幻
滅
（E

n
ttäu

sch
u
n
g

）
」
が
あ
る
。
第
一
に
、
日
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常
生
活
を
夢
と
見
抜
く
と
い
う
幻
滅
が
あ
る
。
第
二
に
、
日
常
の
夢
か
ら
覚
醒
し
た

直
後
に
、
夢
へ
と
沈
降
す
る
ま
ど
ろ
み
の
中
の
幻
滅
が
あ
る
。 

で
は
、
現
実
世
界
を
夢
と
看
破
す
る
幻
滅
（E

n
ttäu

sch
u

n
g

）
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。
そ
れ
は
文
字
通
り
、
欺
き
（T

äu
sch

u
n

g

）
か
ら
解
放
さ
れ
る
（e

n
t
-

）
と
い

う
覚
醒
の
晴
れ
や
か
な
歓
び
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
人
生
が
欺
き
で
あ
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
生
存
は
生
き
ん
と
す

る
意
志
へ
の
絶
え
ざ
る
奉
仕
で
あ
る
。
人
間
は
生
き
ん
と
す
る
意
志
に
駆
り
立
て
ら

れ
て
、
心
身
を
維
持
し
よ
う
と
盲
目
的
に
努
力
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
生
存
欲
求

は
欠
如
か
ら
起
こ
る
。
欠
如
は
苦
痛
で
あ
る
。
か
と
言
っ
て
、
欠
如
を
充
足
し
た
と

し
て
も
、
す
ぐ
に
次
な
る
欲
求
が
生
じ
る
。
充
足
は
持
続
せ
ず
、
欠
乏
の
苦
痛
が
生

存
の
基
調
と
な
る
。
ま
た
、
仮
に
生
存
欲
求
が
満
た
さ
れ
た
と
し
て
も
、
人
間
は
退

屈
し
て
娯
楽
を
求
め
る
。
し
か
し
、
退
屈
の
充
足
も
長
続
き
し
な
い
。
そ
し
て
言
う

ま
で
も
な
く
、
退
屈
も
苦
痛
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
は
人
間
の
苦

痛
に
満
ち
た
生
存
を
快
楽
で
誘
惑
す
る
だ
け
で
、
苦
痛
を
取
り
除
く
こ
と
は
な
い
。

私
た
ち
は
生
き
ん
と
す
る
意
志
を
有
す
る
限
り
、
束
の
間
の
快
楽
に
欺
か
れ
て
苦
痛

に
満
ち
た
生
存
を
過
ご
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
ば
、
意
志
の
沈
黙
、
つ
ま

り
は
生
へ
の
利
害
関
心
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
、
苦
痛
の
種
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
そ
の
時
、
人
は
生
へ
の
利
害
関
心
を
離
れ
て
純
粋
に
世
界
を
眺
め
る
。

別
言
す
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
を
観
照
す
る
。
こ
の
事
態
を
指
し
て
、
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
現
実
の
欺
き
か
ら
の
覚
醒
、
幻
滅
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
一
方
で
、
覚
醒
か
ら
夢
へ
の
沈
降
の
幻
滅
は
、
晴
れ
や
か
な
境
地
か
ら
の
失

墜
、
絶
望
も
し
く
は
諦
念
（R

e
sig

n
atio

n

）
を
意
味
す
る
。
こ
の
第
二
の
幻
滅
の
受

け
止
め
方
に
応
じ
て
、
芸
術
家
と
聖
者
が
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
無
関

心
な
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
の
認
識
を
「
重
要
（H

au
p
tsach

e

）
」
（H

N
I 

S
. 

4
7

8

）
と

み
な
し
、
孤
独
と
苦
悩
の
な
か
で
美
を
待
ち
望
む
の
に
対
し
て
、
後
者
は
美
的
享
受

に
飽
き
て
、
諦
念
に
到
る
。
前
者
は
意
志
の
沈
黙
に
留
ま
る
が
、
後
者
は
意
志
の
完

全
な
否
定
に
到
る
。 

 

芸
術
は
彼
〔
聖
者
〕
に
と
っ
て
た
だ
人
生
に
お
け
る
し
ば
し
の
慰
め
に
過
ぎ
な

い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
芸
術
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
た
力
が
、
遂
に
遊
戯
に
飽
き
て
、

厳
粛
さ
を
選
び
取
る
ま
で
は
。
（W

I  S
.  3

1
6

） 
 

芸
術
家
と
聖
者
の
区
別
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
芸
術
家
が
美
の
遊
戯
に
飽

き
て
、
厳
粛
な
意
志
の
否
定
に
到
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
た
だ
、
暫
定
的
に
両
者
を

区
別
す
る
な
ら
ば
、
前
者
は
現
世
肯
定
的
な
エ
ピ
ク
ロ
ス
風
の
無
関
心
で
あ
り
、
後

者
は
現
世
否
定
的
な
プ
ラ
ト
ン
風
の
無
関
心
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。 

 

三
．四 

無
上
の
無
関
心 

 

芸
術
家
の
無
関
心
は
幻
滅
を
も
た
ら
す
。
だ
が
、
意
志
を
否
定
し
た
聖
者
、
な
い

し
は
「
世
界
克
服
者
（W

e
ltü

b
e
rw

in
d
e
r

）
」
（W

I  S
.  4

5
6

）
の
無
関
心
は
そ
の
者
に

絶
望
を
も
た
ら
さ
な
い
。
彼
に
と

っ
て

は
美
で

さ
え
も
ど
う
で
も

よ
い

（g
le

ich
g
ü

ltig

）
。 

 
今
や
彼
は
安
ら
か
に
、
そ
し
て
微
笑
を
湛
え
て
こ
の
世
界
の
幻
影
に
眼
差
し
を

向
け
る
。
そ
れ
ら
も
か
つ
て
は
彼
の
心
を
動
か
し
、
悩
ま
す
こ
と
が
で
き
た
が
、

今
で
は
か
く
も
ど
う
で
も
よ
い
も
の
と
し
て
彼
の
前
に
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か

も
チ
ェ
ッ
ク
メ
ー
ト
さ
れ
た
チ
ェ
ス
の
盤
上
の
駒
、
も
し
く
は
謝
肉
祭
の
夜
に

か
ら
か
い
、
狼
狽
さ
せ
る
仮
装
舞
踏
会
の
衣
装
が
朝
に
投
げ
捨
て
ら
れ
て
い
る

か
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
生
と
そ
の
形
態
は
今
で
は
た
だ
移
ろ
い
ゆ
く
現
象

の
よ
う
に
彼
の
前
に
漂
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
半
ば
目
覚
め
た
者

に
と
っ
て
の
浅
い
朝
方
の
夢
の
よ
う
に
、
す
で
に
現
実
が
透
け
て
輝
い
て
お
り
、

そ
の
者
を
も
は
や
欺
く
こ
と
は
な
い
。
（W

I  S
.  4

6
2

） 
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も
ち
ろ
ん
、
聖
者
が
眺
め
る
世
界
に
も
美
は
輝
く
。
彼
は
利
害
関
心
を
離
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
美
的
享
受
は
芸
術
家
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
芸

術
家
は
美
へ
の
関
心
に
対
し
て
無
関
心
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
で
も
、
意
志
が
意
志

の
否
定
や
沈
黙
を
意
志
で
き
な
い
以
上
、
芸
術
家
は
大
い
な
る
苦
悩
と
孤
独
の
な
か

で
美
を
恋
い
焦
が
れ
る
ほ
か
な
い
。
「
苦
悩
は
、
天
才
自
身
の
本
来
の
殉
教
」
（W

I  S
.  

2
2
5

）
と
す
ら
言
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
聖
者
は
美
へ
の
関
心
さ
え
も
離
れ
て

い
る
。
こ
れ
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
対
す
る
無
上
の
無
関

心
（d

ie  g
rö
ß
te  G

le
ich

g
ü
ltig

k
e
it

）
」
（W

I  S
.  4

4
9

）
と
も
言
っ
て
い
る
。
両
者
の
差

異
は
意
志
と
同
一
と
さ
れ
る
身
体
状
態
に
端
的
に
見
て
取
れ
る
。
芸
術
家
は
高
貴
な

視
覚
を
通
し
て
の
み
美
を
観
照
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
感
官
を
度
外
視
し
て

「
世
界
を
見
る
眼
」
に
な
り
き
る
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
眼
で
見
る
こ
と
へ
の

こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
聖
者
は
身
体
に
対
し
て
完
全
に
無
関
心
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
「
意
志
の
本
来
の
焦
点
」
（W

I  S
.  3

9
0

）
と
さ
れ
る
生
殖
器
官
で
さ

え
も
、
彼
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

彼
の
身
体
は
健
康
で
強
く
、
生
殖
器
官
を
通
し
て
性
欲
を
表
明
し
て
い
る
。
し

か
し
、
彼
は
意
志
を
否
定
し
、
身
体
の
虚
言
を
罰
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
は

ど
の
よ
う
な
条
件
で
あ
れ
、
性
欲
の
満
足
を
求
め
な
い
。
（W

I  S
.  4

4
9

） 
 

こ
う
し
た
身
体
に
対
す
る
無
関
心
は
、
芸
術
家
が
「
純
粋
な
美
の
観
察
を
直
ち
に

台
無
し
に
す
る
」
（W

I  
S
.  2

4
5

）
と
い
う
理
由
で
食
欲
や
性
欲
を
掻
き
立
て
る
魅
惑

的
な
も
の
（d

as  
R
e
ize

n
d
e

）
を
目
に
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で

あ
る
。
聖
者
は
見
る
こ
と
に
執
着
し
な
い
し
、
見
る
も
の
も
選
ば
な
い
。
彼
は
、
な

に
も
の
に
も
心
を
動
揺
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
世
界
を
克
服
し
て
い
る
と
言
え

る
。 こ

の
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
無
関
心
は
芸
術
家
の
無
関
心
に
飽
き
足

ら
ず
、
聖
者
の
無
上
の
無
関
心
へ
と
徹
底
さ
れ
る
。
こ
の
境
地
の
極
限
に
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
は
「
仏
教
徒
の
涅
槃
（N

irw
an
a

）
」
（W

I  S
.  4

8
7

）
、
さ
ら
に
は
「
無
」

（ib
id

.

）
を
考
え
て
い
る
。
と
す
る
と
、
彼
の
無
関
心
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
最
高
善
、

神
々
の
境
地
に
は
じ
ま
り
、
仏
教
の
涅
槃
や
無
を
射
程
に
収
め
て
い
る
と
も
言
え
よ

う
。  

四
．
結
語 

 

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
無
関
心
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
は
苦
し
み
で
あ
り
、
世
界
は

最
悪
で
あ
る
と
い
う
悲
観
論
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
。
苦
し
み
に
満
ち
た
日
常
の
自

覚
が
あ
っ
て
こ
そ
、
苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
消
極
的
な
歓
び
が
生
じ
る
。
そ

れ
は
例
え
ば
、
病
が
癒
え
た
朝
の
目
覚
め
の
晴
れ
や
か
さ
の
よ
う
な
、
さ
さ
や
か
な

歓
び
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
身
体
的
な
快
楽
や
娯
楽
の
享
受
が
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
商
品

価
値
を
も
ち
、
個
人
の
快
楽
（
消
費
）
の
増
大
を
経
済
の
発
達
と
し
て
大
い
に
推
奨

し
て
い
る
現
代
社
会
で
支
配
的
な
価
値
観
と
は
真
逆
で
あ
る
。
こ
う
し
た
潮
流
に
対

し
て
、
「
利
害
の
追
求
を
止
め
よ
」
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
社
会
に
訴
え
て
い
る

と
受
け
止
め
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
ド
イ
ツ
理
想
主
義

の
空
気
の
な
か
で
思
索
し
た
が
、
彼
は
い
わ
ゆ
る
「
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
（
三

二

）

」
の
デ
カ

ダ
ン
ス
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
も
関
与
し
て
い
る
。
彼
は
、
哲
学
が
即
座
に
社
会
の
改
善

や
人
類
の
理
想
に
寄
与
で
き
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
だ
が
、
彼
の
哲
学
は
、
社
会

や
政
治
に
幻
滅
し
、
人
生
に
苦
し
む
個
々
人
の
心
の
医
者
と
し
て
、
希
望
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
意
志
の
否
定
の
教
説
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
幻
滅
を

無
上
の
無
関
心
へ
と
昇
華
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学

は
生
存
の
苦
し
み
を
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
生
存
の
苦
し
み
に
救
済
の
希
望

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
三

三

）

。
「
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
痛
み
を
伴
う
治
療
を
施
さ
れ

た
患
者
が
、
治
療
の
苦
痛
を
進
ん
で
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
満
足
し
て
耐
え
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
苦
し
ん
だ
分
だ
け
病
巣
は
破
壊
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
現
在
の
苦
痛
は
快
癒
の
尺
度
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
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（W
I  

S
.  

4
7
0

）
。
こ
の
点
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
無
関
心
の
教
説
の
現
代
的

な
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 【
凡
例
】 一

、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
ヒ
ュ
プ
シ
ャ
ー
版
（A

rth
u

r  
S

ch
o
p
e
n

h
au

e
r .  S

äm
tliche  W

erke .  H
rsg .  v .  A

rth
u

r  H
ü

b
sch

e
r .  7  B

än
d
e .  4 .  

A
u

fl .  M
an

h
e
im

:  F
.  A

.  B
lo

ck
h

au
s ,  1

9
8
8

（
＝W

e
rk

e

）
）
の
ペ
ー
ジ
付
け
に
よ
る
。

引
用
の
略
号
は
以
下
の
通
り
。 

 
 

W
I  

＝D
ie  W

e
lt  als  W

ille  u
n

d  V
o
rste

llu
n

g  I  (W
e
rk

e  II )   
 
 

W
II  

＝D
ie  W

e
lt  als  W

ille  u
n

d  V
o
rste

llu
n

g  II  (W
e
rk

e  III ) 
 

一
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
遺
稿
集
（A

rth
u

r  S
ch

o
p
e
n

h
au

e
r .  D

er  H
an
dschriftliche  

N
achlaß .  

H
rsg .  

v .  
A

rth
u

r  H
ü

b
sch

e
r .  

5  B
än

d
e  

in  
6 .  F

ran
k

fu
rt  

am  
M

ain
:  

V
e
rlag  

W
.  

K
ram

e
r ,  

1
9
6
6 -1

9
7
5 .  

T
asch

e
n

au
sg

ab
e  

M
ü

n
ch

e
n
:  

d
tv  

1
9
8
5

（=  
H

N

）
）
か
ら
の
引
用
の
略
号
は
以
下
の
通
り
。 

 
 

H
N

I  

＝D
ie  frü

h
e
n  M

an
u

sk
rip

te  1
8
0
4 -1

8
1
8  

 

一
、
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
（K

an
ts  W

erke .  A
k

ad
e
m

ie  
-  T

e
x
tau

sg
ab

e ,  W
alte

r  d
e  G

ru
y
te

r  &  C
o .  B

e
rlin

,  1
9
6
8

）
の
ペ
ー
ジ
付
け
に
よ

る
。
巻
数
は
ロ
ー
マ
数
字
で
表
す
。 

 

【
注
】 

（
一
）
二
〇
世
紀
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
へ
の
渇
望
を
「
善
と
い

う
無
関
心
（le  

d
é
sin

té
re

sse
m

e
n

t  
d
e  

la  
b
o
n

té

）
」
（E

m
m

an
u

e
l  

L
e
v
in

as ,  
Totalité  et  In

fin
i .  E

ssai  su
r  l ’extériorité ,  L

e  L
iv

re  d
e  p

o
ch

e ,  p
aris ,  2

0
0
8 ,  p .  

2
4

）
と
呼
ん
で
い
る
。 

（
二
）O

sk
ar  B

e
ck

e
r ,  D

asein  u
n
d  D

aw
esen

,  N
e
sk

e ,  S
tu

ttg
art ,  1

9
6
3 . 

（
三
）M

artin  S
e
e
l ,  E

in
e  Ä

sthetik  der  N
atu

r ,  S
u

h
rk

am
p ,  F

ran
k

fu
rt  am  M

ain
,  

1
9
9
1 ,  S

.  5
1 . 

（
四
）T

h
o
m

as  H
ilg

e
r ,  A

esthetik  D
isin

terestedn
ess .  A

rt  E
xperien

ce ,an
d  the  S

elf ,  
R

o
u

tle
d
g
e ,  N

e
w  Y

o
rk

,  2
0
1
7 .

な
お
、
ヒ
ル
ガ
ー
は
ア
ド
ル
ノ
も
無
関
心
を
肯
定

的
に
評
価
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
（p .  4

9

）
。 

（
五
）
ド
イ
ツ
哲
学
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
関
係
に
つ
い
て
は

F
re

d
e
rick  

C
.  

B
e
ise

r ,  
E
n
lightm

en
t ,  

R
evolu

tion
,  
an
d  

R
om
an
ticism

.T
he  

G
en
esis  

of  
M
odern  

G
erm

an  
P
olotical  

T
hou

ght ,  
1790 -  

1800 ,  
H

arv
ard  

U
n

iv
e
rsity  

P
re

ss ,  
L

o
n

d
o
n
,  

1
9
9
2  

に
詳
し
い
。
な
お
、
一
八
世
紀
末
ド
イ
ツ
哲
学
に
お
け
る
美
や

自
然
へ
の
関
心
の
転
回
に
つ
い
て
は

O
.  

M
arq

u
ard ,  

T
ran

szen
den

taler  
Idealism

u
s ,  R

om
an
tische  N

atu
rphilosophie ,  P

sychoan
alyse ,  D

in
te

r ,  K
ö
rn

,  
1
9
8
7  

を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
六
）
カ
ン
ト
は
「
趣
味
は
言
わ
ば
感
覚
の
魅
惑
か
ら
習
慣
化
し
た
道
徳
的
関
心
へ
の
移

行
を
過
度
に
暴
力
的
な
跳
躍
な
し
で
可
能
に
す
る
」
（V  S

.  3
5
4

）
と
言
っ
て
い
る
。

ま
た
、
シ
ラ
ー
は
『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
』
第
八
書
簡
で
よ
り
端
的
に
「
感

受
能
力
の
育
成
が
時
代
の
緊
急
の
要
求
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。 

（
七
）H

an
s  R

o
b
e
rt  Jau

ß
,  S
tu
dien  zu

m  E
pochen

w
an
del  der  ästhetischen  M

odern
e ,  

S
u

h
rk

am
p ,  F

ran
k

fu
rt  am  M

ain
,  1

9
9
0 ,  S

.  1
2
1 . 

（
八
）
バ
イ
ザ
ー
（F

re
d
e
rick  B

e
ise

r ,S
chiller  as  P

hilosopher .  A  R
e -E

xam
in
ation

,  
C

lare
n

d
o
n  P

re
ss ,  O

x
fo

rd ,  2
0
0
8 ,  p .  1

2
5

）
に
よ
れ
ば
、
共
和
制
に
お
け
る
公
共

の
善
の
た
め
に
は
、
個
人
の
利
害
関
心
が
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

思
想
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
や
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
に
由
来
し
、
シ
ラ
ー
の
美
的
教
育

論
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。 

（
九
）
シ
ラ
ー
『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
』
第
九
書
簡
。 

（
一
〇
）F

rie
d
lich  S

ch
le

g
e
l ,  Ü

ber  das  S
tu
diu

m  der  G
riechischen  P

oesie .  1795 -  97 :  
in  

K
ritisch

e  
F

rie
d
rich

-S
ch

le
g
e
l -A

u
sg

ab
e ,  

e
rste

e  
B

d .,  
T

h
o
m

as -V
e
rlag ,  

Z
ü

rich
,  1

9
7
9 ,  S

.  3
6
0 . 
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（
一
一
）
「
仮
象
は
暴
露
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
非
現
実
化
さ
れ
た
も
の
は
、
実
は
現
実
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
魔
法
は
そ
の
効
力
を
失
い
、
錯
覚
で
あ
っ
た
も

の
は
看
破
さ
れ
、
夢
で
あ
っ
た
も
の
は
そ
こ
か
ら
覚
醒
す
る
。
美
的
な
も
の
が
こ

の
よ
う
な
意
味
で
仮
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
夢
の
よ
う
に
、
そ
こ

で
現
わ
れ
て
い
る
も
の
が
現
実
か
ど
う
か
疑
わ
れ
な
い
限
り
支
配
力
を
も
ち
え

な
い
し
、
覚
醒
と
同
時
に
そ
の
真
実
性
も
失
う
で
あ
ろ
う
」
（H

an
s -  
G
e
o
rg  

G
ad
am
e
r ,  W

a
h
rh
eit  u

n
d  M

eth
od
e ,  M

o
h
r  S
ie
b
e
ck

,  T
ü
b
in
g
e
n
,  2
0
1
0
,  S

.  8
9

）
。 

（
一
二
）
渡
邊
二
郎
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
芸
術
論
は
カ
ン
ト
以
来
の
主
観
主
義

的
美
学
で
は
な
く
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ガ
ダ
マ
ー
へ
と
続
く
存
在
論
的
美

学
の
流
れ
に
属
す
る
と
考
え
て
い
る
（
渡
邊
二
郎
『
芸
術
の
哲
学
』
筑
摩
書
房
、

一
九
九
八
年
、
三
六
九
頁
）
。 

（
一
三
）
ス
ペ
イ
ン
語
で
「
幻
滅
」
の
意
味
。 

（
一
四
）
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
現
実
主
義
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、S

tu
art  

S
im

,  
A  

P
h
ilosoph

y  of  P
essim

ism
,  R
e
ak
tio
n  B

o
o
k
s ,  L

o
n
d
o
n
,  2
0
1
5  

を
参
照
さ
れ
た

い
。 

（
一
五
）
無
関
心
な
美
の
観
照
に
意
志
の
否
定
へ
の
通
路
を
見
出
す
点
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
と
カ
ン
ト
の
看
過
で
き
な
い
相
違
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
美
を
含
め
た
文

化
に
「
感
性
的
性
向
の
独
裁
」（V  S
.  4
3
3

）
や
「
欲
望
の
専
制
か
ら
の
意
志
の
解

放
」
（V  S

.  4
3
2

）
を
期
待
し
た
。
別
言
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
下
級
欲
求
能
力
を
抑

圧
し
た
と
し
て
も
、
上
級
欲
求
能
力
と
し
て
の
意
志
を
否
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ

に
比
べ
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
意
志
を
完
全
に
拒
絶
し
て
い
る
。 

（
一
六
）
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
主
観
に
お
け
る
意
志
を
欠
い
た
認
識
主
観
、
す
な
わ

ち
無
関
心
と
客
観
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
を
「
二
つ
の
不
可
分
の
構
成
要

素
」
（W
I  S

.  2
3
0

）
と
呼
ん
で
い
る
。 

（
一
七
）E
p
ik
u
r ,  B

refe

・S
prü

ch
e

・W
erk
fra
gm
en
te ,  R

e
clam

,  S
tu
ttg
art ,  1

9
8
0
,  S

.  6
7
. 

（
一
八
）「
魂
の
世
話
」
に
つ
い
て
は
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
（2

9
d

～3
0
c

）
お
よ
び
『
パ

イ
ド
ン
』
（6

4
e

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
一
九
）
プ
ラ
ト
ン
『
パ
イ
ド
ン
』
（8

4
a

）。
引
用
は
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
所

収
の
松
永
雄
二
訳
に
従
っ
た
。
た
だ
し
、
一
部
仮
名
遣
い
を
改
め
て
あ
る
。 

（
二
〇
）E

p
ik
u
r ,  1

9
8
0
,  S

.  4
6
. 

（
二
一
）
カ
ン
ト
も
『
判
断
力
批
判
』
で
「
従
っ
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
が
、
快
楽
は
た
と
え
そ

の
動
機
と
な
る
も
の
が
美
的
観
念
を
喚
起
す
る
概
念
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
み
な

動
物
的
、
す
な
わ
ち
肉
体
的
感
覚
で
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
と
私

に
は
思
わ
れ
る
」
（V  S

.  3
3
4
f .

）
と
考
え
て
い
る
。 

（
二
二
）
カ
ン
ト
は
美
を
人
間
に
固
有
な
感
情
と
考
え
て
い
る
（V  S

.  2
1
0

）
。
シ
ラ
ー
は

『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
』
第
一
五
書
簡
で
よ
り
明
白
に
「
人
間
が
存
在
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
を
理
性
が
掲
げ
る
と
す
れ
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ

に
よ
っ
て
、
美
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
則
を
理
性
が
打
ち
立
て
た
こ
と

に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

（
二
三
）
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
身
体
論
に
つ
い
て
は
齋
藤
智
志
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
の
三
重
の
身
体
概
念
」『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
研
究
』
第
一
三
号
、
日
本

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
協
会
、
二
〇
〇
八
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
二
四
）
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
に
お
け
る
視
覚
を
頂
点
と
し
た
「
感
官
の
階
級
」

に
つ
い
て
は
小
論
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に

お
け
る
単
な
る
表
象
の
前
史
―
そ
れ
自
身
無
関
心
に
、
単
に
知
覚
さ
れ
る
感
覚
の

発
見
」
『
宗
教
学
研
究
室
紀
要
』
第
一
三
号
、
宗
教
学
研
究
室
、
二
〇
一
六
年
を

参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
諸
感
覚
器
官
に
お
け
る
視
覚
の
高
貴
さ
に
つ
い
て
は

H
an
s  Jo

n
as ,  D

a
s  P

rin
zip  L

eben
,  In

se
l ,  F

ran
k
fu
rt  am  M

ain
,  1
9
9
4  

の
第
八

章
「
視
覚
の
高
貴
さ
―
感
覚
の
現
象
学
の
試
み
」
が
卓
越
し
て
い
る
。 

（
二
五
）
カ
ン
ト
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
に
お
け
る
高
貴
な
視
覚
の
重
要
性
を

ヴ
ァ
ン
デ
ン
ア
ベ
ー
レ
（B

art  V
an
d
e
n
ab
e
e
le

,  T
h
e  S
u
blim  in  S

ch
open

h
a
er ’s  

P
h
ilosoph

y ,  p
alg
lav
e
,  N
e
w  Y

o
rk

,  2
0
1
5
,  p
p
.  4
1
-4
6

）
は
押
さ
え
て
い
る
が
、
ヒ

ル
ガ
ー
（2

0
1
7

）
は
看
過
し
て
い
る
。 

（
二
六
）S

e
e
l ,  1
9
9
1
,  S

.  5
1
. 
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（
二
七
）S

e
e
l ,  1
9
9
1
,  S

.  4
9
. 

（
二
八
）
ゼ
ー
ル
（1

9
9
1

）
の
「
事
物
の
純
粋
な
観
察
で
は
な
く
て
、
事
物
の
純
粋
な
「
形

象
」
の
観
察
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
は
大
切
で
あ
っ
た
」
（S

.  8
1

）
と
い
う

批
判
は
、
観
照
さ
れ
る
美
を
純
粋
な
感
性
の
現
象
と
考
え
る
ゼ
ー
ル
の
立
場
か
ら

正
当
に
な
さ
れ
て
い
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ー
は
「
構

想
力
と
理
性
の
合
一
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
」
（W

I  S
.  4
8

）
と
規
定
さ
れ
て
い
る

通
り
、
理
性
が
関
与
し
て
い
る
点
で
純
粋
に
感
性
的
な
も
の
で
は
な
い
。
両
者
の

対
立
は
、
美
を
「
永
遠
の
相
の
下
で
（su

b  sp
e
cie  ae

te
rn
itatis

）
」
（W

I  S
.  2
1
1

）

捉
え
る
か
、
そ
れ
と
も
「
は
か
な
さ
の
相
の
下
で
（su

b  sp
e
cie  v

an
itatis

）
」
（S

e
e
l ,  

1
9
9
1
,  S

.  1
9
6

）
捉
え
る
か
に
起
因
し
て
い
る
。 

（
二
九
）S

e
e
l ,  1
9
9
1
,  S

.  7
0
f . 

（
三
〇
）
「
天
才
の
他
の
人
々
に
対
す
る
こ
の
長
所
は
、
天
才
に
意
識
が
明
晰
に
な
る
と

そ
れ
だ
け
高
ま
る
苦
悩
と
異
質
な
人
種
の
下
で
の
荒
涼
と
し
た
孤
独
を
代
償
と

し
て
支
払
わ
せ
る
」
（W

I  S
.  3
1
5

）
。 

（
三
一
）
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
意
志
の
沈
黙
の
記
述
は
、
ベ
ッ
カ
ー
（1

9
6
3

）
の
無

関
心
の
理
解
と
近
い
。
ベ
ッ
カ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
無
関
心
は
「
美
の
体
験
が
成
立

す
る
時
、
い
さ
さ
か
も
利
害
関
心
が
な
い
と
い
う
意
味
に
誤
解
し
て
は
い
け
な

い
」
（S

.  1
8

）
と
言
う
。
そ
し
て
彼
は
独
自
に
「
美
の
体
験
に
お
い
て
利
害
関
心

は
惹
き
起
こ
さ
れ
る
と
同
時
に
破
壊
さ
れ
る
、
し
か
も
現
象
的
に
与
え
ら
れ
た
も

の
と
し
て
」
（ib

id
.

）
と
考
え
る
。 

（
三
二
）F

re
d
e
rick  

C
.  
B
e
ise
r
,  
A
fter  

H
egel .  

G
erm

a
n  

P
h
ilsoph

y  
1
8
4
0
-1
9
0
0
,  

P
rin
ce
to
n  U

n
iv
e
rsity  P

re
ss

,  P
rin
ce
to
n
,  2
0
1
4
. 

（
三
三
）
人
生
の
苦
悩
に
救
済
と
い
う
価
値
を
与
え
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
を

ニ
ー
チ
ェ
は
禁
欲
主
義
と
し
て
批
判
的
に
分
析
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
道
徳
の

系
譜
』
の
第
三
論
文
に
よ
れ
ば
、
「
禁
欲
主
義
的
理
想
を
外
に
し
て
は
、
人
間
は
、

人
間
と
い
う
動
物
は
こ
れ
ま
で
何
の
意
味
を
も
も
た
な
か
っ
た
」
（
信
太
正
三
訳
、

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
三
年
、
五
八
二
頁
）
。
ま
た
、
「
禁
欲
主
義
的
理
想
は
、

ど
の
点
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
た
も
の
と
し
て
は
上
等
の
〈
や
む
を
え

な
い
代
用
品
〉
で
あ
っ
た
」
（
五
八
三
頁
）
。
こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
透
か
し
見
え
る

よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
救
済
論
を
評
価
す
る
と
同
時
に
、

そ
れ
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機

会
に
考
察
を
試
み
た
い
。 

   


