
ニ
ー

チ

ェ
は
、

ど

の
よ
う

に
浬

般
木
を
理

解

し

た

か

湯

田

豊

序

論

西
洋
思
想
史
に
お
い
て
特
に
わ
た
く
し
が
興
味

を

そ
そ
ら

れ
る
の

は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
 
(
G
e
o
r
g
 
w
i
l
h
e
l
m
 
f
r
i
d
e
l
i
c
h
 
h
e
g
e
l
,
 
1
7
7
0
-
1
8
3
1
)
、

二

ー
チ

ェ
 
(
f
r
i
e
d
l
i
c
h
 
n
i
e
t
z
e
c
h
e
,
 
1
8
4
4
-
1
9
0
0
)
、

お
よ
び
フ
ロ
イ
ト
 
(
s
i
-

(
1
)

g
m
u
n
d
 
f
r
e
u
d
,
 
1
8
5
6
-
1
9
3
9
)
 

で
あ

る
。

『
イ

ン
ド
哲

学

の
諸

問

題

』

に

(
2
)

お

い

て

ヘ
ー

ゲ

ル
を
、

『
宗

教

と

は

何

か

』

に

お

い

て

フ

ロ
イ

ト

を
、

わ

た

く

し

は

か

な
り

詳

し
く

扱

っ
た
。

ニ
ー

チ

ェ
に

関

し

て

は
、

「
ニ

(
3
)

ー
チ
ェ
と
仏
教
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
焦
点
を

ニ
ー
チ
ェ
の
浬
桀
観
に
合
わ
せ
、
彼
が
仏
教
、
特
に

小
乗
仏
教

の
浬
繋
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
に
つ
い
て
、
こ
の
機
会

に
わ
た
く
し

は
少
し
ば
か
り
検
討
し
て
み
た
い
。

ニ
ー
チ

ェ
は
、
反
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

ニ
ー

チ

ェ
は
ス
ト

レ
イ
ト
に
キ
リ
ス
ト
教
を
攻
撃
し
、

い
わ
ば
こ
の
宗
教
に

止
め
を
刺
そ
う
と
企
て
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

ニ
ー
チ

ェ
は
決
し
て
キ

リ
ス
ト
教
だ
け
を
攻
撃
目
標
と
し
て
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
そ

の
も

の
を

デ

カ
ダ

ン

ス
と

み

な

し
、

彼

は

仏

教

を

も

痛

烈

に

批
判

し

た
。

ニ
ー

チ

ェ
は

仏

教

を

キ

リ

ス
ト
教

と

同

じ

よ

う

に

ニ
ヒ

リ
ズ

ム

の

宗

教

で

あ

る

と

み

な

し

た

け

れ

ど

も
、

こ

の
二

つ

の
宗

教

が

か

な

り
異

な

っ
て

い
る

こ
と

を
指

摘

す

る

こ

と

を

忘

れ

な

か

っ
た
。

ニ
ー

チ

ェ

は
、

仏

教

を

あ

る

程

度
高

く
評

価

し

て

い
る
。

し

か

し
彼

の
仏

教

に
対

す

る
態

度

は
、

典

型

的

な

ア

ン
ビ
ヴ

ァ

レ

ン

ツ
で

あ

る
。

し

か

し
、

こ

こ

で
は
、

わ

た

く

し

は

そ

の

こ
と

に

は
触

れ

な

い
。

「
ニ
ー

チ

ェ
と

仏

教

」

に

お

い
て
、

こ

の
点

に
関

し

て
、

わ

た

く

し

は

す

で

に
述

べ

て

い

る

か

ら

で
あ

る
。

こ
の

エ

ッ

セ
イ

に

お

け

る

わ
た

く

し

の

テ
ー

マ
は
、

ニ
ー

チ

ェ
が

ど

の
よ

う

に

浬
繋

を

理

解

し

た

か

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

浬

繋
 
(
n
i
r
v
a
n
a
)

に
関
す
る
二
ー
チ

ェ
の
見
解
を
検
討
す
る
際
、

ニ
ー
チ

ェ
が
何
に
反
対

し
た
か
、
何
を
彼
は
克
服
し
よ
う
と
し
た
か
、
何
が
彼
の
問
題
で
あ
っ

た
か
と
い
う
三
点
に
わ
た
く
し
は
特
に
留
意
し
た
。

ニ
ー
チ

ェ
の
浬
架

に
関
す
る
見
解
を
も

っ
と
も

ノ
ー

マ
ル
に
反
映
す

る
幾

っ
か
の
典
型
的

な
陳
述
に

ハ
イ
ラ
イ
ト
を
当
て
て
、
彼
の
浬
繋
観
を
検
討
し
て
み
た
い

ニ
ー

チ

ェ
は
、

ど

の

よ

う

に
浬

繋

を
理

解

し

た

か
 
(
湯

田
)
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ニ
ー

チ

ェ
は
、

ど

の

よ

う

に
浬

繋

を

理

解

し

た

か
 
(
湯

田
)

-
こ

の
よ
う
に
わ
た
く
し
は
思
う
。
し
か
し
極
め

て
残
念
な

ご
と

に
、

ニ
ー
チ

ェ
は
浬
繋
そ
の
も
の
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
て

い
な

い
。
浬
架

に
関
す
る
彼
の
記
述
は
、
あ
ま
り
に
も
僅
か
で
あ
る
。
し
か

し
利
用
出
来
る
極
く
僅
か
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
わ
た
く
し
は
ニ
ー
チ

ェ
の
浬
繋
観
な
い
し
彼
自
身

の
哲
学
的
な
思
考
を
検
討
し
よ
う
。

(
1
)
 無

と
し
て
の
浬
藥

ニ
ー
チ

ェ
は
若

い
時

に

シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
ァ
ー
 
(
a
r
t
h
u
r
 
s
c
h
o
p
e
n
-

h
a
u
e
r
,
 
1
7
8
8
-
1
8
6
0
)
 

の
哲
学
に
遭
遇
し
、
ド
イ
ッ
セ
ン
 
(
p
a
u
l
 
d
e
u
s
s
e
n
,

1
8
4
5
-
1
9
1
9
)

と
親
交
が
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

の
著
書

に
お

い
て
ニ
ー
チ

ェ
は
仏
教
に
僅
か
し
か
言
及
し
て
い
な
い
。
彼
は
シ
ョ
ウ

ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
言
わ
れ
る
。
意
思
を

ニ

ー
チ

ェ
が
強
調
し
た
の
は
、
ま
さ
に
シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
影
響
で

あ
る
。
し
か
し
そ
う
は
い
う
も
の
の
、

一
八
七
二
年
に
出
版
さ
れ
た
彼

の
処
女
作

『
悲
劇
の
誕
生
』
(
b
i
e
 
g
e
b
u
r
t
 
d
e
r
 
t
r
a
g
o
d
i
e
)
 

21
に
お

い

て
ニ
ー
チ

ェ
が
述

べ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
注
目
に
値
す
る
。

そ
こ
で
は
、
彼
は
浬
桀
を
無

と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
確
か
に
浬
盤
と
い
う
語

は
使
用

さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
言
外
に
無
 
(
Z
i
c
h
t
s
)

を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
『陽
気
な
科
学
』
(
b
i
e
 
f
r
o
h
l
i
c
h
e
 
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
 

は
、二

八
八
二
年

に
出
版
さ
れ
た
。

一
八
八
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
そ
れ
の
第
二

版
に
対
す

る
序
文

3
に
お
い
て
、

ニ
ー
チ

ェ
は
あ
の
オ
リ
エ
ン
ト
風

の

無
 
(
U
e
n
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
l
i
s
c
h
e
 
n
i
c
h
t
s
)
 

を
浬
架
と
呼
ん
で
い
る
。
無
が
浬
繋

を
意
味
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
現
代

の
仏
教
学
に
お
い
て
は
も
は
や
時

代
遅
れ
で
あ
る
。
し
か
し

一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
お
い
て
は
、

こ

の
よ
う
な
解
釈
は
有
力
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

ニ
ー
チ

ェ
が
浬

繋
を
無
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
、
わ
れ

わ
れ
は
銘
記
す
べ
き
で

あ
る
。

ニ
ー
チ

ェ
流
に
考
え
れ
ば
、
浬
架
は
無
時
間

の
領
域
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
時
間
の
流
れ
と
は
無
関
係

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
浬
藁
観
を
拒
否

し
て
、

ニ
ー
チ
ェ
は
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
と

ど
ま
ろ
う
と
し
た
。

そ

れ
ゆ
え
に

『
悲
劇
の
誕
生
』
21
に
お
い
て
、
彼

は
次
の
よ
う
に
言

っ
て

い

る
-

…
そ

も
そ
も
無

へ
の
あ

こ
が
れ
に
耐

え
る
よ
う

に
な
る
た
め
に

は
、

イ

ン
ド
仏
教
は
空
間
、
時
間
、
お
よ
び
個
体
を
超
え
て
、
あ
の
稀
な
悦
惚
の
状

態
を
高
め
る
と
共
に
、
そ
れ
ら
の
状
態
を
必
要
と
す
る
。

ニ
ー
チ

ェ
に
よ
れ
ば
、
"
あ
の
稀
な
悦
惚

の
状
態
"
は
、

も
ち

ろ
ん
、

浬
契
を
意
味
す
る
。
し
か
し
無
に
つ
い
て
、

ニ
ー
チ

ェ
は
極
め
て
ユ
ニ

ー
ク
な
解
釈
を
し
て
い
る
。
無
は
、
単
な
る
無

で
は
な
い
。

ニ
ー
チ

ェ

の
考
え
に
よ
れ
ば
、
存
在
と
無
は
同

一
で
あ
る
。
例
え
ば

『
道
徳

の
系

譜
』
(
z
u
r
 
g
e
n
e
a
l
o
g
i
e
 
d
e
r
 
m
o
r
a
l
)
 

に
お
い
て
、

ニ
ー
チ

ェ
は
無
を
神

(
4
)

(
g
o
t
t
)
 

と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
神

と
の
神
秘
的
合

一
へ
の
欲
求

が

無
、

浬
架

へ
の
仏
教
徒
の
欲
求
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、

ニ
ー
チ

ェ
の
到
達
し
た
結
論
で
あ
る
。
そ
し
て
浬
架
は
、
同
時
に
事
物
の
根
拠

-312-



(
5
)

で
も
あ
る
。

結
局
、

ニ
ー
チ

ェ
の
理
解
す
る
無
は
、
単
な
る
無
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
同
時

に
存
在
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
『
反
キ
リ
ス
ト
者
』

(
6
)

(b
e
r
 
a
n
t
i
c
h
r
i
s
r
t
,
 
7
,
 
1
8
9
5
)
 

に
お

い

て
、

次

の
よ

う

に
言

う
-

人
は
、

"
無
"
と

は
言
わ
な
い
。

そ
の
代
わ

り

に
、
人

は

"
来
世
"
あ

る

い
は

"
神
"
あ

る
い
は

"
真
実

の
生
命
"
、
あ

る

い
は

浬
繋
、

救
済
、

祝
福

と
言
う
。

浬

架

が
無

で
あ

り
、

仏

教

徒

は

そ

れ

に

あ

こ

が

れ

る

と

い

う

見

方

を
、

ニ
ー

チ

ェ
は
終

生

変

え

な

か

っ
た
。

彼

の
最

後

の
作

品

と

な

っ
た

『
ニ
ー

チ

ェ
対

ヴ

ァ
ー

グ

ナ
ー

』
(
n
i
e
t
z
s
c
h
e
 
c
o
n
t
r
a
 
w
a
g
n
e
r
,
 
1
8
8
9
,
 

E
p
i
l
o
g
)
 

に
お

い

て
も
、

彼

は
実

質

的

に
浬

繋

を

無

と

し

て
理

解

し

て

い
る
。

し

か

し

心
理

学

的

に

は
、

"
浬
藥

"
は
「
そ

の

な

か

で

人

が

苦

し

む

こ

と

の

な

い

一

つ

の

世

界

」

(
e
i
n
e
 
w
e
l
t
,
 
i
n
 
d
e
r
 
m
a
n
 
n
i
c
h
t

(
7
)

le
i
d
e
t
)

で
あ
る
。
苦
し
む
こ
と
の
な
い
世
界
を
求
め
る
が
ゆ
え
に
、
仏

教
徒
は
こ
の
よ
う
な
無

に
あ
こ
が
れ
る
-
こ

れ
が

ニ
ー
チ

ェ
の
浬
架

観

の
ハ
ー

ト
で
あ
る
。
変
化
し
な
い
世
界
は
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
た

世
界
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
浬
藥
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
生
き

て
い
る
こ
の
世
界
は
無
常
で
あ
り
、
苦

に
満

ち
、
変
化

せ
ざ
る
を
得

な
い
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
絶
え
ず
生
成
し
消
滅
す
る
世
界
に
は
永

続
的
な
幸
福

は
見

い
だ
さ
れ
な

い
。
初
期
仏
教

に
お

い
て
、
浬
架

(
n
i
b
b
h
g
a
)
 

は
生
成
、

消
滅
、
お
よ
び
変
化
を
免
れ
て
い
る
も

の
と

し

て
理
解
さ
れ
て
い
る
 
(
a
n
r
a
-
n
i
k
a
y
a
,
 
3
,
 
4
7
)
。

要
す
る

に
、

テ
ー

ラ
ヴ

ァ
ー

ダ

仏
教

に

お

け

る
浬

葉

は
、

"
苦
し

み

の
終

わ

り
"
(
u
d
a
n
a
,

8
,
 
p
.
 
8
0
)
 

で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
仏
教
の
浬
桀
は

「
そ

の
な
か
で
人
が
苦
し
む

こ
と
の
な
い
一
つ
の
世
界
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
世
界
は
同
時
に

変
化
し
な
い
世
界
、
す
な
わ
ち
、
無
で
あ
る
。
仏
教
徒
が

「消
滅
す
る

も
の
、
変
動
す
る
も
の
、
変
化
す
る
も
の
に
対
す
る
軽
蔑
、
憎
悪
」
を

抱
い
て
い
た
、
と
ニ
ー
チ

ェ
は
推
量
す
る
 
(『力

へ
の
意
思
』
b
e
r
 
w
i
l
l
e

N
u
r
 
m
a
c
h
t
,
 
5
8
5
)
。

変
化
に
対
す
る
恐
怖
が
、
人

を
し
て
持
続
的
な
も

の
、
変
化
し
な
い
も
の
を
求
め
さ
せ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
変
化
す
る
こ

と
の
な
い
世
界
、
す
な
わ
ち
無
が
、

ニ
ー
チ
ェ
の
理
解
す
る

"
浬
契
"

そ
の
も
の
で
あ
る
。

ニ
ー
チ

ェ
に
よ
れ
ば
、
浬
桀
は
苦
し
み
に
対
し
て
敵
対
的
で
あ
る
。

あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、

そ
れ
は
生
に
対
し
て
敵
対
的
で
あ
る
。
こ

の
世
お
よ
び
あ
の
世
と
い
う
二
っ
の
世
界
を
想
定

す
れ
ば
、
浬
契
は
あ

の
世
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
初
期
仏
教
の
中
心
思
想
は
、

こ
の
よ
う
な
二
っ
の
世
界
な
い
し
二
つ
の
真
理
を
容
許
し
な
い
。
し
か

る

に

ニ
ー

チ

ェ
は
、

浬

架

を

あ

の
世
 
(
d
i
e
 
a
n
d
r
e
 
w
e
l
t
)
 

で
あ

る

と
考

え

た
。

彼

に

と

っ
て
、

あ

の
世

は
非

存

在

・
無
 
(
(
n
i
c
h
t
-
s
e
i
n
)
 

の
同

義

語

で
あ

る
 
(『
力

へ
の
意
思
』
(
b
e
r
 
w
i
l
l
e
 
z
u
r
 
m
a
c
h
t
,
 
5
8
6
)
 

し

か

し
、

大

地

に

忠
実

で
あ

る

こ
と

を

欲

し
、

こ

の
世

し

か
認

め
な

い

ニ
ー

チ

ェ

に

と

っ
て
、

"
あ
の
世

"
、
あ

る

い

は

"
無
"
、
あ

る

い

は

"
真
実

の

存

在

"
は
、

す

べ

て
人

間

の
創

作

し

た

虚
構

に

他

な

ら

な

い
。

従

っ
て
、

ニ
ー

チ

ェ
は
、

ど

の
よ

う

に

浬

桀

を

理
解

し

た

か
 
(
湯

田

)
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ニ
ー

チ

ェ
は
、

ど

の

よ

う

に
浬

架

を

理

解

し

た

か
 
(
湯

田
)

ニ
ー
チ

ェ
の
こ
の
考
え
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
浬
契
も
ま
た

一
つ
の
虚
構

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

も
し
も
浬
架
が
無
な
い
し
存
在
と
し
て
解
釈
さ
れ
れ
ば
、
「存
在

は

一
つ
の
空
虚
な
虚
構
で
あ
り
、
"
外
見
上
の
"
世

界
だ
け
が
唯

一
の
も

の
で
あ
る
。
"
真
実

の
世
界
"
は
、

単
に
ウ
ソ
に
よ

っ
て
付
け
加

え
ら

れ
た
も

の
に
す

ぎ
な

い
」
(『偶
像
の
た
そ
が
れ
』
(
g
o
t
z
e
n
-
d
a
m
m
e
r
u
n
g

I
I
I
,
 
2
)

と

い
う

こ
と

に

な

る
。

し

か

し

一
つ
の

フ

ィ
ク

シ

ョ
ン
と

し

て

の
浬

繋

は
、

ど

の

よ
う

に

し

て
作

ら

れ

た

の

で
あ

ろ

う

か

?
 

キ

リ

ス

ト
教

と
並

ん

で
仏

教

を

ニ
ヒ
リ

ズ

ム

の
宗

教

あ

る

い

は
デ

カ
ダ

ン

ス

の
ね
つ

産

物

と

み
な

す

ニ
ー

チ

ェ
は
、

"
あ
の

世

"
あ

る

い

は

"
浬
葉

"
を

捏

ぞ
う造

し
た
の
は
生
の
倦
怠

の
本
能
 
(
d
e
r
 
i
n
s
t
i
n
k
t
 
d
r
r
 
l
e
b
e
n
s
m
u
d
i
g
k
e
i
t
)

で
あ
る
と
言

う
 (『力

へ
の
意
思
』
(
b
e
r
 
e
i
l
l
e
 
z
u
r
 
m
a
c
h
t
,
 
5
8
6
)
。

頽

廃
し
た
生
の
捏
造
し
た
世
界
が
、
す
な
わ
ち
無
目
浬
契
で
あ
る
。
現
実

に
存
在
す

る
の
は

"
こ
の
世
"
だ

け
で
あ
り
、

こ
の
世
の
生
に
倦
怠
し

た
人
々
が

そ
れ
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て

"
あ
の
世
"
あ

る
い
は

"
浬

ね
つ
ぞ
う

契
"
を
捏
造
し
た
-
こ

れ
が
、

ニ
ー
チ

ェ
の
解
釈
で
あ
る
。
生
の
本

能
で
は
な
く
、
生
の
倦
怠

の
本
能
が
浬
架
と
い
う
幻
影
を
生
み
出
し
た

と
す
れ
ば
、
浬
繋
は
神
聖
な
ウ
ソ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
初
期
仏
教
に
お
い
て
は
、
浬
葉
は
決
し
て

"
こ
の
世
"
に
対

立
す
る

"
あ
の
世
"
、
あ
る
い
は

"
真
実

の
存
在
"
で

は
な

い
。
無
造

作
に
、
わ
た
く
し
は
ニ
ー
チ

ェ
の
浬
繋
観
を
誤
り
で
あ
る
と
し
て
拒
む

こ
と
も
出
来
る
。
し
か
し
、
事
柄
は
そ
の
よ
う
に
単
純
で
は
な
い
。
浬

繋
観
を
通
じ
て
、

ニ
ー
チ

ェ
は
イ
ン
ド
的
な
い
し
仏
教
的
な
も

の
の
見

方
、

あ
る
い
は
生
活
感
情
、

も

っ
と
正
確
に
言

え
ば
、
仏
教
的
な
価
値

観
に
挑
戦
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
的

エ
ト
ス
と

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的

エ
ト

ス
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徹
を
浮
彫
り
に
す
る
こ
と
が
、

わ
た
く

し
の
テ
ー
マ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
ー
チ

ェ
の
浬
繋
観
は
、
そ
の

た
め
の

一
つ
の
有
力
な
手
掛
か
り
で
あ
る
。

(
2
)
 浬
薬
-
現

実

逃
避

へ
の
道
-

ブ

ッ
ダ
と
は
異
な
り
、

ニ
ー
チ

ェ
は
苦
を
廃
棄
す
る
こ
と
を
欲
し
な

か

っ
た
。

こ
の
人
生
に
苦
し
み
が
存
在
す
る
こ
と
を
、

ニ
ー
チ

ェ
は
決

し
て
否
定
し
な
い
。
人
問
が
苦
し
む
と
い
う
の
は
、
現
実

の
出
来
事
で

あ
る
。
し
か
し
彼
は
苦
を
除
去
し
よ
う
と
は
望
ま
な
か

っ
た
。

こ
の
点

に
お
い
て
、
彼
は
ブ

ッ
ダ
と
決
定
的
に
異
な
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ブ

ッ

ダ
を
自
負
す
る
ニ
ー
チ

ェ
に
と

っ
て
、
浬
葉

は
現
実
逃
避

を
意
味
す

る
。

ニ
ー
チ

ェ
に
ょ
れ
ば
、
仏
教
が
現
実
逃
避
で
あ
る
こ
と
を
示
す
徴

候
は

"
意
思
の
否
定
"
 
(
v
e
r
n
e
i
n
u
g
n
 
d
e
s
 
w
i
l
l
e
n
s
)
 

で
あ
る
。
彼
の
思

考
方
法
に
従
え
ば
、
仏
教
に
お
い
て
は
-
キ

リ
ス
ト
教

の
場
合
と
同

じ
よ
う
に
-
意

思
が
病
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
『
陽
気

な
学
問
』
翅

に
お
い
て
、

ニ
ー
チ

ェ
は
極
め
て
注
目
に
値
す
る
発
言
を
し
て
い
る
。

こ
の
箇
所
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
-
米

を
常
食
し
た
た

め
、
イ
ン
ド
人
は
活
力
を
失
い
無
気
力
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
。
米

食
を
す
る
人
々
が
無
気
力
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
で

-314-



直
ち
に
断
定
出
来
る
性
質
の
問
題
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
た
だ
、
わ
た

く
し
は

ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
発
想
に
読
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
だ
け
に
と

ど
め
よ
う
。

ニ
ー
チ

ェ
に
よ
れ
ば
、
浬
繋
と
は
人
が
催
眠
術
に
か
け
ら
れ
て
い
る

状
態
で
あ
る
 
(『道
徳
の
系
譜
』
17
。
第
三
の
論
文
)
。
こ
の
よ
う
な
状
態

に
お
い
て
は
、
米
食
の
た
め
無
気
力
に
な
っ
た
人
は
意
思
を
失

っ
て
、

無
抵
抗
に
な
る
。
そ
う
い
う
状
態
に
お
い
て
は
、
浬
桀
は
善
悪
の
彼
岸

に
あ
り
、

一
切
の
願
望
か
ら
自
由

で
あ
る
。
『道
徳
の
系
譜
』
(同
上
)

に
お
い
て
、

ニ
ー
チ
ェ
は
浬
繋
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
考
え
を
明
ら
か

に
し
た
。
無

の
催
眠
状
態

の
感
情
あ
る
い
は
催
眠
状
態
に
お
け
る
無

の

感
情
、
も

っ
と
も
深
い
眠
り
と
い
う
休
息
、
要
す
る
に
、
苦
し
み
の
な

い
状
態
 
(
l
e
i
d
l
o
s
i
c
h
k
e
i
t
)
 

が

"
最
高
の
善
"
、
"
価
値

の
価
値
"
で

あ
る

-
こ

の
よ

う

に
、

ニ
ー

チ

ェ
は
理

解

し
た
。

し

か

し

ニ
ー

チ

ェ
は
、

こ
の
箇
所

で

"
浬
繋
"
と

い
う
語
を
使
用
し
て
い
な
い
。
彼
が
使
用
し

て
い
る
言
語
は

"
最
高

の
状
態
"
、
"
解
脱
自
身
"
で

あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
言
語
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
も

の
が
浬
繋
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
苦
し
み
の
な
い
状
態
が
、

こ
こ
で
は

"
価
値

の
価
値
"
、

す
な
わ
ち
浬
繋
で
あ
る
。

ニ
ー
チ

ェ
が
浬
繋
を
無
と
み
な
し
た

こ
と
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば
わ

た
く
し
が
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
無
は
、
同
時
に
貧
欲
お
よ
び

激
情
の
否
定
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
 (『力
へ
の
意
思
』
踊
)
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
浬
架
観
は
、
わ
た
く
し
に
初
期
仏
教
徒

の
そ
れ
を
思
い
出

さ
せ
る
。
『デ

ィ
ー
ガ

・
ニ
カ
ー
ヤ
』
は
浬
繋
を
人
を
再
生

に
駆

り
立

て
る
渇
き
の
止
滅
 
(U
.
 3
.
 1
)
、
あ
る
い
は
渇

き
、
憎
悪
、
お
よ
び

妄
想
 
(
=
貧

瞑
・
痴
)
 の
三
毒

か
ら

の
解
放
 
(16
.
 4
.
 43
)
 と
し
て

定
義
し
て
い
る
。
渇
き
な
い
し
三
毒
を
除
去
し
て
存
在

の
苦
し
み
か
ら

解
放
さ
れ
る
こ
と
が
、
初
期
仏
教
に
お
け
る

"
価
値

の
価
値
"
、
す
な

わ
ち
浬
架

で
あ
る
。

こ
の
限
り
に
お
い
て
、

ニ
ー
チ
ェ
の
浬
桀
観
は
初

期
仏
教

の
そ
れ
に
あ
る
程
度
歩
み
寄
る
。

し
か
し
、
仏
教

の
理
想
は
苦

の
廃
棄
で
あ
る
。
初
期
仏
教
に
関
す
る

限
り
、
苦
は
除
去
さ
れ
る
べ
き
何
か
あ
る
も
の
で
あ
り
、
苦
し
み
自
体

に
は
何

の
価
値
も
な
い
。
し
か
る
に

ニ
ー
チ

ェ
は
す

で
に
、
『悲
劇

の

誕
生
』
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
価
値
観
か
ら
決
定
的
に
離
反
し
た
。

ウ
ォ
ル
タ
ー

・
カ
ウ
フ
マ
ン
 
(
w
a
l
t
e
r
 
k
a
u
f
m
a
n
n
)
 

に
よ
れ
ば
、
「
す

べ
て
の
苦
し
み
と
残
酷
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
生
を
崇
高
で
美
し
く
、

し
か
も
楽
し
い
も
の
と
し
て
人
が
肯
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
、

(
8
)

ニ
ー
チ

ェ
は
悲
劇
を
通
じ
て
学
ぶ
」
の
で
あ
る
。

ニ
ー
チ

ェ
は
、
決
し

て
苦
の
除
去
を
提
唱
し
な
い
。
苦
を
除
去
す
る
代
わ
り
に
、
彼
は
む
し

ろ
苦
し
み
を
肯
定
し
、
苦
し
み
を
通
じ
て
人
間

と
し
て
大
き
く
な
る
こ

と
を
自
己
の
哲
学
の
主
要

テ
ー
マ
の

一
つ
に
し
た
。
初
期
仏
教
に
お
い

て
は
苦
の
終
わ
り
が
浬
繋
で
あ
り
、
苦
を
除
去

し
て
初
め
て
人
は
浬
架

に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
し
か
る
に
ニ
ー
チ

ェ
は
、
あ
る
が
ま
ま
の

人
間
存
在
の
価
値
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
。
苦

し
み
、
大

い
な
る
苦
し

み
と
い
う
規
律
を
通
じ
て
、
人
間
は
今
ま
で
向

上
し
て
来
た
の
で
は
な

ニ
ー

チ

ェ
は
、

ど

の

よ

う

に
浬

榮

を
理

解

し

た

か
 
(
湯

田
)
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ニ
ー
チ
ェ
は
、
ど
の
よ
う
に
浬
繋
を
理
解
し
た
か
 (湯

田
)

い
か
と

い
う

の
が
、

ニ
ー

チ

ェ
の
発
想

で
あ
る
 
(『善
悪
の
彼
岸
』

(j
e
n
s
e
i
s
 
v
o
n
 
g
u
t
 
u
n
d
 
b
o
s
e
,
 
1
8
6
第

6
部
、
篇
参
照
)
。
仏
教
に
お
い

て
は
、
「
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
し
て
苦
し
み
を
免
れ
る
か
と

い
う
問

い
が
全
精
神
的
食
餌
法
を
規
制
し
、
そ
し

て
制
限
す

る
」
(『反
キ
リ
ス

ト
者
』
(
b
e
r
 
a
n
t
i
c
h
r
i
s
t
,
 
2
0
)
 

の
で
あ
る
。
ブ

ッ
ダ

の
教
え
に
よ
れ
ば
、

苦
し
み
を
免
れ
る
こ
と
が

"
浬
葉

へ
の
道
"
で
あ
る
。
そ
し
て
、
浬
架

は
健
康
を
増
進
す
る
!
 
実
に
、
「
浬
架
は
最
高
の
幸
福
で
あ
る
」
(『法

句
経
』
b
h
a
m
m
a
-
p
a
d
a
,
 
2
0
4
)
。

ま
さ
に
浬
葉
は
、
仏
教
的
な
意
味

で
の

精
神
療
法

に
他
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
苦
し
み
か
ら
の
解
放
を
約
束
す

る
浬
梨
は
、

一
種
の
快
楽
原
理
で
あ
る
。
し
か
る
に
快
楽
原
理
を
拒
絶

す
る

ニ
ー
チ

ェ
は
、
浬
梨
を
生
活
に
倦
み
疲
れ
た
人

々
の
理
想
と
み
な

し
た
。
人
生
の
問
題
を
快
楽
、
お
よ
び
不
快
の
問
題
に
還
元
す
る
こ
と

を
、

ニ
ー
チ

ェ
は
そ
の
遺
稿
に
お
い
て
断
固
と
し
て
拒
絶
す
る
 (『力
へ

の
意
思

『
6
4
)
。

仏
教
徒

の
理
想
は
浬
藥
で
あ
る
。
浬
葉
と
い
う
言
語
を
使
用
し
な
い

で
、

ニ
ー

チ

ェ
は

そ

れ

に

つ
い

て
次

の

よ

う

に
述

べ

て

い

る
1

彼
ら
は
非
存
在

・
無
 
(
Z
i
c
h
t
-
s
e
i
n
)
 

へ
の
道

を
捜

し
求
め
、

そ
し

て
そ

れ
ゆ
え
に
、
彼

ら
は
す

べ
て
の
激
情
的
な
衝
動
を
忌
避
す

る
。
例

え
ば
、

復

讐
す
る
な
!
 
誰

か
の
敵

に
な

る
な

!
 
倦
怠

し
た
人

々
の
快
楽
主
義

が
、

こ
こ
で
は
最
高
の
価
値
基
準
で
あ
る
…
仏

教
の
理
想
に
お
い
て
は
、
善

悪
か
ら
さ
え
の
解
放

が
本
質
的

で
あ

る
よ
う

に
思

わ

れ

る
。

(『
力

へ
の
意

思
』
1
5
5
)

こ
の
よ
う
に
、
生
き
る
の
に
倦
み
疲
れ
た
人

々
の
快
楽
主
義
が
浬
繋

の
観
念
を
決
定
す
る
。
永
続
的
な
幸
福
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
と
同

じ
よ
う
に
、
仏
教
徒
に
と

っ
て
も
理
想
的
で
あ
る
 (
同
上
、
卸
)
。
そ
し

て
、

こ
の
よ
う
な
永
続
的
な
幸
福
が
仏
教

に
お

け

る
浬
葉

で
あ
る
。

「
そ
の
な
か
に
苦
し
み
が
全
く
存
在
し
な
い
世
界
」
-
そ

れ
が
浬
繋

で
あ
る
。
し
か
し

ニ
ー
チ
ェ
は
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
快
楽
原
理
を
受

け
入
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。

快
楽
原
理

の
代
わ
り
に
ニ
ー
チ
ェ
が
選
択
し
た
の
は
、
力
 
(
k
r
a
f
t
)
、

行
為
 
(
t
a
t
)
、

お
よ
び
欲
望
 
(
b
e
g
i
e
r
d
e
)
 

で
あ

っ
た
 
(『力
へ
の
意
思
』

781
)
。苦
し
み
の
止
滅
を
説
く
代
わ
り
に
、
彼
は

そ
れ

の
必
然
性
お

よ

び
変
容
を
強
調
し
た
。
人
生
は
苦
し
み
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
仏
教
を

成
立
さ
せ
た
第

一
の
命
題
で
あ
る
。
人
生
が
苦

で
あ
る
こ
と
を
認
め
な

け
れ
ば
、
仏
教
は
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、

渇
き
な
い
し
無
知
を
滅
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
苦
し
み
お
よ
び
再
生
に
終

止
符
を
打

つ
こ
と
が
、
"
浬
繋

へ
の
道
"
で

あ
る
。
し
か
る
に

ニ
ー
チ

ェ
は
、
人
生
を
苦
し
み
で
あ
る
と
は
み
な
さ
な
か

っ
た
。
ま
た
彼
は
、

人
生
を
悪
で
あ
る
と
も
考
え
な
か
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
の
人
生
が
根
底
に

お
い
て

「現
象
の
あ
ら
ゆ
る
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
破
壊
出
来
な
い

ほ
ど
力
強
く
、
歓
喜
に
満
ち
て
い
る
」

こ
と
を
、

ニ
ー
チ

ェ
は

『
悲
劇

の
誕
生
』
7
に
お
い
て
、
生
き
生
き
と
美
し
く
描
い
て
い
る
。

ニ
ー
チ

ェ
が
初
期
仏
教

の
浬
架

の
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
と
し
て
提
唱
し

た
の
は
、
芸
術
で
あ
る
。
な
ぜ
、
彼
は
そ
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
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「芸
術
は
本
質
的
に
存
在
の
肯
定
で
あ
り
、
祝
福
で
あ
り
、
神
格
化
で

あ
る
」
(『力

へ
の
意
思
』
泌
)
 か
ら
で
あ
る
。
「苦
し
ん
で
い
る
人

の
救

済
と
し
て

の
芸
術
-
苦

し
み
が
欲
せ
ら
れ
、
変
容
さ
れ
、
神
格
化
さ

れ
、
苦
し
み
が
大
い
な
る
歓
喜
で
あ
る
諸
状
態

へ
の
道

と
し

て
の
芸

術
」
(同
上
、
8
5
3
)
-
まさ
に
、

こ
れ
が
浬
架
に
代
わ
る
べ
き

"
価
値

の
価
値
"
で

あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
浬
梨
に
入
る

こ
と
は
現
実
逃
避
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は

苦
し
み
を
欲
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

(
9
)

苦
し
み
が
大
い
な
る
歓
喜
に
な
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
苦
し
み

は
、
除
去
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
苦
を
避
け
る
こ
と
を
、

ニ
ー

チ

ェ
は
否
定

し
た
。
苦
を
避
け
て
無
と
い
う
名
の
浬
繋

の
な
か

へ
戻
る

こ
と
を
、

ニ
ー
チ

ェ
は

"
意
思
の
病

い
"
 
(
E
r
k
r
a
n
k
u
n
g
 
d
e
s
 
w
i
l
l
e
n
s
)

で
あ
る
と
み
な
し
た

(『陽
気
な
科
学
』
、第
二
版

へ
の
序
文
3
)
。
ニ
ー
チ

ェ
に
よ
れ
ば
、
意
思
の
病
い
の
ル
ー
ツ
は
キ
リ
ス
ト
教
お
よ
び
仏
教

の

な
か
に
見

い
だ
さ
れ
る
。

意
思

の
病

い
が

"
浬
藥
"
を
成
立
さ
せ
た
-
こ

れ
が

テ
ー
ラ
ヴ

ァ

ー
ダ
仏
教

に
お
け
る
浬
繋
に
関
す
る

ニ
ー
チ

ェ
の
見
解
で
あ
る
。
し
か

る
に

ニ
ー
チ

ェ
は
、
意
思
の
病
い
の
所
産
と
し
て
の
浬
架
に
意
思
、

あ

る
い
は

"
力
へ
の
意
思
"
 
(
d
e
r
 
w
i
l
l
e
 
z
u
r
 
m
a
c
h
t
)
 

を
対
立
さ
せ
た
。

創
造
を
可
能
に
す
る
の
は
、
"
意
思
"
で

あ
る
-
こ

れ
が
、

ニ
ー
チ

ェ

哲
学
を
代
表
す
る
思
想

の

一
つ
で
あ
る
。
力
へ
の
意
思
と
い
う
の
は
、

要
す
る
に
、
自
己
自
身

の
な
か
か
ら
何
か
を
創
造
し
よ
う
と
い
う
意
思

で
あ
る
。

ニ
ー
チ

ェ
に
よ
れ
ば
、
人
類
最
高
の
目
標
は
創
造
、
あ
る
い

は
創
造
性

で
あ

る
。
"
浬
繋
"
対

"
力
へ
の
意
思
"
は
、

"
意
思

の
病

い
"
対

"
創
造
性
"
に

よ
っ
て
置
き
代
え
ら
れ
る
。

ニ
ー
チ

ェ
が
浬
繋

へ
の
逃
避
を
求
め
ず
、
意
思
あ
る
い
は
力

へ
の
意
思
を
強
調
し
た

の

は
、
実

に
彼
が
創
造
を
人
間
性
の
本
質
と
み
な
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
苦
し
み
を
欲
し
、
苦
し
み
を
変
容
し
、
苦
し
み
を
大
い
な
る
歓
喜

と
し
て
あ
る
が
ま
ま
に
肯
定
す
る
の
が
、

ニ
ー
チ

ェ
哲
学
の
ハ
ー
ト
で

あ
る
。
苦
し
み
を
通
じ
て
偉
大
な
る
価
値
を
創
造
す
る
こ
と
を
、

ニ
ー

チ

ェ
は
彼
の
哲
学
に
お
い
て
目
指
し
た
。

結
論

同
、

ニ
ー
チ
ェ
は
何
に
反
対
し
た
か
?
 

ニ
ー
チ
ェ
が
反
対
し
た
の

は
、
浬
繋
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る

"
苦
し
み
の
全
く
存
在

し
な

い
世

界
"
で
あ

っ
た
。

ニ
ー
チ

ェ
に
と
っ
て
真
に
存
在
す

る
の
は
、
"
こ
の

世
"
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
世
と
別
に
他
の
世
界
が
存
在
す
る
は
ず
は
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
全
く
変
化
し
な
い
、
従

っ
て
苦
し
み
を
完
全
に
免

れ
た

"
真
実

の
世
界
"
な

い
し

"
無
"
 (
=
浬盤
)
 は
、
大
い
な
る
幻
影

の
上
に
築
か
れ
た

一
つ
の
虚
構
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
浬
繋

は
神
聖

な
ウ
ソ
で
あ
る
。

個
、

ニ
ー
チ

ェ
は
何
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
か
?
 
彼
が
克
服
し
よ

う
と
し
た
の
は
、
浬
繋
と
い
う
名
の
快
楽
原
理
で
あ
る
。
彼
は
変
化
を

愛
し
、
苦
し
み
を
通
じ
て
自
己
自
身
を
克
服
し
よ
う
と
欲
し
た
。

ま
さ

ニ
ー

チ

ェ
は
、

ど

の
よ

う

に

浬

繋

を

理

解

し

た

か
 
(
湯

田
)

-317-



二
ー
チ

ェ
は
、
ど

の
よ
う
に
浬
繋

を
理
解

し
た
か
 
(
湯

田
)

に
、

超

人
 
(
u
b
e
r
m
e
n
s
c
h
)
 

が
彼

の
目
標

で

あ

っ
た
。

人

間

は

克

服

さ

れ

ね

ば

な

ら

ぬ
何

か

あ

る
も

の

で

あ

る

!

同
、

何

が

ニ
ー

チ

ェ
の
問

題

で
あ

っ
た

か

?
『
力

へ
の
意

思

』

に

お

け

る
彼

の
問

題

の

一
つ
は
、

イ

ン
ド
仏

教

な

い

し
歴

史

的
仏

教

を

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

の
仏

教

な

い

し
仏

教

の

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
的

形

態

と
対

比

さ

せ
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
仏

教

を

未

来

の

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
文

明

の
基

礎

に
す

え

る

こ

と

で
あ

っ
た
。

ニ
ー

チ

ェ
が

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
仏

教

と

い
う

語

の
下

に
理

解

し

た

の
は
、

力

へ
の
意

思

を

基

調

と
す

る
積

極

的

ニ
ヒ

リ
ズ

ム
で
あ

っ

た
。

ま

さ

に

ニ

ヒ
リ
ズ

ム
 
(
n
i
h
i
l
i
s
m
u
s
)
 

お

よ

び

永

却

回

帰
 
(
E
w
i
g
e

(
1
0
)

w
i
e
d
e
r
k
u
n
f
t
)
 

の
両

学

説

の
融

合

が
、

ニ
ー

チ

ェ
に

お
け

る

ヨ
ー

ロ

ッ

パ

仏

教

の
真

の
意

味

で
あ

る
。

"
仏
教

の

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

的

形

態

"
を

正

し

く

理
解

す

る
た

め

に

は
、

わ

れ

わ

れ

は

ニ
ヒ

リ
ズ

ム
、

価

値

の
価

値

転

換
、

力

へ
の
意

思
、

お

よ

び
永

却

回

帰

な

ど

の
諸

学

説

を

綿

密

に
、

し

か

も
実

質

的

に
検

討

し
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

1
 

二
七
九
-
三

六
六

ペ
ー
ジ
。

2
 

一
六
四
-
一

九
九

ペ
ー
ジ
。

3
『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』

第

三
十

二
巻

第

一
号
。

昭

和

58
年

12
月
。

四

〇

一
-
四

〇

六
ペ
ー
ジ

4
 
U
r
i
t
t
e
 
a
b
h
a
n
d
l
u
g
,
 
1
7
.
 

本
論
文

に
お

い
て
、
わ
た
く
し

は
テ
ク

ス

ト
と
し
て
 
f
r
i
e
d
r
i
c
 
n
i
e
t
z
s
c
h
e
 
s
a
n
t
l
i
c
h
e
 
w
e
r
k
e
 
e
r
i
t
i
s
c
h
e
 
s
t
u
-

s
e
n
a
u
s
g
a
b
e
 
i
n
 
1
5
 
b
a
n
d
e
n
,
 
h
r
s
g
.
 
v
o
n
 
g
i
o
r
g
i
o
g
o
l
l
i
 
u
n
d

m
a
z
z
i
n
o
 
m
o
n
t
i
n
a
r
 

を
使

用

し

た
。

た
だ

し
、

ニ
ー
チ

エ
の
遺
稿

に

つ
い
て
は
、

わ
た
く

し
は
 
f
r
i
e
d
r
i
c
h
 
n
i
e
t
z
s
c
h
e
 
s
a
m
t
l
i
c
h
 
w
e
r
k
e
,

b
e
r
 
w
i
l
l
e
 
z
u
r
m
a
c
h
t
 
(
7
8
)
,
 
k
r
o
n
e
r
 
t
u
s
g
a
b
e
 

を
使

用

し
た
。
n
i
e
t
z
s
c
h
e
 
w
e
r
k
e
 
k
r
i
t
i
s
c
h
e
 
g
e
s
a
a
b
e

g
i
o
r
g
i
o
 
c
o
l
l
i
 
u
n
d
 
m
a
z
z
i
n
o
 
m
o
n
t
i
n
a
r
i

も

つ
と
も
信
頼

に
値
す

る
テ
ク

ス
ト
で
あ
る

と
言

わ

れ

る
。

わ

た

く

し

は
、

こ
の
全
集
も
部
分
的

に
参
照

し
た
。

5
『
道

徳

の
系
譜
』
第
三
論
文
、

17
。

6
 

本
書

が
実
際

に
執
筆
さ
れ

た
の
は

一
八
九

五
年
。

7
 
b
d
r
 
w
i
l
l
e
 
z
u
r
 
m
a
c
h
t
,
 
5
8
5

8
 
f
i
e
d
l
i
c
h
 
n
i
e
t
z
c
h
e
 
t
h
e
 
v
b
i
t
h
 
o
f
 
c
a
s
e

o
f
 
w
a
g
n
e
r
,
 
t
r
.
 
b
y
 
w
a
l
t
e
r
 
k
a
u
f
n
n
,
 
1
9
6
7
,

9
 

ニ
ー

チ

エ
は
、

情

熱

を

高

く

評

価

し

た
。

イ

ン
ド
密

教

と

ニ
ー

チ

エ
の

比

較

に

つ

い

て
は
、

わ

た
く

し

の
著

書

『
仏

教

思

想

史

』

二
四

一
-
二

四

二

ペ

ー

ジ
参

照
。

1
0
 
私

見

に
よ

れ
ば
、

ニ
ー

チ

ェ
の
永

却

回

帰

と
仏

教

の
輪

廻
 
(
s
a
m
s
a
r
a
)

と

の
間

に

は
本
質

的

な

類

似

は
存

在

し

な

い
。

こ

の

点

に

つ

い

て

は
、

s
ta
m
b
a
u
g
h
,
 
j
.
 
n
i
e
t
s
c
h
e
s
 
t
h
o
u
g
 
o
f
 
e
t
e
r
n
a
l

j
o
h
n
s
 
h
o
p
k
i
n
s
 
u
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
p
r
e
s
s
 
1
9
7
2
 
p
p
.
 
参

照
。

ニ
ー

チ

ェ
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

輪
廻

は
回
帰

の
思
想

の
回
避

を
代
表
す

る
。

人
間
存
在
が
無

の
終
末
を
迎
え

る
こ
と
な
く
、

何

の
意
味
も
な
く
、

何

の

目
的
も
な
く
永
遠
に
回
帰
す
る
と

い
う
思
想

が
、

ニ
ー
チ

エ
の

永
却
回

帰

の
学
説

で
あ
る
。

そ
し

て

ニ
ー

チ

ェ
は
、
全
く
同

一
の
事
物

の
繰

り

返

し
と

い
う
意
味
で

の
回
帰
を
そ

の
ま

ま
肯
定

し
た
。

し
か
し
大
河
内
了

義

氏
は
、

永
却
回
帰
と
輪
廻

の
間

に
著

し
い
親
近
性
、

本
質
的

な
類
縁
性

が
存
在
す
る

こ
と
を
認
め

る
-
『
ニ

ー
チ

ェ
と
仏
教
』
法
蔵
選
書

18
、

一
六
四

ペ
ー

ジ
以
下
参
照
。

(
神
奈
川
大
学
教
授
)
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