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劇
性
の
哲
学
」

―
『
悲
劇
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
第
一
部
―
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Szondi’s treatise on the tragic 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　The author of Versuch über das Tragische（1961）, Peter Szondi（1929-1971）is unique 
in the grasp of the tragic as an omnipresent mode of human downfall.
　The book consists of two parts, I. Die Philosophie des Tragischen and II. Analysen 
des Tragischen. In this first part the author selects twelve thinkers and makes acute 
analyses of their essential phrases. This attempt is assured by himself as the first 
summerization of the ideas from 1795 to 1915. And surely it paves the way for new 
vision of the tragic.
　I estimate the real significance of this historical criticism and regard especially the 
first part as an indispensable literature on the concept of the tragic. So, as before, in 
order not to miss any detail, I have translated here the whole of the part into Japanese.
　The original text is as follows:
　Peter Szondi, Die Philosophie des Tragischen. in: Versuch über das Tragische. Insel-
Verlag 1961. S. 1-52.
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ションディ筆「悲劇性の哲学」　―『悲劇的なるものについての試論』第一部―
　

本
稿
の
目
的
は
後
段
に
置
く
論
考
の
翻
訳
紹
介
で
あ
る
。
本
論
叢
前
々
集
（
第
百
三
十
七
集
）
で
は
一
哲
学
辞
典
の
項
目
を
「
悲
劇

性
の
概
念
史
」
と
し
て
移
し
た
が
、
こ
れ
を
補
完
す
る
意
味
合
を
籠
め
て
の
作
業
で
あ
る
。

　

哲
学
は
た
だ
の
愛
知
で
な
く
体
系
で
あ
る
、
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
で
あ
る
。
確
実
な
る
も
の
を
求
め
て
の
努
力
が
幸
い
に
原
理
を
見

出
せ
た
と
き
、
振
返
れ
ば
、
あ
れ
こ
れ
迷
っ
て
は
行
止
り
、
立
戻
っ
て
は
踏
み
固
め
て
き
た
大
道
が
成
っ
て
い
る
。
当
の
原
理
を
土
台

と
し
て
立
直
せ
ば
大
幹
と
小
枝
の
比
喩
に
代
え
て
も
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
学
の
体
系
に
し
て
初
め
て
哲
学
と
呼
べ
る
の
で
あ

る
。

　

古
代
ア
テ
ナ
イ
に
劇
場
演
戯
の
悲
劇
が
成
立
し
て
か
ら
、
や
が
て
「
悲
劇
的
」
な
る
形
容
詞
も
心
に
迫
る
言
葉
と
し
て
消
え
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
こ
の
語
を
捉
え
て
、
つ
い
に
「
悲
劇
的
な
る
も
の
の
哲
学
」
を
樹
立
し
た
の
が
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
こ
の
事
情
を
確

言
し
て
『
悲
劇
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
を
シ
ョ
ン
デ
ィ
（Peter Szondi, 1929-1971

）
が
著
し
た
の
は
一
九
六
一
年
で
あ
っ
た
。

シ
ョ
ン
デ
ィ
は
ソ
ン
デ
ィ
と
し
て
通
用
の
人
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
五
〇
年
代
の
独
文
研
究
者
の
集
い「
し
ん
せ
い
会
」の
同
人
で
も
あ
っ

た
友
の
（
故
）
丸
山
匠
教
授
に
倣
い
、
表
記
は
シ
ョ
ン
デ
ィ
を
採
る
。
先
頭
を
切
れ
ば
、
し
ば
ら
く
継
承
の
走
者
が
続
く
の
は
必
至
で

も
あ
ろ
う
。
シ
ェ
リ
ン
グ
を
筆
頭
に
シ
ョ
ン
デ
ィ
は
全
十
二
名
を
並
べ
て
、
ド
イ
ツ
で
開
い
た
一
哲
学
の
終
始
を
悟
ら
せ
て
く
れ
た
。

　

本
稿
で
は
略
し
て
『
試
論
』
と
呼
ぶ
右
の
書
は
二
部
で
成
り
、
あ
い
だ
をÜ

berleitung

で
繋
ぎ
、
第
二
部
は
戯
曲
に
即
し
て
の

A
nalyse

で
あ
る
。
二
原
語
を
音
楽
用
語
と
解
す
れ
ば
「
移
行
（
経
過
）
部
」
と
「（
楽
曲
）
分
析
」
で
あ
り
、全
体
は
第
一
部
を
「
主
題
」

と
す
る
楽
曲
的
編
成
と
捉
え
て
よ
か
ろ
う
。
本
稿
の
関
心
事
は
第
一
部
に
あ
り
、こ
れ
を
学
術
的
に
貴
重
な
文
献
と
し
て
邦
字
化
す
る
。

　　

第
一
部
に
立
つ
最
終
走
者
は
現
象
学
に
与
す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
美
的
か
倫
理
的
か
の
価
値
論
議
で
必
読
の
論
者
で
あ
ろ
う
。
だ
が
悲

劇
性
を
語
る
実
質
は
乏
し
い
と
指
摘
し
つ
つ
最
後
に
シ
ョ
ン
デ
ィ
が
注
目
す
る
の
は
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
「
構
造
（Struktur

）」
に
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つ
い
て
は
イ
カ
ロ
ス
の
飛
行
な
る
神
話
論
的
範
型
に
頼
っ
て
い
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
姿
で
第
一
部
を
閉
じ
て
第
二
部
へ

移
る
が
、あ
い
だ
の「
移
行
部
」冒
頭
の
言
葉
は
シ
ョ
ン
デ
ィ
の
根
本
的
洞
察
を
明
す
と
思
わ
れ
る
ゆ
え
に
一
段
全
部
を
訳
出
し
て
お
く
。

　
「
悲
劇
的
な
る
も
の
の
哲
学
の
歴
史
は
悲
劇
性
そ
の
も
の
か
ら
免
れ
な
い
。
こ
の
歴
史
は
イ
カ
ロ
ス
の
飛
行
と
同
じ
で
あ
る
。
思
考

が
一
般
的
概
念
へ
と
近
付
け
ば
近
付
く
ほ
ど
、
思
考
に
は
、
飛
翔
を
支
え
て
く
れ
る
実
質
的
な
る
も
の
の
付
着
度
が
薄
く
な
っ
て
ゆ
く
。

悲
劇
的
な
る
も
の
の
構
造
を
洞
察
で
き
る
高
み
で
、
思
考
は
力
な
く
衰
弱
す
る
。
悲
劇
的
な
る
も
の
の
哲
学
と
し
て
の
哲
学
が
、
根
本

概
念
の
結
集
す
る
当
の
弁
証
法
を
認
識
す
る
以
上
の
代
物
と
な
る
と
こ
ろ
、
も
は
や
哲
学
が
独
自
の
悲
劇
性
を
規
定
し
な
い
と
こ
ろ
で

は
、
も
は
や
哲
学
は
哲
学
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
哲
学
は
悲
劇
的
な
る
も
の
を
把
握
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
―
―
も
し
く
は
、
そ
こ
で

言
わ
れ
る
ご
と
き
悲
劇
的
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
」（
原
書
五
三
頁
）。

　

続
い
て
は
、
時
代
思
潮
に
溺
れ
た
論
者
の
解
釈
（Interpretation

）
か
ら
聞
え
て
く
る
の
は
当
人
の
世
界
観
の
み
、
な
ど
懸
念
す
べ

き
事
態
の
細
説
で
、
落
着
く
と
こ
ろ
は
同
じ
把
握
で
あ
っ
て
、「
悲
劇
的
な
る
も
の
と
は
ひ
と
つ
の
音
階
法
（M

odus 

様
態
）
で
あ
り
、

急
迫
す
る
破
滅
も
し
く
は
執
行
さ
れ
た
破
滅
の
辿
る
定
か
な
道
、
し
か
も
弁
証
法
的
な
破
滅
の
道
で
あ
る
。
諸
対
立
の
一
体
性
か
ら
生

じ
、
一
者
が
反
対
が
わ
に
転
じ
る
急
変
か
ら
生
じ
、
自
己
の
二
分
か
ら
生
じ
る
没
落
だ
け
が
悲
劇
的
な
の
で
あ
る
」（
原
書
六
〇
頁
）。

　

こ
う
し
て
悲
劇
的
な
る
も
の
の
究
明
で
は
、
悲
劇
な
ら
ば
作
品
全
体
の
解
釈
で
な
く
、
あ
く
ま
で
具
体
的
な
個
々
の
場
面
や
人

物
挙
動
の
要
所
を
摘
示
し
分
析
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。
そ
の
実
践
例
が
第
二
部
「
悲
劇
的
な
る
も
の
の
分
析
（A

nalysen des 

T
ragischen

）」
と
題
さ
れ
た
八
戯
曲
の
要
所
分
析
で
あ
る
。

　　

イ
タ
リ
ア
の
思
想
家
ク
ロ
ー
チ
ェ
（Benedetto Croce, 1866-1952

）
は
美
や
芸
術
に
お
け
る
分
類
操
作
を
厭
う
た
人
と
し
て
名
高
い
。

有
名
な
事
典
で
、
崇
高
や
悲
劇
性
・
喜
劇
性
や
フ
モ
ー
ル
な
ど
は
美
の
範
畴
と
呼
ば
れ
て
重
視
さ
れ
て
き
た
と
語
り
出
し
、
本
当
は
心
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理
学
的
で
経
験
的
な
概
念
で
し
か
な
い
の
に
、
こ
れ
ら
を
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
は
哲
学
的
範
畴
に
ま
で
も
発
展
さ
せ
て
、
つ
い
に
美
の
王

国
、
悲
劇
性
の
王
国
、
フ
モ
ー
ル
の
王
国
と
し
て
独
立
さ
せ
る
始
末
だ
が
、
共
通
の
品
質
で
押
え
た
全
体
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
概

念
が
関
る
の
は
た
だ
感
情
の
世
界
だ
け
で
あ
る
、
と
論
断
す
る
（「
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
」
第
十
四
版
一
九
二
九
年
。「
美
学　

A
esthetics

」
項
目
内
「
文
芸
の
種
類
と
美
的
範
畴
」）。
確
か
に
、
も
の
の
性
質
や
様
子
な
ど
を
言
い
表
す
「
形
容
詞
」
を
易
々
と
「
世
界
観
」

に
ま
で
仕
立
て
か
ね
な
い
危
険
を
明
示
し
て
い
る
批
判
の
意
義
は
忘
れ
て
な
る
ま
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
さ
ら
「
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
」
と
あ
る
よ
う
に
、
近
代
に
「
美
学
」
の
基
盤
を
据
え
て
発
展
を
促
し
た
ド
イ
ツ

思
想
史
が
、
な
か
で
「
悲
劇
性
」
の
論
議
を
重
ね
て
き
た
の
も
必
然
と
言
え
る
ほ
ど
の
事
実
で
あ
る
。
夥
し
く
て
論
説
の
取
捨
選
択
や

優
劣
判
定
に
不
安
を
拭
い
切
れ
な
い
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
混
迷
の
な
か
で
概
括
に
取
組
め
る
区
切
り
を
戦
争
が
許
し
た
と

言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
論
考
発
表
は
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
の
初
年
、
亡
く
な
る
の
は
一
九
二
八
年
で
あ
り
、
本
稿

の『
試
論
』公
刊
は
第
二
次
大
戦
後
よ
う
や
く
平
静
に
落
着
い
た
と
感
じ
ら
れ
る
安
定
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
紹
介
す
る
第
一
部
は「
悲

劇
的
な
る
も
の
の
哲
学
（D

ie Philosophie des T
ragischen

）」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
悲
劇
的
な
る
も
の
の
原
理
は
弁
証
法
的
葛
藤
で
あ

る
と
シ
ェ
リ
ン
グ
が
確
言
し
た
と
き
、
成
立
の
根
拠
を
得
た
当
の
哲
学
は
始
ま
っ
た
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
哲
学
存
立
の
可
能

性
を
追
っ
て
「
一
七
九
五
年
か
ら
一
九
一
五
年
に
わ
た
る
十
二
人
の
思
想
家
や
詩
人
の
哲
学
的
あ
る
い
は
美
学
的
な
著
作
か
ら
引
い
た

文
章
が
一
纏
め
に
さ
れ
た
の
は
恐
ら
く
こ
こ
が
最
初
で
あ
ろ
う
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
本
誌
前
々
集
で
紹
介
し
た
一
九
九
八
年
公
刊
の

辞
典
項
目
「
悲
劇
性
」
で
は
、
参
考
文
献
に
当
然
こ
の
『
試
論
』
は
挙
っ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
本
文
の
記
述
に
お
い
て
も
依
拠
す
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
は
歴
然
で
あ
る
。
ほ
か
に
同
種
の
事
典
類
の
扱
い
を
見
て
も
、
悲
劇
性
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
捉
え
る
べ
き
問
題

の
視
界
を
決
め
る
標
柱
と
し
て
、
す
で
に
『
試
論
』
は
基
本
的
文
献
の
位
置
に
就
い
て
い
る
と
し
て
よ
い
。

　

な
お
訳
者
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
向
け
る
関
心
か
ら
往
昔
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
の
項
目
を
訳
出
し
た
─
─
「
多
摩
芸
術
学
園
紀
要
」
第
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四
巻
一
九
七
九
（
昭
和
54
）
年
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
全
体
の
統
一
を
は
か
り
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
の
項
目
に
つ
い
て
も
新
た
な
訳
文
を
掲

げ
る
。

　　

こ
の
『
試
論
』
の
一
書
全
体
の
扉
に
は
二
詩
句
の
並
ぶ
標モ

ッ
ト
ー語
が
あ
る
。

　　

Si tu nous fais du m
al, il nous υient de nous-m

êm
es.

　
　
　
　
　A

GRIPPA
 D
’A

U
BIGN

É

　　

En m
e cuidant aiser, m

oi m
êm

e je m
e nuis.

　
　
　
　
　JEA

N
 D

E SPO
N

D
E

　　

与
え
給
う
苦
し
み
は
、
神
よ
、
も
と
も
と
は
わ
れ
ら
が
源
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ア
グ
リ
ッ
パ
・
ド
ー
ビ
ニ
ェ
（
一
五
五
二
─
一
六
三
〇
）

　　

安
ら
ぎ
を
願
う
の
に
、
こ
の
こ
と
ぞ
実
は
苦
し
み
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ジ
ャ
ン
・
ド
・
ス
ポ
ン
ド
（
一
五
五
七
─
一
五
九
五
）

　　

も
と
よ
り
異
文
化
の
身
と
し
て
詩
句
の
背
景
に
つ
い
て
確
信
を
も
て
ず
、
学
生
時
以
来
の
友
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
（Jacqueline Pigeot 

教

授　

パ
リ
）
に
教
え
を
乞
う
た
。
届
い
た
書
信
に
よ
れ
ば
、
両
者
と
も
宗
教
戦
争
の
悲
惨
時
に
生
き
た
人
で
、
こ
と
に
ド
ー
ビ
ニ
ェ
の

長
詩Les Tragiques

（
あ
れ
こ
れ
悲
劇
的
な
出
来
事
と
も
悲
劇
的
時
代
に
生
き
て
い
る
人
々
と
も
取
れ
る
）
は
優
れ
て
い
て
、
主
題
は
宗
教
戦
争
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の
惨
禍
に
あ
る
由
、
ま
た
詩
句
は
両
方
と
も
、
人
間
の
苦
し
み
は
運
命
と
か
遺
伝
な
ど
外
部
か
ら
来
る
わ
け
で
な
く
、
人
間
の
心
か
ら

出
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
て
、
共
通
の
テ
ー
マ
は
「
人
間
の
責
任
」
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
あ
り
、
う
れ
し
く
納
得
で
き
た
。
古
代

ギ
リ
シ
ア
の
叙
事
詩
や
戦
史
の
印
象
も
活
々
と
甦
り
、『
試
論
』
の
含
意
も
豊
か
に
増
す
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
頼
も
し
い
示
教
で
、
静
か
に
弾
む
友
情
の
喜
び
に
も
包
ま
れ
て
い
た
が
、
半
月
後
、
二
〇
二
二
年
こ
の
二
月
二
十
四
日
ウ
ク
ラ

イ
ナ
へ
ロ
シ
ア
軍
が
侵
攻
開
始
、
ま
た
も
大
き
な
戦
火
と
な
っ
た
。

　　

翻
訳
の
底
本
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

　

Peter Szondi, D
ie Philosophie des T

ragischen. in: V
ersuch über das T

ragische. Insel -V
erlag Frankfurt am

 M
ain 

1961. S. 1 -52.
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『
悲
劇
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ョ
ン
デ
ィ

　
序

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
こ
の
か
た
悲
劇
（T

ragödie

）
の
詩
学
は
あ
る
が
、
悲
劇
的
な
る
も
の
（das T

ragische

）
の
哲
学
が
立
つ
の
は

シ
ェ
リ
ン
グ
以
来
の
こ
と
で
あ
る
（
注
1
．
こ
の
点
に
つ
い
て
の
示
唆
はEm

il Staiger, D
er G

eist der Liebe und das Schicksal, Frauenfeld-

Leipzig 1935, S.41

参
照
。さ
ら
に
下
記
の
書
を
参
照
の
こ
と
。Friedrich T

heodor V
ischer, Ü

ber das Erhabene und K
om

ische. in: K
ritische G

änge, 2. 

A
uflage, Bd. 4, S.8

─
「
シ
ェ
リ
ン
グ
が
現
れ
て
初
め
て
美
学
の
体
系
は
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
も
、
ま
ず
は
理
念
と
い
う
見
地
を
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
」）。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
が
悲
劇
芸
術
の
要
素
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
詩
作
指
導
と
し
て
で
あ
り
、
対
象
は
悲
劇
で
あ
っ
て
悲
劇

の
理
念
で
な
い
。
具
体
的
作
品
を
こ
え
て
悲
劇
の
起
源
お
よ
び
作
用
を
問
う
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
な
お
、
当
の
心
理
学
は
経
験
的
で

あ
っ
て
、
確
認
さ
れ
た
事
柄
、
つ
ま
り
芸
術
の
起
源
と
し
て
の
模
倣
衝
動
お
よ
び
悲
劇
の
作
用
と
し
て
の
カ
タ
ル
シ
ス
に
し
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
意
味
は
事
柄
自
体
に
な
く
、
詩
作
に
と
っ
て
の
意
義
に
懸
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
詩
作
の
法
則
を
導
く
こ
と
に
あ
っ
た
。

後
代
の
詩
学
は
本
質
的
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
に
依
拠
し
て
お
り
、
詩
学
の
歴
史
と
は
当
の
著
作
の
影
響
史
で
あ
っ
て
、
継
承
や

拡
張
や
体
系
化
、
あ
る
い
は
誤
解
や
批
判
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
と
に
物
語
の
筋
の
纏
ま
り
と
拡
が
り
に
つ
い
て
の
指
示
は
周
知
の

ご
と
く
古
典
主
義
の
三
統
一
理
論
に
お
い
て
、ま
た
、こ
れ
を
修
正
し
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
論
に
お
い
て
も
、怖
れ
［
恐
怖
］
と
憐
れ
み
［
同

情
］
に
つ
い
て
の
説
と
同
様
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
き
た
し
、
怖
れ
と
憐
れ
み
に
つ
い
て
の
説
と
な
れ
ば
、
互
い
に
対
立
し
合
う
無

数
の
解
釈
こ
そ
が
悲
劇
の
歴
史
的
詩
学
を
生
み
出
し
て
い
る
（
注
2
．
わ
け
て
も
下
記
の
書
を
参
照
の
こ
と
─
─M

ax K
om

m
erell, Lessing und 

Aristoteles. U
ntersuchungen über die Theorie der Tragödie. Frankfurt a. M

. 1940.

）。
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国
民
の
限
界
も
時
代
の
限
界
も
知
ら
ぬ
右
記
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
強
大
な
影
響
範
囲
か
ら
離
れ
て
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
哲
学
は

孤
島
の
よ
う
に
聳
え
て
い
る
。
予
定
計
画
な
ど
全
然
な
い
ま
ま
シ
ェ
リ
ン
グ
に
基
礎
を
築
か
れ
て
、
こ
の
哲
学
は
つ
ね
に
新
た
な
姿

を
見
せ
つ
つ
、
観
念
論
時
代
お
よ
び
観
念
論
以
後
時
代
の
思
想
を
貫
い
て
流
れ
て
い
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ド
イ
ツ
哲
学
の
う
ち
に

数
え
、
ウ
ナ
ム
ー
ノ
（
注
3
．M

iguel de U
nam

uno, 1864-1936. D
as tragische Lebensgefühl, M

ünchen 1925.

［T
he T

ragic Sense of Life, 

London 1921.

］）
の
ご
と
き
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
学
徒
は
度
外
視
し
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
哲
学
は
ド
イ
ツ
哲
学
に
固
有

の
も
の
で
あ
る
。
今
日
ま
で
悲
劇
性
（T

ragik

）
お
よ
び
悲
劇
的
な
る
も
の
の
概
念
は
、
根
本
的
に
は
依
然
と
し
て
ド
イ
ツ
的
概
念

で
あ
る
─
─
こ
の
間
の
事
情
を
明
す
も
の
と
し
て
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
の
手
紙
ひ
と
つ
の
書
出
し
に
勝
る
も
の
は
な
い
。V

ous 

allez voir tout le tragique, com
m

e dirait le critique allem
and Curtius, de m

a situation.

（「
こ
れ
か
ら
あ
な
た
は
私
の
置
か
れ

て
い
る
状
況
の
全
悲
劇
性
─
ド
イ
ツ
の
批
評
家
ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス
な
ら
こ
う
言
う
で
し
ょ
う
─
が
お
解
り
に
な
り
ま
し
ょ
う
。」
注
4
．Sidney Schiff

宛
書
簡
。

C
orrespondance générale, tom

e 3, Paris 1932, p. 31.

）。
そ
れ
ゆ
え
悲
劇
的
な
る
も
の
の
規
定
を
扱
う
本
研
究
の
第
一
部
で
は
、
ド
イ
ツ
の

哲
学
者
や
詩
人
の
名
前
し
か
出
て
こ
な
い
。
だ
が
第
二
部
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
作
品
、
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
ス
ペ
イ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
、

ド
イ
ツ
の
作
品
、
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
と
ド
イ
ツ
古
典
主
義
の
作
品
を
考
察
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
解
明
に
努
め
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
学
に
向
け
て
悲
劇
的
現
象
へ
の
洞
察
が
欠
け
て
い
る
と
非
難
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、

一
八
〇
〇
年
以
降
に
ド
イ
ツ
哲
学
の
挙
げ
た
悲
劇
的
な
る
も
の
の
理
論
に
も
、
旧
来
の
悲
劇
文
芸
に
通
用
す
る
妥
当
性
を
最
初
か
ら
否

む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
十
九
世
紀
の
理
論
と
十
七
世
紀
十
八
世
紀
の
実
践
と
の
あ
い
だ
で
支
配
し
て
い
る
歴
史
的

連
関
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
は
迫
り
く
る
夕
闇
を
待
っ
て
よ
う
や
く
飛
び
始
め
る
、
と
い
う
言
葉

を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
注
5
．H

egel, Rechtsphilosophie, Jubiläum
s-A

usgabe, Bd. 7, S. 37.

）。
実
際
、
す
で
に
お
の
れ
の
時
は
費
い
果

し
た
か
と
見
え
る
悲
劇
文
芸
に
、
ど
の
程
度
ま
で
シ
ェ
リ
ン
グ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
悲
劇
的
な
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る
も
の
の
規
定
が
代
り
得
る
も
の
か
、
こ
う
し
た
規
定
は
ど
の
程
度
ま
で
悲
劇
そ
の
も
の
を
、
あ
る
い
は
せ
め
て
悲
劇
の
範モ

デ
ル型
を
描
き

出
せ
る
の
か
─
─
こ
の
問
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
辛
う
じ
て
注
解
（K
om

m
entar

［e

］）
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
注
解
が
本
研
究

の
第
一
部
を
成
し
て
い
る
。

　

以
下
の
扱
い
で
重
要
な
の
は
注
解
だ
け
で
あ
っ
て
、
遺
漏
の
な
い
叙
述
と
か
、
況
し
て
や
批
評
な
ど
で
な
い
。
注
解
さ
れ
る
原
典
は
、

一
七
九
五
年
か
ら
一
九
一
五
年
に
わ
た
る
期
間
の
十
二
人
の
思
想
家
に
詩
人
の
哲
学
的
著
作
お
よ
び
美
学
的
著
作
か
ら
引
い
た
文
で
あ

り
、
こ
れ
ら
が
一
纏
め
に
さ
れ
た
の
は
恐
ら
く
こ
こ
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
行
う
解
明
に
と
っ
て
は
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
規
定

が
取
出
さ
れ
た
諸
体
系
の
な
か
へ
批
判
的
に
踏
込
む
こ
と
も
、
体
系
そ
れ
ぞ
れ
の
一
回
的
意
義
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
も
、
無
用
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
各
人
の
哲
学
を
顧
慮
し
て
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
に
助
け
ら
れ
て
悲
劇
を
分
析
で
き
る
可
能
性
を
顧
慮
し

て
、
と
は
悲
劇
的
な
る
も
の
の
普
遍
的
概
念
を
期
待
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
家
の
定
義
を
読
取
り
た
い
と
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
の
解
明
は
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
種
々
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
規
定
を
、
多
か
れ
少
か
れ
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
ひ
と
つ
の
構
造
契
機
、

す
べ
て
の
規
定
に
共
通
で
悲
劇
的
な
る
も
の
の
意
義
に
到
達
で
き
る
構
造
契
機
に
も
と
づ
い
て
、
明
澄
に
解
り
易
く
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
例
外
も
あ
る
。
例
え
ば
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
断
片
の
ご
と
く
難
解
な
原
典
か
ら
、
ま
ず
は
当
の
意
義
を
読
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
き
の
注
解
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
ひ
と
つ
の
規
定
の
背
後
に
ま
で
遡
っ
て
、
当
の
規
定
の
起
源
を
、
見
た
と
こ
ろ
悲
劇
的

な
る
も
の
に
つ
い
て
は
全
く
扱
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
実
は
後
に
示
さ
れ
る
定
義
の
解
明
が
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
箇

所
で
、
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
の
注
解
で
あ
る
。
後
者
に
あ
た
る
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
注
解
だ
が
、
こ
の
注
解
が
こ
れ
か
ら
の
解
釈

に
と
っ
て
の
土
台
を
成
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
学
徒
の
認
識
に
助
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の
研
究
に
し
て
も
決
し
て
書
く
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
に
は
、
こ
の
研
究
の
冒
頭
に
は
誰
よ
り
も
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
の
名
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
部　

悲
劇
的
な
る
も
の
の
哲
学

　
　

シ
ェ
リ
ン
グ

　
　

 　

ギ
リ
シ
ア
人
の
理
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
当
の
悲
劇
の
矛
盾
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
し
ば
し
ば
問
わ
れ
て
き
た
。

神
命
（V

erhängnis
）
に
よ
っ
て
罪
人
と
定
め
ら
れ
、
み
ず
か
ら
神
命
を
相
手
に

0

0

0

0

闘
う
が
、
や
は
り
運
命
（Schicksal

）
の
仕
業
な

る
犯
罪
行
為
の
た
め
に
恐
ろ
し
く
罰
せ
ら
れ
る
─
─
こ
れ
が
死
す
べ
き
身
の
姿
で
あ
っ
た
と
は
！　

こ
の
矛
盾
の
根
柢

0

0

、
こ
の
矛

盾
は
耐
え
ら
れ
る
と
し
た
も
の
は
、
古
来
ひ
と
が
探
し
て
き
た
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ
、
人
間
の
自
由
と
客
観
的
世
界
の
威
力
と
の

闘
争
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
闘
争
に
お
い
て
当
の
力
が
宿
命
（Fatum

）
な
る
圧
倒
的
威
力
で
あ
れ
ば
、
死
す
べ
き

身
は
必
ず
敗
北
、し
か
も
闘
争
せ
ず

0

0

0

0

に
敗
れ
た
わ
け
で
な
い
ゆ
え
に
、敗
北
自
体
の
責
を
取
っ
て
処
罰

0

0

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
運
命
（Schicksal

）
の
圧
倒
的
威
力
に
し
か
屈
服
せ
ぬ
者
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
罪
人
と
し
て
処
罰

0

0

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

人
間
の
自
由
を
認
め
た
こ
と
で
あ
り
、
自
由
に
帰
せ
ら
れ
る
栄
誉

0

0

で
あ
っ
た
。
運
命
の
圧
倒
的
威
力
を
相
手
と
し
て
英
雄
に
闘
争

0

0

さ
せ
た

0

0

0

こ
と
で
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
人
間
の
自
由
を
称
揚
し
た
。
そ
の
さ
い
芸
術
の
限
界
を
越
え
さ
せ
な
い
た
め
に
英
雄
を
敗
北

0

0

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
、
芸
術
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
た
、
人
間
の
自
由
は
貶
め
る
と
い
う
屈
辱
を
ふ
た

た
び
補
正
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
運
命
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
犯
罪
行
為
の
責
を
取
ら
せ
る
た
め
に
も
、
悲
劇
は
英
雄
に
贖
罪

0

0

さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
…
…
…
…
…

000000

避
け
得
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

犯
罪
行
為
へ
の
罰
に
も
進
ん
で
耐
え
、
こ
う
し
て
自
分
の
自
由
そ

の
も
の
を
失
う
こ
と
で
、
ま
さ
し
く
こ
の
自
由
を
確
証
し
、
し
か
も
自
由
な
る
意
志
を
明
し
つ
つ
没
落
す
る
、
と
い
う
の
は
偉
大

0

0

な0

思
想
で
あ
っ
た

（
（
（

。
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 （
注
1
．Friedrich W

ilhelm
 Joseph von Schelling, 1775-1854. Briefe über D

ogm
atism

us und K
ritizism

us. H
auptw

erke der Philosophie 

in originalgetreuen N
eudrucken. Bd. 3. Leipzig 1914, S. 85f.  V

gl. Em
il Staiger, D

er G
eist der Liebe und das Schicksal, S. 41.

）

　

こ
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
解
釈
お
よ
び
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
全
般
の
解
釈
で
悲
劇
的
な
る
も
の
の
理
論
の
歴
史
が
始
ま
る
が
、
も
は

や
当
の
理
論
が
着
目
す
る
の
は
悲
劇
的
な
る
も
の
の
作
用
で
な
く
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
現
象
（Phänom

en

）
自
体
で
あ
る
。
掲
げ
た

原
文
は
一
七
九
五
年
シ
ェ
リ
ン
グ
二
十
歳
の
著
作
『
独
断
主
義
と
批
判
主
義
に
つ
い
て
の
哲
学
的
書
簡
』
の
末
尾
か
ら
引
い
て
い
る
。

す
で
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
二
つ
し
か
な
い
「
完
全
に
首
尾
一
貫
せ
る
体
系
」（
注
2
．G

rundlage der gesam
ten W

issenschaftslehre. 

Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814. W
erke. H

rsg. F. M
edicus. Leipzig 1911. Bd. 1, S. 295.

）
で
あ
っ
た
ス
ピ
ノ
ザ
と
カ
ン
ト
の
教
説
が

右
の
書
簡
で
は
相
対
峙
し
て
置
か
れ
、
同
時
に
、
批
判
哲
学
が
み
ず
か
ら
独
断
化
す
る
こ
と
を
防
ご
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
。
当
時

ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
手
紙
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
書
い
て
い
る
─
─
「
批
判
哲
学
と
独
断
哲
学
と
を
別
け
る
真
の
区
別
は
、
前
者
は
絶
対
的
（
ま

だ
客
体
に
制
約
さ
れ
ぬ
）
自
我
か
ら
発
し
、
後
者
は
絶
対
的
客
体
な
い
し
非
我
か
ら
発
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
ぼ
く
は
思
う
」（
注
3
．Aus 

Schellings Leben. Leipzig 1869. Bd. 1, S. 76f.

）。
し
た
が
っ
て
双
つ
の
教
説
で
は
対
立
し
合
う
意
義
が
自
由
に
帰
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
自

由
に
こ
そ
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
自
我
の
本
質
」「
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
ア
ル
フ
ァ
に
し
て
オ
メ
ガ
」
を
見
る
の
で
あ
る
（
注
4
．
同
右
書
）。

独
断
主
義
で
は
主
体
は
お
の
れ
の
知
の
客
体
と
し
て
絶
対
者
を
選
び
、「
絶
対
的
受
動
性
」
が
代
償
で
あ
る
。
他
方
、
一
切
を
主
体
の

内
部
に
置
い
て
客
体
に
つ
い
て
は
一
切
を
否
む
批
判
主
義
と
は
「
不
変
の
自
己
性
、
制
約
な
き
自
由
、
拘
束
な
き
活
動
性
を
も
と
め
る

努
力
」
の
こ
と
で
あ
る
（
注
5
．Briefe über D

ogm
atism

us und K
ritizism

us. S. 84.

）。
自
分
自
身
は
あ
た
か
も
、
こ
れ
ら
双
つ
の
可
能
な
る

見
方
の
も
と
で
は
客
体
的
な
る
も
の
の
威
力
が
や
は
り
軽
視
さ
れ
る
、
と
い
う
の
も
当
の
威
力
の
勝
利
も
主
体
の
絶
対
的
受
動
性
の
ゆ

え
に
で
あ
ら
ば
、
勝
利
は
な
お
主
体
自
体
に
負
う
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
見
抜
い
て
い
た
か
の
ご
と
く
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
書
簡
の
仮
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想
の
相
手
に
第
三
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。そ
の
可
能
性
が
出
て
く
る
の
は
、も
は
や
哲
学
体
系
の
仮
説
か
ら
で
な
く
、生
か
ら
で
あ
り
、

芸
術
に
お
け
る
生
の
呈
示
か
ら
で
あ
る
。「
か
れ
ら
は
正
し
い
」
と
第
十
書
簡
は
始
ま
る
。「
だ
が
一
つ
問
題
が
残
る
─
─
わ
れ
わ
れ
の

自
由
を
絶
滅
し
よ
う
と
脅
か
す
客
体
的
威
力
の
存
在
す
る
こ
と
を
知
り

0

0

、
こ
の
確
固
不
抜
の
信
念
を
心
に
懐
い
て
─
─
当
の
威
力
を
相

0

0

手
に

0

0

闘
争
し
、
心
の
自
由
を
総
動
員
し
て
没
落
す
る
こ
と
だ
」（
注
6
．
同
右
書S. 85.

）。
そ
れ
で
も
こ
う
し
た
客
体
的
な
る
も
の
の
認

め
方
を
ま
た
も
恐
れ
て
か
、
若
い
シ
ェ
リ
ン
グ
が
闘
争
を
容
認
す
る
の
は
悲
劇
芸
術
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
て
、
生
に
お
い
て
で
は
な

い
─
─
「
こ
の
よ
う
な
体
系
は
巨
人
族
を
前
提
と
す
る
ゆ
え
に
、
闘
争
が
行
動
の
体
系
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ

の
前
提
が
な
け
れ
ば
、
間
違
い
な
く
人
類
は
最
大
の
破
滅
に
立
至
る
で
あ
ろ
う
」（
注
7
．
同
右
書S. 88.

）。
こ
れ
は
、
悲
劇
的
な
る
も

の
を
支
配
し
た
く
思
い
、
な
か
に
自
由
の
主
張
な
る
意
味
を
見
出
せ
る
か
ら
悲
劇
的
な
る
も
の
は
承
認
す
る
、
と
い
う
観
念
論
的
信
念

で
あ
る
が
、
こ
の
信
念
に
相
応
し
く
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
の
悲
劇
的
事
件
が
意
義
を
得
る
の
は
事
件
自
体

と
し
て
で
な
く
、
た
だ
事
件
の
究テ

ロ

ス

極
目
標
（telos

）
と
の
関
連
に
お
い
て
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
れ
で
も
事
件
固
有
の
構
造
は
明
白

に
な
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
解
釈
に
よ
る
と
、悲
劇
的
英
雄
［
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
］
は
客
体
的
な
る
も
の
の
圧
倒
的
威
力
に
敗
れ
る
ば
か
り
か
、

敗
れ
た
こ
と
の
責
、
そ
も
そ
も
闘
い
を
始
め
た
こ
と
の
責
を
取
っ
て
み
ず
か
ら
罰
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
と
き
英
雄
自
身
に
は
背
い
て
立

現
れ
る
の
が
英
雄
の
志
操
、「
か
れ
の
自
我
の
本
質
」
た
る
自
由
へ
の
意
志
と
い
う
志
操
の
積
極
的
価
値
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
ヘ
ー

ゲ
ル
と
と
も
に
弁
証
法
的
過
程
と
呼
ん
で
よ
か
ろ
う
（
注
8
．
本
研
究
の
全
篇
に
わ
た
りD

ialektik

（
弁
証
法
）dialektisch

（
弁
証
法
的
）
の
語
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
と
は
絡
ま
せ
な
い
ま
ま
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
語
法
で
用
い
て
、
下
記
の
事
態
や
事
件
を
指
す
─
─
諸
々
の
対
立
の
統
一
、一
項
を
対
立
項
へ

変
え
る
転
換
、
自
己
自
身
の
否
定
的
措
定
、
自
己
の
二
分
化
）。
も
と
よ
り
シ
ェ
リ
ン
グ
が
見
詰
め
た
の
は
没
落
す
る
こ
と
で
購
っ
た
自
由
の
主

張
で
あ
り
、
生き

っ
す
い粋
の
悲
劇
的
事
件
の
可
能
性
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
問
題
を
め
ぐ
る

哲
学
的
努
力
す
べ
て
の
土
台
を
築
い
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
命
題
、「
避
け
得
な
か
っ
た
犯
罪
行
為
へ
の
罰
に
も
進
ん
で
耐
え
、
こ
う
し
て
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自
分
の
自
由
そ
の
も
の
を
失
う
こ
と
で
、
ま
さ
し
く
こ
の
自
由
を
確
証
す
る
」
と
は
偉
大
な
思
想
で
あ
っ
た
と
い
う
命
題
は
、
も
は
や

崇
高
な
る
も
の
の
勝
利
な
る
後
日
の
意
識
で
も
掻
き
消
せ
な
い
暗
い
動モ

テ
ィ
ー
フ機
を
す
で
に
奏
で
て
い
る
─
─
最
高
な
る
も
の
が
否
定
さ
れ
た

の
は
、
こ
れ
の
救
済
が
ま
さ
に
否
定
に
よ
る
し
か
な
い
定
め
ゆ
え
、
と
見
る
認
識
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　

 　

悲
劇

0

0

の
本
質
的
な
る
も
の
は
…
…
…
…
主
体
に
お
け
る
自
由
と
客
体
的
必
然
性
と
し
て
の
必
然
と
の
現
実
的
衝
突
で
あ
り
、
こ

の
衝
突
が
終
る
の
は
、
一
方
が
他
方
に
敗
れ
て
の
こ
と
で
な
く
、
双
方
が
同
時
に
勝
者
で
も
あ
れ
ば
敗
者
で
も
あ
る
姿
で
完
全
な

無
差
別
の
う
ち
に
現
れ
て
く
る
と
き
で
あ
る
（
注
9
．Philosophie der K

unst. W
erke. Stuttgart 1856-61, I. A

bteilung, Bd. 5, S. 693.

）。

　
　

 　

自
由
と
必
然
と
の
衝
突
が
本
当
に
存
在
す
る
の
は
、
必
然
が
意
志
そ
の
も
の
の
土
台
を
徐
々
に
削
り
取
り
、
自
由
が
自
分
自
身

を
基
盤
と
し
て
争
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
し
か
な
い
（
注
10
．
同
右
書S. 696.

）。

　

一
八
〇
二
年
か
ら
一
八
〇
三
年
に
か
け
て
初
め
て
行
わ
れ
た
「
芸
術
哲
学
講
義
（V

orlesungen über die Philosophie der K
unst

）」

に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
悲
劇
解
釈
は
、
確
か
に
明
言
し
て
青
年
期
の
独
断
主
義
と
批
判
主
義
に
つ
い
て
の
論
考
を
指
示
し
て
は
い
る

も
の
の
、
し
か
し
出
発
点
と
し
て
は
、
も
は
や
主
体-

客
体
の
原
則
的
に
可
能
な
双
つ
の
関
係
と
並
び
芸
術
に
割
当
て
ら
れ
た
第
三
の

関
係
を
取
る
の
で
な
く
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
の
原
理
か
ら
展
開
さ
れ
た
解
釈
で
あ
り
、
こ
の
哲
学
に
も
と
づ
く
シ
ェ
リ
ン
グ
の

美
学
で
は
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
神
を
「
お
の
れ
の
う
ち
に
全
実
在
を
［
概
念
的
に
］
把
握
す
る
無
限
な
る
理

想
性
（Idealität

観
念
性
）
で
あ
る
と
措
定
し
（
注
11
．
同
右
書S. 380.

）、
美
は
「
実
在
的
（real

）
な
る
も
の
と
理
想
的
（ideal

）
な
る

も
の
と
の
合
一
形
成
」
で
あ
り
「
実
在
的
な
る
も
の
に
直
観
さ
れ
る
自
由
と
必
然
と
の
無
差
別
（Indifferenz

）」
で
あ
る
と
規
定
す
る
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（
注
12
．
同
右
書S. 383.

）。
こ
の
同
一
性
の
相
異
な
る
発
現
形
式
と
し
て
登
場
す
る
の
が
文
芸
の
三
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
叙
事
詩
に
シ
ェ

リ
ン
グ
が
見
出
す
の
は
「
無
垢
さ
な
が
ら
の
状
態
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
ま
だ
一
切
は
共
在
し
て
一
体
で
あ
る
が
、
の
ち
に
散
在
す
る
だ

け
と
な
り
、
ふ
た
た
び
統
一
が
成
る
に
も
散
在
か
ら
始
め
る
し
か
な
い
。
こ
の
同
一
性
に
火
が
付
い
て
形
成
が
進
み
抒
情
詩
で
は
抵
抗

（W
iderstreit

矛
盾
）
と
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
形
成
が
進
ん
で
成
熟
を
極
め
た
果
実
こ
そ
は
、
高
次
の
段
階
に
立
っ
て
、
統
一
自
体
が
抵

抗
と
和
解
を
遂
げ
た
拠
り
所
、
こ
れ
ま
で
よ
り
完
全
な
る
形
成
と
し
て
双
方
が
一
体
に
な
っ
た
場
で
あ
っ
て
、
こ
の
高
次
の
同
一
性
が

劇ド
ラ
マ詩
で
あ
る
」（
注
13
．
同
右
書S. 687.

）。
こ
う
し
て
自
由
と
必
然
と
の
同
一
性
を
本
質
と
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
体
系
全
体
が
、
衝
突
状

態
に
あ
る
無
差
別
の
復
元
と
し
て
の
悲
劇
的
事
件
と
い
う
規
定
で
頂
点
に
達
す
る
。
同
時
に
悲
劇
的
な
る
も
の
は
ま
た
も
や
弁
証
法
的

現
象
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
自
由
と
必
然
と
の
無
差
別
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
代
償
は
、
勝
者
は
同
時
に
敗
者
で

あ
り
、
敗
者
は
同
時
に
勝
者
で
あ
る
こ
と
に
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
闘
の
舞
台
は
、
闘
う
主
体
に
と
っ
て
は
外
な
る
ま
ま

の
中
間
領
域
で
な
く
、
自
由
そ
の
も
の
へ
と
移
さ
れ
て
い
て
、
こ
う
し
て
自
由
が
、
い
わ
ば
自
分
自
身
と
不
和
に
な
り
、
自
分
自
身
の

敵
と
な
る
。

　
　

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン

　
　

 　

悲
劇
の
意
義
は
逆パ

ラ
ド
ク
ス説
か
ら
把
握
す
る
の
が
最
も
容
易
い
。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
能
力
は
公
平
か
つ
平
等
に
頒
た
れ
て
い
る

か
ら
に
は
、
す
べ
て
根
源
的
な
る
も
の
が
現
れ
て
見
え
る
の
は
確
か
に
根
源
的
な
強
さ
の
な
か
に
で
な
く
、
本
来
た
だ
根
源
的
な

弱
さ
の
な
か
に
で
し
か
な
く
、
し
た
が
っ
て
生
命
の
灯
火
や
目
に
見
え
る
外
見
は
当
然
ま
さ
し
く
各
自
の
全
体
の
弱
点
に
属
す
る

か
ら
で
あ
る
。
さ
て
悲
劇
的
な
る
も
の
で
は
目
印
（Zeichen

）
自
体
は
意
義
な
く
効
験
も
な
い
が
、
し
か
し
根
源
的
な
る
も
の
が

ま
さ
し
く
顔
を
出
し
て
い
る
。
言
い
か
え
る
と
、
根
源
的
な
る
も
の
は
本
来
お
の
れ
の
弱
点
に
し
か
現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
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だ
が
、
目
印
自
体
が
無
意
義
で
0 ゼ
ロ

と
し
て
置
か
れ
る
限
り
、
自
然
各
自
の
隠
れ
た
根
柢
た
る
根
源
的
な
る
も
の
も
呈
示
さ
れ
得
る
。

も
と
も
と
自
然
は
お
の
れ
の
最
弱
の
資
性
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
然
が
お
の
れ
の
最
強
の
資
性
に
お
い
て
呈
示

さ
れ
る
と
き
の
目
印
は
0 ゼ
ロ

で
あ
る

（
（
（

。

　
　
（
注
1
．Friedrich H

ölderlin, 1770-1843. Säm
tliche W

erke. H
istorisch-kritische A

usgabe. H
rsg. L. v. Pigenot. Berlin 1943, Bd. 3, S. 275.

）

　

こ
の
断
章
は
一
七
九
八
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
の
あ
い
だ
に
成
る
が
、
悲
劇
的
な
る
も
の
を
扱
っ
た
ホ
ム
ブ
ル
ク
時
代
の
二
論
文
「
エ

ム
ペ
ド
ク
レ
ス
の
背
景
（Grund zum

 Em
pedokles

）」
お
よ
び
「
消
滅
に
お
け
る
生
成
（Ü

ber das W
erden im

 V
ergehen

）」
と
同
じ

く
、
立
論
の
出
発
点
に
は
自
然
の
概
念
を
置
い
て
い
る
。
二
論
文
と
同
様
こ
の
断
章
成
立
の
意
図
は
、
自
然
相
手
の
人
間
に
、
確
か

に
人
間
を
自
然
の
下し

も
べ僕
と
し
て
示
す
が
同
時
に
自
然
も
人
間
を
必
要
と
す
る
と
示
し
て
い
る
、
と
し
て
よ
か
ろ
う
場
所
を
空
け
て
や

る
こ
と
で
あ
る
。
一
七
九
九
年
六
月
四
日
の
弟
へ
の
手
紙
で
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
、「
芸
術
衝
動
と
形
成
衝
動
は
あ
ら
ゆ
る
変
種
変
様
と

も
ど
も
人
間
が
自
然
に
尽
す
本
来
的
奉
仕
で
あ
る
…
…
と
い
う
逆パ

ラ
ド
ク
ス説
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
（
注
2
．Säm

tliche W
erke

［
以
下SW

と

略
記
］Große Stuttgartner A
usgabe. H

rsg. Fr. Beißner, Bd. 6, S. 329.

）。
こ
の
逆
説
か
ら
断
章
は
悲
劇
の
意
義
を
説
く
。
根
本
思
想
は

一
七
九
八
年
十
二
月
二
十
四
日
の
シ
ン
ク
レ
ア
（Sinclair
）
へ
の
手
紙
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
生
命
あ
ら
ゆ
る
組

織
の
第
一
条
件
」
と
し
て
「
天
上
に
お
い
て
も
地
上
で
も
力
は
君
主
制
的
で
な
い
」
と
い
う
事
実
が
挙
げ
ら
れ
る
（
注
3
．SW

. Bd. 6, S. 

300.

）。
こ
の
よ
う
に
「
あ
ら
ゆ
る
能
力
は
公
平
か
つ
平
等
に
頒
た
れ
て
い
る
」
ゆ
え
に
、
本
質
か
ら
し
て
根
源
的
な
る
も
の
、
す
な
わ

ち
自
然
は
、
そ
の
ま
ま
「
根
源
的
な
強
さ
で
現
れ
出
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
来
的
に
」
と
は
根
源
的
な
る
も
の
固
有
の
可
能
性
に
相
応

し
く
自
分
の
力
で
、「
た
だ
お
の
れ
の
弱
さ
の
な
か
に
し
か
現
れ
出
な
い
」。
こ
の
弁
証
法
、
強
い
も
の
は
弱
い
も
の
と
し
て
し
か
み
ず

か
ら
現
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
強
い
も
の
の
強
さ
が
現
れ
出
る
に
は
何
か
弱
い
も
の
が
要
る
、
と
い
う
弁
証
法
こ
そ
が
、
芸
術
は
不
可
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欠
と
さ
せ
る
根
拠
で
あ
る
。
芸
術
の
な
か
に
現
れ
る
自
然
は
も
は
や
「
本
来
的
［
あ
り
の
ま
ま
］」
で
な
く
、
目
印
（Zeichen

）
を
介
し

て
の
自
然
で
あ
る
。
こ
の
目
印
が
悲
劇
に
お
い
て
は
英
雄
で
あ
る
。
自
然
の
威
力
が
相
手
で
何
ひ
と
つ
成
し
遂
げ
ら
れ
ず
、
自
然
の
威

力
に
圧
殺
さ
れ
る
限
り
で
は
英
雄
は
「
意
義
な
し
」「
効
験
な
し
」
で
あ
る
。
し
か
し
悲
劇
的
英
雄
の
没
落
に
お
い
て
目
印
が
0 ゼ
ロ

で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
自
然
が
「
お
の
れ
の
最
強
の
資
性
で
」
勝
利
者
と
し
て
の
姿
を
見
せ
、「
根
源
的
な
る
も
の
が
ま
さ
し
く
顔
を

出
す
」。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
悲
劇
を
、
自
然
の
適
切
な
現
出
を
助
け
る
た
め
人
間
が
自
然
に
捧
げ
る
生
贄
（O

pfer

）
と
解

釈
す
る
。
こ
の
奉
仕
が
人
間
の
定
在
に
意
義
を
与
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
果
せ
る
の
は
た
だ
、
自
分
自
身
は
目
印
と
し
て
は
「
こ
れ
自

体
で
は
無
意
義
な
0 ゼ
ロ

」
と
措
定
さ
れ
る
死
に
お
い
て
で
し
か
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
間
の
悲
劇
性
（T

ragik

）
が
あ
る
。
こ
の
自

然
と
芸
術
と
の
闘
争
は
、
も
と
よ
り
両
者
の
和
解
を
目
標
と
す
る
が
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
見
解
で
は
悲
劇
そ
の
も
の
の
な
か
で
決
着
す

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
、
成
立
の
と
き
理
論
的
著
述
も
あ
と
に
続
い
た
例
の
悲
劇
で
当
の
主
題
に
転
じ
て
い
る
。

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
に
と
っ
て
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
は
「
自
然
と
芸
術
と
の
す
さ
ま
じ
い
抗
争
の
息
子
で
あ
り
、
こ
の
抗
争
の
な
か
に
現
れ
る

の
が
自
分
の
目
に
す
る
世
界
で
あ
る
。
当
の
諸
々
の
対
立
が
自
分
の
な
か
で
あ
ま
り
に
も

0

0

0

0

0

親
密
に
纏
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
一
身
内
で

諸
対
立
が
一
者

0

0

に
な
る
ほ
ど
…
…
の
人
間
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
注
4
．W

erke

（Pigenot

［
注
1
］）, Bd. 3, S. 324.

）。
だ
が
自
分
の
体
現
し

て
い
る
和
解
を
得
る
た
め
に
、
そ
し
て
ま
さ
し
く
、
自
分
が
和
解
を
体
現
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
感
覚
的
に
見
せ
て
い
る
ゆ
え
に
こ
そ

没
落
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、こ
れ
が
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
の
悲
劇
性
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、一
方
で「
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
の
背
景
」

が
詳
述
す
る
よ
う
に
、
和
解
を
識
別
で
き
る
の
は
内
的
統
一
に
ま
で
も
結
合
し
て
い
る
も
の
が
闘
争
裡
に
相
分
れ
る
と
き
に
だ
け
で
し

か
な
く
、
他
方
で
感
覚
的
な
合
一
と
は
見
せ
か
け
の
こ
と
一
時
的
な
こ
と
で
し
か
な
く
解
消
は
必
至
だ
か
ら
で
あ
る
。「
さ
も
な
い
と

普
遍
者
が
個
別
者
の
う
ち
に
消
え
、そ
し
て
…
…
…
ひ
と
つ
の
世
界
の
生
命
が
一
個
体
の
な
か
で
滅
び
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
だ
」（
注

5
．
同
右
書S. 327.

）。
こ
の
よ
う
に
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
は
「
か
れ
の
時
代
の
生
贄
」（
注
6
．
同
右
書S. 328.

）
で
あ
る
が
、こ
の
生
贄
の
「
消
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滅
す
る
こ
と
」
が
「
生
成
す
る
こ
と
」
を
可
能
に
す
る
。
そ
し
て
こ
の
運
命
は
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
個
人
の
運
命
で
な
く
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー

ン
の
強
調
す
る
よ
う
に
「
多
か
れ
少
か
れ
」
あ
ら
ゆ
る
「
悲
劇
的
人
物
」
の
運
命
で
あ
る
（
注
7
．
同
右
書S. 328.

）。

　
　

 　

神
と
人
間
と
が
一
対
に
な
り
、
自
然
の
威
力
と
人
間
の
最
内
奥
と
が
激
怒
し
つ
つ
際
限
な
く
一
体
化
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
途

方
も
な
い
こ
と
が
、
際
限
な
き
一
体
化
が
際
限
な
き
分
離
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
介
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
─
─

主
と
し
て
こ
の
こ
と
に
悲
劇
的
な
る
も
の
の
呈
示
は
も
と
づ
い
て
い
る

（
（
（

。

　
　
（
注
8
．W

erke

（Beißner
［
注
2
］）, Anm

erkungen zum
 Ö

dipus. Bd. 5, S. 201.

）

　

エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
作
詩
に
ホ
ム
ブ
ル
ク
時
代
の
論
文
が
続
い
た
よ
う
に
、
後
期
の
讃
歌
に
は
一
八
〇
三
年
執
筆
の
注
解
「
オ
イ
デ
ィ

プ
ス
（A

nm
erkungen zum

 Ö
dipus

）」
と
「
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
（A

nm
erkungen zur A

ntigone

）」
が
続
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
悲
劇
の

規
定
は
至
極
緊
密
に
さ
き
の
規
定
と
結
ば
れ
る
が
、讃
歌
と
の
近
さ
で
新
た
な
意
義
を
具
え
て
い
る
。
こ
の
変
化
の
表
に
出
た
目
印
は
、

こ
こ
で
は
悲
劇
的
な
る
も
の
と
の
関
り
が
も
は
や
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
自
身
の
詩
作
に
で
な
く
、
ソ
ポ
レ
ク
ス
二
悲
劇
の
翻
訳
に
結
ば
れ
て

い
る
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
自
然
と
芸
術
と
の
対
立
関
係
は
後
期
の
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
で
は
さ
ら
に
絶
対
的
に
把
握
さ
れ
て
神
と
人
間

と
の
関
係
に
な
る
が
、
こ
の
対
立
関
係
の
悲
劇
的
解
決
は
も
は
や
自
分
自
身
の
抒
情
詩
の
主
題
で
な
い
。
確
か
に
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
、

『
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
の
死
（T

od des Em
pedokles

）』
で
形
を
与
え
よ
う
と
努
め
た
悲
劇
的
弁
証
法
か
ら
目
を
背
け
て
い
な
い
。
し
か
し

い
ま
や
悲
劇
的
な
る
も
の
は
、
神
と
人
間
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
関
係
を
思
う
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
表
象
に
い
わ
ば
内
在
す
る
。
悲
劇
的
な

る
も
の
と
は
「
神
の
不
実
（göttliche U

ntreue

）」
を
思
う
思
想
の
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
哲
学
的
に
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
オ
イ
デ
ィ
プ
ス

物
語
の
時
代
を
、
自
分
の
時
代
の
ご
と
く
中
間
期
つ
ま
り
夜
と
見
倣
す
が
、
こ
の
時
期
「
神
と
人
間
と
は
、
世
界
の
流
れ
に
隙
間
が
出
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な
い
よ
う
に
、
天
上
の
想
出
が
消
え
な
い
よ
う
に
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、000000
一
切
を
忘
れ
去
る
不
実
と
い
う
形
式
で
互
い
に
伝
え
合
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
と
い
う
の
も
最
も

よ
く
記
憶
さ
れ
る
の
は
神
の
不
実
だ
か
ら
で
あ
る
」（
注
9
．
同
右
書S. 202.

）。
こ
の
信
実
と
不
実
、
記
憶
と
忘
却
と
い
う
弁
証
法
を
ヘ

ル
ダ
リ
ー
ン
後
期
の
詩
篇
は
主
題
の
背
景
と
す
る
。
同
時
に
後
期
の
詩
篇
は
、
い
ま
で
は
遠
さ
に
あ
る
こ
と
で
し
か
神
々
に
近
付
け
な

い
時
代
に
お
け
る
詩
人
の
使
命
を
定
め
て
果
し
て
い
る
。
神
々
が
遠
い
夜
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
夜
は
現
在
で
あ
り
、
人
間
を
絶
滅
さ

せ
な
い
唯
一
の
夜
で
あ
っ
て
、
こ
の
夜
に
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
、
忍
耐
し
よ
う
、
い
つ
の
日
か
神
々
の
帰
る
日
を
待
と
う
と
決
意
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
が
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
詩
、
例
え
ばFriedensfeier

（「
平
和
の
祝
祭
」）
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
構
造
と
、
あ
の
極
度
に
張
り
つ

め
た
リ
ズ
ム
と
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
の
リ
ズ
ム
の
な
か
で
語
の
各
々
は
、
エ
ト
ナ
山
に
身
を
投
げ
た
と
き
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
が
た
じ

ろ
い
だ
憧
れ
に
向
け
て
緊
迫
す
る
。
こ
う
し
て
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
解
釈
に
よ
れ
ば
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
悲
劇
で
も
、
緊
張
は
耐
え
ら
れ
ず
爆

発
に
至
る
。
神
々
の
近
さ
な
る
至
福
の
未
来
は
、
そ
の
時
が
く
る
前
に
、
い
ま
だ
機
の
熟
さ
ぬ
現
在
に
沈
み
込
み
、
そ
こ
で
は
火
花
が

飛
び
散
り
、
掻
き
立
て
る
火
焔
の
な
か
で
、
夜
は
燃
え
さ
か
る
昼
と
変
る
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
が
宗
教
的
要
求
と
し
て
「
神
託
の
意
味
を

あ
ま
り
に
も
涯
し
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

解
き
続
け
て
」（
注
10
．
同
右
書S. 197.

）、
こ
の
要
求
を
果
す
と
き
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
か
ら
見
る
と
、
オ
イ
デ
ィ

プ
ス
は
無
理
に
神
と
の
合
一
を
求
め
て
い
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
「
際
限
も
な
い
一
体
化
」
は
、
こ
の
こ
と
の
表
す
途
方
も
な
さ
が
認

識
可
能
と
な
ろ
う
た
め
に
は
「
際
限
も
な
い
分
離
」
へ
と
移
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
と
注
解
は
述
べ
る
。
無
理
に
迫せ

り
上
げ
た
昼
は
悲

劇
的
に
夜
へ
と
転
落
す
る
─
─
眼
を
抉
り
ぬ
く
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
闇
黒
へ
と
。

　
　

ヘ
ー
ゲ
ル

　
　

 　

人
倫
的
自
然
が
お
の
れ
の
非
有
機
的
自
然
を
、
こ
れ
と
は
縺
れ
合
う
ま
い
と
切
離
し
、
運
命
と
し
て
お
の
れ
に
対
立
せ
し
む
る

こ
と
、
し
か
も
闘
争
の
う
ち
に
運
命
を
承
認
し
て
、
双
方
の
統
一
た
る
神
的
本
質
と
和
解
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
こ
そ
悲
劇

0

0

が
あ
る

（
（
（

。
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 （
注
1
．Georg W

ilhelm
 Friedrich H

egel, 1770-1831. Ü
ber die w

issenschaftlichen Behandlungsarten des N
aturrechts, seine Stelle in der 

praktischen Philosophie, und sein Verhältnis zu den positiven Rechtsw
issenschaften. Jubiläum

s-A
usgabe, Bd. 1, S. 501f.

）

　　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
最
初
の
悲
劇
解
釈
を
見
出
せ
る
と
こ
ろ
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
共
同
編
集
のK

ritisches Journal der 

Philosophie
に
一
八
〇
二
年
か
ら
一
八
〇
三
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
「
自
然
法
の
学
問
的
論
述
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
で
あ
る
。

雑
誌
全
体
と
同
様
こ
の
論
文
も
鋒
先
は
カ
ン
ト
お
よ
び
フ
ィ
ヒ
テ
に
向
け
て
い
る
。
倫
理
学
の
領
域
で
為
さ
れ
た
こ
の
闘
い
は
、
同
時

に
、
当
時
よ
う
や
く
自
覚
を
得
は
じ
め
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
、
当
代
哲
学
の
二
元
論
的
形
式
主
義
を
相
手
に
挑
む
原
理
上
の
論
争

で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
に
加
え
た
非
難

は
、
両
者
が
法
と
個
人
、
一
般
者
と
特
殊
者
の
対
立
を
硬
直
さ
せ
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
個
人
の

行
動
や
存
在
の
す
べ
て
を
、
個
人
に
対
立
す
る
一
般
者
や
抽
象
が
監
視
し
意
識
し
規
定
す
る
も
の
と
し
て
見
る
」
つ
も
り
と
す
る
（
注

2
．
同
右
書S. 525.

）。
反
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
人
倫
性
の
絶
対
的
理
念
」
を
立
て
、
こ
の
理
念
が
「
あ
く
ま
で
同
一
的
と
し
て
」「
自

然
状
態
」
と
「
個
々
人
と
は
他
者
な
る
…
…
…
尊
厳
に
し
て
神
的
な
る
法
状
態
全
体
」
と
を
包
含
す
る
、
と
言
う
（
注
3
．
同
右
書S. 

452.

）。
抽
象
的
な
人
倫
性
概
念
に
代
え
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
在
的
な
人
倫
性
概
念
を
置
き
、
こ
の
概
念
は
一
般
者
と
特
殊
者
と
を
同
一
的

と
し
て
呈
示
し
て
い
る
の
に
、両
項
が
対
立
す
る
の
は
形
式
主
義
の
抽
象
に
よ
る
、と
言
い
た
い
の
で
あ
る（
注
4
．同
右
書S. 527.

）。ヘ
ー

ゲ
ル
の
理
解
す
る
実
在
的
な
絶
対
的
人
倫
性
と
は
「
そ
の
ま
ま
個
人
の
人
倫
性
で
あ
り
、
逆
に
、
個
人
の
人
倫
性
の
本
質
は
、
あ
く
ま

で
実
在
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
一
般
的
に
し
て
絶
対
的
な
る
人
倫
性
で
あ
る
」（
注
5
．
同
右
書S. 509f.

）。
だ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
と
異
な
り
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
た
だ
同
一
性
に
ば
か
り
か
、
こ
の
同
一
性
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
た
諸
力
の
不
断
の
抗
争
に
も
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
諸
力
統

一
に
内
在
す
る
運
動
、
こ
れ
あ
ら
ば
こ
そ
同
一
性
も
は
じ
め
て
実
在
的
な
内
在
性
と
し
て
可
能
に
な
る
運
動
に
も
目
を
向
け
た
の
で
あ
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る
。
こ
う
し
て
非
有
機
的
法
則
と
生
動
的
個
性
と
の
対
立
、
一
般
者
と
特
殊
者
と
の
対
立
は
、
排
除
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
概
念
の
内
部

に
力
動
的
対
立
と
し
て
止
揚
さ
れ
る
。
こ
の
過
程
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
後
年
の
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
の
ご
と
く
、
自
己
二
分
で
あ

り
生
贄
［
犠
牲
］
で
あ
る
と
把
握
す
る
。「
生
贄
の
力
は
非
有
機
的
な
る
も
の
と
の
紛
糾
を
直
観
さ
せ
て
客
観
化
す
る
こ
と
に
あ
る
─

─
そ
の
よ
う
な
直
観
に
よ
っ
て
紛
糾
が
解
消
さ
れ
、
非
有
機
的
な
る
も
の
が
切
離
さ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
や
、

非
有
機
的
な
る
も
の
自
体
は
無
差
別
の
な
か
へ
受
容
さ
れ
る
。
他
方
、
生
あ
る
も
の
は
、
自
分
自
身
の
一
部
で
あ
る
と
知
る
も
の
を
非

有
機
的
な
る
も
の
に
委
ね
て
死
に
供
え
る
こ
と
で
、
死
の
権
利
を
認
め
る
と
同
時
に
死
か
ら
浄
め
ら
れ
て
も
い
る
」（
注
6
．
同
右
書　

S. 

500.

）。
自
分
が
悲
劇
的
経
過
そ
の
も
の
と
同
視
す
る
出
来
事
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
作
『
オ
レ
ス
テ
イ
ア
』
の
結
末
に
即
し

て
具
体
的
に
説
明
す
る
。
エ
ウ
メ
ニ
デ
ス
［
復
讐
神
の
変
身
せ
る
恵
み
の
女
神
た
ち
］
は
「
差
別
を
旨
と
す
る
法
の
諸
威
力
」
す
な
わ
ち
人

倫
性
の
非
有
機
的
部
分
で
あ
る
が
、女
神
た
ち
と
「
人
倫
的
組
織
た
る
ア
テ
ナ
イ
国
び
と
の
先
頭
に
立
つ
」
神
ア
ポ
ロ
ン
と
の
対
決
は
、

パ
ラ
ス
・
ア
テ
ナ
の
将
来
す
る
和
解
を
以
て
閉
じ
ら
れ
る
。
向
後
エ
ウ
メ
ニ
デ
ス
は
神
々
し
い
威
力
と
し
て
敬
わ
れ
、結
果
と
し
て
「
都

の
下
方
に
建
て
ら
れ
た
自
分
た
ち
の
祭
壇
と
向
合
う
山
上
高
い
玉
座
の
ア
テ
ナ
を
眺
め
て
は
楽
し
み
、
こ
う
し
て
女
神
た
ち
の
荒
々
し

い
本
性
は
鎮
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」（
注
7
．
同
右
書S. 501.

）。
悲
劇
的
な
出
来
事
と
は
人
倫
的
自
然
の
自
己
二
分
と
自
己
和
解
の
こ
と

で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
で
解
釈
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
悲
劇
的
な
出
来
事
の
弁
証
法
的
構
造
が
明
る
み
に
出
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
悲
劇
の
規

定
で
は
弁
証
法
的
な
る
も
の
は
ま
だ
取
除
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
精
神
現
象
学
』
の
序
文
で

ひ
そ
か
に
非
難
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
あ
ま
り
に
も
易
々
と
調
和
へ
進
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
悲

劇
性
（T

ragik

）
と
弁
証
法
（D

ialektik

）
と
が
合
体
す
る
。
こ
の
同
一
性
が
後
に
よ
う
や
く
主
張
の
も
の
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
双
つ

の
表
象
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
懐
い
た
最
初
の
起
源
に
ま
で
遡
る
こ
と
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
運
命
（D

er Geist des Christentum
s und 

sein Schicksal

）」
の
表
題
で
有
名
に
な
っ
た
一
七
九
八-

一
八
〇
〇
年
の
青
年
期
手
稿
が
明
し
て
い
る
。
特
徴
的
な
こ
と
だ
が
、
弁
証
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法
そ
の
も
の
の
起
源
史
こ
そ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
起
源
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
と
の
対
決
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ま
ず
神
学

的-
歴
史
的
研
究
の
枠
内
で
素
材
そ
の
も
の
に
お
け
る
対
決
、
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
決
と
し
て
遂
行
す
る
。
ユ
ダ

ヤ
教
の
精
神
を
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
は
後
代
の
カ
ン
ト
お
よ
び
フ
ィ
ヒ
テ
の
形
式
主
義
に
似
通
う
も
の
と
特
徴
付
け
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
精
神

を
規
定
す
る
の
は
、
人
間
的
な
る
も
の
と
神
的
な
る
も
の
、
特
殊
と
一
般
、
生
と
法
な
ど
両
項
間
の
和
解
不
可
能
な
対
立
で
あ
る
。
両

項
の
関
係
は
被
支
配
と
支
配
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
厳
し
い
二
元
的
精
神
に
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
が
対
抗
す
る
。
イ
エ
ス
の
姿
は
人
間

と
神
と
の
裂
目
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
り
、
神
の
子
に
し
て
人
の
子
で
も
あ
る
イ
エ
ス
は
、
双
つ
の
威
力
の
和
解
を
、
弁
証
法
的
統
一
を

体
現
し
て
い
る
。
同
様
に
イ
エ
ス
は
復
活
せ
る
者
と
し
て
生
と
死
と
の
あ
い
だ
を
執
り
成
し
て
い
る
。
人
間
が
支
配
下
に
置
か
れ
る
戒

律
に
代
え
て
イ
エ
ス
は
主
観
的
な
志
操
を
置
い
た
が
、
こ
の
志
操
の
う
ち
で
個
人
は
自
分
で
一
般
性
と
の
合
一
を
果
す
。
だ
が
後
年
の

自
然
法
に
つ
い
て
の
論
文
に
お
い
て
と
同
じ
く
、
こ
の
青
年
期
手
稿
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
同
一
性
を
調
和
の
確
立
さ
れ
た
も
の
と
は
見
て

い
な
い
。
む
し
ろ
同
一
性
内
部
の
運
動
と
し
て
目
を
向
け
る
の
は
、
や
が
て
『
精
神
現
象
学
』
で
精
神
の
弁
証
法
と
し
て
最
終
的
な
形

を
取
る
こ
と
に
な
る
当
の
出
来
事
で
あ
る
。そ
し
て
即
自
態
か
ら
即
自
且
対
自
態
へ
と
進
む
さ
い
の
自
己
二
分
お
よ
び
和
解
の
段
階
を
、

青
年
期
手
稿
は
以
下
の
ご
と
く
呼
ぶ
─
─
運
命
と
愛
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
人
間
と
神
と
の
あ
い
だ
に
た
だ
支
配
の
絆
し
か
も
た
ぬ

ゆ
え
ユ
ダ
ヤ
教
は
運
命
を
知
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
は
同
時
に
運
命
の
可
能
性
を
も
基
礎
付
け
る
。
運
命
は

「
罰
の
ご
と
き
他
者
」
で
な
い
。
罰
は
他
者
な
る
法
に
属
す
る
が
、
運
命
と
は
「
自
分
を
敵
と
し
て
捉
え
た
自
分
自
身
の
意
識
」
の
こ

と
で
あ
る
（
注
8
．H

egels theologische Jugendschriften. H
rsg. H

. N
ohl. T

übingen 1907, S. 283.

）。
運
命
に
お
い
て
絶
対
的
人
倫
性
は
お
の

れ
自
身
と
不
和
に
な
る
。
絶
対
的
人
倫
性
は
自
分
の
犯
し
た
客
観
的
な
法
の
対
立
者
と
し
て
お
の
れ
を
見
出
す
の
で
な
く
、
運
命
の
な

か
で
目
の
あ
た
り
に
す
る
の
は
、
行
為
を
通
し
て
み
ず
か
ら
立
て
て
き
た
法
で
あ
る
（
注
9
．
同
右
書S. 392.

）。
こ
う
し
て
同
時
に
絶

対
的
人
倫
性
に
は
運
命
と
和
解
し
て
統
一
を
回
復
す
る
可
能
性
も
示
さ
れ
る
の
だ
が
、
他
方
の
客
観
的
な
法
で
は
罰
の
あ
と
で
も
絶
対
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的
対
立
が
永
ら
え
る
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
期
手
稿
は
、
刊
行
者
の
与
え
た
表
題
が
示
唆
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
運
命
ば
か
り

か
、
運
命
全
般
の
発
生
を
も
論
じ
て
い
て
、
こ
の
発
生
史
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
弁
証
法
の
発
生
史
、
し
か
も
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に

お
け
る
弁
証
法
の
発
生
史
と
相
重
な
る
。
だ
が
、
こ
こ
キ
リ
ス
ト
教
的
空
間
内
で
も
運
命
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
法
に

つ
い
て
の
論
文
の
悲
劇
の
定
義
の
な
か
で
、
人
倫
的
自
然
に
お
け
る
自
己
二
分
の
契
機
と
し
て
登
場
し
た
類
の
悲
劇
的
運
命
で
あ
る
。

青
年
期
手
稿
の
原
紙
片
に
は
『
イ
リ
ア
ス
』
に
お
け
る
宿
命
（Fatum

）
に
つ
い
て
の
摘
要
（
注
10
．
同
右
書S. 393, A

nm
erkung

）
が
見

ら
れ
た
し
、
主
体
か
ら
生
じ
る
運
命
（Schicksal

）
の
特
質
は
悲
劇
『
マ
ク
ベ
ス
』
に
即
し
て
説
か
れ
る
。
バ
ン
ク
ォ
ー
殺
害
後
の
マ

ク
ベ
ス
に
は
自
分
と
無
縁
独
立
の
法
が
対
立
す
る
の
で
な
く
、
バ
ン
ク
ォ
ー
の
亡
霊
に
見
出
す
の
は
侵
害
さ
れ
た
生
そ
の
も
の
、
無
縁

ど
こ
ろ
で
な
い
「
自
分
の
失
っ
た
生
」
で
あ
る
。「
侵
害
さ
れ
た
生
が
い
ま
や
は
じ
め
て
侵
害
者
へ
の
敵
意
あ
る
威
力
と
し
て
登
場
し
、

苦
し
め
ら
れ
た
の
と
同
じ
仕
方
で
苦
し
め
る
。
こ
う
し
て
運
命
と
し
て
の
罰
は
侵
害
者
自
身
の
所
業
と
等
量
の
反
作
用
で
あ
り
、
自
分

が
用
い
た
武
力
に
等
し
い
武
力
の
、
ま
た
自
分
で
敵
と
し
た
敵
手
の
仕
返
し
で
あ
る
」（
注
11
．
同
右
書S. 281.

）。
し
か
し
な
が
ら
侵
害

者
は
「
法
を
自
分
で
立
て
た
」
の
で
あ
る
か
ら
「
他
な
ら
ぬ
自
分

0

0

0

0

0

0

が
作
っ
た
分
離
」
は
、
か
の
法
で
は
あ
く
ま
で
分
離
の
ま
ま
と
は
対

照
的
に
、「
統
一
さ
れ
る
」
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、
し
か
も
「
こ
の
和
解
は
愛
の
う
ち
に
あ
る
」（
注
12
．
同
右
書S. 281.

）。
例
え
ば

マ
リ
ア
・
マ
グ
ダ
レ
ナ
の
運
命
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
下
の
ご
と
く
解
釈
す
る
（
そ
し
て
こ
の
女
人
の
過
失
の
罪
を
丸
々
ユ
ダ
ヤ
教
の
精
神

に
帰
し
て
い
る
）
─
─
「
…
…
…
当
の
民
族
の
時
代
は
、
美
し
い
心
情
が
罪
な
く
し
て
は
生
き
ら
れ
ぬ
時
代
で
あ
っ
た
。
だ
が
い
つ
の

時
代
と
も
同
様
、
そ
の
時
代
で
も
最
も
美
し
い
意
識
に
は
愛
を
通
じ
て
立
返
る
こ
と
が
で
き
た
」（
注
13
．
同
右
書S. 293.

）。
青
年
期
手

稿
にtragisch

やT
ragödie

の
語
は
全
く
現
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
自
然
法
に
つ
い
て
の
論
文
で
与
え
ら
れ
た
悲
劇
的
な
る
も
の
の

規
定
の
起
源
は
含
ま
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
起
源
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
起
源
と
一
体
で
も
あ
る
。
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
悲

劇
的
な
出
来
事
と
は
人
倫
性
の
弁
証
法
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
ま
ず
は
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
証
明
を
試
み
、
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後
に
は
新
た
な
道
徳
説
の
基
礎
と
し
て
要
請
す
る
。
運
命
の
な
か
で
自
己
を
二
分
し
て
自
身
と
不
和
に
な
る
が
、
愛
の
な
か
で
自
己
に

還
帰
す
る
の
が
人
倫
性
の
弁
証
法
、「
人
事
す
べ
て
を
動
か
す
も
の
」（
注
14
．Jubiläum

s-A
usgabe, Bd. 1, S. 441.

）
の
弁
証
法
で
あ
り
、

他
方
の
法
の
世
界
で
は
罪
と
罰
と
に
よ
っ
て
硬
直
せ
る
二
分
化
が
い
つ
ま
で
も
変
り
な
く
続
く
。

　
　

 　

根
源
的
悲
劇
本
来
の
主
題
は
神
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
神
的
な
る
も
の
と
い
っ
て
も
、
宗
教
的
意
識
自
体
の
内
容
を
成
す

類
の
も
の
で
な
く
、
こ
の
世
界
へ
、
個
人
の
行
動
の
な
か
へ
入
り
込
む
類
の
も
の
だ
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
現
実
態
の
な
か
で
、

お
の
れ
の
実
体
的
性
格
を
失
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
反
対
物
へ
転
じ
る
こ
と
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
に
お
い
て
意
欲
し
遂

行
す
る
精
神
的
実
体
は
人
倫
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

（das Sittliche

）
で
あ
る
。
…
…
…
さ
て
、
実
在
的
客
体
性
へ
と
進
み
出
る
一
切
の
も

の
が
従
う
特
殊
化
（Besonderung
）
の
原
理
に
よ
っ
て
、行
動
す
る
諸
性
格
と
同
様
に
、人
倫
的
威
力
も
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
や
個
々

の
現
れ
を
み
て
区
別
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
ゆ
え
劇
文
芸
の
も
と
め
る
ご
と
く
、
こ
う
し
た
特
殊
な
諸
力
が
登
場
者
た
る
活
動
と
し

て
呼
出
さ
れ
、
行
動
へ
と
移
る
人
間
的
情パ

ト
ス念
の
特
定
目
的
と
し
て
現
実
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
倫
的
威
力
の
調
和
は
破
れ
て
、
諸

力
は
そ
れ
ぞ
れ
隔
絶
し
て
互
い
に
対
立

0

0

の
姿
と
な
る
。
こ
の
と
き
個
々
の
行
動
は
定
め
ら
れ
た
状
況
下
で
各
自
の
目
的
や
性
格
を

貫
こ
う
と
す
る
が
、
右
の
前
提
の
も
と
で
は
各
自
の
目
的
や
性
格
も
対
自
的
に
確
定
せ
る
規
定
を
得
て
一
面
的
に
孤
立
す
る
が
ゆ

え
に
、
敵
対
す
る
情パ

ト
ス念
を
必
然
的
に
挑
発
し
、
こ
う
し
て
避
け
が
た
い
葛
藤
を
招
く
。
こ
の
よ
う
な
衝
突
の
内
部
で
対
立
者
を
そ

れ
ぞ
れ
取
出
せ
ば
、
双
方
は
い
ず
れ
も
正
当
で
あ
り
な
が
ら
、
他
面
で
や
は
り
各
自
の
目
的
や
性
格
の
真
の
積
極
的
内
実
を
押
通

す
た
め
に
、
等
し
く
正
当
な
相
手
の
威
力
を
否
定
し
て
侵
害

0

0

す
る
し
か
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
自
身
の
人
倫
性
の
う
ち
に
在
っ
て
こ
れ

に
依
り
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
同
じ
ほ
ど
の
罪
に
堕
ち
る
─
─
こ
の
こ
と
に
こ
そ
根
源
的
に
悲
劇
的
な
る
も
の
が
あ
る

（
（1
（

。

　
　
（
注
15
．Ästhetik. Jubiläum

s-A
usgabe, Bd. 14, S. 528f.

）
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こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
』
に
お
け
る
規
定
と
、
さ
き
の
自
然
法
に
つ
い
て
の
論
文
に
お
け
る
定
義
と
を
、
二
十
年
の
歳
月
が
隔
て

て
い
る
。
悲
劇
的
な
る
も
の
の
概
念
は
相
変
ら
ず
人
倫
性
の
弁
証
法
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
だ
が
本
質
的
な
る
も
の
が
変
化
す
る
。
特

殊
化
の
原
理
に
従
う
現
実
態
に
神
的
な
る
も
の
が
入
り
込
む
こ
と
に
も
と
づ
く
形
而
上
学
的
連
関
の
な
か
で
見
れ
ば
、
英
雄
の
情パ

ト
ス念
が

英
雄
を
正
義
へ
も
不
正
へ
も
同
様
に
追
込
み
、
こ
う
し
て
英
雄
は
ま
さ
し
く
お
の
れ
の
人
倫
性
の
ゆ
え
に
罪
に
堕
ち
る
、
と
い
う
の
が

確
か
に
悲
劇
的
英
雄
の
運
命
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
関
係
が
一
八
〇
二
年
の
論
文
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
弛
め
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
的

意
識
の
な
か
で
は
悲
劇
的
な
る
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
神
的
な
る
も
の
の
理
念
に
、
も
は
や
悲
劇
的
な
る
も
の
は
本
質
的
に
属
さ

ず
、
人
倫
的
な
る
も
の
の
自
己
二
分
は
確
か
に
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
で
も
実
際
に
生
じ
る
に
は
諸
般
の
事
情
に
規
定
さ
れ

る
ゆ
え
、
内
容
と
し
て
は
偶
然
的
で
あ
る
。
以
前
の
定
義
と
反
対
に
新
た
な
定
義
は
、
ひ
と
つ
の
哲
学
体
系
か
ら
そ
の
ま
ま
由
来
せ
ず
、

美
学
に
身
を
置
い
た
立
場
に
相
応
し
く
多
様
な
悲
劇
的
可
能
性
の
全
体
を
す
べ
て
包
括
し
よ
う
と
志
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
け
れ
ど

も
続
い
て
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
語
る
『
美
学
』
の
詳
論
か
ら
は
、
形
式
的
に
広
い
定
義
を
認
め
た
の
は
渋
々
な
が
ら
で
し
か
な
く
、

根
本
的
に
は
、
悲
劇
的
衝
突
と
し
て
は
た
だ
一
つ
の
形
式
だ
け
に
固
執
し
た
い
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
定
義
に
取
込
ま
れ
た
偶
然
な
る

契
機
は
近
代
の
悲
劇
的
な
る
も
の
に
由
来
し
、
近
代
の
英
雄
は
「
幅
広
い
偶
然
的
な
関
係
や
制
約
の
さ
な
か
で
あ
れ
や
こ
れ
や
と
行
動

さ
せ
ら
れ
る
」（
注
16
．
同
右
書S. 567.

）。
英
雄
の
態
度
は
そ
れ
ぞ
れ
の
風
変
り
な
性
格
に
規
定
さ
れ
、
古
代
の
例
と
異
な
り
性
格
は
必

ず
し
も
人
倫
的
な
情パ

ト
ス念
を
具
現
し
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
近
代
の
悲
劇
を
条
件
付
き
で
し
か
認
め
な
い
が
、
古
代
の
悲

劇
の
な
か
で
も
、
は
っ
き
り
と
或
る
種
の
衝
突
を
選
び
抜
く
。
例
え
ば
『
ア
ウ
リ
ス
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』、『
オ
レ
ス
テ
イ
ア
』、
ソ
ポ

ク
レ
ス
の
『
エ
レ
ク
ト
ラ
』、そ
し
て
完
璧
な
の
は
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
に
見
ら
れ
る
衝
突
で
、ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
を
「
古

代
近
代
に
お
け
る
傑
作
す
べ
て
の
な
か
で
満
足
こ
の
上
な
く
最
も
卓
越
せ
る
芸
術
作
品
」
と
呼
ん
で
い
る
（
注
17
．
同
右
書S. 556.

）。

こ
う
し
て
一
見
定
か
な
ら
ぬ
後
期
定
義
の
背
後
に
は
、
や
は
り
な
お
『
精
神
現
象
学
』
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
分
析
せ
る
悲
劇
的
な
る
も
の
の
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形
式
が
立
っ
て
い
る
。
無
論
こ
こ
で
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、『
精
神
現
象
学
』
で
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
悲
劇
は
悲
劇
と
し
て
考
察
さ
れ

ず
、
そ
も
そ
もtragisch

やT
ragödie

の
語
が
書
中
に
ひ
と
つ
も
現
れ
ず
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
定
義
も
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
む
し
ろ
精
神
の
弁
証
法
的
過
程
を
語
る
叙
述
の
な
か
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は「
真
な
る
精
神
」の
段
階
に
到
達
し
、こ
の
精
神
を「
人
倫
性
」

と
規
定
し
て
二
つ
の
本
質
に
分
裂
さ
せ
る
─
─
神
の
法
と
人
の
法
と
に
で
あ
る
。
神
の
法
は
家
族
の
領
分
と
女
の
う
ち
に
実
現
し
、
人

の
法
は
国
家
の
生
活
と
男
の
う
ち
に
実
現
す
る
。
こ
れ
ら
人
倫
的
な
る
も
の
の
発
現
形
式
双
つ
の
衝
突
、
す
な
わ
ち
最
終
的
に
は
お
の

れ
自
身
に
還
帰
す
る
と
把
握
さ
れ
る
絶
対
的
精
神
の
お
の
れ
自
身
と
の
衝
突
こ
そ
が
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
劇
の
筋
で
形
に
な
っ
た
と
ヘ
ー

ゲ
ル
は
見
る
。『
美
学
』
と
は
区
別
さ
れ
、
自
然
法
に
つ
い
て
の
論
文
と
は
同
調
し
て
『
精
神
現
象
学
』
は
、
も
と
よ
り
明
示
し
て
の

こ
と
で
は
な
い
が
悲
劇
的
な
る
も
の
を
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
中
心
点
に
据
え
、
こ
れ
を
真
な
る
精
神
と
い
う
段
階
で
人
倫
性
な
い
し
精
神

が
服
し
て
い
る
弁
証
法
で
あ
る
と
説
く
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
神
学
的
青
年
期
手
稿
、
自
然
法
に
つ
い
て
の
論
文
、『
精
神

現
象
学
』（
加
え
て
形
式
化
さ
れ
た
残
響
と
し
て
の『
美
学
』）を
互
い
に
近
寄
せ
る
と
、そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
的
相
違
も
識
別
可
能
と
な
り
、

こ
の
相
違
が
悲
劇
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
に
生
じ
た
微
妙
な
変
化
を
推
察
さ
せ
る
。『
精
神
現
象
学
』
に
先
立
つ

論
文
で
悲
劇
性
（T

ragik

）
は
人
倫
性
の
世
界
の
標
識
で
あ
り
、
運
命
に
お
い
て
人
倫
性
は
お
の
れ
自
身
と
不
和
に
な
り
愛
に
お
い
て

和
解
を
見
出
す
が
、
他
方
の
、
愛
と
対
照
さ
れ
る
法
の
世
界
は
、
一
般
対
特
殊
の
硬
直
せ
る
対
立
に
留
ま
る
ま
ま
悲
劇
的
な
る
も
の
に

は
何
の
可
能
性
も
許
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
精
神
現
象
学
』
で
は
、
ま
さ
し
く
法
の
世
界
と
愛
の
世
界
と
の
あ
い
だ
で
悲
劇
的
葛
藤
が

生
じ
る
。
例
え
ば
ク
レ
オ
ン
で
は
、
愛
の
世
界
を
体
現
す
る
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
を
相
手
に
、
同
じ
く
正
当
な
悲
劇
的
英
雄
と
し
て
、
か
つ

て
悲
劇
的
な
る
も
の
か
ら
排
除
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
お
よ
び
形
式
主
義
的
倫
理
の
精
神
が
対
立
し
て
い
る
と
見
え
る
。
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ

ル
の
見
解
の
変
化
は
、
ク
レ
オ
ン
の
人
倫
的
情パ

ト
ス念
を
弁
護
す
る
こ
と
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
の
弁
証
法
の
意
義

が
見
せ
た
変
化
と
関
連
す
る
。
自
然
法
に
つ
い
て
の
論
文
か
ら
『
精
神
現
象
学
』
に
い
た
る
歳
月
に
、
弁
証
法
は
歴
史
的-

神
学
的
発
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現
（
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
お
け
る
）
か
ら
世
界
法
則
と
な
り
、
学
問
的
要
請
（
道
徳
説
の
新
た
な
基
礎
付
け
の
た
め
の
）
か
ら
認
識

の
方
法
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
弁
証
法
、
す
な
わ
ち
悲
劇
的
な
る
も
の
（
と
そ
の
克
服
）
で
も
あ
る
弁
証
法
は
、
青
年
期
双
つ

の
論
文
に
置
か
れ
て
い
た
限
界
を
超
え
て
拡
が
り
、
い
ま
で
は
、
か
つ
て
弁
証
法
か
ら
厳
し
く
区
別
さ
れ
て
い
た
法
の
領
界
を
も
包
括

す
る
。
世
界
原
理
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
弁
証
法
は
、
自
分
に
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
の
範
囲
な
ど
許
せ
な
い
。
こ
う
し
て
悲
劇
的
な
根
本
的

葛
藤
と
目
さ
れ
る
の
は
、
い
ま
や
他
で
も
な
い
、
弁
証
法
の
起
源
と
、
成
立
時
に
弁
証
法
が
自
分
で
切
離
し
た
領
域
と
の
あ
い
だ
で
、

ど
う
し
て
も
燃
え
立
た
ず
に
は
い
な
い
葛
藤
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
古
典
古
代
像
で
は
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対

立
が
止
揚
さ
れ
る
（
注
18
．
こ
の
こ
と
に
応
じ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
』
で
古
典
的
（
ギ
リ
シ
ア
的
）
芸
術
形
式
が
占
め
る
位
置
は
、
象
徴
的
（
こ
と
に

ヘ
ブ
ラ
イ
的
）芸
術
形
式
と
ロ
マ
ン
的（
キ
リ
ス
ト
教
的
）芸
術
形
式
と
の
中
間
で
あ
る
。
わ
け
て
もJubiläum

s-A
usgabe, Bd. 13, S. 15

を
参
照
の
こ
と
）。

だ
が
、
ひ
と
た
び
相
互
に
鋭
く
切
裂
か
れ
た
世
界
の
こ
の
よ
う
な
合
一
化
が
早
く
も
青
年
期
手
稿
で
準
備
さ
れ
て
い
て
、
弁
証
法
が
、

こ
の
名
で
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
呼
ば
れ
る
以
前
に
、
い
わ
ば
背
面
で
権
利
を
得
て
い
た
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
特
徴
を
明
す

た
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
青
年
期
手
稿
で
同
じ
悲
劇
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
事
情
か
ら
明
か
に
な
る
。
マ
ク
ベ
ス
と
亡
霊
バ
ン

ク
ォ
ー
の
場
面
の
分
析
は
主
観
的
運
命
の
弁
証
法
を
教
え
よ
う
と
す
る
分
析
だ
が
、
少
し
前
の
頁
に
、
客
観
的
な
る
も
の
の
険
し
く
対

立
す
る
世
界
へ
と
マ
ク
ベ
ス
を
追
込
む
文
章
が
あ
る
─
─
「
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
命
は
マ
ク
ベ
ス
の
運
命
で
あ
る
。
マ
ク
ベ
ス
は
自
然
か

ら
自
分
で
出
て
、
異
様
の
者
ど
も
に
執
着
し
、
奉
仕
し
て
人
間
性
の
聖
な
る
も
の
一
切
を
踏
み
に
じ
り
、
殺
害
し
、
お
の
れ
の
神
々
（
み

な
物0

で
あ
っ
た
し
自
分
は
下
僕
で
あ
っ
た
）
か
ら
最
後
に
は
見
棄
て
ら
れ
、
お
の
れ
の
信
念
自
体
に
殉
じ
て
打
砕
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
」（
注
19
．Theologische Jugendschriften, S. 260.

）。
こ
の
マ
ク
ベ
ス
像
の
二
重
の
解
釈
と
用
い
方
は
そ
の
ま
ま
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁

証
法
を
明
す
が
、
当
の
青
年
期
手
稿
の
意
図
に
背
い
て
、
す
で
に
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
に
お
け
る
綜
合
、
や
が
て
『
精
神
現
象
学
』
が

「
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
」解
釈
で
行
う
こ
と
に
な
る
綜
合
を
先
取
り
し
て
い
る（
注
20
．
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
は
本
書［
底
本
］S. 55 

を
も
参
照
の
こ
と
）。
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ゾ
ル
ガ
ー

　
　

 　

現
実
性
の
全
体
が
、
現
実
と
し
て
は
矛
盾
に
陥
り
理
念
の
な
か
に
没
し
つ
つ
、
理
念
の
呈
示
お
よ
び
啓
示
と
し
て
現
れ
出
る
の

で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
悲
劇
的
原
理
で
あ
る

（
（
（

。

　
　
（
注
1
．K

arl W
ilhelm

 Ferdinand Solger, 1780-1819. Vorlesungen über Ästhetik. H
rsg. K

.W
. L. H

eyse. Leipzig 1829, S. 309.

）

　
　

 　

悲
劇
的
な
る
も
の
で
は
否
定
に
よ
っ
て
理
念
が
［
こ
れ
は
］
現
存
す
る
と
し
て
啓
示
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
現
存
（Existenz

）

と
し
て
は
破
棄
さ
れ
る
ゆ
え
に
理
念
は
理
念（Idee

）と
し
て
定
在
す
る
か
ら
で
あ
り
、［
現
存
と
理
念
の
］双
つ
は
同
じ
一
つ
で
あ
る
。

現
存
と
し
て
の
理
念
の
没
落
が
理
念
と
し
て
の
理
念
の
啓
示
で
あ
る

（
（
（

。

　
　
（
注
2
．
同
右
書S. 311.

）

　

一
八
一
九
年
に
行
わ
れ
た
ゾ
ル
ガ
ー
の
『
美
学
講
義
（V

orlesungen über Ä
sthetik

）』
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
影
響
が
見
え
は
す
る
も

の
の
、
同
時
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
教
説
か
ら
の
決
然
た
る
離
反
を
も
示
し
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
遡
る
観
念
論
の
立
場
が
ぐ
ら
つ
い
て
い

る
。
確
か
な
証
拠
と
し
て
、自
由
と
必
然
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
概
念
が
理
念
（Idee

）
と
現
存
（Existenz

）
に
取
替
え
ら
れ
て
い
る
。

没
落
に
よ
っ
て
こ
そ
理
念
に
勝
利
を
与
え
る
の
が
悲
劇
的
過
程
だ
が
、こ
の
過
程
へ
と
理
念
を
追
込
む
敵
対
者
た
る
威
力
（M

acht

）
は
、

も
は
や
宿
命
（Fatum

）
と
か
客
体
的
な
る
も
の
の
必
然
性
と
か
で
な
く
、
人
間
の
現
存
そ
の
も
の
で
あ
る
。
反
対
に
理
念
は
自
由
の

居
所
た
る
主
体
の
我
（Ich des Subjekts

）
か
ら
神
的
な
る
も
の
の
領
域
へ
と
遠
ざ
か
る
。
こ
う
し
て
悲
劇
的
弁
証
法
は
、
若
き
シ
ェ

リ
ン
グ
で
は
た
だ
人
間
的
自
由
と
客
体
的
威
力
と
の
あ
い
だ
で
可
能
な
る
闘
争
と
し
て
し
か
登
場
し
な
か
っ
た
が
、
ゾ
ル
ガ
ー
で
は
本

質
的
に
人
間
の
定
在
に
繋
留
さ
れ
て
い
る
─
─
「
わ
れ
わ
れ
は
現
存
に
囚
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
現
存
が
も
つ
生
は
理
念
か
ら
見
放
さ
れ
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見
棄
て
ら
れ
自
体
と
し
て
は
無
で
し
か
な
く
、
現
存
が
意
義
や
内
容
や
価
値
を
保
持
で
き
る
の
は
、
た
だ
、
こ
の
現
存
に
神
的
な
理
念

が
啓
示
さ
れ
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
当
の
啓
示
は
現
存
の
破
棄
自
体
に
よ
っ
て
し
か
可
能
で
な
い
」（
注
3
．
同
右
書S. 310.

）。
こ

の
意
味
に
お
い
て
ゾ
ル
ガ
ー
は
論
文
「
ソ
ポ
ク
レ
ス
と
古
代
悲
劇
」
で
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
と
ク
レ
オ
ン
の
運
命
を
以
下
の
ご
と
く
解
釈
す

る
─
─
「
永
遠
な
る
も
の
と
時
間
的
な
る
も
の
と
の
決
し
て
合
一
す
る
こ
と
の
な
い
緊
張
と
い
う
罰
を
両
人
は
連
帯
し
て
受
け
る
」

（
注
4
．Sophokles und die alte Tragödie. in: N

achgelassene Schriften und Briefw
echsel. H

rsg. L. T
ieck und F. v. Raum

er. Leipzig 1826, Bd. 2, 

S. 466.

）。
ゾ
ル
ガ
ー
に
と
っ
て
も
悲
劇
的
な
る
も
の
は
、
最
後
に
は
確
か
に
慰
め
て
く
れ
る
─
─
「
わ
れ
わ
れ
の
没
落
は
、
偶
然
の

結
果
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
に
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
永
遠
な
る
も
の
を
現
存
は
担
う
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
犠
牲
と
な

る
こ
と
自
体
が
わ
れ
わ
れ
の
高
次
の
使
命
の
至
上
の
証
言
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
」（
注
5
．Vorlesungen 

über Ästhetik

（
上
注
1
）S. 97.

）。
し
か
し
『
書
簡
』
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
人
間
の
規
定
た
る
自
由
は
必
ず
し
も
没
落
し
て
よ
う
や

く
人
間
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、「
芸
術
哲
学
講
義
」
に
お
け
る
自
由
と
必
然
と
の
抗
争
は
両
者
の
根
源
的
で
神
的
な
同
一
性
を

目
標
と
す
る
の
だ
が
、
ゾ
ル
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、「
至
高
の
も
の
に
関
与
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
人
間
の
分
裂
は
、
結
果
と
し
て
人
間
に
「
真
の
悲
劇
的
感
情
を
生
み
出
す
」
こ
と
な
が
ら
、
和
解
さ
せ
る
知
（W

issen

）
の
な
か
で

終
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
こ
こ
で
初
め
て
悟
ら
れ
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
こ
の
急
進
化
は
ゾ
ル
ガ
ー
の
美
学
で
も
際
立
つ
。「
実
在
物

に
直
観
さ
れ
る
自
由
と
必
然
と
の
無
差
別
」
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
美
（Schönheit

）
の
規
定
に
、
ゾ
ル
ガ
ー
は
、
美
し
い
も
の
（das 

Schöne

）
が
神
的
理
念
と
し
て
耐
え
忍
ぶ
悲
劇
的
弁
証
法
を
見
出
す
。
神
的
な
る
も
の
を
直
観
で
き
る
場
は
実
在
物
で
し
か
な
い
が
、

ゾ
ル
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、こ
の
実
在
物
が
同
時
に
神
的
な
る
も
の
を
否
定
す
る
。
理
念
は
自
分
自
身
で
は
目
に
見
え
る
も
の
と
な
れ
ず
、

ゾ
ル
ガ
ー
に
よ
れ
ば
万
物
は
た
だ
対
立
し
て
し
か
認
識
で
き
な
い
の
だ
か
ら
「
現
存
と
の
諸
々
の
対
立
内
で
展
開
」（
注
6
．
同
右
書S. 

77.

）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
て
ま
さ
し
く
、
よ
う
や
く
自
身
が
現
実
と
な
る
場
に
お
い
て
理
念
は
破
棄
さ
れ
る
。
こ
こ
か
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ら
生
じ
る
の
が
ゾ
ル
ガ
ー
の
悲
劇
的
な
る
も
の
の
規
定
で
あ
る
。
悲
劇
的
な
る
も
の
の
な
か
で
「
否
定
さ
れ
て
滅
ぶ
の
は
目
に
見
え
る

も
の
と
な
っ
た
限
り
で
の
理
念
自
体
で
あ
る
。
時
間
的
で
し
か
な
い
も
の
が
没
落
す
る
の
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
っ
て
最
も
高

く
最
も
貴
い
も
の
が
没
落
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
理
由
は
、
対
立
で
あ
る
こ
と
な
し
に
理
念
は
現
存
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
」（
注
7
．
同
右
書S. 96.

）。

　
　

ゲ
ー
テ

　
　

 　

あ
ら
ゆ
る
悲
劇
的
な
る
も
の
は
調
停
の
利
か
な
い
対
立
に
も
と
づ
く
。
調
停
が
利
く
と
か
可
能
と
な
る
や
悲
劇
的
な
る
も
の
は

消
え
る

（
（
（

。

　
　
（
注
1
．Johann W

olfgang von Goethe, 1749-1832. U
nterhaltungen m

it G
oethe. H

rsg. E. Grum
ach. W

eim
ar 1956, S. 118.

）

　

一
八
二
四
年
六
月
六
日
付
ミ
ュ
ラ
ー
首
相
の
報
告
だ
が
、
こ
の
ゲ
ー
テ
の
格
言
風
意
見
で
目
立
つ
の
は
公
式
的
（form

al

）
性
格
で

あ
る
。
い
つ
も
は
直
観
と
理
論
と
が
同
じ
一
つ
と
し
て
よ
い
ゲ
ー
テ
を
助
け
て
、
こ
こ
で
抽
象
の
炯
眼
を
鋭
く
働
か
せ
て
い
る
の
は
、

確
か
に
、
こ
の
問
題
を
ゲ
ー
テ
が
遠
く
に
据
え
て
対
峙
し
て
い
る
隔
た
り
で
あ
り
、
自
分
が
定
在
す
る
具
体
的
範
囲
内
に
は
こ
の
問
題

の
居
住
権
を
認
め
な
い
と
す
る
決
心
で
あ
る
。
こ
う
し
て
悲
劇
的
な
る
も
の
に
本
質
的
と
ゲ
ー
テ
が
見
抜
い
た
の
は
、
極
度
に
意
外
と

さ
せ
る
が
シ
ェ
リ
ン
グ
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
も
の
観
念
論
体
系
に
は
見
え
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
悲
劇
的
葛
藤
は
「
解
決
を
許
さ
な
い
」

と
い
う
特
徴
で
あ
っ
た
（
注
2
．Zu Eckerm

ann. 28. 3. 1827.

）。
一
八
三
一
年
に
は
自
分
は
「
悲
劇
詩
人
の
生
れ
で
な
い
よ
、
愛
想
の

い
い
本
性
だ
か
ら
」
と
ツ
ェ
ル
タ
ー
に
打
明
け
て
、
ゲ
ー
テ
は
、
純-

悲
劇
の
例
で
目
立
つ
和
解
不
能
性
は
自
分
に
は
「
馬
鹿
馬
鹿
し

い
限
り
（ganz absurd

）」
に
見
え
る
と
語
る
こ
と
に
な
る
（
注
3
．Brief an C. F. Zelter, 31. 10. 1831. Sophien-A

usgabe, Ⅳ
. A

bteilung, 
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）。
だ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
解
釈
へ
の
批
判
と
し
て
一
八
二
七
年
に
思
っ
た
規
定
の
公
式
的
な
枠
に
ゲ
ー
テ
も

あ
ま
り
安
心
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
条
件
を
加
え
て
、
悲
劇
的
葛
藤
で
あ
る
た
め
に
は
葛
藤
は
「
背
後
に
真
の
自
然
根
拠N

aturgrund
が
あ
り
」「
真
の
悲
劇
的
葛
藤
で
あ
る
」こ
と
が
必
要
と
す
る
。
こ
の
論
理
の
弱
さ
は
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
に
責
任
あ
り
と
し
て
よ
か
ろ
う
が
、

も
し
か
す
る
と
ツ
ェ
ル
タ
ー
に
打
明
け
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ゲ
ー
テ
の
困
惑
が
洩
れ
て
見
え
て
い
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
と
も
あ
れ
ゲ
ー
テ
に
も
悲
劇
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
さ
き
ほ
ど
よ
り
具
体
的
な
規
定
の
糸
口
が
あ
る
。

　
　

濁
ら
ぬ
悲
劇
を
お
見
せ
し
ま
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

V
om

 tragisch Reinen stellen w
ir euch dar

　
　

暗
い
意
欲
の
悲
し
い
危
険
を
─
─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
es düstern W

ollens traurige Gefahr; 

　
　

衝
動
充
ち
て
意
志
溢
れ
ど
も
、
こ
の
勇
者
、　
　
　
　
　
　
　

D
er kräftige M

ann, voll T
rieb und w

illevoll, 

　
　

何
を
為
せ
ば
と
、
も
の
は
知
ら
ず
、
こ
と
も
解
ら
ず
…
…

（
（
（　

　

Er kennt sich nicht, er w
eiß nicht, w

as er soll

…
…

　
　
（
注
4
．Prolog zur Eröffnung des Berliner Theaters im

 M
ai 1821. W

erke. Propyläen-A
usgabe, Bd. 35, S. 84.

）

　

こ
う
述
べ
る
の
は
一
八
二
一
年
五
月
「
ベ
ル
リ
ン
劇
場
」
開
場
の
序
曲
に
お
け
る
劇ド

ラ
マ詩
の
詩
神
で
あ
る
。
こ
の
句
は
す
で
に

一
八
一
三
年
の
ゲ
ー
テ
が
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
終
り
な
し
（Shakespeare und kein Ende

）」
で
詳
し
く
説
い
た
思
想
の
纏
め
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
は
諸
々
の
悲
劇
的
契
機
を
「
誰
に
で
も
内
在
す
る
当
為Sollen
と
意
欲W

ollen

と
の
不
釣
合
」
に
原
因
が
あ
る
と
し
て
（
注
5
．

同
右
書Bd. 26, S. 48.

）、
古
代
に
お
け
る
悲
劇
的
な
る
も
の
と
近
代
に
お
け
る
悲
劇
的
な
る
も
の
、
そ
し
て
古
代
近
代
双
方
の
形
式
を
繋

い
だ
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
お
け
る
悲
劇
的
な
る
も
の
を
区
別
す
る
に
至
る
。
葛
藤
は
い
ま
さ
ら
悲
劇
的
英
雄
と
外
界
と
の
あ
い
だ
で
生

じ
な
い
し
、
ま
た
「
わ
た
く
し
詩
神
の
申
し
ま
す
に
、
ゼ
ウ
ス
な
く
と
も
運
命
な
く
と
も
、
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
は
果
て
、
ア
キ
レ
ウ
ス
は



36

細井　雄介

滅
び
」
と
あ
る
よ
う
に
（
注
6
．
同
右
書Bd. 35, S. 84.

）、
神
や
運
命
の
強
大
に
根
差
し
て
も
い
な
い
し
、
悲
劇
的
弁
証
法
の
現
場
は
人

間
自
身
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
間
の
な
か
で
当
為
と
意
欲
が
別
々
の
道
を
争
い
、
当
人
の
我
（Ich

）
の
一
体
性
を
破
砕
し
よ
う
と
脅
か

す
こ
と
が
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
為
す
べ
き
こ
と
は
欲
せ
ず
為
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
人
間
は
欲
す
る
と
い
う
陳
腐

な
不
釣
合
で
は
な
く
、
為
す
べ
き
目
標
に
つ
い
て
欺
か
れ
、
欲
し
て
な
ら
な
い
こ
と
な
の
に
欲
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
眩
惑
こ
そ
が

悲
劇
的
な
の
で
あ
る
。
悲
劇
的
な
る
も
の
の
規
定
に
加
え
た
ゲ
ー
テ
の
こ
の
本
質
的
な
補
完
は
、
一
つ
で
あ
る
も
の
を
調
停
不
能
の
対

立
が
二
分
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
別
の
体
裁
で
、
一
年
前
の
ゲ
ー
テ
が
マ
ン
ゾ
ー
ニ
作
『
カ
ル
マ
ニ
ョ
ー
ラ
伯
爵
』（A

lessandro 

M
anzoni, 1785-1873. Il conte di C

arm
agnola

）
に
捧
げ
た
書
評
に
も
見
え
る
。
傭
兵
隊
長
カ
ル
マ
ニ
ョ
ー
ラ
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
元
老
院
と

向
合
う
素
材
を
ゲ
ー
テ
は
「
完
全
に
簡
明
的
確
で
あ
り
悲
劇
的
に
し
て
調
停
不
能
」
と
呼
び
、
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
は
「
矛
盾
し
て
相
容

れ
な
い
二
つ
の
勢
力
が
同
一

0

0

目
的
に
尽
力
可
能
と
一
体
化
を
信
じ
て
い
る
」
か
ら
だ
と
言
う
（
注
7
．
同
右
書Bd. 33, S. 255.

）。
こ
こ
で

も
悲
劇
的
な
の
は
、
カ
ル
マ
ニ
ョ
ー
ラ
と
元
老
院
と
の
た
だ
の
抗
争
で
な
く
、
こ
の
抗
争
は
解
消
不
能
で
あ
ろ
う
の
に
双
方
が
と
も
ど

も
当
の
同
一

0

0

目
的
で
は
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
─
─
悲
劇
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
の
異
国
文
芸
の
解
釈
で
成
っ
た
規

定
の
傍
ら
に
は
、
郷
里
は
こ
こ
と
、
ゲ
ー
テ
の
最
も
奥
深
い
感
じ
方
に
根
差
す
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
規
定
が
立
つ
。

　
　

 　

あ
ら
ゆ
る
悲
劇
的
状
況
の
根
本
動
機
は
引
離
す
こ
と
（A

bscheiden

隔
離
）
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
毒
や
短
刀
、
槍
も
長
剣
も

要
ら
な
い
。
多
か
れ
少
か
れ
已
む
を
得
ぬ
強
制
、
多
か
れ
少
か
れ
厭
な
暴
力
が
き
っ
か
け
で
慣
れ
て
好
き
で
正
し
い
状
態
か
ら
別

れ
る
こ
と
（Scheiden

離
別
）
も
同
じ
主
題
の
一
変
奏
で
あ
る

（
（
（

。

　
　
（
注
8
．W

ilhelm
 Tischbeins Idyllen. W

erke. Propyläen-A
usgabe, Bd. 35, S. 190.

）
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「
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
テ
ィ
シ
ュ
バ
イ
ン
の
牧
歌
」
考
か
ら
の
抜
粋
で
、
さ
き
の
序
詞
と
同
じ
く
一
八
二
一
年
に
成
る
が
、
こ
の
文
章

は
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
問
題
は
生
来
ゲ
ー
テ
に
は
無
縁
で
あ
っ
た
と
す
る
言
分
を
、
本
当
は
嘘
の
こ
と
と
咎
め
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
に

自
分
は
悲
劇
詩
人
の
生
れ
で
な
い
と
感
じ
さ
せ
た
根
拠
は
、
異
質
性
ど
こ
ろ
で
な
い
悲
劇
的
な
る
も
の
と
の
深
い
親
密
性
で
あ
っ
た
。

劇
作
家
が
悲
劇
で
暴
力
、
し
ば
し
ば
悦
楽
さ
え
も
交
え
て
招
く
悲
劇
的
な
る
も
の
の
乱
暴
な
先
鋭
化
な
ら
ば
、
こ
れ
は
確
か
に
無
縁
と

し
た
に
違
い
な
い
が
、
し
か
し
ゲ
ー
テ
は
す
で
に
実
人
生
の
出
来
事
で
深
々
と
苦
悩
に
充
ち
て
悲
劇
的
な
る
も
の
を
痛
感
し
て
い
た
。

強
制
と
暴
力
が
張
本
人
で
毒
や
短
刀
が
標
章
で
あ
る
悲
劇
的
英
雄
の
死
か
ら
、
ゲ
ー
テ
は
悲
劇
的
な
る
も
の
の
契
機
を
、
愛
す
る
人

や
好
き
な
状
態
か
ら
の
別
れ
（A

bschied

離
別
）
へ
と
取
戻
し
た
。
こ
こ
に
悲
劇
的
問
題
の
瑣
末
視
、
ま
し
て
や
た
だ
の
悲
し
み
と
の

混
同
を
観
て
取
る
ほ
ど
の
誤
り
は
あ
る
ま
い
。
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
の
離
別
の
重
み
は
、
別
れ
が
主
題
の
諸
篇
に
つ
い
て
は
黙
し
て
も
、

ゲ
ー
テ
の
作
中
で
現
在
お
よ
び
瞬
間
が
占
め
て
い
る
位
置
か
ら
推
量
さ
れ
る
。
だ
が
あ
ら
ゆ
る
悲
劇
的
状
況
の
根
本
動
機
は
引
離
す
こ

と
（A

bscheiden

離
別
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ゲ
ー
テ
がA

bscheiden

の
弁
証
法
的
構
造
に
気
付
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

離
別
（A

bschied

別
れ
）
と
は
、
分
裂
だ
け
が
主テ

ー
マ題
の
一
者
（Einssein

一
体
存
在
）
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
近
さ
が
や
り
切
れ
な
く
と
も
、

い
ま
な
お
近
く
へ
走
り
寄
り
た
い
目
に
遠
さ
（Ferne
）
を
見
せ
る
近
さ
（N

ähe

）
の
こ
と
で
あ
り
、
分
離
（T

rennung

）
と
は
別
れ
ゆ

え
自
分
の
死
に
他
な
ら
ぬ
分
離
を
み
ず
か
ら
執
行
す
る
結
合
態
（V

erbundenheit

結
ば
れ
て
い
る
在
り
方
）
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

　
　

 　

こ
こ
悲
劇
［T

rauerspiel

］
と
い
う
、
意
志
の
客
体
性
の
最
高
段
階
で
十
全
こ
の
上
な
く
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
見
る
も
恐
ろ
し

く
現
れ
る
の
は
意
志
の
自
分
自
身
と
の
抗
争
で
あ
る
。
こ
の
抗
争
が
目
に
見
え
る
の
は
人
間
の
苦
し
み
に
お
い
て
だ
が
、
苦
し
み

が
引
起
さ
れ
る
の
は
、
と
き
に
は
偶
然
や
錯
誤
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
こ
う
し
た
偶
然
や
錯
誤
は
世
界
の
支
配
者
と
し
て
、
し
か
も
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わ
ざ
と
見
せ
つ
け
る
悪
巧
み
で
は
運
命
（Schicksal

）
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
る
。
ま
た
、
と
き
に
は
人
間
自
身
か
ら
引
起
さ
れ
る
。

各
個
人
の
互
い
に
食
違
う
意
志
の
努
力
に
よ
っ
て
の
こ
と
、
大
多
数
の
人
々
の
悪
意
や
失
策
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

す
べ
て
の
事
柄
に
生
き
て
現
れ
る
の
は
同
じ
一
つ
の
意
志
で
あ
る
が
、
そ
の
目
に
見
え
る
姿
は
、
自
分
自
身
を
相
手
に
闘
っ
て
、

自
分
自
身
を
ず
た
ず
た
に
引
裂
い
て
い
る

（
（
（

。

　
　
（
注
1
．A

rthur Schopenhauer, 1788-1860. Säm
tliche W

erke. H
rsg. A

. H
übscher, Leipzig 1938, Bd. 2, S. 298f.

）

　
　

 　

い
か
な
る
形
態
で
悲
劇
的
な
る
も
の
が
登
場
す
る
に
せ
よ
、
昂
揚
さ
せ
る
奇
妙
な
迫
力
を
悲
劇
的
な
る
も
の
に
与
え
て
い
る
の

は
、
世
界
や
人
生
は
真
の
満
足
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
し
が
み
つ
く
価
値
も
な
い
、
と
見
る
認
識
の
芽
生
え

で
あ
る
。
こ
こ
に
立
つ
の
が
悲
劇
的
精
神
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
悲
劇
的
精
神
の
導
く
先
は
諦
念
（Resignation

）
で
あ
る

（
（
（

。

　
　
（
注
2
．
同
右
書Bd. 3, S. 495.

）

　

永
い
こ
と
目
に
付
か
な
か
っ
た
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
（D

ie W
elt als W

ille und V
orstellung

）』
の
初
版
は
一
八
一
九
年
、

ゾ
ル
ガ
ー
の
『
美
学
講
義
』
と
同
じ
年
だ
が
、
こ
の
講
義
が
遺
稿
か
ら
公
刊
さ
れ
た
の
は
よ
う
や
く
十
年
後
で
あ
っ
た
。
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
に
よ
る
悲
劇
的
な
る
も
の
の
規
定
は
、
多
く
の
点
で
ゾ
ル
ガ
ー
の
規
定
と
共
通
す
る
。
悲
劇
的
事
件
と
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
に
と
っ
て
も
世
界
が
基
礎
と
し
て
い
る
も
の
の
自
己
廃
棄
の
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ゾ
ル
ガ
ー
で
は
、
理
念
は
自
身
の
没
落
で

初
め
て
理
念
と
し
て
姿
を
見
せ
る
（
シ
ェ
リ
ン
グ
風
の
考
え
）
の
だ
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
で
は
意
志
の
自
己
否
定
は
否
定
自
体
に

価
値
が
あ
る
。
そ
し
て
ゾ
ル
ガ
ー
に
よ
る
悲
劇
的
な
る
も
の
の
解
釈
は
な
お
完
全
に
理
念
と
現
存
と
の
二
元
論
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
規
定
で
は
、根
柢
は
た
だ
ひ
と
つ
意
志
の
概
念
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
意
志
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
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は
「
世
界
を
最
内
奥
で
纏
め
て
い
る
も
の
」
を
問
う
フ
ァ
ウ
ス
ト
へ
の
答
を
見
出
し
た
（>w

as die W
elt im

 Innersten zusam
m

enhält<
な
る
詩
句
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
上
記
本
第
二
書
の
標モ
ッ
ト
ー語
）
─
─
意
志
は
「
物
自
体
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
源
泉
で
あ
る
」。
そ
れ
ゆ
え

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
意
志
の
「
自
己
認
識Selbsterkenntnis

」
こ
そ
が
「
た
だ
ひ
と
つ
の
事
件
そ
の
も
のdie einzige Begebenheit 

an sich

」
と
呼
べ
よ
う
と
し
て
（
注
3
．
同
右
書Bd. 2, S. 216.

）、
当
の
自
己
認
識
を
悲
劇
的
過
程
（Prozeß

）
と
同
一
視
す
る
。
悲
劇
的

過
程
が
生
じ
る
の
は
、
ゾ
ル
ガ
ー
で
は
神
的
理
念
が
現
存
の
な
か
へ
入
り
込
む
と
き
に
で
あ
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
で
は
意
志
が

客
体
化
す
る
と
き
に
で
あ
る
。
万
物
は
段
差
あ
る
意
志
の
客
体
性
で
あ
り
、
段
差
順
位
は
無
機
物
か
ら
植
物
動
物
を
越
え
て
人
間
に

至
る
。
こ
の
客
体
化
形
式
の
昇
段
移
行
に
お
い
て
、「
意
志
は
純
粋
に
こ
れ
だ
け
で
見
れ
ば
認
識
な
く
盲
目
で
し
か
な
い
阻
止
不
能
の

衝
動
で
あ
り
、
…
…
…
意
志
に
仕
え
た
い
と
後
で
加
わ
る
表
象
の
世
界
の
展
開
に
助
け
ら
れ
て
、
意
志
は
お
の
れ
の
欲
動
（W

ollen

欲

し
て
い
る
と
い
う
動
名
詞
。
意
志
・
意
欲
）
を
認
識
す
る
」（
注
4
．
同
右
書Bd. 2, S. 323.

）。
こ
の
認
識
を
知
ら
せ
る
こ
と
こ
そ
芸
術
の
た
だ

ひ
と
つ
の
目
標
で
あ
る
（
注
5
．
同
右
書Bd. 2, S. 217.

）。
こ
う
し
て
人
間
で
は
、
ま
た
芸
術
に
お
い
て
意
志
の
客
体
化
過
程
お
よ
び
自

己
認
識
過
程
が
頂
点
に
達
す
る
。
悲
劇
を
語
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
こ
れ
ら
双
方
を
見
詰
め
て
、
悲
劇
的
な
る
も
の
と
は
意
志

の
自
己
破
壊
に
し
て
自
己
否
定
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
悲
劇
が
筋
と
す
る
抗
争
に
つ
い
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
抗
争
が
生
じ
る

の
は
人
間
と
運
命
と
の
あ
い
だ
か
、
人
間
と
人
間
と
の
あ
い
だ
か
を
思
い
、
意
志
の
さ
ま
ざ
ま
な
発
現
同
士
の
闘
争
、
す
な
わ
ち
意
志

の
自
分
自
身
と
の
闘
争
を
思
う
。
こ
の
意
志
の
悲
劇
的
弁
証
法
が
終
る
の
は
、
悲
劇
の
主
題
が
躍
る
空
間
内
に
お
い
て
で
な
く
、
悲
劇

の
作
用
が
よ
う
や
く
観
客
や
読
者
に
届
い
て
の
こ
と
、
つ
ま
り
悲
劇
が
取
次
ぐ
認
識
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
認
識
は
「
根
源
と
し
て
は
意
志
か
ら
発
し
」「
意
志
の
客
体
化
活
動
の
高
次
段
階
の
本
質
に
属
し
」「
団

体
と
当
の
種
を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
」
で
あ
る
。「
意
志
に
仕
え
意
志
の
目
的
を
果
す
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
全
般

の
こ
と
で
認
識
は
意
志
に
も
完
全
に
、
と
い
う
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
、
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
全
部
の
人
間
に
役
立
つ
」。
だ
が
個
々
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別
々
に
と
な
れ
ば
認
識
は
「
こ
の
よ
う
に
役
立
つ
奉
仕
性
か
ら
離
れ
る
」
こ
と
も
で
き
て
「
欲
し
い
と
い
う
意
志
（W

ollen

）
の
あ
ら

ゆ
る
目
的
に
は
囚
わ
れ
ず
」
に
「
世
界
の
明
鏡
（klarer Spiegel der W

elt

）」
と
し
て
芸
術
（K

unst

）
の
土
台
と
な
る
（
注
6
．
同
右

書Bd. 2, S. 181.

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
芸
術
す
べ
て
に
可
能
性
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
す
な
わ
ち
、
意
志
そ
の
も
の
か
ら

生
じ
て
意
志
に
仕
え
る
べ
き
認
識
が
意
志
を
相
手
に
刃
向
え
ば
、
悲
劇
に
お
い
て
事
件
（Ereignis

）
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

意
志
の
自
己
破
壊
を
思
知
る
呈
示
は
観
客
に
、
も
の
（O

bjekt

客
体
）
に
し
て
当
の
意
志
の
客
体
性
（O

bjektität

）
た
る
生
（Leben

）

は
「
愛
着
す
る
に
値
せ
ず
」
と
の
認
識
を
も
た
ら
し
、
観
客
を
諦
念
（Resignation

）
に
導
く
。
こ
の
諦
念
の
な
か
で
、
人
間
と
し
て

発
現
せ
る
意
志
は
お
の
れ
を
廃
棄
、
し
か
も
二
重
の
弁
証
法
で
廃
棄
す
る
。
と
い
う
の
も
意
志
は
、
み
ず
か
ら
「
灯と

も

せ
る
光ein Licht 

angezündet

」（
注
7
．
同
右
書Bd. 2, S. 179.

）
と
し
た
認
識
に
お
い
て
自
分
自
身
に
刃
向
う
ば
か
り
で
な
く
、
た
だ
ひ
と
り
行
動
す
る
英

雄
は
自
分
自
身
を
否
む
意
志
し
か
い
な
い
悲
劇
的
行
動
を
通
じ
て
、
当
の
認
識
を
自
分
の
も
の
と
も
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
テ
オ
ド
ア
・
フ
ィ
シ
ャ
ー

　
　

 　

悲
劇
的
運
命
（Schicksal

）
の
真
の
概
念
を
つ
く
る
の
は
…
…
…
二
つ
の
契
機
、
絶
対
者
（das A

bsolute

）
と
主
体
（das 

Subjekt

）と
で
あ
る
。
両
者
は
互
い
に
向
合
う
間
柄
で
あ
り
、後
者
の
主
体
は
確
か
に
絶
対
者
に
お
の
れ
の
存
立
、お
の
れ
の
諸
力
、

お
の
れ
の
大
き
さ
を
負
う
て
い
て
、
こ
う
し
て
重
々
し
い
威
力
（M

acht

）
と
し
て
現
れ
る
が
、
た
だ
し
そ
の
よ
う
に
見
え
る
だ

け
で
も
あ
っ
て
、そ
の
わ
け
は
、主
体
が
大
き
さ
を
前
者
の
、よ
り
高
き
も
の
（H

öheres

）
に
負
う
て
い
て
、当
の
大
き
さ
自
体
は
、

よ
り
高
き
も
の
に
比
べ
る
と
、
短
所
や
弱
点
に
悩
む
相
対
的
な
大
き
さ
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
悲
劇
的
な
る
も

の
の
な
か
で
明
か
と
な
る
。
…
…
…
し
か
し
な
が
ら
人
間
的
な
崇
高
が
没
落
す
る
な
か
で
、
ま
さ
し
く
神
的
な
崇
高
が
は
っ
き
り

と
啓
示
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
こ
の
苦
痛
も
観
て
い
る
者
（Zuschauer

見
物
人
）
で
は
宥
和
（V

ersöhnung

和
解
）
の
感
情
へ
と
移
行
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す
る

（
（
（

。

　
　
（
注
1
．Friedrich T

heodor V
ischer, 1807-1887. Ü

ber das Erhabene und K
om

ische. in : K
ritische G

änge, 2. A
uflage, Bd. 4, S. 63f.

）

　

一
八
三
七
年
の
論
考
「
崇
高
と
滑
稽
に
つ
い
て
」
初
出
の
フ
ィ
シ
ャ
ー
の
悲
劇
的
な
る
も
の
の
解
釈
は
、
ほ
と
ん
ど
変
り
な
い
体
裁

で
、
一
八
四
七
年
か
ら
一
八
五
七
年
に
わ
た
る
刊
本
『
美
学Ä
sthetik

』
に
再
掲
さ
れ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
考
に

ヘ
ー
ゲ
ル
が
影
響
し
、『
悲
劇
の
誕
生
』
の
ニ
ー
チ
ェ
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
影
響
し
た
よ
り
も
、
全
く
別
の
具
合
、
は
る
か
に

高
い
度
合
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
存
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
お
よ
び
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
す
で
に
最
初
か
ら
予プ

ロ
グ
ラ
ム

定
路
線
的
に
、
最
も
強
く
自
分

ら
に
刻
ま
れ
た
も
の
か
ら
離
れ
て
新
た
な
る
も
の
に
至
る
の
に
、『
美
学
』
に
お
け
る
永
い
辛
苦
の
あ
い
だ
フ
ィ
シ
ャ
ー
が
漸
次
ヘ
ー

ゲ
ル
か
ら
離
れ
、
内
心
で
の
闘
い
を
済
ま
せ
て
の
決
断
に
達
し
た
の
は
よ
う
や
く
一
八
七
三
年
、
自
己
批
判
書
た
る
『
わ
が
美
学
の
批

判
（K

ritik m
einer Ä

sthetik

［1866 und 1873
］』
の
第
二
批
判
に
お
い
て
で
あ
っ
た
─
─
「
私
は
、
事
象
自
体
の
内
在
的
論
理
の
運
動

の
は
ず
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
概
念
運
動
の
方
法
全
体
を
放
棄
す
る
」（
注
2
．
同
右
書K

ritische G
änge, Bd. 4, S. 404.

）。
も
と
よ
り
食
違
い

（A
bw

eichung

逸
脱
）は
、自
身
の
告
白
ど
お
り
フ
ィ
シ
ャ
ー
に「
本
質
的
主
要
部
分
だ
け
で
も
新
た
に
つ
く
る
思
い
は
原
理
的
に
な
か
っ

た
」（
注
3
．M

ein Lebensgang. in : K
ritische G

änge, Bd. 6, S. 472.

）
と
し
て
も
、
す
で
に
最
初
か
ら
あ
り
、
こ
う
し
た
食
違
い
は
、
フ
ィ

シ
ャ
ー
自
身
必
ず
し
も
自
覚
し
て
い
な
い
か
ら
に
は
、
言
葉
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
差
異
（D

ifferenz

）
に
帰
す
る
と
し
て
よ
か
ろ
う

（
注
4
．
下
記
の
書
を
参
照
の
こ
と
─
─Ew

ald V
olhard, Zw

ischen H
egel und N

ietzsche. D
er Ästhetiker Friedrich Theodor Vischer. Frankfurt a. M

. 

1932.

）。
ま
ず
は
副
次
的
に
で
し
か
な
く
と
も
食
違
い
は
フ
ィ
シ
ャ
ー
の
悲
劇
的
な
る
も
の
の
解
釈
で
も
見
ら
れ
る
。
論
考
「
崇
高
と

滑
稽
に
つ
い
て
」
が
成
る
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
講
義
［H

otho

版
─
─
第
一
版
一
八
三
五-

三
八
年
、
第
二
版
一
八
四
二-

四
五
年
］』
第
一

巻
よ
う
や
く
公
刊
の
と
き
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
フ
ィ
シ
ャ
ー
の
叙
述
の
土
台
は
、
美
し
い
も
の
［
美
］
の
概
念
に
つ
い
て
は
ヘ
ー
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ゲ
ル
の
『
美
学
講
義
』
だ
が
、
悲
劇
的
な
る
も
の
［
悲
劇
性
］
の
概
念
に
つ
い
て
は
『
精
神
現
象
学
』
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
見
た
目

に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
悲
劇
解
釈
を
絶
対
的
精
神
の
過
程
か
ら
美
の
体
系
へ
移
す
と
い
う
課
題
が
フ
ィ
シ
ャ
ー
の
規
定
の
新
し
さ
だ
が
、
こ

の
新
し
さ
は
原テ

ク

ス

ト

典
文
章
そ
の
も
の
よ
り
も
思コ

ン
テ
ク
ス
ト

考
脈
絡
内
に
見
出
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
だ
が
悲
劇
的
な
る
も
の
を
美
し
い
も
の
の
弁

証
法
的
運
動
内
へ
と
折
込
む
こ
と
を
説
く
に
は
、
こ
の
必
要
だ
け
で
は
足
り
ず
、
ま
た
、
フ
ィ
シ
ャ
ー
に
は
少
し
も
弁
証
法
的
と
見

え
な
か
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
を
こ
の
方
向
で
終
ら
せ
た
い
努
力
だ
け
で
も
足
り
な
い
。
大
切
な
の
は
一
八
七
三
年
論
考
に
出
る
「
美
し

い
も
の
は
、
こ
れ
が
解ほ

ど

く
（lösen

）
対
立

0

0

を
、
た
だ
解ほ

ど

い
た
だ
け
の
対
立
（Gegensatz

）
で
な
し
に
目
に
見
せ
て
く
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」（
注
5
．
同
右
書K

ritische G
änge, Bd. 4, S. 28.

）
と
い
う
決
定
的
文
章
の
動
機
と
し
て
フ
ィ
シ
ャ
ー
が
、
美
し
い
も
の
の
体
現
さ
れ

る
諸
契
機
の
一
と
し
て
偶
然
（Zufall

）
に
、
そ
れ
ゆ
え
個
的
な
る
も
の
と
滑
稽
な
る
も
の
と
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
大
き
な
注
意
を

払
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
遡
ら
せ
て
行
着
く
と
こ
ろ
は
、
上
注
（
4
）
の
フ
ォ
ル
ハ
ル
ト
（Ew

ald V
olhard

）
に
よ

れ
ば
、
す
で
に
自
分
ら
の
体
系
の
根
本
概
念
た
る
理
念
（Idee

）
と
い
う
根
本
概
念
を
、
フ
ィ
シ
ャ
ー
が
も
は
や
経
過
的
（prozessual

）

で
な
く
静
止
的
（statisch

）
に
理
解
し
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
存
在
と
生
成
と
が
、
ま
た
精
神
と
現
実
と
が
ふ
た
た
び
引
裂
か
れ
、
現

実
性
は
偶
然
性
と
し
て
目
に
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
併
せ
て
大
事
な
の
は
、
最
後
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
概
念
運
動
な
る
方

法
を
棄
て
る
ま
で
の
長
い
解
消
過
程
が
、
す
で
に
フ
ィ
シ
ャ
ー
美
学
の
発
端
で
準
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
─
─
著
書
『
美
学
』

に
第
一
部
「
美
し
い
も
の
の
形
而
上
学
」
と
し
て
納
ま
る
論
考
「
崇
高
と
滑
稽
に
つ
い
て
は
」
は
、
美
し
い
も
の
を
双
つ
の
契
機
、
理

念
（Idee

）
と
形
象
（Bild

）
と
に
還
元
し
て
、
両
者
の
調
和
的
統
一
体
が
美
［
美
し
い
も
の
］
で
あ
る
と
し
て
か
ら
、
さ
き
に
掲
げ
た

綱プ
ロ
グ
ラ
ム領
的
文
章
に
応
じ
て
、
美
し
い
も
の
を
「
そ
の
契
機
同
士
の
抗
争
」
内
で
扱
う
。
美
し
い
も
の
に
お
け
る
対
比
者
（K

ontrast

）
と

し
て
フ
ィ
シ
ャ
ー
は
第
一
に
崇
高
な
る
も
の
を
挙
げ
る
（
第
二
は
滑
稽
な
る
も
の
と
な
ろ
う
）。
こ
の
崇
高
な
る
も
の
に
お
い
て
「
理
念
は

対
象
性
に
否
定
的
関
係
」
を
向
け
て
立
ち
「
あ
る
が
ま
ま
の
現
存
い
ず
れ
を
も
超
え
て
絶
対
的
な
る
も
の
が
現
れ
る
」（
注
6
．
同
右
書
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）。
崇
高
な
る
も
の
の
な
か
で
フ
ィ
シ
ャ
ー
は
さ
ら
に
客
観
的
崇
高
と
主
観
的
崇
高
と
を
区
別
し
、
両
者
の

弁
証
法
的
統
一
す
な
わ
ち
主
体-

客
体
の
崇
高
（das Erhabene des Subjekt- O

bjekts

）
を
悲
劇
的
な
る
も
の
（das T

ragische

）
と
定

義
す
る
。
こ
う
し
て
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
悲
劇
解
釈
と
並
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
解
釈
を
フ
ィ
シ
ャ
ー
は
、
美

し
い
も
の
の
弁
証
法
で
創
ら
れ
た
新
た
な
連
関
内
に
取
込
む
。
だ
が
人
倫
性
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
規
定
す
る
「
正
真
正
銘
の
精
神

（w
ahrer Geist

）」
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
過
程
は
、
そ
の
ま
ま
悲
劇
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
で
証
示
せ
る
周
知
の

0

0

0

悲
劇
性
形
式
へ

と
通
じ
る
の
に
、
フ
ィ
シ
ャ
ー
は
悲
劇
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
段
落
を
ま
た
も
三
分
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
事
象
自
体
か
ら
生
じ
る

契
機
、
悲
劇
的
弁
証
法
の
本
質
的
契
機
を
強
調
す
る
。
第
一
段
階
で
は
、
主
体
は
「
無
限
な
る
自
然
威
力
の
暗
い
土
台
と
し
て
の
」
絶

対
者
に
服
属（
注
7
．
同
右
書K

ritische G
änge, Bd. 4, S. 65.

）、第
二
段
階
で
は
、フ
ィ
シ
ャ
ー
に
よ
る
と
こ
こ
で「
真
に
悲
劇
的
な
る
も
の
」

が
始
ま
る
の
だ
が
、
運
命
（Schicksal
）
が
「
正
義
と
し
てals Gerechtigkeit

」
支
配
す
る
（
注
8
．K

ritische G
änge, Bd. 4, S. 71.

）。
第

三
段
階
に
お
い
て
、
こ
こ
は
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
に
該
当
し
、
フ
ィ
シ
ャ
ー
に
と
っ
て
は
「
悲
劇
的
な
る
も

の
の
至
純
の
形
式
」
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
絶
対
的
精
神
が
「
あ
ら
ゆ
る
人
倫
的
な
真
理
お
よ
び
法
則
の
純
精
神
的
統
一
と
し
て

現
れ
出
る
し
、
主
体
の
方
は
「
こ
う
し
た
人
倫
的
真
理
の
一
つ
だ
け

0

0

0

0

を
自
分
の
情パ

ト
ス念
（Pathos

）
と
し
て
い
る
（
注
9
．K

ritische G
änge, 

Bd. 4, S. 89.

）。
だ
が
こ
う
し
て
絶
対
者
と
主
体
と
の
葛
藤
は
初
め
て
弁
証
法
的
な
葛
藤
に
な
る
。
い
ま
や
、
人
倫
性
で
あ
る
ゆ
え
主
体

は
一
方
で
は
正
し
い
と
し
な
が
ら
、
諸
他
の
人
倫
的
法
則
を
傷
つ
け
る
ゆ
え
他
方
で
は
正
し
く
な
い
と
す
る
の
が
、
当
の
主
体
の
同
じ

情パ
ト
ス念
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
八
三
七
年
論
考
の
公
式
化
の
ご
と
く
、
主
体
は
お
の
れ
の
存
立
や
大
き
さ
を
人
倫
性
の
総
体
た
る
絶
対
者
に

負
う
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
も
没
落
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば

0

0

0

0

0

主
体
は
人
倫
性
を
絶
対
者
に
負
う
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
諸
個

人
間
で
の
一
個
人
と
し
て
、別
人
に
よ
る
人
倫
性
の
具
体
化
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。『
美
学
』
の
な
か
で
フ
ィ
シ
ャ
ー

は
、
お
の
れ
が
個
人
で
あ
る
こ
と
で
み
ず
か
ら
没
落
す
る
主
体
の
悲
劇
的
弁
証
法
を
、
ヘ
ッ
ベ
ル
や
後
の
ニ
ー
チ
ェ
と
同
じ
く
、
こ
れ
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は
個
体
化
（Individuation

）
と
い
う
働
き
に
も
責
任
が
あ
る
こ
と
と
解
釈
す
る
。
主
体
の
崇
高
は
否
定
さ
れ
る
。
た
だ
の
断
片
で
し
か

な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
全
体
か
ら
切
離
さ
れ
て
出
て
き
た
断
片
」
で
も
あ
る
か
ら
と
の
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
る
（
注
10
．Ästhetik, 

2. A
uflage, Bd. 6, S. 275.

）。
絶
対
者
か
ら
見
れ
ば
悲
劇
的
過
程
と
は
同
時
に
、
別
々
に
対
比
し
合
う
諸
々
の
特
殊
形
態
と
な
っ
た
人
倫

性
そ
の
も
の
が
、
お
の
れ
自
身
を
相
手
に
や
り
抜
く
闘
争
で
も
あ
る
。
そ
の
限
り
で
同
じ
く
弁
証
法
的
闘
争
な
れ
ど
、
し
か
し
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
意
志
と
は
異
な
り
、す
で
に
早
く
の
ゾ
ル
ガ
ー
の
神
的
理
念
お
よ
び
後
の
ニ
ー
チ
ェ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
ご
と
く
、

こ
の
闘
争
で
は
絶
対
者
が
ま
さ
し
く
不ふ

え壊
の
姿
で
顕
現
す
る
。

　
　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

　
　
　

悲
劇
的
な
る
も
の
と
は
苦
悩
さ
せ
る
矛
盾
（leidender W

iderspruch

）
の
こ
と
で
あ
る

（
（
（

。

　
　
（
注
1
．Sören A

abye K
ierkegaard, 1813-1855. U

nw
issenschaftliche N

achschrift. K
ierkegaard-Jubiläum

s-A
usgabe, S. 709.

）

　
　
　

悲
劇
的
な
見
方
は
矛
盾
を
見
て
出
口
な
し
と
絶
望
す
る

（
（
（

。

　
　
（
注
2
．
同
右
書S. 711.

）

　

悲
劇
的
な
る
も
の
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
定
義
は
ゲ
ー
テ
の
定
義
と
同
類
だ
が
、
理
由
は
、
当
の
定
義
も
同
じ
く
内
容
規
定
な
し

に
出
て
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
体
系
意
志
に
左
右
さ
れ
ず
に
外
面
敬
重
と
い
う
両
人
の
視
線
が
、
悲
劇
的
な
る
も
の
に
は
同

じ
弁
証
法
を
不
可
避
的
に
見
抜
く
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
規
定
は
二
点
で
ゲ
ー
テ
の
規
定
と
区
別
さ
れ
て
、
こ
の

二
点
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
考
に
お
け
る
悲
劇
的
な
る
も
の
の
構
造
を
も
順
位
を
も
精
確
に
見
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
ゲ
ー
テ
は
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対
立
（Gegensatz

）
を
語
る
の
だ
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
語
法
に
従
順
で
矛
盾
（W

iderspruch ; m
odsigelse

）
の

概
念
を
選
び
、
こ
う
し
て
衝
突
す
る
両
力
に
予
定
さ
れ
て
い
る
統
一
を
言
い
表
せ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
統
一
が
は
じ
め
て
両
力
の
闘

争
を
悲
劇
的
闘
争
に
す
る
。
ゲ
ー
テ
が
自
身
の
定
義
を
ま
ず
マ
ン
ゾ
ー
ニ
作
『
カ
ル
マ
ニ
ョ
ー
ラ
伯
爵
』
に
用
い
て
付
足
し
た
こ
と

（
注
3
．
本
稿
三
六
頁
、
底
本S. 31.

参
照
）、
こ
れ
が
早
く
も
矛
盾
（m

odsigelse

）
の
語
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
狙
い
と
な
り
、『
あ
れ
か
こ
れ

か
』
の
一
文
で
は
以
下
の
ご
と
く
明
言
さ
れ
て
い
る
─
─
「
悲
劇
的
葛
藤
が
真
の
深
さ
を
も
つ
た
め
に
は
、
相
矛
盾
す
る
両
力
が
同
等

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
注
4
．Entw

eder/ O
der. Ü

bersetzung. E. H
irsch. Bd. 1, S. 175.

）。
だ
が
、
こ
の
第
一
の
区
別
よ
り
重
要
な
の

は
第
二
の
区
別
で
あ
る
。
悲
劇
的
な
る
も
の
の
土
台
た
る
「
調
停
不
能
の
対
立
」
を
ゲ
ー
テ
は
客
観
的
所
与
［
実
情
］
で
あ
る
と
し
た

が
、
こ
の
こ
と
は
、
悲
劇
的
な
る
も
の
を
消
す
調
停
も
主
体
に
依
存
し
な
い
と
見
た
こ
と
に
通
じ
る
。
反
対
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ

て
、
出
口
な
し
と
い
う
悲
劇
的
矛
盾
の
状
態
は
実
在
界
に
な
く
、
た
だ
人
間
の
「
見
方
（A

uffassung

把
握
）」
に
し
か
生
れ
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
に
は
、
出
口
に
は
達
せ
ず
と
も
、
も
は
や
出
口
に
関
り
な
い
高
段
か
ら
の
視
線
で
、
矛
盾
を
廃
棄
で
き
る
可

能
性
が
あ
る
。
無
論
こ
の
よ
う
な
悲
劇
的
な
る
も
の
の
克
服
は
シ
ェ
リ
ン
グ
以
来
す
で
に
観
念
論
の
解
釈
で
は
つ
ね
に
考
え
ら
れ
て
き

た
。
ち
な
み
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
克
服
の
目
標
と
見
る
諦
念
は
ま
だ
具
え
て
い
な
い
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
で
は
自
由
の
主
張
に
、

ゾ
ル
ガ
ー
で
は
神
的
理
念
に
、
特
有
の
同
じ
目
的
論
的
尊
厳
が
具
わ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
の
点
で
も
非
宗
教

的
（areligios

）
思
考
の
宗
教
的
先
駆
者
と
し
て
、
悲
劇
的
な
る
も
の
か
ら
救
済
契
機
（Erlösungsm

om
ent

）
を
切
離
し
、
こ
う
し
て
悲

劇
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
的
意
味
付
与
か
ら
解
放
さ
れ
た
分
析
を
準
備
す
る
。
自
分
に
と
っ
て
、
悲
劇
的
な
る

も
の
は
た
だ
当
座
の
事
柄
で
し
か
あ
り
得
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
的
思
考
の
経
路
性
格（W

egcharakter

）

は
も
は
や
体
系
を
容
認
せ
ず
、
本
質
か
ら
し
て
客
観
的-

段プ

ロ

セ

ス

階
進
行
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
る
も
の
を
こ
そ
手
厳
し
く
排
撃
す
る
。
質
的

飛
躍
と
い
う
考
え
に
相
応
し
く
別
々
の
実
存
階
梯
（Existenzstadium

）
を
土
台
に
据
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
悲
劇
的
な
る
も
の
も
ま



46

細井　雄介

た
、
克
服
す
べ
き
階
梯
の
一
つ
、
倫
理
的
階
梯
上
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
悲
劇
的
な
る
も
の
の
概
念
は
一
八
四
六
年
以
後
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
著
述
か
ら
消
え
る
し
、
以
前
の
諸
作
で
も
概
念
自
体
だ
け
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
つ
ね
に
反
対
概
念
と
の
対
比
で
宗
教

的
階
梯
か
ら
思
考
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
怖
れ
と
戦
き
（Furcht und Zittern, 1843

）』
に
お
け
る
比
較
で
は
、「
信
仰
の
騎
士
」
と
し
て

ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
「
悲
劇
的
英
雄
」
の
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
よ
り
高
く
位
置
付
け
て
い
る
。
無
論
そ
の
さ
い
ヘ
ー
ゲ
ル
学
徒
た
る
若
き
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
は
、
倫
理
的
領
界
内
の
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
に
生
じ
て
い
る
「
出
口
な
し
の
矛
盾
」
の
過
激
さ
は
取
去
っ
て
、
こ
の
矛
盾
よ
り
強
く

ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
運
命
に
お
け
る
宗
教
的
矛パ

ラ
ド
ク
ス
盾
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
─
─
「
悲
劇
的
英
雄
は
確
か
さ
を
棄
て
て
、
よ
り
高
い
確

か
さ
を
得
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
姿
に
、
観
て
い
る
者
の
目
は
安
心
す
る
」（
注
5
．in : D

ie K
rankheit zum

 Tode und anderes. Jubiläum
s-

A
usgabe, S. 245.

）。
引
続
き
実
存
階
梯
の
教
説
が
仕
上
げ
ら
れ
た
後
に
は
、
悲
劇
的
な
る
も
の
も
克
服
の
可
能
性
も
、
こ
れ
ま
で
と
は

別
様
に
見
ら
れ
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
規
定
と
連
関
し
て
一
八
四
六
年
の
『
非
学
問
的
後
記
』
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
記
す
─
─
絶
望
は
出

口
を
知
ら
な
い
し「
矛
盾
の
廃
棄
を
知
ら
ず
、ど
う
し
て
も
矛
盾
を
悲
劇
的
と
見
て
し
ま
う
が
、こ
の
こ
と
こ
そ
絶
望
治
癒
の
道
で
あ
る
。

フ
モ
ー
ル
は
正
し
い
、
と
さ
せ
る
の
は
ま
さ
し
く
フ
モ
ー
ル
の
悲
劇
的
側
面
で
あ
っ
て
、
出
口
は
知
ら
ず
と
も
絶
望
が
無
視
し
た
い
と

願
う
苦
痛
を
相
手
に
し
て
、
フ
モ
ー
ル
が
和
解
す
る
こ
と
に
あ
る
」（
注
6
．U

nw
issenschaftliche N

achschrift

（
上
注
1
）S. 717.

）。
こ
の

よ
う
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
考
経
路
と
「
人
生
経
路Lebensw

eg

」
で
は
フ
モ
ー
ル
が
悲
劇
的
な
る
も
の
に
取
っ
て
代
り
、
す
で
に
学

位
論
文
で
「
宗
教
的
な
る
も
の
の
立
脚
点
」
と
し
て
登
場
し
て
か
ら
は
、
フ
モ
ー
ル
は
「
倫
理
的
な
る
も
の
と
宗
教
的
な
る
も
の
と
の

境
界
石
（K
onfinium

）」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
悲
劇
的
な
る
も
の
よ
り
む
し
ろ
反
対
概
念
た
る
イ
ロ

ニ
ー
、フ
モ
ー
ル
、コ
ー
ミ
ク
の
理
論
家
と
し
て
現
れ
る
が
、悲
劇
的
な
る
も
の
か
ら
離
れ
る
や
離
れ
る
ほ
ど
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
は
益
々

は
っ
き
り
と
、
あ
れ
こ
れ
の
反
対
概
念
と
悲
劇
的
な
る
も
の
と
の
親
近
性
が
意
識
さ
れ
た
。
誰た

れ
が
し某
の
受
難
話
の
あ
と
が
き
で
偽
名
助
修

士Frater T
aciturnus

に
告
白
さ
せ
て
い
る
の
が
例
で
あ
る
─
─
「
私
に
と
っ
て
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
悪
く
な
い
。
こ
の
身
の
損
得
勘
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定
に
つ
い
て
は
全
く
満
足
し
て
い
る
し
、
喜
劇
的
［
滑
稽
］
な
る
も
の
も
見
れ
ば
悲
劇
的
な
る
も
の
も
見
て
い
る
」（
注
7
．Stadien auf 

dem
 Lebensw

eg. Ü
bersetzung. Ch. Schrem

pf. Bd. 4, S. 414.

）。
し
か
し
自
分
自
身
を
か
ら
か
う
距
離
は
取
ろ
う
と
少
し
も
変
ら
な
か
っ
た

の
は
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
概
念
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
決
し
て
宗
教
的
な
る
も
の
究
明
の
た
だ
の
補
助
手
段
で
な
く
、
自
分

の
最
も
奥
深
い
苦
悩
問
題
へ
の
鍵
だ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
題
の
（
さ
し
あ
た
り
イ
ロ
ニ
ー
的
な
）
解
決
を
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
ま

さ
し
く
例
の
高
次
の
階
梯
か
ら
約
束
し
た
。
証
拠
と
な
る
の
が
『
あ
れ
か
こ
れ
か
』
に
お
け
る
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
悲
劇
の
骨
格
で
、
こ
の

悲
劇
に
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
生
涯
史
に
伝
わ
る
話
の
筋
が
重
ね
ら
れ
た
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
自
分
の
罪
が
日
の
明
る
み
に
出
る
こ
と
な

し
に
死
ぬ
。
娘
の
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
は
父
の
存
命
時
す
で
に
当
の
罪
を
お
ぼ
ろ
げ
に
感
じ
て
い
た
が
、
黙
し
て
憂
鬱
（Schw

erm
ut

）
に

打
沈
み
「
首
っ
た
け
（sterblich verliebt

死
ぬ
ほ
ど
愛
す
）」
の
有
様
で
あ
る
。
相
手
に
愛
を
告
白
で
き
る
た
め
に
は
自
分
の
憂
鬱
の
秘

密
を
も
打
明
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、
ま
さ
に
打
明
け
る
こ
と
で
愛
す
る
相
手
を
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
死
ぬ
瞬
間
に
し
か
内
心

の
愛
は
告
白
で
き
ず
、
も
は
や
自
分
が
相
手
の
も
の
で
な
い
瞬
間
に
よ
う
や
く
、
こ
の
身
は
あ
な
た
の
も
の
よ
、
と
白
状
で
き
る
の

で
あ
る
」
と
書
い
て
（
注
8
．Entw

eder/O
der. Bd. 1, S. 176.

）、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
の
秘
密
を
エ
パ
ミ
ノ
ン
ダ
ス
の
矢
に

準な
ぞ
らえ
て
い
る
。
抜
取
る
と
き
が
死
と
知
っ
て
い
た
が
ゆ
え
戦
闘
を
終
え
て
も
傷
口
の
矢
は
刺
さ
っ
た
ま
ま
に
し
た
武
将
［Epam

［e

］

inondas, ca. 410-362 B. C.

テ
バ
イ
の
政
治
家
］
の
こ
と
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
父
が
若
く
し
て
犯
し
た
罪
を
知
っ
て
い

る
し
、
か
れ
自
身
の
過
失
が
レ
ギ
ー
ネ
（Regine

）
と
の
あ
い
だ
で
障
り
に
な
ろ
う
と
い
う
、
自
身
の
知
お
よ
び
意
識
の
こ
と
に
他
な

ら
ず
、キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
悲
劇
性
（T

ragik

）
は
、か
れ
の
理
解
し
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
の
悲
劇
性
で
あ
っ
た
。
婚
約
は
解
消
し
て
レ
ギ
ー

ネ
を
不
幸
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
レ
ギ
ー
ネ
を
幸
せ
に
す
る
と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
た
だ
一
つ
の
希
望
が
こ
の
こ

と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
注
9
．D

ie Tagebücher. Ü
bersetzung. T

h. H
aecker. 3. A

uflage 1949, S. 134.

）。
こ
の
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
像
に
は
、

死
を
も
た
ら
す
も
の
か
ら
開
放
さ
れ
る
に
は
、ど
う
し
て
も
死
が
伴
う
、と
い
う
弁
証
法
的
意
味
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
が
、キ
ル
ケ
ゴ
ー
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ル
は
自
身
の
憂
鬱
を
も
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
の
憂
鬱
と
同
じ
よ
う
に
解
釈
し
た
。
肉
体
に
刺
さ
る
聖
書
風
の
矢
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ

て
は
、
お
の
れ
の
生
涯
の
悲
劇
的
紋
章
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（
（1
（

。

（
注
10
．
日
記
に
あ
る
下
記
の
文
章
を
参
照
の
こ
と
─
─
「
幼
い
小
児
の
と
き
か
ら
私
の
心
に
は
苦
し
み
の
矢
が
刺
さ
っ
て
い
た
。
刺
さ
っ
て
い
る
限
り
私
は

皮イ
ロ
ニ
ー肉
屋
で
あ
り
─
─
抜
取
れ
ば
死
ん
だ
と
思
う
」（Tagebücher, S. 248.

）。）

　
　

ヘ
ッ
ベ
ル

　
　

 　

劇
（D

ram
a

）
は
生
活
過
程
そ
の
も
の
を
呈
示
す
る
。
し
か
も
…
…
…
劇
が
ま
ざ
ま
ざ
と
わ
れ
わ
れ
に
思
描
か
せ
る
の
は
、
も

と
も
と
の
絆
か
ら
解
き
放
た
れ
た
個
人
が
、
想
像
を
超
え
る
本
人
の
自
由
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
そ
の
部
分
た
る
こ
と
に
変
り

な
い
全
体
と
対
立
す
る
気
遣
わ
し
い
事
情
の
さ
ま
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る

（
（
（

。

　
　
（
注
1
．Friedrich H

ebbel, 1813-1863. Säm
tliche W

erke. H
rsg. R. M

. W
erner. Berlin 1904, I. A

bteilung, Band 11, S. 3f.

）

　
　

 　

芸
術
は
…
…
…
ば
ら
ば
ら
に
散
ら
す
個
体
化
（V

ereinzelung

）
を
各
個
に
植
込
ま
れ
て
い
る
無
節
制
（M

aßlosigkeit

途
方
も
な

い
在
り
方
）
に
よ
っ
て
絶
え
ず
解
消
し
て
は
、
欠
陥
あ
る
各
個
の
形
式
か
ら
理イ

デ
ー念
を
解
き
放
つ
術
を
心
得
て
き
た
。
だ
が
無
節
制

に
は
罪
も
同
時
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
、
個
体
が
途
方
も
な
く
無
節
制
で
あ
る
の
も
、
た
だ
た
だ
、
個
体
が
不
完
全
で
あ
っ
て

持
続
を
も
と
め
な
い
か
ら
に
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
自
身
の
粉
砕

0

0

（Zerstörung

）
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
と
が
芸
術

圏
内
と
あ
ら
ば
和
解
（V

ersöhnung

）
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
罪
は
人
間
の
概
念
と
切
離
せ
ず
、
ほ

と
ん
ど
意
識
も
さ
れ
な
い
原
初
の
罪
で
あ
っ
て
、
生
そ
の
も
の
と
一
緒
に
置
か
れ
て
い
る

（
（
（

。

　
　
（
注
2
．
同
右
書S. 29.

）
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こ
の
一
八
四
三
年
の
『
劇
を
語
る
』（M

ein W
ort über das D

ram
a

）」
か
ら
の
文
章
で
「
劇
」
と
は
悲
劇
（T

ragödie

）、「
芸
術
」
と

は
悲
劇
的
芸
術
（tragische K

unst

）
と
理
解
す
べ
き
こ
と
を
、
ヘ
ッ
ベ
ル
の
日
記
の
数
多
く
の
箇
所
が
教
え
る
。
一
例
と
し
て
─
─

「
生
は
大
き
な
流
れ
で
あ
り
、
個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
水
滴
だ
が
、
し
か
し
悲
劇
的
個
人
は
氷
片
で
あ
っ
て
、
ふ
た
た
び
融
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
互
い
に
引
き
裂
か
れ
突
き
砕
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
注
3
．Tagebücher. Säm

tliche 

W
erke,

［
上
注
1
］Ⅱ

. A
bteilung N

r. 2664.

）。
ヘ
ッ
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、氷
片
の
よ
う
に
悲
劇
的
英
雄
は
生
れ
育
っ
た
連
関
か
ら
離
れ
る
が
、

そ
の
さ
い
節
度
を
越
え
て
他
人
の
抵
抗
を
挑
発
す
る
。
堅
い
個
体
へ
の
変
身
は
自
分
の
意
志
に
よ
る
ば
か
り
か
客
観
的
な
生
命
過
程
自

体
に
も
よ
る
け
れ
ど
も
、
形
姿
を
変
え
る
こ
と
で
淀
み
な
く
流
れ
る
生
と
い
う
理イ

デ
ー念
と
は
矛
盾
す
る
ゆ
え
に
、
英
雄
は
没
落
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
英
雄
を
否
定
す
る
の
が
生
命
過
程
そ
の
ま
ま
の
圧
力
で
な
く
、
英
雄
と
運
命
を
一
緒
に
す
る
別
の
個
人
で
あ
る
の
は
、
英
雄

に
打
克
つ
勝
利
を
当
の
別
人
が
、
こ
れ
は
没
落
で
も
あ
り
、
両
人
の
出
て
き
た
全
体
へ
の
帰
還
で
も
あ
る
と
清
算
す
る
か
ら
で
あ
る
。

同
時
に
、
ヘ
ッ
ベ
ル
が
自
然
事
象
を
比
喩
に
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
悲
劇
性
（T

ragik

）
が
、
冒
頭
に
引
い
た
原テ

ク
ス
ト典
の
ご
と
く
、
人
間

の
本
質
か
ら
切
離
せ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ヘ
ッ
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
生
命
の
法
則
性
た
る
個
別
化
（Individuation

）
を
実

現
す
る
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も
生
全
体
（Lebensganz
）
に
逆
ら
う
し
、
自
分
は
ま
さ
し
く
自
分
で
あ
る
、
と
い
う
お
の
れ
の
本
性
に

よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
ヘ
ッ
ベ
ル
は
言
う
─
─
「
英
雄
の
没
落
が
立
派
な
努
力
に
よ
る
か
邪
悪
な
努
力
に
よ
る
か
は
重
要
な
こ
と
で
な

い
の
だ
が
、
た
だ
し
、
こ
の
上
な
く
目
覚
ま
し
い
光
景
を
仕
上
げ
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
邪
悪
で
な
く
立
派
な
努
力
の
方
に

な
る
」（
注
4
．W

erke,

［
上
注
1
］Ⅰ

. A
bteilung, Band. 11, S. 30.

）。
こ
の
見
方
に
は
弁
証
法
的
本
質
が
明
白
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
ゾ
ル

ガ
ー
の
影
響
が
あ
る
（
注
5
．V

gl. Tagebücher, N
r. 988, 998, 1007

（Solger
）und Briefw

echsel, H
rsg. Bam

berg, Bd. 1, S. 107f.

（H
egel

））。

悲
劇
的
な
る
も
の
に
シ
ェ
リ
ン
グ
が
見
た
の
は
客
観
的
必
然
性
を
相
手
と
す
る
主
観
的
自
由
の
闘
争
と
、
没
落
に
よ
っ
て
確
め
ら
れ
る

双
方
の
存
在
と
で
あ
り
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
が
見
た
の
は
人
倫
性
の
自
己
分
裂
と
自
己
和
解
で
あ
っ
た
が
、
ゾ
ル
ガ
ー
で
初
め
て
、
悲
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劇
性
（T

ragik

）
は
理
念
と
現
存
と
の
両
立
不
能
性
に
帰
着
す
る
、
と
は
実
在
界
の
諸
々
の
対
立
へ
の
神
的
な
る
も
の
の
介
入
に
帰
着

す
る
が
、
こ
う
し
た
対
立
こ
そ
が
神
的
な
る
も
の
を
否
定
も
す
れ
ば
真
っ
先
に
啓
示
も
す
る
、
と
い
う
思
想
が
現
れ
る
。
い
か
に
も
ゾ

ル
ガ
ー
か
ら
得
て
、
こ
の
主
題
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
美
学
［
講
義
］』
で
転
用
、
以
前
の
『
精
神
現
象
学
』
や
自
然
法
論
文
と
は
異
な
り
、

特
殊
態
の
世
界
に
現
れ
る
神
的
な
る
も
の
の
顕
現
（M

anifestation

）
か
ら
悲
劇
的
な
る
も
の
を
説
く
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
後

の
ニ
ー
チ
ェ
と
同
様
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
徒
で
は
ヘ
ッ
ベ
ル
も
個
別
化
原
理
（Individuationsprinzip

）
を
悲
劇
的
な
る
も
の
本
来
の
根
拠
と

考
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
同
時
に
ヘ
ッ
ベ
ル
の
見
方
は
、
精
神
の
進
行
を
信
じ
て
立
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
楽オ

プ
テ
ィ
ミ
ス
ム
ス

観
主
義
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的

な
る
も
の
の
威
力
を
信
じ
て
立
つ
ニ
ー
チ
ェ
の
楽
観
主
義
と
は
区
別
さ
れ
る
し
、
諦
念
の
う
ち
に
自
分
自
身
で
慰
安
を
汲
む
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
の
悲ペ

シ
ミ
ス
ム
ス

観
主
義
と
も
区
別
さ
れ
る
。
依
然
と
し
て
観
念
論
の
形
而
上
学
的
な
道
を
歩
み
な
が
ら
も
行
路
が
始
ま
っ
た
と
き
の

意
味
は
知
ら
な
い
こ
と
で
、
ヘ
ッ
ベ
ル
の
思
考
は
十
九
世
紀
精
神
史
の
転
換
点
の
標
識
で
あ
る
。
日
記
に
は
「
生
は
恐
ろ
し
い
必
然
性

で
あ
り
、
信
義
や
信
仰
に
も
と
づ
い
て
受
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、［
概
念
的
に
は
］
誰
に
も
摑
め
な
い
必
然
性
で
あ
る
」（
注
6
．

Tagebücher, N
r. 2771.

）
と
あ
り
、
別
の
箇
所
で
も
「
現
代
の
運
命
（Schicksal

）
は
神
の
影
絵
（Silhouette Gottes

）、
概
念
的
に
摑
め

ず
洞
観
的
に
捉
え
得
ぬ
も
の
の
影
絵
」（
注
7
．
同
右
書N

r. 1034.

）
と
あ
る
。
な
ぜ
個
人
を
生
全
体
か
ら
切
離
す
裂
目
が
生
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
、
の
問
に
ヘ
ッ
ベ
ル
は
「
答
は
見
た
こ
と
が
な
い
し
、
真
面
目
に
問
う
誰
ひ
と
り
、
こ
れ
か
ら
も
見
な
い
で
あ
ろ
う
」

と
書
く
（
注
8
．W
erke,

［
上
注
1
］Ⅰ

. A
bteilung, Band 11, S. 32.

）。
こ
う
し
て
「
劇
が
世
界
神
秘W

eltm
ysterium

と
も
ど
も
同
じ
一
つ

の
夜
に
迷
い
込
む
」（
注
9
．
同
右
書S. 31.

）
か
ら
に
は
、
人
間
の
悲
劇
性
（T

ragik

）
は
二
重
の
点
で
鋭
く
な
る
。［
一
］
ヘ
ー
ゲ
ル
で

は
、
人
倫
性
の
一
面
を
自
分
の
情パ

ト
ス念
と
し
て
現
す
悲
劇
的
英
雄
が
罪
を
犯
す
の
は
、
た
だ
人
倫
性
の
別
な
る
具
現
者
を
相
手
に
し
て
の

み
で
あ
っ
て
、
人
倫
性
そ
の
も
の
へ
の
反
抗
は
な
い
の
に
、
ヘ
ッ
ベ
ル
で
は
、
カ
フ
カ
を
思
わ
せ
る
理
性
的
に
は
解
決
で
き
な
い
出
来

事
の
な
か
で
、
知
り
も
せ
ず
摑
め
も
し
な
い
生
の
威
力
を
相
手
に
し
て
人
間
は
有
罪
と
な
る
。
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
逸
脱
は
、
ヘ
ー



51

ションディ筆「悲劇性の哲学」　―『悲劇的なるものについての試論』第一部―

ゲ
ル
の
罪
責
概
念
は
共
有
と
思
え
る
の
に
（
注
10
．Tagebücher, N

r. 3088.

）、
は
っ
き
り
と
ヘ
ッ
ベ
ル
の
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
解
釈
に
現

れ
る
。
ク
レ
オ
ン
に
同
権
の
悲
劇
的
英
雄
は
認
め
ず
、
ヘ
ッ
ベ
ル
が
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
を
没
落
さ
せ
る
の
は
、
法
に
背
い
た
罪
に
よ
っ
て

で
な
く
、
個
人
の
身
と
し
て
離
れ
た
生
の
全
体
性
へ
の
反
抗
の
ゆ
え
に
で
あ
る
（
注
11
．W

erke, Ⅰ
. A

bteilung, Band 11, S. 30f.

）。
罪
責

を
こ
の
よ
う
に
ヘ
ッ
ベ
ル
が
過
激
化
す
る
こ
と
で
「
個
人
間
調
停
の
圏
内
」
で
の
和
解
（
注
12
．Tagebücher, N

r. 2634.

ま
たN

r. 3168

を

も
参
照
の
こ
と
）、
し
た
が
っ
て
悲
劇
自
体
の
な
か
で
の
和
解
は
不
可
能
と
な
る
。［
二
］
だ
が
作
品
を
通
り
越
し
て
の
彼
岸
に
見
え
て
く

る
意
味
の
付
与
と
い
う
点
で
も
、
ヘ
ッ
ベ
ル
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
立
場
を
棄
て
る
。
ゾ
ル
ガ
ー
が
な
お
、
現
存
が
永
遠
な
る
も
の
に
は

耐
え
き
れ
な
い
事
実
に
、
現
存
が
永
遠
な
る
も
の
に
規
定
さ
れ
て
い
る
証
拠
を
認
め
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
、
意
志
を
み
ず
か
ら

諦
念
の
う
ち
に
棄
て
る
こ
と
は
肯
定
す
る
の
に
、ヘ
ッ
ベ
ル
に
と
っ
て
悲
劇
的
芸
術
と
は「
理
念
相
手
の
個
人
的
生
命
を
否
定
し
て
」「
そ

の
上
に
高
ま
る
」
芸
術
で
あ
り
、「
人
間
の
意
識
の
閃
光
、
も
の
を
焼
尽
さ
ず
に
は
何
ひ
と
つ
照
す
こ
と
の
で
き
な
い
輝
き
」
で
し
か

な
い
（
注
13
．
同
右
書N

r. 2721.

）。
否
定
作
用
の
な
か
で
悲
劇
が
認
識
さ
せ
る
意
味
な
る
も
の
は
、
こ
う
し
て
認
識
自
体
の
な
か
で
否

定
さ
れ
る
。
ヘ
ッ
ベ
ル
の
「
汎
悲
劇
主
義
（Pantragik

汎
悲
劇
性
）」
は
悲
劇
的
芸
術
の
悲
劇
で
絶
頂
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り

時
と
し
て
、
形
而
上
学
的
な
根
拠
付
け
を
止
め
た
と
こ
ろ
に
、
代
っ
て
は
歴
史
哲
学
的
な
根
拠
付
け
が
ヘ
ッ
ベ
ル
に
登
場
す
る
。
こ
れ

を
も
ヘ
ッ
ベ
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
受
取
る
が
、
も
と
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
精
神
の
進
行
過
程
が
同
時
に
世
界
史
（W

eltgeschichte

）
で

も
あ
る
（
注
14
．
本
書
［
底
本
］S.55

を
参
照
の
こ
と
）。
こ
の
過
程
が
た
だ
の
物
語
（historisch

）
史
へ
と
世
俗
化
さ
れ
て
、
劇
作
『
マ
リ

ア
・
マ
グ
ダ
レ
ナ
（M

aria M
agdalene

）』
序
言
で
ヘ
ッ
ベ
ル
が
初
子
の
劇
作
『
ユ
デ
ィ
ト
（Judith

）』
を
回
顧
し
つ
つ
与
え
る
類
の
定

義
、悲
劇
的
所
業
の
定
義
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
作
で
ユ
デ
ィ
ト
の
為
し
た
こ
と
は
「
悲
劇
的
所
業
（tragische T

at

）」
す
な
わ
ち
「
世

界
物
語
史
を
目
的
と
し
て
、
そ
れ
自
体

0

0

で
必
要

0

0

な
が
ら
、
同
時
に
、
こ
と
の
成
就
を
任
さ
れ
た
個
人
を
、
人
倫
的
法
則
の
部
分
的
侵
犯

ゆ
え
に
否
定

0

0

す
る
所
業
」
と
名
付
け
ら
れ
る
（
注
15
．W

erke, Ⅰ
. A

bteilung, Band 11, S. 61.

）。
こ
の
一
文
が
「
市
民
悲
哀
劇
（bürgerliches 
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rauerspiel

）」
の
正
当
化
を
企
て
る
序
言
に
立
つ
の
は
決
し
て
偶
然
で
な
い
。
こ
こ
ま
で
述
べ
た
双
つ
の
点
が
、
観
念
論
か
ら
社
会
学

的
歴
史
主
義
へ
と
進
む
途
上
の
ヘ
ッ
ベ
ル
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
個
体
化
（V

ereinzelung

）」
な
る
表
現
を
も
す
で
に
早

く
取
替
え
て
、
自
分
が
悲
劇
的
な
る
も
の
を
解
釈
す
る
根
本
概
念
と
し
て
ヘ
ッ
ベ
ル
は
、
形
而
上
学
的
意
味
の
傍
ら
具
体
社
会
的
意
味

で
も
「
特
殊
化
（Besonderung

）」
お
よ
び
「
個
体
化
原
理
（principium

 individuationis

）」
の
語
を
用
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
明
す

の
が
ナ
ポ
レ
オ
ン=
悲
劇
の
粗
書
で
あ
る
。
一
八
三
八
年
の
ヘ
ッ
ベ
ル
の
日
記
に
は
「
万
事
を
自
分
自
身
で
、独
自
の
人
格
に
よ
っ
て
」

遂
行
で
き
る
「
力
を
信
じ
て
い
る
」
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
欠
点
は
「
あ
く
ま
で
本
人
の
偉
大
な
個
性
が
根
拠
で
あ
ろ
う
し
、
と
に
か
く
一
個

の
神
の
欠
点
は
」
と
あ
る
が
、
こ
の
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ネ
ス
に
も
当
嵌
る
と
し
て
よ
い
特
性
記
述
は
、
向
き
を
変
え
る
と
、
決
定
的
に
歴
史

的-

社
会
学
的
な
る
も
の
と
な
る
。
ヘ
ッ
ベ
ル
が
、
こ
の
欠
点
は
「
人
物
を
破
滅
さ
せ
る
に
十
分
」「
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
の
時
代
、
単

独
者
よ
り
も
大
衆
が
自
分
ら
の
方
に
価
値
あ
り
と
す
る
時
代
に
は
」
と
言
足
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
注
16
．Tagebücher, N

r. 1012.

）。

　
　

ニ
ー
チ
ェ

　
　

 　

眺
め
ず
に
い
ら
れ
な
い
と
同
時
に
眺
め
る
を
越
え
た
向
う
へ
と
憧
れ
る
、
と
い
う
体
験
の
な
い
人
に
は
、
悲
劇
的
神
話
の
考
察

に
あ
た
り
、
眺
め
（schauen

）
て
憧
れ
（sehnen
）
る
双
つ
の
過
程
が
ど
れ
ほ
ど
明
々
確
実
に
隣
合
せ
で
あ
り
隣
合
せ
と
感
じ
ら

れ
る
か
、
思
描
く
の
が
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
、
感
性
豊
か
な
真
の
美
的
観
客
が
私
に
、
悲
劇
固
有
の
作
用
の
な
か

で
は
、
こ
の
隣
合
せ
こ
そ
が
最
も
注
目
す
べ
き
作
用
で
あ
る
と
保
証
し
て
く
れ
よ
う
。
と
に
か
く
美
的
観
客
の
当
の
現
象
は
、
悲

劇
芸
術
家
に
お
け
る
類
同
の
過
程
に
転
用
で
き
よ
う
し
、
そ
の
と
き
に
は
悲
劇
的
神
話

0

0

0

0

0

の
創
世
史
（Genesis

）
を
理
解
し
た
こ
と

に
も
な
ろ
う
。
悲
劇
的
芸
術
家
は
仮
象
を
悦
び
、眺
め
る
こ
と
に
向
け
て
の
悦
び
を
満
々
と
ア
ポ
ロ
ン
的
芸
術
圏
と
共
有
す
る
が
、

同
時
に
、
こ
の
悦
び
を
否
み
、
目
に
見
え
る
仮
象
世
界
は
否
定
す
る
こ
と
に
、
さ
ら
に
高
い
満
足
を
覚
え
る

（
（
（

。
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（
注
1
．Friedrich W

ilhelm
 N

ietzsche, 1844-1900. W
erke. Stuttgart 1921. Band 1, S. 194.

）

　
『
悲
劇
の
誕
生
（D

ie Geburt der T
ragödie. 1870/71

）』
は
、
確
か
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
諦
念
論
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
成
立

の
情パ

ト
ス念
を
得
て
い
る
も
の
の
、
し
か
し
細
部
に
至
る
ま
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
体
系
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
音
楽
の
解
釈
だ
け

で
な
く
、
悲
劇
的
事
件
の
解
釈
、
い
や
青
年
期
双
つ
の
根
本
概
念
に
お
い
て
す
ら
露
わ
と
な
る
の
は
、
も
と
よ
り
決
定
的
な
と
こ
ろ

で
今
は
否
定
す
る
し
か
な
い
と
見
え
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
手
本
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
双
つ
の
芸
術
原
理
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ

ソ
ス
的dionysisch

」
と
「
ア
ポ
ロ
ン
的apollinisch

」
に
は
、
先
祖
と
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志W

ille

」
と
「
表
象

V
orstellung

」
の
概
念
を
見
て
よ
か
ろ
う
。
意
志
の
盲
目
的
原
初
衝
動
を
ニ
ー
チ
ェ
は
あ
ら
た
め
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
の
酩
酊
世
界

（Rauschw
elt

）
に
見
出
し
、
表
象
の
可
視
界
お
よ
び
自
己
認
識
は
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
人
間
に
も
と
め
る
ア
ポ
ロ
ン
神
の
夢
幻-

形

象-

世
界
（T

raum
-　

und Bilderw
elt

）
に
見
出
し
た
（
注
2
．
同
右
書S. 64.

）。
こ
う
し
て
、
形
而
上
学
そ
の
も
の
が
ニ
ー
チ
ェ
で
は
美

的
な
る
も
の
に
変
っ
た
と
見
え
る
の
だ
が
、
同
様
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
形
而
上
学
的
概
念
が
美
的
概
念
と
な
っ
て
「
定
在
と
世

界
と
は
た
だ
美
的
現
象
と
し
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
」。
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
が
、
悲
劇
的
神
話
は
美
的
領
界
か
ら
解
明
せ
よ
、
と

い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
要
求
で
あ
る
（
注
3
．
同
右
書S. 196.
）。
悲
劇
的
な
る
も
の
を
説
く
ニ
ー
チ
ェ
は
確
か
に
自
身
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
悲
劇

解
釈
か
ら
出
て
い
る
と
見
え
る
が
、
こ
の
悲
劇
を
ニ
ー
チ
ェ
は
、
先
行
せ
る
ギ
リ
シ
ア
芸
術
期
に
絶
え
ず
相
争
っ
て
き
た
双
つ
の
芸
術

原
理
の
和
解
で
あ
る
と
理
解
し
て
、「
い
つ
も
新
た
に
繰
返
し
重
荷
を
ア
ポ
ロ
ン
的
形
象
世
界
に
降
ろ
す
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
合コ

ロ

ス
唱
団
」

と
述
べ
る
（
注
4
．
同
右
書S. 90.

）。
だ
が
こ
こ
に
は
同
時
に
、
反
転
像
で
あ
る
に
せ
よ
鏡
さ
な
が
ら
極
め
て
精
確
に
、
悲
劇
的
過
程
に

つ
い
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
描
い
た
図
像
が
映
っ
て
い
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
悲
劇
の
相
争
う
諸
力
に
、
こ
れ
ら
は
一
つ

の
意
志
の
現
れ
出
た
姿
で
あ
る
と
認
め
た
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
も
同
様
で
あ
っ
て
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
至
る
ま
で
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
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神
は
「
決
し
て
悲
劇
的
英
雄
で
あ
る
こ
と
を
止
め
ず
、
と
い
う
よ
り
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
や
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
な
ど
ギ
リ
シ
ア
劇
場
舞
台
の

有
名
像
全
員
は
、
か
の
原
初
的
英
雄
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
の
仮マ

ス
ク面
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
」（
注
5
．
同
右
書S. 101.

）。
ば
ら
ば
ら
に
切

刻
ま
れ
る
と
神
話
の
伝
え
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
だ
が
、
そ
の
運
命
（Schicksal

）
が
悲
劇
の
各
々
で
新
た
に
挙
行
さ
れ
る
。
こ
の
運

命
を
ニ
ー
チ
ェ
は
個
別
化
作
用
（Individuation

）
の
象シ

ム
ボ
ル徴
と
把
握
し
て
、悲
劇
的
英
雄
に
「
個
別
化
の
苦
し
み
を
み
ず
か
ら
味
わ
う
神
」

を
見
る
こ
と
が
で
き
た
（
注
6
．
同
右
書S. 101.

）。
こ
れ
に
当
る
の
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
で
は
悲
劇
の
な
か
で
意
志
に
起
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
意
志
の
現
れ
と
し
て
の
個
々
の
者
が
身
体
を
ず
た
ず
た
に
裂
く
運
（Los

）
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
対
応
で
は
っ
き

り
解
る
の
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
ア
ポ
ロ
ン
的
な
る
も
の
」
の
概
念
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
表
象
」
の
概
念
と
が
同
類
な
る
こ
と

で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
は
、
悲
哀
劇
で
意
志
が
最
高
の
段
階
で
客
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
劇

の
対
話
（D

ialog

）
を
「
何
ら
か
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
状
態
の
客
体
化
」
と
説
く
。
ア
ポ
ロ
ン
的
な
る
も
の
の
概
念
に
お
い
て
も
表

象
の
概
念
に
お
い
て
も
、
個
別
化
の
働
き
が
立
向
う
相
手
は
根
源
的
一
者
（
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
や
意
志
）
で
あ
る
。
だ
が
こ
の

対
比
で
同
時
に
、ニ
ー
チ
ェ
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
の
決
定
的
な
見
解
の
相
違
も
明
る
み
に
出
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
で
は
、

意
志
の
現
れ
と
し
て
の
個
々
の
者
が
身
体
を
ず
た
ず
た
に
裂
く
悲
劇
的
事
件
に
よ
っ
て
当
の
意
志
は
身
を
捨
て
る
が
、
認
識
の
力
に
よ

り
観
客
内
に
は
結
果
と
し
て
、
自
分
自
身
か
ら
目
を
逸
ら
す
諦
念
が
生
じ
る
。
他
方
の
ニ
ー
チ
ェ
で
は
、
個
別
化
で
身
を
ば
ら
ば
ら
に

切
刻
ま
れ
る
こ
と
で
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
が
ま
さ
し
く
不ふ

え壊
の
強
者
（U

nzerstörbar-M
ächtiges

）
と
し
て
生
れ
る
が
、
こ
の
強
者
こ
そ

が
悲
劇
の
贈
り
与
え
る
「
形
而
上
学
的
慰
安
（m

etaphysischer T
rost

）」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
否
定
的
弁

証
法
に
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
書
簡
』
に
お
け
る
解
釈
を
思
わ
せ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
肯
定
的
弁
証
法
が
対
立
す
る
。
自
身
の
現
れ
へ
と
客

体
化
す
る
働
き
の
な
か
で
当
の
意
志
は
自
分
自
身
を
否
定
す
る
が
、
他
方
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
は
ま
さ
し
く
自
分
自
身
を

肯
定
す
る
。
と
い
う
の
は
、
自
身
の
客
体
化
た
る
ア
ポ
ロ
ン
的
仮
象
を
楽
し
み
な
が
ら
も
、
こ
の
快
楽
こ
の
仮
象
は
否
定
し
て
、
目
に
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見
え
る
仮
象
世
界
の
否
定
か
ら
、
さ
ら
に
程
度
の
高
い
快
楽
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
芸
術
は
、
も
は
や
そ
の
面
で
個
別
化

の
世
界
が
意
志
に
つ
い
て
の
判
定
を
語
る
鏡
で
な
く
、
ひ
と
つ
の
記
号
（Zeichen

）、
個
別
化
は
「
悪
の
根
柢
（U

rgrund des Ü
bels

）」

と
表
す
記
号
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
個
別
化
の
魔
力
は
破
り
得
る
、
と
の
悦
ば
し
い
希
望
」
と
は
「
一
体
性
再
興
の
予
感
（A

hnung 

einer w
iederhergestellten Einheit

）」
を
も
表
す
記
号
な
の
で
あ
る
（
注
7
．
同
右
書S. 102.

）。

　
　

ジ
ン
メ
ル

　
　

 　

悲
運
と
か
外
か
ら
の
破
壊
的
不
運
と
は
区
別
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
悲
劇
的
不
運
（V

erhängnis

）
と
し
て
語
る
の
は
、
…
…
…

あ
る
も
の
（W

esen

本
体
）
に
こ
れ
を
破
滅
さ
せ
よ
う
と
向
け
ら
れ
る
諸
力
が
、
ま
さ
し
く
こ
の
も
の
の
最
も
奥
深
い
層
か
ら
発

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
も
の
の
破
壊
で
運
命
（Schicksal

）
が
ひ
と
つ
完
遂
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
運

命
は
当
の
も
の
自
体
に
宛あ

て

が
わ
れ
て
い
て
、
当
の
も
の
が
自
分
自
身
の
明
確
な
姿
を
ま
さ
し
く
一
緒
に
築
い
て
き
た
構
造
の
、
い

わ
ば
論
理
的
発
展
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
（
（

。

　
　
（
注
1
．Georg Sim

m
el, 1858-1918. D

er Begriff und die Tragödie der K
ultur. in: Logos Ⅱ

（1912

）, S. 21f. A
uch in: Philosophische K

ultur.

）

　

悲
劇
的
な
る
も
の
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
形
而
上
学
的
体
系
や
美
学
的
体
系
に
お
け
る
中
心
的
な
弁
証
法
的
過
程
で
あ
る
と
見
え
た

が
、
観
念
論
以
後
の
時
代
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
、
こ
の
過
程
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
で
体
系
思
考
と
絶
交
す
る
概
念
や
表
象
の
弁
証
法
へ

と
移
さ
れ
る
。
も
は
や
体
系
内
で
思
考
と
重
な
り
合
わ
な
く
な
る
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
は
実
存
の
諸
階
梯
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ

で
は
美
的
な
る
も
の
の
領
界
で
あ
る
。
ジ
ン
メ
ル
の
著
作
で
悲
劇
的
な
る
も
の
の
概
念
が
生
（Leben

）
の
概
念
と
の
連
関
で
登
場
す

る
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
遺
稿
の
草
案
か
ら
一
九
三
一
年
に
公
刊
の
書
『
歴
史
意
識
と
世
界
観
』
で
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「
悲
劇
性
の
眼
目
（Grundpunkt der T

ragik

）」
と
題
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
書
留
め
て
い
る
─
─
「
思
考
─
存
立
成
分
の
関
係
。
生
全

体
の
概
念
と
対
立
す
る
思
考
。
だ
が
悲
劇
性
と
は
、
こ
の
生
概
念
を
た
だ
思
考
の
形
式
で
し
か
持
ち
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
」（
注
2
．

W
ilhelm

 D
ilthey, 1833-1911. D

as geschichtliche Bew
ußtsein und die W

eltanschauungen. G
esam

m
elte Schriften. Bd. 8, S. 71.

）。
こ
の
形

式
で
は
生
は
生
と
し
て
摑
め
な
い
形
式
内
で
し
か
生
は
概
念
と
し
て
把
握
で
き
な
い
と
い
う
悲
劇
的
弁
証
法
を
、
恐
ら
く
デ
ィ
ル
タ
イ

に
依
存
す
る
こ
と
な
く
ジ
ン
メ
ル
は
、
さ
ま
ざ
ま
生
の
具
体
相
そ
の
も
の
に
即
し
つ
つ
示
し
た
が
、
そ
の
さ
い
概
念
な
る
契
機
に
代
っ

て
は
、
生
に
ま
た
も
必
然
で
具
体
的
で
も
あ
る
諸
他
の
契
機
が
入
る
。
全
篇
こ
の
こ
と
に
も
と
づ
く
の
が
一
九
一
二
年
の
論
考
「
概
念

と
文
化
の
悲
劇
」
で
あ
る
。
概
念
は
、
い
わ
ば
凝
結
し
て
客
体
と
な
っ
た
精
神
（Geist

）
か
ら
出
て
く
る
が
、
精
神
は
「
主
観
的
な
心

（Seele

）
の
迸
る
生
命
性
と
対
立
し
、
内
な
る
自
己
責
任
と
対
立
し
、
変
転
は
げ
し
い
緊
張
と
対
立
す
る
。
精
神
と
し
て
、
こ
こ
に
生

じ
て
い
る
、最
内
奥
で
精
神
と
結
ば
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
深
い
形
式
対
立（Form

gegensatz

）に
無
数
の
悲
劇
を
体
験
し
つ
つ
の
こ
と
だ
が
、

そ
の
形
式
対
立
と
は
、
休
み
は
知
ら
ぬ
が
時
間
に
限
り
あ
る
主
観
的
な
生
と
、
こ
の
生
の
諸
々
の
内
容
、
ひ
と
た
び
創
ら
れ
る
や
不
動

な
れ
ど
も
無
時
間
に
通
用
す
る
内
容
と
の
対
立
で
あ
る
」（
注
3
．D

er Begriff und die Tragödie der K
ultur. Logos Ⅱ

, S. 1.

）。
し
ば
し
ば「
あ

た
か
も
何
か
を
生
む
心
の
動
き
が
心
自
身
の
生
ん
だ
成
果
で
死
ぬ
か
の
よ
う
に
で
あ
る
」（
注
4
．
同
右
書S. 6.

）。
そ
し
て
「
こ
こ
に
、

文
化
が
も
と
も
と
最
初
の
定
在
時
点
で
す
で
に
文
化
内
容
の
厄
介
な
形
式
を
内
蔵
し
て
い
る
、
と
い
う
悲
劇
的
状
況
が
成
立
す
る
。
そ

の
形
式
と
は
、
未
完
の
心
と
し
て
の
自
分
か
ら
完
成
せ
る
心
と
し
て
の
自
分
自
身
へ
の
道
を
内
在
的
不
可
避
性
に
よ
っ
て
外
れ
て
し
ま

う
か
と
苦
し
む
の
が
文
化
の
内
的
本
質
だ
が
、
こ
の
内
的
本
質
を
分
断
し
て
は
休
み
な
く
整
え
る
定
め
、
と
い
う
形
式
の
こ
と
で
あ
る
」

（
注
5
．
同
右
書S. 25.

）。
結
婚
の
「
悲
劇
的
根
本
現
象
」
を
同
じ
よ
う
に
ジ
ン
メ
ル
は
日
記
で
「
な
る
ほ
ど
生
に
欠
か
せ
な
い
が
、
し

か
し
形
式
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
す
で
に
、
生
の
運
動
性
に
も
個
別
性
に
も
敵
対
す
る
形
式
を
生
が
み
ず
か
ら
創
る
こ
と
」
に

見
て
い
る
（
注
6
．「
断
想
」Fragm

ente und Aufsätze aus dem
 N

achlaß
 und Veröffentlichungen der letzten Jahre. M

ünchen 1923, S. 115.

）。
ジ
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ン
メ
ル
の
生
概
念
の
、
右
の
後
段
の
契
機
は
日
記
の
別
文
章
で
愛
の
悲
劇
性
（T

ragik

）
を
対
象
と
し
て
再
出
す
る
─
─
「
愛
が
燃
え

立
つ
の
は
個
別
性
に
お
い
て
で
し
か
な
く
、
個
別
性
を
克
服
で
き
な
い
こ
と
で
愛
は
壊
れ
る
」（
注
7
．
同
右
書S. 113.

）。
さ
ら
に
「
人

倫
的
な
る
も
の
に
固
有
の
大
き
な
悲
劇
性
は
、
相
手
へ
の
権
利
が
な
け
れ
ば
当
の
相
手
へ
の
義
務
が
あ
る
こ
と
」
も
挙
げ
ら
れ
る
（
注

8
．
同
右
書S. 20.

）。
こ
こ
で
ジ
ン
メ
ル
哲
学
の
中
心
的
概
念
は
す
で
に
棄
て
ら
れ
て
い
て
、
克
服
さ
れ
た
体
系
思
考
か
ら
反
抗
の
的
た

る
全
体
性
要
求
は
観
念
論
以
後
の
時
代
に
み
ず
か
ら
易
々
と
引
継
い
だ
基
本
的
表イ

メ
ー
ジ象
を
、悲
劇
的
な
る
も
の
は
完
全
に
越
え
出
て
い
る
。

ま
さ
し
く
生
概
念
の
疑
わ
し
い
曖
昧
さ
空
疎
さ
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
負
う
思
考
の
弁
証
法
的
形
式
と
が
働
い
て
ジ
ン
メ
ル
に
、
論
考
「
概

念
と
文
化
の
悲
劇
」
に
ほ
ん
の
序つ

い
で
と
ば
か
り
に
出
て
い
た
の
を
引
い
た
冒
頭
の
一
文
で
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
現
象
（Phänom

en

）
へ

向
け
る
眼
差
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
悲
劇
的
現
象
を
、
当
の
構
造
的
共
通
性
に
お
い
て
は
悲
劇
的
現
象
と
し
て
捉
え
、
当
の
特
殊
性
に
お
い

て
は
手
を
付
け
な
い
ま
ま
と
す
る
眼
差
し
を
許
し
て
い
る
。
す
で
に
先
立
つ
ゲ
ー
テ
お
よ
び
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
ご
と
く
ジ
ン
メ
ル
は
、

し
か
し
両
人
よ
り
も
有
効
に
、
悲
劇
的
な
る
も
の
を
こ
れ
固
有
の
視
点
、
も
と
よ
り
依
然
と
し
て
人
間
の
表イ

メ
ー
ジ象
に
属
す
る
も
の
の
、
悲

劇
的
な
る
も
の
以
外
の
何
か
と
は
結
付
か
な
い
視
点
に
お
い
て
見
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
葉
に
よ
る
定
式
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ジ
ン
メ
ル
に
よ
る
悲
劇
的
な
る
も
の
の
規
定
は
、
悲
劇
に
悲
劇
的
な
る
も
の
の
造
形
を
見
よ
う
と
す
る
が
、
各
人
の
哲
学
説
の
鏡
像
を

見
よ
う
と
は
し
な
い
解
釈
（Interpretation

）
が
、
拠
っ
て
立
つ
べ
き
唯
一
の
規
定
で
あ
る
と
し
て
よ
い
。

　
　

シ
ェ
ー
ラ
ー

　
　

 　

悲
劇
的
な
の
は
、
積
極
的
な
諸
価
値
の
内
部
、
ま
た
こ
う
し
た
価
値
の
担
い
手
の
内
部
で
働
い
て
い
る
「
葛
藤
（K

onflikt

）」

で
あ
る

（
（
（

。

　
　

 （
注
1
．M

ax Scheler, 1874-1928. Zum
 Phänom

en des Tragischen

（1915

）. in: Vom
 U

m
sturz der W

erte. Abhandlungen und Aufsätze. 
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m
elte W

erke, Bern 1955. Bd. 3, S. 155.

）

　
　

 　

最
も
際
立
つ
意
味
で
悲
劇
的
な
の
は
、
…
…
…
事
物
に
（
こ
の
事
物
自
身
の
、
あ
る
い
は
他
事
物
の
）
高
い
積
極
的
価
値
の
実
現
を

達
成
さ
せ
る
の
と
同
じ
一
つ
の
力
が
、
こ
の
達
成
作
用
の
過
程
自
体
の
な
か
で
、
ま
さ
し
く
価
値
の
担
い
手
た
る
当
の
事
物
を
破

滅
さ
せ
る
原
因
に
も
な
る
、
と
い
う
事
態
で
あ
る

（
（
（

。

　
　
（
注
2
．
同
右
書S. 158.

）

　

論
文
「
悲
劇
的
な
る
も
の
の
現
象
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
解
釈
は
確
か
に
ジ
ン
メ
ル
の
分
析
の
影
響
を
見
せ
て
い

る
も
の
の
、
全
体
が
関
連
す
る
の
は
一
九
一
三
年
の
著
述
「
倫
理
学
に
お
け
る
形
式
主
義
と
実
質
的
価
値
倫
理
学
─
─
こ
と
に
カ
ン

ト
の
倫
理
学
を
顧
慮
し
て
─
─
（D

er Form
alism

us in der Ethik und die m
ateriale W

ertethik

─
─ m

it besonderer Berücksichtigung 

der Ethik Im
m

anuel K
ants

）」
で
あ
る
。
こ
の
書
の
主
な
狙
い
は
倫
理
学
の
領
域
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
体
系
を
現
象
学
的
に
克
服
す
る

こ
と
に
あ
る
。
無
論
ま
だ
出
発
点
で
は
生
哲
学
に
遡
り
、
カ
ン
ト
を
や
は
り
「
お
よ
そ
「
生
」
は
根
本
現
象
で
な
い
、
と
思
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
」
と
責
め
る
（
注
3
．D

er Form
alism

us in der Ethik 
…
…, H

alle an der Saale 1913, S. 160.

）。
分
割
で
き
な
い
一
者
た
る
「
生
」

は
根
本
現
象
な
れ
ば
こ
そ
、
主
体-

客
体
と
い
う
柵さ

く

の
取
払
い
を
現
象
学
は
課
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
も
、
批

判
哲
学
が
形
相
（Form

ales

）
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
世
界
と
質
料
（M

aterie

）
の
世
界
と
の
あ
い
だ
に
設
け
た
差
異
を
克
服
し
よ
う
と

努
め
る
。
質
料
的
で
も
あ
れ
ば
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
も
あ
る
倫
理
学
を
樹
立
す
る
た
め
に
、
土
台
と
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
「
複
数
の
対
象

0

0

0

0

0

で
も
つ
一
箇
の
領
野
（ein eigenes Bereich von G

egenständen

）」
を
指
す
と
見
る
価
値
品
質
（W

ertqualität

［en

］）
の
現
象
学
を
立
案

す
る
（
注
4
．
同
右
書S. 10.

）。
こ
の
現
象
学
の
最
大
の
要
点
は
積
極
［
肯
定
］
的
価
値
と
消
極
［
否
定
］
的
価
値
、
ま
た
高
次
［höher
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よ
り
高
い
］
価
値
と
低
次
［niedriger

よ
り
低
い
］
価
値
の
想
定
で
あ
り
、
こ
う
し
た
価
値
の
現
存
す
る
こ
と
は
「
価
値
の
本
質
内
」
に

定
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
で
同
時
に
悲
劇
的
な
る
も
の
の
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
解
釈
の
基
礎
も
築
か
れ
た
。
観
念
論
の
体

系
で
悲
劇
的
な
る
も
の
は
、自
己
否
定
で
あ
る
、い
や
自
己
否
定
に
よ
る
自
己
証
明
で
あ
る
と
い
う
、シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
由
や
ゾ
ル
ガ
ー

の
神
的
理
念
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
意
志
や
ニ
ー
チ
ェ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
の
原
理
な
ど
、
最
高
価
値
が
蒙
る
弁
証

的
過
程
と
し
て
現
れ
た
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
現
象
学
で
は
、
も
は
や
最
高
価
値
は
認
め
な
い
。
そ
れ
で
も
積
極
的
価
値
と
消
極
的
価
値
、

高
次
価
値
と
低
次
価
値
と
は
や
は
り
区
別
し
て
、
悲
劇
的
な
る
も
の
は
積
極
的
価
値
間
の
葛
藤
（K

onflikt

）、
し
か
も
理
想
的
な
例
な

ら
ば
同
等
の
高
次
積
極
的
価
値
間
で
の
葛
藤
と
し
て
登
場
す
る
（
注
5
．K

arl Jaspers, 1883-1969. V
on der W

ahrheit.

の
下
記
の
文
章
と

類
似
す
る
─
─T

ragik ist dort, w
o die M

ächte, die kollidieren, jede für sich w
ahr sind.

「
衝
突
し
合
う
諸
力
の
い
ず
れ
も
が
各
々
そ
れ
自
体
は
真

で
あ
る
と
こ
ろ
に
悲
劇
性
が
存
在
す
る
。」［
抜
粋
本
］
─
─Ü

ber das T
ragische, M

ünchen 1952, S. 29.

）。
フ
ィ
シ
ャ
ー
の
三
分
法
で
は
主
観
的

人
倫
性
の
敵
方
が
ま
ず
は
宿
命
（Fatum
）、
つ
い
で
公
正
（Gerechtigkeit

）、
最
後
に
悲
劇
性
の
最
も
純
粋
な
形
式
の
土
台
を
成
し
て

人
倫
的
真
理
の
全
体
性
（T

otalität der sittlichen W
ahrheiten

）
と
し
て
現
れ
る
の
だ
が
、
ど
こ
か
こ
の
仕
方
に
沿
っ
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー

も
ま
た
悲
劇
的
現
象
に
お
け
る
上
昇
の
道
を
辿
る
─
─
高
次
の
同
一
性
を
保
ち
つ
つ
互
い
に
闘
い
合
う
価
値
を
越
え
て
、
よ
う
や
く
決

着
と
な
る
の
は
、「
事
物
に
高
い
積
極
的
価
値
の
実
現
を
達
成
さ
せ
る
」
し
、
こ
の
進
行
経
過
に
よ
っ
て
こ
そ
「
ま
さ
し
く
価
値
の
担

い
手
た
る
当
の
事
物
を
破
滅
さ
せ
る
原
因
に
も
な
る
」
の
が
「
同
じ
一
つ
の
力
」
で
あ
る
、と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。
こ
う
し
て
シ
ェ
ー

ラ
ー
は
、
諸
価
値
で
も
つ
一
箇
独
立
の
世
界
な
ら
び
に
諸
価
値
そ
れ
ぞ
れ
の
現
象
学
的
差
異
化
と
い
う
自
身
の
想
定
に
も
と
づ
い
て
、

す
で
に
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
現
れ
、
ジ
ン
メ
ル
で
最
終
的
に
概
念
の
衣
を
脱
い
だ
の
と
同
じ
構
造
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
同
じ

弁
証
法
的
構
造
に
達
す
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
規
定
が
実
質
的
価
値
倫
理
学
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
規
定
の
妥
当
性
を
傷
付
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
序
論
で
確
言
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
悲
劇
的
な
る
も
の
は
疑
い
な
く
「
諸
価
値
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と
価
値
関
係
の
領
界
内
」
で
動
く
か
ら
で
あ
る
（
注
6
．Zum

 Phänom
en des Tragischen, S. 153.

）。
だ
か
ら
と
て
他
方
で
は
何
ら
新
た
な

認
識
も
得
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
明
瞭
（ausdrücklich

）
に
、
と
は
別
な
る
連
関
す
な
わ
ち
現
象
学
的
倫
理
学
の
基
礎
付
け
が
あ
る

ゆ
え
に
言
え
る
の
だ
が
、
明
瞭
に
主
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
、
あ
ら
ゆ
る
以
前
の
定
義
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
だ
け
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。
悲
劇
的
な
る
も
の
の
構
造
（Struktur

）
を
シ
ェ
ー
ラ
ー
も
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
例
の
一
文
、
価
値
倫
理
学
の

用
語
体
系
を
棄
て
て
、
あ
ら
ゆ
る
悲
劇
的
な
道
の
神
話
論
的
範モ

デ
ル型
を
与
え
て
い
る
文
章
が
証
明
す
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
悲
劇
的
と
呼
ぶ

の
は
、
蠟
で
固
め
た
翼
で
蠟
を
融
か
す
太
陽
に
近
付
い
て
墜
死
す
る
、
イ
カ
ロ
ス
の
飛
行
で
あ
る
（
注
7
．
同
右
書S. 159.

）。

［
了
］


