
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・宗
教
を
ど
う
捉
え
る
か

『ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
批
判
』

序ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
は
古
代
か
ら
十
九
世
紀
末
に
至
る
ま
で

の
西
洋
の
精
神
史
を
或
る
一
つ
の
価
値
崩
壊
の
過
程
で
あ
る

と
捉
え
、
そ
の
過
程
す
な
わ
ち
「ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」に
対
し
て

批
判
を
加
え
た
上
で
①
、
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
新
し
い

「価
値
転
換
」
を
行
お
う
と
試
み
た
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば

「価
値
」と
は
我
々
の
「生
存
条
件
」、す
な
わ
ち
我
々
の
生

存
に
対
し
て
或
る
意
味
や
目
標
を
付
与
す
る
よ
う
な
も
の
の

総
体
で
あ
る
。価
値
と
は
我
々
に
生
存
の
指
針
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
ゆ
え
、価
値
の
問
題
は
各
人
の
人
生
観
ひ
い
て
は

宗
教
観
の
問
題
と
も
密
接
に
関
係
す
る
。　
一般
的
に
ニ
ー

チ
ェ
の
哲
学
は
Ｆ
一ヒ
リ
ズ
ム
」と
い
う
語
の
も
と
に
理
解

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、ニ
ー
チ
ェ
哲
学
が
す
な
わ
ち

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
と
考
え
る
の
は
誤
解
で

あ
ろ
う
。ニ
ー
チ
ェ
は
西
洋
に
お
け
る
従
来
の
思
惟
全
体
を

千
葉
　
一弥

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
、自
己
の
哲
学
は
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
を
越
え
行
く
も
の
と
考
え
て
い
た
。

本
論
の
目
的
は
、ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
概
念
を
中
心
軸
に
と
り

つ
つ
ニ
ー
チ
ェ
の
価
値
に
つ
い
て
の
議
論
を
概
観
す
る
こ
と

で
あ
る
。（な
お
本
論
は
コ
一ヒ
リ
ズ
ム
」に
つ
い
て
の
概
括

的
な
考
察
を
踏
み
台
と
し
て
、む
し
ろ
現
代
に
お
け
る
「価

値
」お
よ
び
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
論
者
自
身
の
見
解
を
導

き
出
す
こ
と
を
目
指
す
。ゆ
え
に
「ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」に
つ
い

て
の
哲
学
論
文
と
し
て
は
内
容
が
粗
略
に
過
ぎ
、通
俗
的
で

あ
る
と
い
う
批
判
は
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。）コ
一ヒ
リ
ズ

ム
」と
い
う
語
は
ニ
ー
チ
ェ
自
身
に
よ
っ
て
も
様
々
な
意
味

で
用
い
ら
れ
る
が
、本
稿
で
は
、そ
れ
の
意
味
内
容
を
特
に

次
の
二
つ
に
限
定
し
て
論
じ
る
②
。
（
こ
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と

は
、
こ
の
世
に
お
け
る
生
存
の
価
値
を
「無
」
で
あ
る
と
し

て
否
定
す
る
よ
う
な
思
想
体
系
の
謂
で
あ
る
。ニ
ヒ
リ
ズ
ム



的
な
思
想
体
系
は
生
存
の
彼
岸
に
絶
対
的
価
値
が
存
す
る
と

主
張
し
、我
々
の
生
存
は
彼
岸
に
至
る
た
め
の
過
渡
的
意
義

し
か
持
た
な
い
と
考
え
る
。（二
Ｖ
」の
語
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的

思
想
が
結
果
と
し
て
引
き
起
こ
す
よ
う
な
、価
値
崩
壊
と
い

う
歴
史
的
事
象
を
も
意
味
す
る
。ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
宗
教
を
基
礎
に
お
く
西
洋

の
価
値
体
系
は
ｏ
、今
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
事
象
に
直
面

さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

一　
神
の
死

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
西
洋
の
価
値
体
系
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的

状
況
に
直
面
し
つ
つ
あ
る
理
由
は
、西
洋
の
思
想
的
基
盤
が

主
に
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。従
来
キ
リ
ス
ト

教
は
以
下
の
よ
う
な
存
在
根
拠
を
有
し
て
い
た
。（
一）諸
価

値
の
根
拠
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
。キ
リ
ス
ト
教
的
な
解
釈

に
よ
れ
ば
神
は
世
界
の
創
造
主
で
あ
り
、真
善
美
お
よ
び
聖

と
い
っ
た
価
値
の
究
極
に
位
置
す
る
ｏ神
の
意
志
が
世
界
の

運
行
を
つ
か
さ
ど
っ
て
お
り
、世
界
の
歴
史
は
神
の
意
志
の

成
就
へと
向
け
て
収
飲
し
て
行
く
。か
く
な
る
キ
リ
ス
ト
教

的
世
界
観
は
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
結
合
し
て
、西
洋
独
特
の
二

世
界
説
を
つ
く
り
出
し
た
。す
な
わ
ち
世
界
は
「真
な
る
世

界
只
永
遠
な
る
イ
デ
ア
の
世
界
、理
念
の
世
界
、客
観
）と
、

「仮
象
の
世
界
只
生
成
消
滅
す
る
現
象
界
、感
覚
や
肉
体
に

よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
世
界
、主
観
）と
か
ら
成
る
。一削者
は

価
値
を
は
か
る
際
の
絶
対
的
基
準
で
あ
り
、前
者
が
光
で
あ

る
と
す
れ
ば
後
者
は
そ
れ
の
影
の
ご
と
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

だ
が
中
世
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
科
学
的
思
考
が
ま
す
ま
す
一般

に
浸
透
す
る
に
つ
れ
、
一切
の
事
象
を
神
の
善
な
る
意
志
の

も
と
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
傾
向
は
徐
々
に
退
け
ら

れ
て
い
っ
た
。科
学
的
思
考
は
洗
練
さ
れ
、信
仰
に
お
け
る

真
理
と
矛
盾
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。こ
の
矛
盾
に
直
面

し
た
西
洋
の
知
的
良
心
η
誠
実
さ
し
は
、従
来
の
キ
リ
ス

ト
教
的
価
値
に
対
す
る
深
い
懐
疑
を
生
み
出
し
、こ
の
懐
疑

が
伝
統
的
価
値
の
権
威
を
崩
壊
さ
せ
る
に
至
る
ｏ
。
「キ
リ
ス

ト
教
的
誠
実
さ
は
一
つ
一
つ
と
結
論
を
ひ
き
出
し
た
後
、己

の
最
も
強
力
な
結
論
を
、つ
ま
り
己
自
身
に
反
抗
す
る
結
論

を
引
き
出
す
。」か
く
な
る
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
の
自
己
崩
壊
は

一
つ
の
壮
大
な
「大
芝
居
」で
あ
り
、「最
も
恐
る
べ
き
、最

も
い
か
が
わ
し
い
、だ
が
お
そ
ら
く
は
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
芝

居
の
中
で
も
希
望
を
最
も
多
く
は
ら
ん
だ
芝
居
」な
の
だ
と

言
わ
れ
る
６
〓
懺
Ｈヽ
ド
田
〓ｔ
ｅ
。既
成
の
価
値
体
系
が
崩

壊
す
る
と
い
う
こ
と
は
、多
く
の
人
々
の
目
に
は
恐
る
べ
き

嘆
か
わ
し
い
出
来
事
と
し
て
映
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で

シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
厭
世
観
も



出
て
来
る
。し
か
る
に
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、む
し

ろ
西
洋
の
人
間
は
こ
の
出
来
事
を
積
極
的
に
新
た
な
価
値
創

造
へと
転
じ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（二
）道
徳
の
根

拠
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
。キ
リ
ス
ト
教
は
西
洋
の
人
間
に

と
っ
て
道
徳
的
価
値
の
基
準
で
も
あ
っ
た
が
、そ
の
核
心
に

あ
っ
た
の
は
「同
情
道
徳
」
で
あ
る
ｏ
。
同
情
道
徳
は
「弱

さ
Ｌ
罪
深
さ
」と
い
っ
た
概
念
に
よ
っ
て
人
間
存
在
を
基
礎

づ
け
、ま
た
人
間
ど
う
し
を
結
合
し
よ
う
と
す
る
道
徳
で
あ

る
。ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
同
情
道
徳
の
根
源
に
存
す
る
の
は

弱
者
に
対
す
る
憐
憫
の
情
で
あ
り
ｏ
、，ｃの
道
徳
は
弱
者
の

生
存
を
肯
定
し
保
存
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。な
お
こ
こ

で
一言
し
て
お
く
が
、ニ
ー
チ
ェ
の
論
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

教
の
概
念
は
内
容
上
特
殊
な
性
格
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
お

り
、必
ず
し
も
今
日
で
言
う
キ
リ
ス
ト
教
一般
の
概
念
と
は

一致
し
な
い
点
も
か
な
り
多
い
。ま
た
彼
の
論
は
神
学
や
教

理
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
視
野
に
置
く
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
形
で
現
れ
る
よ
う
な
現
象
や
、

そ
の
宗
教
が
個
々
人
に
及
ぼ
す
心
理
的
、思
想
的
影
響
を
思

惟
の
対
象
に
す
る
ｏ
。

こ
れ
ま
で
西
洋
の
人
々
を
支
え
て
い
た
希
望
は
、将
来
に

お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
る
も
の
が
絶
対
的
真
理
と
し
て
顕

現
し
、弱
き
人
間
た
ち
の
幸
福
を
保
証
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。し
か
る
に
現
実
は
そ
う
な
っ
て

お
ら
ず
、今
や
人
々
は
、か
つ
て
の
自
分
た
ち
の
希
望
に
対

し
疑
間
を
抱
き
始
め
る
。も
し
か
す
る
と
自
分
た
ち
の
期
待

は
裏
切
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
に
奉

仕
し
て
き
た
人
々
の
膨
大
な
量
の
努
力
は
無
駄
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
頭
を
も
た
げ
る
。フ」れ
ま
で
の
一

切
は
「徒
労
で
あ
っ
た
」と
い
う
絶
望
の
感
情
が
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
根
本
的
な
「パ
ト
ス
（情
念
ご
で
あ
る
０
。も
は
や
今

で
は
諸
価
値
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
の
根
拠
と
し
て
の
神

は
、絶
対
的
権
威
と
し
て
の
力
を
喪
失
し
た
。す
な
わ
ち
「神

は
死
ん
だ
」の
で
あ
り
⑨
、
一切
の
根
拠
と
し
て
の
神
と
い

う
概
念
は
「も
は
や
余
り
に
も
極
端
な
一
つ
の
仮
説
」
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
０
「
■
≦
日
いヽも
一０
。西
洋
の
人
間
は
、

か
く
な
る
事
態
に
対
し
て
、い
か
な
る
態
度
を
と
る
べ
き
か
。

古
い
神
に
早
く
見
切
り
を
付
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、そ
れ

と
も
古
い
神
に
対
す
る
信
仰
を
保
持
し
て
行
く
べ
き
か
。

ニ
ー
チ
ェ
は
断
固
と
し
て
前
者
を
選
択
す
べ
き
だ
と
主
張
す

る
。（そ
の
点
、ト
ル
ス
ト
イ
ま
た
は
ル
ナ
ン
な
ど
他
の
同
時

代
の
思
想
家
た
ち
が
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
内
部
の
自
己
変

革
を
志
向
し
て
イ
エ
ス
崇
拝
に
傾
き
、決
し
て
キ
リ
ス
ト
教

そ
の
も
の
の
否
定
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
の
と
は
根
本
姿
勢

が
大
き
く
異
な
る
。）こ
れ
ま
で
西
洋
の
人
間
は
一切
の
事
柄



の
原
因
を
全
て
神
へ
と
還
元
し
、神
と
い
う
目
に
は
見
え
な

い
権
威
に
一切
を
棚
上
げ
し
て
来
た
の
で
あ
る
。だ
が
ニ
ー

チ
ェ
に
よ
れ
ば
、フ」れ
か
ら
人
間
は
自
分
の
足
で
大
地
に
誇

ら
し
く
立
つ
べ
き
で
あ
り
、か
つ
て
の
同
情
道
徳
を
乗
り
越

え
自
己
の
存
在
を
よ
り
強
き
も
の
へと
高
め
て
行
く
よ
う
に

す
べ
き
で
あ
る
。

一一　
生
存
に
対
す
る
解
釈

従
来
の
哲
学
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
が
唯
一

絶
対
だ
と
さ
れ
、他
の
価
値
体
系
は
悪
な
る
も
の
と
し
て
非

難
さ
れ
た
。キ
リ
ス
ト
教
の
神
、隣
人
愛
を
基
礎
と
す
る
道

徳
は
自
明
の
「真
理
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、そ
れ
ら
は
一

切
の
感
覚
的
で
経
験
的
な
る
も
の
を
超
越
す
る
普
遍
で
あ
る

と
規
定
さ
れ
て
い
た
。西
洋
の
価
値
体
系
が
言
わ
ば
閉
塞
状

況
に
陥
っ
た
の
は
、か
よ
う
な
排
他
的
な
価
値
観
が
支
配
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。だ
が
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、も
と
も

と
世
界
に
は
唯
一絶
対
の
解
釈
な
ど
は
存
在
し
な
い
。世
界

は
諸
々
の
解
釈
相
互
の
闘
争
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、解
釈
を

行
う
点
（遠
近
法
）は
無
数
に
存
在
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
見

解
に
従
う
な
ら
我
々
の
生
は
、複
数
の
解
釈
が
相
互
に
闘
争

し
合
う
こ
と
に
よ
り
強
化
さ
れ
、高
め
ら
れ
る
。も
し
或
る

一
つ
の
解
釈
が
唯
一の
真
理
と
し
て
通
用
し
、絶
対
的
権
威

と
な
っ
て
他
の
諸
解
釈
を
排
斥
す
る
な
ら
、
生
の
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
営
み
は
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。そ
れ
ゆ

え
、ま
ず
ニ
ー
チ
ェ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
単
な
る
遠
近
法
の
中

の
一
つ
と
い
う
位
置
へと
後
退
さ
せ
る
⑩
ピ
一―
チ
エ
は
従

来
の
価
値
一元
論
を
解
体
し
、相
対
主
義
的
な
価
値
多
元
論

を
打
ち
立
て
る
。だ
が
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
最
終
目
的
は
、
一

度
解
体
さ
れ
た
諸
価
値
を
更
に
新
た
な
秩
序
へと
再
編
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。彼
の
考
え
る
新
た
な
価
値
秩
序
に
と
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
は
決
し
て
望
ま
し
い
一
つ
の
価
値
で
あ
る
と
は

見
な
さ
れ
な
い
。ニ
ー
チ
ェ
哲
学
は
キ
リ
ス
ト
教
を
排
除
し

よ
う
と
す
る
方
向
へと
む
か
う
。そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

か
つ
て
西
洋
は
或
る
歴
史
的
必
然
か
ら
し
て
キ
リ
ス
ト
教

を
選
択
し
、
こ
の
宗
教
は
西
洋
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
役

立
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。そ
の
こ
と
を
敢
え
て
ニ
ー
チ
ェ
は

否
定
し
な
い
。確
か
に
キ
リ
ス
ト
教
は
西
洋
の
歴
史
を
救
っ

た
の
で
あ
り
、と
り
わ
け
、ラ」の
宗
教
は
我
々
の
生
存
に
対

し
て
或
る
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
人
間
を
絶
望
の
危

機
か
ら
救
っ
た
。ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、か
つ
て
人
間
の
生

存
に
と
っ
て
恐
怖
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
苦
痛
そ
の
も
の

で
は
な
く
、「何
の
た
め
に
苦
痛
を
受
け
る
の
か
と
い
う
問
い

の
叫
び
に
対
し
て
答
え
の
欠
け
て
い
た
こ
と
」
で
あ
っ
た

０
〓
費
ＨＦ
Ｎド
Ｎｅ
。絶
対
的
権
威
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
道



徳
と
い
う
一
つ
の
「仮
説
」は
、「人
間
が
人
間
と
し
て
自
分

自
身
を
軽
蔑
す
る
こ
と
を
防
ぎ
」、「人
間
が
認
識
に
絶
望
す

る
こ
と
を
防
い
だ
」
の
で
あ
り
、一言
わ
ば
「自
己
保
存
の
手

段
」
で
あ
っ
た
０
一〓
﹈卜ヽ
３
）。た
だ
し
キ
リ
ス
ト
教
が
説

い
た
生
存
の
意
味
と
い
う
の
は
極
め
て
自
己
否
定
的
な
も
の

で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、か
の
宗
教
は
一時
的
に
人
間
を
救
い
は

し
た
が
、ま
た
反
面
、多
く
の
人
間
の
精
神
を
傷
つ
け
害
し

た
の
で
あ
る
。キ
リ
ス
ト
教
は
人
間
の
罪
責
意
識
に
訴
え
か

け
、人
間
の
繊
細
な
良
心
を
傷
つ
け
る
宗
教
で
あ
り
、フ」の

点
ゆ
え
に
ニ
ー
チ
ェ
は
徹
底
し
た
反
キ
リ
ス
ト
者
の
態
度
を

取
る
ｏ
。

キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
は
人
間
の
生
か
ら
本
来
の
力
強
さ
を

奪
い
人
間
の
良
心
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
宗
教
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
に
代
わ
る
よ
う
な
新
た
な
価
値
が
西
洋
に
お
い
て
立
て

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。そ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
、生
存
に
対
す

る
新
た
な
解
釈
の
一
つ
と
し
て
「超
人
」の
論
を
展
開
す
る
。

〓一　
超
人

ニ
ー
チ
ェは
従
来
の
神
に
代
わ
る
理
想
と
し
て
、「超
人
」

と
い
う
新
た
な
像
を
創
造
し
た
。「超
人
ａ
ｇ
ヨ
″の認
のご
」

と
は
、
不
断
に
自
ら
の
日
常
的
な
生
存
を
積
極
的
に
超
克

含
げ９
■ｒ
計
こ
し
て
行
く
と
い
う
人
間
の
本
来
的
な
在
り
か

た
を
理
念
化
し
た
も
の
で
あ
る
。超
人
は
彼
岸
に
存
在
す
る

絶
対
的
権
威
で
は
な
く
、人
間
の
自
己
目
的
で
あ
る
。従
来

の
神
は
世
界
に
超
越
し
た
権
威
で
あ
っ
た
が
、超
人
は
人
間

が
人
間
自
ら
の
た
め
に
措
定
し
た
内
在
的
な
理
想
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
の
超
人
と
は
、従
来
の
同
情
道
徳
や
非

利
己
主
義
道
徳
を
徹
底
的
に
克
服
し
た
強
者
の
イ
メ
ー
ジ
で

あ
っ
た
。た
だ
し
超
人
と
い
う
の
は
具
体
的
に
何
を
指
示
す

る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
明
確
に
答
え
る
こ
と
は
難
し

い
。ニ
ー
チ
ェ
自
身
は
、誰
々
が
超
人
で
あ
る
と
い
う
表
現

を
用
い
な
い
。超
人
は
或
る
「典
型
」で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

超
人
と
は
、通
常
の
社
会
的
規
範
を
乗
り
越
え
て
世
界
の
あ

り
か
た
を
変
革
し
て
し
ま
う
よ
う
な
天
才
的
人
間
の
こ
と
だ

と
い
う
表
現
も
可
能
で
あ
ろ
う
⑫
。目
下
の
キ
リ
ス
ト
教
的

価
値
に
お
い
て
は
、精
神
的
ま
た
は
宗
教
的
価
値
体
系
の
頂

点
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、弱
き
人
間
と
聖
職
者
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、「強
さ
Ｌ
力
」の
概
念
を
軸

に
未
来
の
社
会
像
を
構
築
し
直
そ
う
と
す
る
。ニ
ー
チ
ェ
の

描
い
た
理
想
の
将
来
像
に
よ
れ
ば
、い
つ
か
将
来
、超
人
が

到
来
し
て
従
来
の
価
値
体
系
を
打
ち
砕
き
、強
者
の
支
配
に

よ
る
貴
族
政
治
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ｏ
。西
洋

の
歴
史
を
最
終
的
に
コ
一ヒ
リ
ズ
ム
」か
ら
救
う
の
は
超
人

な
の
で
あ
る
。ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
は
、ま
ず
差
し
当
た
っ
て



従
来
の
価
値
の
中
心
を
無
数
の
点
へ
と
、つ
ま
り
個
人
へと

解
体
し
た
。世
界
の
本
質
は
カ
オ
ス
の
中
に
お
け
る
闘
争
で

あ
る
。だ
が
ニ
ー
チ
ェ
が
最
終
的
に
提
示
し
た
未
来
の
社
会

像
は
、主
体
的
な
個
人
相
互
の
闘
争
に
立
脚
す
る
も
の
で
は

な
い
。な
ぜ
な
ら
実
際
の
と
こ
ろ
完
全
に
主
体
的
で
自
由
な

個
人
と
い
う
の
は
稀
な
存
在
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、そ
の
他
の

多
く
の
人
間
は
、社
会
の
権
威
に
従
う
大
衆
と
し
て
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
ゆ
え
主
体
的
で
自
由
な
る
人
間
が
大

衆
を
導
い
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。ま
ず
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学

は
、従
来
の
価
値
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
破
壊
す
る
。そ
の
頂
点

に
は
神
、聖
職
者
、弱
き
人
間
が
置
か
れ
て
い
た
。次
に
ニ
ー

チ
ェ
は
、主
体
的
で
自
由
な
人
間
を
頂
点
と
す
る
新
し
い
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
を
構
築
す
る
。そ
の
最
高
点
に
立
つ
も
の
と
し
て

彼
は
「超
人
」
の
像
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。

結
論で

は
最
後
に
、ニ
ー
チ
ェ
の
提
示
し
た
価
値
観
の
展
望
は

今
日
の
我
々
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
、と
い
う

問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。ニ
ー
チ
ェ
が
ま
ず
従
来
の
神

を
頂
点
と
し
た
価
値
〓ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
解
体
し
価
値
の
中
心

点
を
人
間
へと
移
し
た
上
で
、人
間
本
来
の
強
さ
を
新
た
な

価
値
の
基
準
と
し
た
こ
と
は
、今
日
の
我
々
に
と
っ
て
も
大

い
に
示
唆
的
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。た
だ
し
彼
が
新
た

に
構
想
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
像
に
関
し
て
言
え
ば
、多
く
の

問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、批
判
的
な
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
が
行
っ
た
価
値
転
換
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
内
部

の
構
成
を
逆
転
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
い

う
構
造
そ
の
も
の
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
った
の
で
は

な
い
か
と
い
う
批
判
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。彼
の
言
う
新

た
な
価
値
秩
序
の
原
理
は
、人
間
の
「強
さ
」で
あ
っ
た
。ゆ

え
に
我
々
自
身
が
自
己
を
強
く
高
め
る
と
い
う
目
的
の
た
め

に
は
弱ヽ
者
を
保
護
す
る
必
要
は
無
い
と
い
う
結
論
が
導
か

れ
る
ｍ
ピ
一―
チ
エ
の
無
神
論
が
逢
着
す
る
点
は
、さ九全
な

個
人
主
義
お
よ
び
反
道
徳
主
義
で
あ
る
。仮
に
我
々
が
彼
の

言
う
理
想
の
社
会
像
を
思
い
描
い
て
み
る
な
ら
、そ
れ
は
殺

伐
と
し
た
光
景
を
呈
す
る
だ
ろ
う
。か
く
な
る
社
会
に
お
い

て
個
人
の
あ
り
か
た
は
常
に
エ
ゴ
イ
ス
テ
イ
ツ
ク
で
あ
り
、

自
己
が
他
者
を
生
き
た
人
格
と
し
て
愛
す
る
と
い
う
関
係
は

成
立
し
な
い
。ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
に
は
他
者
論
が
欠
落
し
て

お
り
人
間
の
孤
独
な
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。ニ
ー
チ
ェ
は
常

に
ギ
リ
シ
ア
お
よ
び
ロ
ー
マ
的
な
る
も
の
と
、キ
リ
ス
ト
教

的
な
る
も
の
と
を
哉
然
と
区
別
し
の
、前
者
へ
の
復
帰
を
理

想
と
し
て
お
り
、い
き
お
い
彼
の
論
調
は
復
古
的
か
つ
ロ
マ



ン
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。弱
者
を
保
存
す
る
よ
う

な
旧
来
の
道
徳
を
捨
て
て
力
強
い
古
典
的
人
間
像
へ帰
れ
と

い
う
彼
の
極
端
な
論
は
、後
に
ナ
チ
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

よ
っ
て
誤
った
仕
方
で
解
釈
さ
れ
悪
用
さ
れ
る
宿
命
を
担
う

こ
と
に
も
な
っ
た
。し
た
が
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
は
も
と
も

と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
が
、今
日
の

我
々
の
目
か
ら
す
る
と
彼
の
哲
学
自
体
が
極
め
て
ニ
ヒ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
（虚
無
主
義
的
）な
論
の
よ
う
に
も
見
え
て
し
ま

う
。か
く
な
る
問
題
点
を
有
し
た
が
ゆ
え
に
、ニ
ー
チ
ェ
の

論
は
最
終
的
に
キ
リ
ス
ト
教
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
意

義
を
現
実
の
歴
史
に
お
い
て
は
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

我
々
の
生
存
に
対
し
て
意
義
づ
け
を
与
え
て
く
れ
る
も
の

は
、
西
洋
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
既
成
宗
教
で

あ
っ
た
。そ
の
既
成
宗
教
が
絶
対
的
価
値
と
し
て
の
権
威
を

喪
失
し
始
め
た
と
き
、
ニ
ー
チ
ェ
は
ま
ず
価
値
の
中
心
を

個
々
の
人
間
へ
と
解
体
し
、カ
オ
ス
的
価
値
観
に
お
け
る
相

互
闘
争
と
い
う
多
元
的
世
界
像
を
提
示
し
た
。
だ
が
ニ
ー

チ
ェ
の
目
か
ら
す
れ
ば
人
間
は
常
に
既
成
の
価
値
に
従
っ
て

自
己
の
生
存
を
秩
序
づ
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、多
く
の
諸

価
値
が
同
時
に
な
ら
び
立
つ
よ
う
な
全
く
無
秩
序
な
価
値
の

構
造
は
、人
間
を
不
安
な
状
態
へ、場
合
に
よ
っ
て
は
絶
望

的
状
況
へ
と
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
。す
べ
て
の
価
値
が
全

く
相
対
化
さ
れ
た
状
態
も
ま
た
、或
る
意
味
で
は
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。そ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
人
間
の
本

来
的
な
「強
さ
Ｌ
超
人
」と
い
っ
た
概
念
で
も
っ
て
価
値
体

系
の
再
編
を
企
て
た
が
、彼
の
試
み
は
結
果
と
し
て
空
想
的

な
領
域
に
と
ど
ま
り
、現
実
を
大
き
く
変
え
る
力
を
持
た
な

か
っ
た
。
一切
は
神
が
創
造
し
た
と
い
う
従
来
の
世
界
観
を

逆
転
さ
せ
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
一切
は
個
々
の
存
在
者
の
解
釈

作
用
が
創
造
す
る
の
だ
と
言
っ
た
。し
か
る
に
価
値
の
重
心

を
神
か
ら
人
間
へ
と
移
し
替
え
る
だ
け
で
は
、生
存
の
中
に

価
値
あ
る
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
人
間
の
強
い
欲
求
に
応

え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。も
し
仮
に
今
日
の
我
々
が

カ
オ
ス
的
な
多
元
論
を
超
え
た
新
た
な
価
値
を
創
造
し
獲
得

し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
、そ
の
価
値
の
シ
ス
テ
ム
は
、ニ
ー

チ
ェ
が
主
張
し
た
よ
う
な
論
よ
り
も
、は
る
か
に
深
み
と
現

実
味
と
を
帯
び
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
あ
る
い
は
カ
オ
ス
的
多
元
論
の
状
態
こ
そ
が
望
ま
し
い

と
捉
え
る
立
場
も
大
い
に
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。だ

が
そ
の
場
合
に
も
、無
責
任
な
相
対
主
義
は
我
々
に
希
望
的

な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。我
々
は
諸
々
の
価

値
を
相
対
化
す
る
立
場
と
、或
る
程
度
ま
で
絶
対
化
す
る
立

場
と
の
間
を
街
往
し
つ
つ
、あ
る
べ
き
価
値
体
系
の
可
能
性



を
今
後
も
模
索
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
ｏ
。

凡
例ニ

ー
チ
ェ
か
ら
の
引
用
は
全
て
Ｋ
Ｇ
Ｗ
つ一いの一Ｎ∽ＯＦＯ

ミ́
Φ】Ｆ
ｏ一【
『い０いののデ
ｏ　Ｏ
Ｏ∽”ヨユ
”“
∽””σ①ヽ

Ｆ①『”“∽”〇”〇げ①目く９
ス
ざ
Ч
５
２
甲
）Ｆ
“●ｏ〓
”Ｎ国Ｆ
ｏ

〓
８
一Ｆ
円
計〓
”【一９
計
の〓
ゝ
ｏ『）のΦ〓
お
ＯＪ
に
依

拠
。著
作
の
略
号
は
以
下
の
通
り
。

の
〓
雨
“【Ｏ
ｏ●Φ”ざ
鴨
①“ｑ
〓
９
』
（道
徳
の
系
譜
）

Ｎ
＞
≧
８
８
『器
Ｆ
Ｎ
”
轟
警
湧
薄
”
（
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト

ラ
は
こ
う
語
っ
た
）

＞Ｑ
∪
９
＞
口一けギ
おス
反
キ
リ
ス
ト
者
）

国目
的
８
Φギ
ヨ
ｏ
→
」の
人
を
見
よ
）

な
お
略
号
の
無
い
も
の
は
遺
稿
断
片
か
ら
の
引
用
で
、

断
片
番
号
を
付
し
て
あ
る
。

註
（１
）ニ
ー
チ
ェ
哲
学
に
お
け
る
コ
一ヒ
リ
ズ
ム
」の
問
題
を

分
析
的
に
論
し
た
文
献
の
数
は
国
の
内
外
を
通
じ
て
多

く
は
無
い
。そ
の
中
で
比
較
的
新
し
く
、し
か
も
最
も

信
頼
の
置
け
る
著
作
は
ク
ー
ン
の
論
Ｇ
﹈一〓
げｇ
Ｆ

【
ｃ
ｒ
●
一Ｚ
いｏ一Ｎののデ
①の
「
デ
〓
〇∽ｏ●
Ｆ
いｏ　
魚
①∽

〇“】ＯＵ摯ぃのｏＦ
ｏい　ソコｒ
い】μめヨ”“∽・　こく”】一Φ『　●①

ｏ
〓
ゝ
Φ】ヽ
い８
Ｎ）で
あ
ろ
う
。

（２
）か
く
な
る
二
つ
の
意
味
内
容
に
限
定
し
た
場
合
、ニ
ヒ

リ
ズ
ム
は
あ
く
ま
で
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

消
極
的
意
味
し
か
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
る
に

ニ
ー
チ
ェ
は
更
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
意
味
を
掘
り
下
げ
て

考
え
、
こ
の
語
に
積
極
的
意
義
を
も
認
め
よ
う
と
す

る
。ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
語
は
、人
間
の
生
存
に
「無
」

の
意
識
が
不
断
に
立
ち
現
れ
る
と
い
う
実
存
的
な
事
態

を
も
指
し
て
い
る
。人
間
が
日
常
生
活
に
お
い
て
無
と

向
き
合
う
と
い
う
事
態
は
避
け
ら
れ
な
い
。，ｃの
無
か

ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
は
生
存
の
問
題
を
根
本
的
に
解
決

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。そ
れ
ゆ
え
人
間
は
む
し
ろ

無
と
徹
底
的
に
向
か
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
単
に
消
極

的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超
え
る
べ
き
で
あ
り
、そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
新
し
い
地
平
に
立
つ
べ
き
だ
と
ニ
ー
チ
ェは

考
え
る
。

（３
）キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
と
共
に
コ
一ヒ
リ
ズ
ム
的
宗
教
」

に
属
す
る
が
、た
だ
し
原
始
仏
教
が
主
に
イ
ン
テ
リ
階

級
を
対
象
に
し
た
の
に
比
し
て
、キ
リ
ス
ト
教
は
弱
者

や
貧
者
の
救
済
を
目
標
と
し
て
い
た
と
い
う
相
違
点
は



あ
る
と
ニ
ー
チ
ェ
は
結
論
し
て
い
る
３
い
≦
〓
あヽ
じ
。

（４
）
一八
八
七
年
の
遺
稿
に
よ
る
Ｇ
「
■
く
ＨＨ日ヽ
一ｂ
〓
・

Ｎ
一ｅ
。
な
お
「誠
実
さ
」
と
訳
出
し
た
語
は

ヨ
〔シ
■
”おい”″①〓
で
あ
る
が
、
こ
の
語
に
は
「真
理

性
」と
い
う
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
る
。キ
リ
ス
ト

教
道
徳
の
中
の
誠
実
さ
が
自
ら
に
矛
先
を
向
け
る
に
至

り
、や
が
て
自
己
崩
壊
す
る
と
い
う
論
に
関
し
て
は
、

『よ
ろ
こ
ば
し
き
知
識
Ｌ
一五
七
節
、お
よ
び
『道
徳
の

系
譜
』第
二
論
文
の
二
七
節
を
参
照
の
こ
と
。か
く
な

る
「誠
実
さ
」を
め
ぐ
る
問
題
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
が

大
い
に
示
唆
を
受
け
た
思
想
家
は
パ
ス
カ
ル
で
あ
る
。

パ
ス
カ
ル
哲
学
に
お
け
る
科
学
的
良
心
と
信
仰
心
と
の

関
係
、「幾
何
学
的
精
神
」と
「繊
細
な
精
神
」と
の
間

の
相
克
お
よ
び
葛
藤
と
い
う
問
題
は
ニ
ー
チ
ェに
よ
っ

て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
。ニ
ー
チ
ェ
は

パ
ス
カ
ル
の
科
学
的
思
考
や
、『バ
ン
セ
』
の
前
半
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
心
理
的
分
析
を
高
く
評
価
し
、
他

方
、信
仰
の
問
題
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
評
価
を
下
し

て
い
る
。パ
ス
カ
ル
が
科
学
の
問
題
を
信
仰
の
問
題
に

従
属
さ
せ
た
と
い
う
批
判
は
ニ
ー
チ
ェ
の
み
な
ら
ず
近

代
思
想
一般
に
広
く
見
ら
れ
る
。た
だ
し
今
日
の
多
く

の
パ
ス
カ
ル
研
究
者
は
、パ
ス
カ
ル
は
決
し
て
科
学
を

否
定
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
面
を
強
調
し
て
パ
ス
カ

ル
を
弁
護
す
る
傾
向
に
あ
る
。な
お
こ
の
問
題
は
山
崎

庸
祐
氏
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
ニ
ー
チ
ェ』

講
談
社
学
術
文
庫
、
一九
九
六
年
、五
九
〜
七
〇
頁
）。

（５
）同
情
道
徳
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
に
は
、ま
ず
第

一に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
、キ
リ

ス
ト
教
の
道
徳
論
に
対
す
る
反
駁
と
い
う
意
味
が
あ

る
。
第
二
に
近
代
の
ロ
マ
ン
的
な
人
間
理
解
を
批
判

し
、あ
く
ま
で
古
典
古
代
の
男
性
的
な
道
徳
観
を
ニ
ー

チ
ェ
が
目
指
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。第
二
に
注
意

す
べ
き
こ
と
は
、ニ
ー
チ
ェ
は
他
人
に
対
し
て
憐
憫
の

情
を
か
け
る
こ
と
を
総
し
て
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、

人
間
ど
う
し
が
自
ら
の
弱
さ
を
通
し
て
結
び
付
く
と
い

う
シ
ス
テ
ム
の
有
害
さ
を
指
摘
し
、従
来
の
独
善
的
な

利
他
主
義
や
博
愛
主
義
を
批
判
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

２
つ
。

（６
）し
ば
し
ば
ニ
ー
チ
ェは
人
間
の
強
さ
と
弱
さ
を
対
照
的

に
論
じ
る
が
、い
か
な
る
基
準
を
も
っ
て
人
間
の
強
弱

を
決
定
す
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
ニ
ー
チ
ェ自
身

が
明
確
な
定
義
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
無
い
。「強
さ
」

が
単
純
に
肉
体
の
頑
強
さ
を
示
す
も
の
で
は
無
い
と
い

う
こ
と
は
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
ニ
ー
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チ
ェ
が
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
中
で
「弱
者
」と
い
う
場

合
、そ
れ
は
社
会
的
階
層
に
お
い
て
一般
的
に
弱
者
と

呼
ば
れ
る
も
の
を
内
容
と
し
て
含
ん
で
い
る
こ
と
は
否

定
出
来
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（７
）更
に
詳
細
に
ニ
ー
チ
ェ
の
論
を
辿
っ
て
行
く
と
、彼
の

批
判
の
矛
先
は
主
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
終
末
論
的
色
彩
の

濃
い
キ
リ
ス
ト
教
へ、と
り
わ
け
予
定
説
や
奴
隷
意
志

論
を
説
く
一部
の
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
ヘと
向
け

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。中
世
の
世
俗
化
し
た
カ

ト
リ
ッ
ク
に
対
し
て
は
ニ
ー
チ
ェは
比
較
的
好
意
的
な

態
度
を
取
り
、ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
に
つ
い
て
は
批
判

的
で
あ
る
。

（８
）
一八
八
七
年
の
遺
稿
に
よ
る
３
﹇８
〓
日
ＨヽＮヽ
８
）。

（９
ヽ
神
は
死
ん
だ
」と
い
う
言
葉
の
意
味
は
厳
密
に
取
れ

ば
、キ
リ
ス
ト
教
道
徳
に
お
け
る
唯
一神
の
死
を
意
味

す
る
。ニ
ー
チ
ェ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
デ
ィ
オ

ニ
ソ
ス
崇
拝
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
お
り
、多
神
教
す

な
わ
ち
多
元
的
宗
教
観
に
意
義
を
認
め
て
い
る
。ニ
ー

チ
ェ
の
思
想
は
俗
に
言
う
意
味
で
の
「無
神
論
」と
し

て
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
な
い
面
を
持
つ
。

（１０
Ｙ
一―
チ
エ
の
「遠
近
法
主
義
」は
比
較
的
よ
く
一般
に

知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一般
的
な
理
解
に
お
い

て
は
、そ
れ
は
唯
一な
る
絶
対
を
複
数
の
相
対
へと
解

体
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一種
の
懐
疑
主
義
で
あ
る

と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。確
か
に
遠
近
法
主

義
は
、従
来
の
真
理
の
独
断
性
を
批
判
し
破
壊
す
る
た

め
の
懐
疑
主
義
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
る
。け
れ
ど

も
ニ
ー
チ
ェ
は
単
に
従
来
の
真
理
を
批
判
し
破
壊
し
た

の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、そ
こ
に
新
た
な
秩
序
を
再
建
し

よ
う
と
し
た
。そ
の
点
は
後
期
思
想
に
お
い
て
顕
著
に

な
る
。ま
た
遠
近
法
主
義
そ
の
も
の
が
遠
近
法
の
一
つ

に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、我
々
が
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
を

真
面
目
に
受
け
取
る
必
要
も
無
に
帰
す
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
問
題
か
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。つ」の
問
題

に
つ
い
て
は
研
究
者
に
よ
っ
て
見
解
も
ま
ち
ま
ち
で
あ

る
。だ
が
一
つ
言
え
る
の
は
、遠
近
法
主
義
を
否
定
す

る
従
来
の
観
方
と
、自
ら
が
遠
近
法
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
て
い
る
観
方
と
の
間
に
は
或
る
種
の
質
的

な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。ニ
ー

チ
ェ
は
自
分
自
身
の
主
張
の
真
理
性
を
決
し
て
低
く
は

見
て
お
ら
ず
、ニ
ー
チ
ェ
が
ピ
ュ
ロ
ン
の
ご
と
き
徹
底

し
た
懐
疑
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
論
は
成
り
立
た
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。ニ
ー
チ
ェ
の
懐
疑
は
「懐
疑
の
た
め

の
懐
疑
」で
は
な
く
一種
の
「方
法
的
懐
疑
」だ
と
も



言
え
る
。

（Ｈ
）ニ
ー
チ
ェ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
は
論
理
的
に
考
え
る
な

ら
ば
一貫
性
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
一方

に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェは
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
意
義
を

肯
定
し
て
お
り
、ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
発
端
と
な
っ
た

イ
エ
ス
の
思
想
の
一部
に
共
感
を
示
す
。イ
エ
ス
が
実

践
し
た
よ
う
な
「生
は
今
日
な
お
可
能
で
あ
り
、或
る

種
の
人
々
に
と
っ
て
は
必
然
的
な
も
の
で
す
ら
あ
る
。

真
正
に
し
て
根
源
的
な
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、今
後
の
い

か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
」と
も

述
べ
ら
れ
る

，
９
≦
）∞ヽ
Ｓ
ｅ
。
ま
た
、
一切
の
事
物

に
対
し
て
否
定
的
評
価
を
加
え
ず
、あ
る
が
ま
ま
に
万

物
を
愛
す
る
と
い
う
彼
の
「運
命
愛
」の
主
張
か
ら
す

れ
ば
、ニ
ー
チ
ェ
が
キ
リ
ス
ト
教
を
非
難
す
る
理
由
は

無
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。だ
が
他
方
、ニ
ー
チ
ェ
は
諸

価
値
の
新
た
な
秩
序
を
求
め
、弱
者
を
保
存
す
る
キ
リ

ス
ト
教
に
代
わ
る
べ
き
価
値
体
系
を
模
索
す
る
。ニ
ー

チ
ェ
が
理
想
と
す
る
価
値
体
系
は
、ギ
リ
シ
ア
お
よ
び

ロ
ー
マ
文
化
、古
代
イ
ン
ド
の
『マ
ヌ
法
典
』に
見
ら

れ
る
厳
格
な
身
分
制
度
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
な
ど
に
現

れ
、フ」れ
ら
に
比
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
拒
絶
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
『ア
ン
チ
ク
リ
ス

卜
』の
最
終
章
で
は
「私
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
有
罪

を
宣
告
す
る
」と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
●
Ｑ
≦
一ヽ錠

Ｎいｅ
。

（‐２
）
「超
人
」
と
い
う
言
葉
を
具
体
的
な
「天
才
」
の
名
と

置
き
換
え
て
も
よ
い
か
ど
う
か
、と
い
う
問
題
に
答
え

る
こ
と
は
難
し
い
。
一方
で
ニ
ー
チ
ェ
は
「未
だ
な
お

超
人
は
一人
も
存
在
し
た
こ
と
が
無
い
」と
言
う
０
＞

≦
督
、〓
ｇ
。か
く
な
る
言
い
方
か
ら
す
る
と
、超
人
を

歴
史
上
実
在
の
英
雄
と
同
一視
す
る
こ
と
は
正
当
と
は

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
他
方
、
し
ば
し
ば
ニ
ー

チ
ェ
は
超
人
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
や
チ
ュ
ザ
ー
レ
。ボ
ル
ジ

ア
と
結
び
付
け
て
述
べ
て
い
る
。ま
た
著
作
Ｆ
」の
人

を
見
よ
』の
中
で
ニ
ー
チ
ェ
は
、超
人
は
単
な
る
「天

才
崇
拝
」
の
産
物
で
は
無
い
と
も
言
っ
て
い
る

０
目
費
】）∞ヽ
Ｎ∞ｅ
。な
お
ニ
ー
チ
ェ
の
超
人
思
想
に
酷

似
し
た
も
の
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
『罪
と
罰
』

（第
二
編
の
五
）に
見
ら
れ
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の

作
品
か
ら
超
人
の
発
想
を
得
た
わ
け
で
は
無
い
。確
か

に
ニ
ー
チ
ェ
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
一部
の
諸
著
作

に
目
を
通
し
て
は
い
る
が
、文
献
学
的
に
見
れ
ば
、そ

れ
ら
か
ら
彼
が
思
想
的
な
面
で
大
き
な
示
唆
を
直
接
に

受
け
た
と
は
到
底
結
論
し
難
い
。
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（‐３
）か
く
な
る
ニ
ー
チ
ェ
の
政
治
思
想
の
源
泉
と
な
っ
た
の

は
、主
に
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。

（‐４
）
「弱
者
達
、出
来
損
な
い
達
は
没
落
す
べ
し
、
こ
れ
が

す
な
わ
ち
我
々
の
人
間
愛
の
第
一命
題
。今
後
も
彼
ら

の
没
落
に
手
を
貸
し
て
や
る
べ
き
で
あ
る
。」Ｊ
つ
の

背
徳
行
為
よ
り
も
有
害
な
も
の
と
は
何
か
。あ
ら
ゆ
る

弱
者
達
、出
来
損
な
い
達
に
同
情
す
る
と
い
う
行
為
で

あ
る
。
こ
の
行
為
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
・
・
。」

→
Ｑ
≦
電ヽ
あ
ｅ

（・５
）厳
密
に
考
え
る
な
ら
、ロ
ー
マ
的
な
る
も
の
と
キ
リ
ス

ト
教
な
る
も
の
と
を
裁
然
と
区
別
す
る
こ
と
は
妥
当
と

は
見
な
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。著
作
『ア
ン
チ
ク
リ
ス

ト
』に
お
い
て
は
中
世
ル
ネ
サ
ン
ス
の
道
徳
と
キ
リ
ス

ト
教
道
徳
と
が
対
比
的
に
論
ぜ
ら
れ
、前
者
は
力
強
く

男
性
的
な
も
の
、後
者
は
ロ
マ
ン
的
な
快
楽
主
義
の
一

種
と
さ
れ
て
い
る
。だ
が
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
無
し

の
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

ニ
ー
チ
ェ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
理
解
は
近
代
的
な
観
点
お
よ

び
彼
独
自
の
見
解
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

（・６
）論
者
は
、よ
り
成
熟
し
た
宗
教
は
多
元
的
ま
た
は
相
対

的
視
点
を
少
な
く
と
も
ど
こ
か
に
持
た
ね
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
。他
の
価
値
体
系
や
宗
教
に
対
す
る
寛

容
の
態
度
無
き
宗
教
、
一般
的
な
法
体
系
や
自
然
科
学

を
真
っ向
か
ら
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
排
斥
す
る
よ
う
な

宗
教
は
、今
日
の
文
明
社
会
に
お
い
て
は
決
し
て
望
ま

し
い
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。一小教
は
一般
的
な

法
体
系
や
自
然
科
学
を
必
ず
し
も
普
遍
妥
当
的
真
理
と

し
て
認
め
る
必
要
は
無
い
が
、だ
か
ら
と
言
っ
て
、そ

れ
ら
を
排
斥
し
公
共
の
福
祉
を
害
す
る
よ
う
な
権
利
を

決
し
て
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。宗
教
に

つ
い
て
の
多
元
論
あ
る
い
は
相
対
論
は
単
に
傍
観
者
的

で
無
責
任
な
批
判
で
は
な
く
、現
実
に
お
け
る
宗
教
の

内
部
に
お
い
て
も
或
る
程
度
の
妥
当
性
を
持
つ
も
の
だ

と
論
者
は
考
え
た
い
。（ち

ば
　
か
ず
や
　
早
稲
田
大
学
）


