
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る

概
念
の
導
入

〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉

―

―

意
志
の
否
定
と
道
徳
の
両
立
の
た
め
に

多
田

光
宏

本
論
の
目
的
は
、
共
苦

を
手
掛
か
り
に
、
シ
ョ
ー
ペ

（

）
M
itleid

ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
形
而
上
学
的
な
意
志
が
〈
実
体
と
し
て
の
意

〉

、〈

〉

志

で
は
な
く

物
自
体
と
し
て
の
意
志
（

）

W
ille

als
D
ing

an
sich

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
形
而

上
学
的
な
意
志
を
〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉
と
解
釈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て

「
意
志
の
否
定

」
を
シ

、

（V
erneinung

des
W
illens

）

ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
に
内
在
さ
せ
つ
つ
整
合
的
に
解
釈
す
る

可
能
性
が
開
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
解
釈
に
よ
れ

ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
共
苦
の
成
立
根
拠
を
、
仮
の
世
界

で
あ
る
表
象
の
背
後
に
控
え
て
い
る
〈
実
体
と
し
て
の
意
志
〉
に
求

め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
を
採
用
す
る
と
、
シ
ョ

ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
道
徳
説
を
単
に
自
己
愛
を
拡
大
し
た
も
の
と
し

て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
自
由
論
の
ク
ラ
イ
マ

ッ
ク
ス
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
「
意
志
の
否
定
」
を
、
厭
世
的

（
一
）

な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
持
っ
た
哲
学
者
が
望
む
世
界
の
消
滅
と
い
う

夢
物
語
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
そ
こ

U
rphänom

en
E
,

で

本
論
は
ま
ず

共
苦
を
道
徳
の

原
現
象

、

、

「

」

（

）
（

と
し
て
道
徳
の
基
礎

と
見
做
す
シ
ョ

209
G
rundlage

der
M
oral

）

（

）

（
二
）

ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
道
徳
説
を
概
観
し
つ
つ
、
ジ
ン
メ
ル
と
ハ
ウ
ス

ケ
ラ
ー
の
批
判
を
取
り
上
げ
、
共
苦
の
成
立
根
拠
を
〈
実
体
と
し
て

の
意
志
〉
に
求
め
た
場
合
に
生
じ
る
問
題
点
を
指
摘
す
る
（
一

。
）

次
に
、
表
象
と
い
う
観
点
か
ら
は
説
明
し
切
れ
な
い
感
情
と
い
う
も

の
を
説
明
す
る
為
に
こ
そ

〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉
と
い
う
概

、

ショーペンハウアーにおける〈物自体としての意志〉概念の導入／20



念
が
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
文
脈
を
再
構
成
し
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ン
メ
ル
の
批
判
の
要
点
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア

ー
に
と
っ
て
も
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
（
二

。
最
後
に

〈
実

）

、

体
と
し
て
の
意
志
〉
で
は
な
く
〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉
と
い
う

概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
ジ
ン
メ
ル
と
ハ
ウ
ス
ケ
ラ
ー
の
批
判
を
克

服
し
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
解
釈
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
い
（
三

。
）

一

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
共
苦
と
は
、
他
者
の
苦
し
み
を

自
分
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
さ

に
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
共
に

苦
し
む

と
い
う

（

）

（

）

m
it

leiden

感
情
で
あ
る
。
こ
の
共
苦
と
い
う
感
情
が
道
徳
の
「
原
現
象
」
と
し

て
、
道
徳
の
基
礎
で
あ
る
の
は
、
他
者
の
苦
し
み
を
動
機
と
し
、
そ

の
動
機
に
基
づ
い
て
為
さ
れ
た
行
為
の
み
が
道
徳
的
と
見
做
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
立
場
は
、
い
わ

ゆ
る
動
機
主
義
で
あ
る
。

（
三
）

さ
て
、
行
為
の
動
機
と
な
る
他
者
の
苦
し
み
を
自
分
自
身
の
も
の

、

、

と
し
て
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
従
え
ば

自
分
と
他
者
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
「
直
接
的
か
つ
直
覚
的
な
認
識

に
よ
っ
て
の

（

（

）

unm
ittelbare

und
intuitive

E
rkenntnis

W
I,

437

）
」

以
下

正

み
可
能
で
あ
る

意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界

正
編

。『

』（

『

と
い
う
主
著
の
タ
イ
ト
ル
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

編
』
と
略
記
）

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
二
世
界
論
の
立
場
を
採
る
。
カ
ン
ト
の
正

当
な
後
継
者
を
自
認
し

、
超
越
論
的
観
念
論
を
引
き

（vgl.
W
I,
493

）

受
け
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
時
間
、
空
間
、
因
果
性
を
表
象

の
形
式
と
し
、
特
に
時
間
と
空
間
を
ま
と
め
て
「
個
体
化
の
原
理

」
と
名
付
け
た

「
個

（

（

principium
individuationis

）

）

vgl.
W
I,
134

。

体
化
の
原
理
」
が
表
象
の
形
式
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
表
象
に
お
い
て

認
識
さ
れ
る
も
の
は
、
常
に
個
体
と
し
て
の
み
認
識
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
分
と
他
者
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
「
直

接
的
か
つ
直
覚
的
な
認
識
」
は
、
表
象
に
お
い
て
は
個
体
と
し
て
異

な
る
自
分
と
他
者
が
、
別
の
観
点
に
お
い
て
は
、
実
は
同
一
で
あ
る

、
、

と
い
う
こ
と
を
看
破
す
る

認
識
で
あ
る
。
こ
の
自

（

）

durchschauen

分
と
他
者
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
可
能
に
す
る
の
が

「
形

、

而
上
学
的
な
思
弁

に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
形
而
上
学
的

」（

）

E
,
209
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な
意
志

で
あ
る
。
し
か
し
、
表
象
に
お
い

（

）

m
etaphysischer

W
ille

て
は
異
な
る
自
分
と
他
者
が
、
形
而
上
学
的
な
意
志
に
お
い
て
は
実、

は
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
道
徳
の
基
礎
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の

、形
而
上
学
的
な
構
造
そ
の
も
の
が
、
道
徳
を
成
立
さ
せ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
危
険
性
を
孕
む
。
何
故
な
ら
、
他
者
を
自
分
自
身
の
よ
う
に

、
、
、
、

扱
う
こ
と
と
、
他
者
を
ま
さ
に
自
分
自
身
と
し
て
扱
う
こ
と
の
間
に

、
、
、

は
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
、
自
分
と
他
者

の
区
別
を
決
定
的
に
保
持
し
つ
つ
、
他
者
を
自
分
と
同
等
の
も
の
と

し
て
扱
う
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
他
者
を
自
分
と
同

一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
を
配
慮
し
て
い
る
。
後
者
は
、
一

見
す
る
と
道
徳
的
で
あ
っ
て
も
、
究
極
的
に
は
自
己
愛
が
道
徳
の
根

拠
に
な
っ
て
い
る
。
ジ
ン
メ
ル
の
批
判
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
向
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
我
々
も
既
に
見
た
よ
う
に
、
一

切
の
道
徳
は
、
物
自
体
の
絶
対
的
統
一
性
が
諸
々
の
分
割
さ

れ
た
個
人
の
中
へ
一
時
的
に
本
質
を
失
っ
て
分
散
し
て
い
る

状
態
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
統
一
性
を
実
践
的

に
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
理
想
が
も
つ
形
而
上
学
的
な
深
い
意
味
を
完
全
に
承

認
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も
私
は
、
彼
が
こ
の
解
釈
に
よ
っ

て
本
来
道
徳
的
な
こ
の
問
題
の
深
さ
を
見
過
ご
し
て
い
る
の

だ
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
私
が
全
く
の
思
い
違
い
を
し

て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
我
と
汝
の
二
元
性
は
、
こ
の
問
題

が
持
つ
事
実
性
を
完
全
に
正
当
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
形
而
上
学
的
解
釈
が
認
め
得

る
よ
り
も
、
遥
か
無
限
に
深
い
存
在
の
根
底
に
ま
で
達
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
四
）

ジ
ン
メ
ル
の
こ
の
批
判
は
、
形
而
上
学
的
な
意
志
を
〈
実
体
と
し

て
の
意
志

、
即
ち
、
表
象
の
背
後
に
あ
っ
て
表
象
を
成
立
さ
せ
て

〉

い
る
根
本
原
因
と
し
て
の
意
志
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
極
め
て
重
要

で
あ
る
し
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
に
基
づ
け
ば
、
自
分
と
他

者
が
表
象
に
お
い
て
分
裂
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
仮
で
あ
っ

、

て
、
そ
の
仮
の
状
態
を
克
服
し
、
自
分
と
他
者
と
が
真
実
の
一
な
る

、

、
、
、

状
態
、
即
ち

「
物
自
体
の
絶
対
的
統
一
性
」
を
回
復
す
る
こ
と
こ

、

、

。

そ
が

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
道
徳
で
あ
る
こ
と
に
な
る

こ
の
場
合
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
道
徳
に
お
い
て
極
め
て
重
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要
な
問
題
で
あ
る
「
我
と
汝
の
二
元
性
」
を
ま
さ
に
軽
視
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
そ
の
二
元
性
が
「
遥
か
無
限
に
深
い
存
在
の
根
底
に
ま

で
達
し
て
い
る
」
こ
と
を
見
過
ご
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
形
而
上
学
的
な
意
志
を
実
体
と
見
做
す
解
釈
は
、
大
き

な
難
問
に
突
き
当
た
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
従
え
ば
、
形
而

上
学
的
な
意
志
に
お
い
て
我
と
汝
の
絶
対
的
統
一
性
を
回
復
し
た
人

に
と
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
た
と
え
人
間
が
そ
の
絶
対
的
統
一

性
を
回
復
し
た
と
し
て
も
、
決
し
て
苦
し
み
か
ら
は
解
放
さ
れ
得
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
苦
し
み
を
媒
介
と
し
て
の
み

「
物
自
体
の
絶
対
的
統
一
性
」
が
回
復
さ
れ
る
な
ら
ば
、
苦
し
み
こ

そ
が
こ
の
世
界
の
根
本
的
な
性
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
苦
し
み
を
個
体
に
結
び
付
け
、
個
体
性
の

克
服
と
苦
し
み
か
ら
の
解
放
を
結
び
付
け
る
従
来
の
神
秘
主
義
と
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
は
異
な
る
。
従
来
の
神
秘
主
義
は
、

自
分
と
他
者
は
個
体
と
し
て
仮
に
分
離
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
あ
ら

ゆ
る
苦
し
み
は
、
仮
に
分
離
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
自
分
に
拘
る
こ

と
か
ら
生
じ
る
と
教
え
る
。
そ
れ
故
に
、
個
体
性
を
克
服
す
る
こ
と

と
苦
し
み
か
ら
の
解
放
と
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
の
場
合
は
、
苦
し
み
を
媒
介
と
し
て
の
み
個
体
性
を
克
服

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
体
性
の
克
服
は
他
者
の
苦

し
み
を
自
分
の
苦
し
み
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な

る
。
従
っ
て
、
苦
し
み
か
ら
の
解
放
が
実
現
さ
れ
る
為
に
は
、
個
体

性
の
克
服
と
は
別
の
方
法
が
必
要
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
シ
ョ

ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
苦
し
み
か
ら
の
救
済
と
し
て
の
意
志
の
否
定

と
い
う
思
想
を
準
備
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
而
上
学
的
な
意

志
を
〈
実
体
と
し
て
の
意
志
〉
と
解
釈
す
る
な
ら
、
意
志
の
否
定
は

表
象
と
し
て
の
世
界
を
含
め
た
世
界
そ
の
も
の
の
無
化
と
考
え
ざ
る

を
得
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も

〈
実
体
と
し
て
の
意
志
〉
が
表
象

、

の
原
因
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
こ
の
世
界
の
究
極
的
な
原
因
で
も
あ

る
の
で
、
そ
の
原
因
の
消
滅
は
結
果
と
し
て
世
界
そ
の
も
の
の
消
滅

を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
観
点

か
ら
意
志
の
否
定
が
解
釈
さ
れ
る
な
ら
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が

自
分
の
形
而
上
学
を
倫
理
学
と
呼
び
さ
え
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず

、
そ
の
倫
理
学
が
唱
え
る
道
徳
は
意
志
の
否
定
を
達

（vgl.
N
,
141

）

成
す
る
為
の
単
な
る
手
段
、
即
ち
、
苦
し
み
か
ら
の
完
全
な
救
済
を

究
極
的
な
理
想
と
し
て
実
現
す
る
為
の
準
備
段
階
と
化
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
ハ
ウ
ス
ケ
ラ
ー
が
こ
の
点
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る

、

、

。

の
で

ハ
ウ
ス
ケ
ラ
ー
に
即
し
て

こ
の
論
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
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ハ
ウ
ス
ケ
ラ
ー
に
従
え
ば

自
分
と
他
者
の
同
一
性
の
根
拠
を

実

、

〈

体
と
し
て
の
意
志
〉
に
求
め
る
「
本
質
同
一
性
」
の
思
想
は
、
他
者

が
「
私
と
の
相
違
に
お
い
て
幻
想
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

私
自
身
と
全
く
同
様
に
幻
想
だ

と
い
う
仕
方
で
、
つ

」（
傍
点
筆
者
）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
五
）

ま
り
、
私
を
含
め
た
個
体
と
い
う
在
り
方
そ
の
も
の
が
幻
想
で
あ
る

と
い
う
意
味
で

「
他
者
は
単
な
る
幻
想
で
あ
り
、
表
象
と
い
う
ま

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

や
か
し
で
あ
る

と
い
う
結
論
を
導
く
。
即
ち

「
本

」

、

（
傍
点
筆
者
）

（
六
）

質
同
一
性
」
の
思
想
を
〈
実
体
と
し
て
の
意
志
〉
と
い
う
観
点
か
ら

解
釈
す
る
な
ら
、
仮
に
成
立
し
て
い
る
個
体
と
し
て
の
自
分
の
個
体

、
、

性
が
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
他
者
の
個
体
性

も
ま
た
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
道

徳
を
成
立
さ
せ
る
「
本
質
同
一
性
」
の
思
想
が
、
逆
に
他
者
を
本
当

の
意
味
で
道
徳
的
な
配
慮
の
対
象
で
は
な
く
し
て
し
ま
う
の
で
あ

。

、「

」

、

る

そ
し
て

本
質
同
一
性

の
観
点
か
ら
道
徳
的
で
あ
る
者
は

あ
ら
ゆ
る
他
者
の
苦
し
み
を
自
分
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
人
間
が
抱
く
よ
う
に
な
る
「
苦
し

み
を
被
る
こ
と
か
ら
の
救
済
へ
の
憧
憬
こ
そ
、
最
終
的
に
道
徳
的
な

こ
と
の
空
洞
化
に
通
じ
る

。
何
故
な
ら

「
本
質
同
一
性
」
の
思
想

」

、

（
七
）

は
他
者
を
他
者
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
道
徳
そ
の
も
の
の
根
本
的

な
基
盤
を
奪
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
苦
し
み
は
如
何
な
る
意
味
に
お

い
て
も
道
徳
の
契
機
で
は
な
く
な
り
、
意
志
の
否
定
へ
と
到
る
契
機

と
し
て
の
み
意
味
を
持
ち
得
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る

道
徳

。「

（
八
）

的
な
こ
と
の
空
洞
化
」
と
意
志
の
否
定
に
よ
る
世
界
の
無
化
、
こ
れ

こ
そ
が
、
形
而
上
学
的
な
意
志
を
〈
実
体
と
し
て
の
意
志
〉
と
解
釈

し
た
場
合
に
突
き
当
た
る
難
問
で
あ
り
、
こ
の
難
問
は
、
ジ
ン
メ
ル

が
批
判
し
た
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
自
分
と
他
者
の
区

別
を
見
過
ご
し
て
い
た
と
い
う
想
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。形

而
上
学
的
な
意
志
を
実
体
と
捉
え
、
意
志
の
否
定
を
世
界
の
無

化
と
結
び
付
け
る
解
釈
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
ペ
シ
ミ
ス
ト

。

、

と
呼
ん
だ
ニ
ー
チ
ェ
を
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る

し
か
し

『
正
編
』
に
お
い
て
、
意
志
の
否
定
を
体
現
す
る
者
は
、
世
界
の
消

滅
を
導
く
為
に
い
つ
か
現
れ
る
で
あ
ろ
う
理
想
的
な
救
世
主
で
は
な

く
、
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
よ
う
に
、
既
に
実
際
に
存
在

し
て
い
た
人
間
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
少

（
九
）

な
く
と
も
、
意
志
の
否
定
が
世
界
の
非
存
在
を
究
極
の
理
想
と
す
る

思
想
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
意
志

の
否
定
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
に
内
在
さ
せ
て
、
整
合
的
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に
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
形
而
上
学
的
な
意
志
を
実
体
と
し
て
捉

。

、

え
る
の
と
は
別
の
方
法
が
必
要
に
な
る

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
為

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア

ー
に
お
け
る
意
志
を
世
界
の
究
極
的
な
原
因
で
あ
る
実
体
と
し
て
で

は
な
く
、
物
自
体
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
解
釈
が
現
わ
れ
始
め

る
。
つ
ま
り
、
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
か
ら
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
を
解
釈
し
直
し
て
、
形
而
上
学
的
な
意
志
を
物
自
体
と

。

、

し
て
位
置
づ
け
直
そ
う
と
す
る
運
動
が
始
ま
る
の
で
あ
る

確
か
に

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
『
正
編
』
の
叙
述
に
お
い
て
不
用
意
に
、

表
象
に
お
い
て
は
個
体
と
し
て
仮
に
異
な
っ
て
い
る
自
分
と
他
者

、
、

が
、
表
象
の
背
後
の
〈
実
体
と
し
て
の
意
志
〉
に
お
い
て
は
実
は
同

、
、

一
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
叙
述
を
繰
り
返
し
て
き
た
し
、
そ
れ
が
通

俗
的
な
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
理
解
を
形
成
し
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
自
身
が
、
自
分

と
他
者
を
文
字
通
り
の
意
味
で
同
一
化
し
、
同
一
視
す
る
こ
と
に
慎

重
で
あ
り
、
ま
た

〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉
が
実
体
で
は
な
い

、

こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
次
節
に
お
い
て
は
、
形
而
上
学
的
な
意
志
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
の
思
想
に
導
入
さ
れ
る
文
脈
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
形
而
上
学
的
な
意
志
が
〈
実

体
と
し
て
の
意
志
〉
で
は
な
く

〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉
で
あ

、

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て

〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉

、

が
導
入
さ
れ
る
文
脈
は
、
感
情
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
客

W
I,

観
の
中
で

自
分
の
身
体
だ
け
が

二
つ
の
全
く
異
な
る
仕
方

、

「

」（

で
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
文
脈
で
あ
る
。

119

）シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
学
位
論
文
『
充
足
根
拠
律
の
四
つ
の
根

に
つ
い
て

に
お
い
て
も
『
正
編
』
に
お
い
て
も
、

』（
一
八
一
三
年
）

世
界
を
徹
底
的
に
表
象
と
し
て
扱
う
こ
と
か
ら
出
発
し
、
世
界
と
は

主
観
に
対
す
る
客
観
で
あ
っ
て
、
主
観
か
ら
独
立
し
た
客
観
そ
の
も

の
な
ど
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
ま
た

同
時
に
、
客
観
か
ら
独
立
し
た
主
観
そ
の
も
の
な
ど
は
存
在
し
な
い

と
も
述
べ
、
こ
れ
も
繰
り
返
し
、
読
者
に
注
意
す
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン

Z
erfallen

in

ハ
ウ
ア
ー
に
従
え
ば

「
主
観
と
客
観
と
へ
の
分
裂

、

（



ショーペンハウアーにおける〈物自体としての意志〉概念の導入／26

が

「
個
体
化
の
原
理
」
で
あ
る
時

Subjekt
und

O
bjekt

W
I,
3

）
」

、

（

）

間
、
空
間
、
そ
し
て
因
果
性
に
論
理
的
に
先
行
す
る
、
表
象
の
最
も

根
本
的
な
形
式
で
あ
り
、
主
観
と
客
観
は
「
相
関
者

」

（K
orrelat

）

と
し
て
、
共
に
表
象
の
制
約
で
あ
る
。
従
っ
て
、
認
識

（

）

W
I,16

論
の
観
点
に
お
い
て
は
、
客
観
を
成
立
さ
せ
る
主
観
そ
の
も
の
や
、

表
象
の
背
後
の
客
観
そ
の
も
の
の
よ
う
に
、
表
象
の
根
拠
と
な
る
物

自
体
の
存
在
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
っ
て
完
全
に
否
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

主
観
に
対
す
る
諸
客
観
の
中
で
、
最
も
特
権
的
な
地
位
に
あ
る
の

が
、
自
分
自
身
の
身
体
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
身
体
は

「
直
接
的

、

な
客
観

と
呼
ば
れ
、
主
観
は
そ

（

）

unm
ittelbares

O
bjekt

G
,
26

）
（」

0

の
身
体
を
通
じ
て
の
み
、
そ
の
他
の
諸
客
観
を
認
識
す
る
こ
と
が
で

。

、

、

き
る

つ
ま
り

主
観
は
身
体
に
与
え
ら
れ
た
変
様
を
結
果
と
し
て

そ
の
変
様
を
与
え
た
原
因
に
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
以
外
の
客

観
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
重
要
な

の
が
、
自
分
自
身
の
身
体
も
、
こ
れ
に
作
用
す
る
諸
客
観
も
、
共
に

表
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア

ー
に
お
い
て
は
、
認
識
論
の
観
点
か
ら
物
自
体
と
い
う
概
念
は
使
用

さ
れ
て
い
な
い
。
物
自
体
と
い
う
概
念
は
、
全
く
別
の
観
点
に
お
い

て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
意
志
と
い
う
概
念
も
、
ま
さ
に
そ

の
文
脈
に
お
い
て
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
文
脈
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
苦
し
み
や
喜
び
と
い
う
感

情
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
自
分
の
身
体
が
「
二
つ
の
全
く
異
な
る
仕

方
」
で
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
解
明
す
る
文
脈
で
あ
る
。
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
従
え
ば
、
苦
し
み
や
喜
び
と
い
う
感
情
は
表
象
で

は
な
く

「
意
志
の
直
接
的
な
情
動

で
あ

、

」

（

（

）

A
ffektion

W
I,

120

）

る
。
喜
び
の
感
情
は
、
意
欲
が
満
足
さ
せ
ら
れ
た
と
き
に
生
じ
、
苦

、

。

し
み
の
感
情
は

意
欲
が
満
足
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
生
じ
る

一
見
す
る
と
、
意
欲
が
何
か
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
ら
れ
る
、
あ
る
い

は
、
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
は
、
因
果
的
に
、
即
ち
、
表

象
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
何
を
欲
し
、
何
に
よ
っ
て
満
足
す
る
か
に
は
如
何
な
る
原
因
も

存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、
桃
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
身

。

、

体
へ
の
作
用
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

こ
の
と
き
こ
の
事
態
を

桃
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
喜
び
の
感
情
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
因

果
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
あ
る
人
が
リ
ン
ゴ
よ

り
も
桃
を
食
べ
た
場
合
の
方
が
喜
び
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い

、

。

て
は

そ
の
理
由
を
因
果
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
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こ
の
事
態
を
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
し
ば
し
ば

「
欲
す
る
こ

、

と
は
教
え
よ
う
が
な
い
」
と
い
う
キ
ケ
ロ
の
言
葉
を
引
用
し
、
自
分

が
欲
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
を
欲
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
は
原
因
が

な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
欲

す
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
を
表
象
の
観
点
か
ら
は
説
明
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
因
が
無
い
に
も
拘
ら
ず
、
自
分
が
欲
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
こ
の
事
実
こ
そ
が

〈
物
自
体
と
し
て

、

の
意
志
〉
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
私

は
表
象
以
外
の
も
の
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
表
象
と
は

異
な
る
仕
方
で
見
出
さ
れ
る
の
は
、
私
だ
け
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
意
欲
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
私
だ
け
で
あ
り
、
私
だ
け
が
意
欲

す
る
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
自
身

を
意
欲
す
る
も
の
と
し
て
見
出
し
た
と
述
べ
た
時
点
で
、
意
欲
す
る

私
も
客
観
で
あ
る
。
し
か
し
、
意
欲
す
る
私
は
、
客
観
で
あ
る
に
も

拘
ら
ず

「
意
欲
す
る
主
体

と
し

、

」

（

（

）

w
ollendes

S
ubjekt

G
72

）

0,

て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
客
観
だ
け
が
主
体
と
し
て
、
表
象

、

、

と
は
異
な
る
仕
方

つ
ま
り
情
動
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
り

し
か
も
、
認
識
す
る
主
観
と
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
の
客
観
の

（

）

場
合
に
限
り

認
識
す
る
主
観
と
意
欲
す
る
主
体

、

＝
認
識
の
客
観

と
が
身
体
に
お
い
て
現
実
的
に
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
直
接
的

に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
こ
れ
を

「
最
高
の
意
味
で
の
奇
跡

と
表
現
し

」（

）

G
,
72f.,

W
I,
123f.,

usw
.

0

て
い
る
。
こ
の
奇
跡
の
故
に
、
自
分
自
身
だ
け
は
、
表
象
と
物
自
体

と
い
う
二
重
の
仕
方
で
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て

「
意
欲
す
る
主
体
」
と
し
て
見
出
さ
れ
た
物
自
体
が

、

意
志

と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て

〈
物

（

）

W
ille

、

自
体
と
し
て
の
意
志
〉
と
い
う
概
念
は
、
表
象
を
成
り
立
た
せ
て
い

る
原
因
と
し
て
、
即
ち
、
実
体
と
し
て
措
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
表
象
と
い
う
観
点
か
ら
は
説
明
し
き
れ
な
い
苦
し
み
や
喜

び
と
い
う
感
情
を
説
明
す
る
為
に
こ
そ
導
入
さ
れ
た
概
念
装
置
な
の

で
あ
る
。

た
だ
し
、
問
題
な
の
は
、
こ
の
二
重
の
仕
方
で
与
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
、
自
分
自
身
以
外
の
客
観
に
も
適
用
さ
れ
得
る
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
は
、
自
分
以
外
の
客
観
も
表
象
と
は
異
な
る
仕
方
で
存
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を

『
正
編
』
の
第
二
巻
に
お
い
て
相
当
の
分

、

、

。

、

量
を
割
き

ア
ナ
ロ
ギ
ア
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
す
る

し
か
し
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こ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
を
用
い
た
証
明
に
入
る
前
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
は
、
懐
疑
論
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
他
者
が
表
象
以
上
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
決
定
的
に
論
理
的
な
仕
方
で
証
明
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、

ア
ナ
ロ
ギ
ア
に
よ
る
証
明
を
始
め
る
前
に
、
そ
の
証
明
の
有
効
性
を

自
分
自
身
で
否
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

諸
々
の
客
観
は
個
体
に
と
っ
て
は
表
象
と
し
て
し
か
知
ら
れ

て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
も
個
体
そ
れ
自
身
の
身
体
と

、

、

同
じ
よ
う
に

一
つ
の
意
志
の
現
わ
れ
で
あ
る
の
か
ど
う
か

こ
の
問
こ
そ
前
の
巻
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
外
界
の
実
在

性
に
関
す
る
問
の
本
来
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
否

定
す
る
の
が
理
論
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
否

、
、
、
、
、
、
、
、

定
す
る
こ
と
で
、
理
論
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
自
分
自
身
の
個
体

以
外
の
全
て
の
現
象
を
幻
影
と
見
做
す
に
到
る
。
こ
れ
は
実

践
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
全
く
同
じ
こ
と
を
実
践
面
で
行
う
の

と
同
様
に
、
自
分
自
身
の
人
格
だ
け
を
現
実
の
人
格
と
し
、

あ
ら
ゆ
る
他
の
人
格
を
単
な
る
幻
影
と
見
做
し
、
幻
影
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
理
論
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
、

な
る
ほ
ど
証
明
に
よ
っ
て
は
決
し
て
論
駁
で
き
な
い
。
し
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
、
哲
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
懐
疑
主
義
の

詭
弁
と
し
て
よ
り
他
に
は
、
つ
ま
り
見
せ
か
け
の
為
よ
り
他

に
は
、
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
無
か
っ
た
の
も
確
か
な
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
本
気
で
確
信
し
て
い

る
例
は
精
神
病
院
の
中
に
し
か
見
出
さ
れ
な
い
。
こ
れ
を
本

気
で
確
信
し
て
い
る
と
し
た
ら
こ
う
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
必

W
I,

要
な
の
は
証
明
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
治
療
で
あ
ろ
う
（

。

124
:

傍
点
筆
者
）

こ
の
文
章
は
、
自
分
自
身
の
身
体
以
外
の
客
観
は
「
二
つ
の
全
く

異
な
る
仕
方
」
で
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
即
ち
、
意
志
と
表
象

と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
論
理
的
に
明
ら
か
に
す
る
術
は

な
い
と
い
う
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
表
明
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

（

）

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は

「
世
界
は
私
の
表
象
で
あ
る

、

」

W
I,
3

と
い
う
一
文
で
考
察
を
開
始
し

「
こ
の
世
界
は
表
象
以
上
の
何
も

、

の
で
も
な
い
の
か
ど
う
か

と
い
う
問
の
も
と
、
自
分

」（

）

W
I,

118

自
身
に
つ
い
て
は
、
表
象
と
意
志
と
い
う
「
二
つ
の
全
く
異
な
る
仕

方
」
で
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
し
か
し
、
自
分
自
身

に
対
し
て
用
い
た
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
は
、
他
者
が
表
象
以
上
の
も
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の
で
あ
る
こ
と
を
決
定
的
な
仕
方
で
論
理
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
立
場
な
の
で

。

、

「

」

あ
る

つ
ま
り

表
象
と
意
志
と
い
う

二
つ
の
全
く
異
な
る
仕
方

で
与
え
ら
れ
て
い
る
自
分
と
、
表
象
と
し
て
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な

い
他
者
と
の
間
に
は
、
越
え
難
い
断
絶
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉
は
、

あ
く
ま
で
も
、
私
の
感
情
を
説
明
す
る
為
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
従

、
、

っ
て
、
自
分
と
他
者
の
区
別
は
、
ジ
ン
メ
ル
が
主
張
し
た
通
り
、
シ

ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
も
「
遥
か
無
限
に
深
い
存
在
の
根
底

に
ま
で
達
し
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
自
分
と
他
者
の
区

別
は
非
対
称
的
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
単
な
る
表
象
に
過
ぎ
な
い
他

者
は
、
自
分
の
苦
し
み
の
感
情
を
回
避
す
る
為
の
手
段
以
上
の
も
の

に
な
り
得
な
い
。
従
っ
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
は
、

む
し
ろ
「
我
と
汝
の
二
元
性
」
の
深
さ
の
故
に
、
他
者
が
表
象
以
上

、
、
、
、
、

。

、

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
の
も

他
者
が
表
象
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
他
者
は

自
分
の
道
徳
的
な
配
慮
の
対
象
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

他
者
は
如
何
に
し
て
道
徳
的
な
配
慮
の
対
象
と
な
り
得
る
の
か
。
こ

れ
を
成
立
さ
せ
る
も
の
こ
そ
、
道
徳
の
基
礎
と
し
て
の
共
苦
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

三

、

、

前
節
に
お
い
て

意
志
は
表
象
の
原
因
と
し
て
の
実
体
で
は
な
く

表
象
の
観
点
か
ら
は
説
明
し
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
感
情
を
説
明
す

る
為
に
要
請
さ
れ
た
物
自
体
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
こ
こ
で
導
入
さ
れ
た
〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉
は
、
道
徳

を
可
能
に
し
て
い
る
形
而
上
学
的
な
意
志
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、

こ
の
〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉
は
、
自
分
自
身
の
感
情
を
手
掛
か

り
と
し
て
、
自
分
自
身
だ
け
が
「
二
つ
の
全
く
異
な
る
仕
方
」
で
与

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
あ
ら
ゆ

る
客
観
の
な
か
で
私
だ
け
が
表
象
以
外
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
説

、
、
、

明
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
〈
物
自
体

と
し
て
の
意
志
〉
の
み
に
よ
っ
て
は
、
他
者
を
表
象
以
上
の
も
の
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
自
分
以
外
の
諸
客
観
も
表
象
以

上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
為
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、

共
苦
と
い
う
感
情
に
注
目
し
、
こ
れ
に
自
分
自
身
の
感
情
を
説
明
す
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る
の
に
用
い
た
の
と
同
じ
方
法
を
適
用
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
る
の
が
、
共
苦
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
こ
そ
〈
物
自

体
と
し
て
の
形
而
上
学
的
な
意
志
〉
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
共
苦
は
、
繰
り
返
す
が
、
他
者

の
苦
し
み
を
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
直
接
的
に
苦
し
む
こ
と
で
あ

、
、
、
、

る
。
そ
し
て
、
共
苦
も
感
情
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
を
因
果
性
に
よ
っ

て
、
即
ち
、
表
象
の
形
式
に
よ
っ
て
説
明
し
尽
く
す
こ
と
は
当
然
で

き
な
い
。
そ
れ
故
に
、
自
分
自
身
の
感
情
の
と
き
と
同
様
、
共
苦
も

ま
た
、
物
自
体
と
し
て
の
意
志
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
物
自
体
と
し
て
の
意
志
は
、
私
の
感

情
を
説
明
す
る
為
に
要
請
さ
れ
た
〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉
と
は

異
な
り
、
自
分
と
他
者
に
共
通
の
物
自
体
と
し
て
の
意
志
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
も
う
少
し
正
確
に
言
え
ば
、
同
一
の
物
自
体
と
し
て

、
、
、

の
意
志
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
他
者
の
苦
し
み
は
私

の
苦
し
み
で
も
あ
る
の
で
、
同
じ
苦
し
み
の
感
情
が
基
づ
く
物
自
体

と
し
て
の
意
志
が
異
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
不
合
理
だ
か

ら
で
あ
る
。
更
に
、
物
自
体
と
し
て
の
意
志
は
表
象
で
は
な
い
の
で

、

、

。

あ
る
か
ら

そ
も
そ
も

個
体
化
の
原
理
の
制
約
か
ら
免
れ
て
い
る

、
、
、
、

個
体
化
の
原
理
の
制
約
下
に
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
と
他
者
を

区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ

て
、
表
象
に
お
い
て
異
な
る
自
分
と
他
者
は
、
共
苦
を
説
明
す
べ
く

要
請
さ
れ
た
物
自
体
と
し
て
の
意
志
に
お
い
て
は
同
一
な
の
で
あ

る
。
共
苦
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
〈
物
自
体
と
し
て
の
形
而
上
学
的

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
意
志
〉
を
要
請
す
る
以
外
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
換
言

、
、
、

す
れ
ば
、
こ
の
〈
物
自
体
と
し
て
の
形
而
上
学
的
な
意
志
〉
を
要
請

す
る
こ
と
な
し
に
、
共
苦
と
い
う
感
情
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
説
明

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
同
一
の
形
而
上
学
的
な
意
志
に

基
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
、
共
苦
と
い
う
感
情
は
可
能

で
は
な
い
。
逆
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
共
苦
と
い
う
感
情
が
な
け
れ

ば
、
そ
れ
を
説
明
す
る
為
の
〈
形
而
上
学
的
な
物
自
体
と
し
て
の
意

志
〉
を
要
請
す
る
必
要
も
な
い
。
そ
れ
故
に

〈
形
而
上
学
的
な
物

、

自
体
と
し
て
の
意
志

は
共
苦
の
存
在
根
拠
で
あ
る
が

共
苦
は

形

〉

、

〈

、
、
、
、
、
、
、

、

而
上
学
的
な
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉
の
認
識
根
拠
で
あ
る
と
言
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

〈
物

、

自
体
と
し
て
の
形
而
上
学
的
な
意
志
〉
に
お
い
て
は
自
分
と
他
者
を

同
一
化
し
、
も
は
や
区
別
し
な
い
と
い
う
人
間
の
在
り
方
、
即
ち
、

〈
物
自
体
と
し
て
の
形
而
上
学
的
な
意
志
〉
に
お
い
て
個
体
性
を
克
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服
し
た
人
間
の
在
り
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

た
だ
し

こ
の

物

。

、

〈

自
体
と
し
て
の
形
而
上
学
的
な
意
志
〉
は
、
実
体
と
し
て
措
定
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
経
験
に
よ
っ
て
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
共

苦
を
説
明
す
る
為
に
要
請
さ
れ
た
物
自
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。以

上
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
思
弁
を
用
い
て
要
請
さ
れ
た
〈
物

自
体
と
し
て
の
形
而
上
学
的
な
意
志
〉
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
た

共
苦
が
道
徳
の
「
原
現
象
」
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
形
而
上
学
的
な

意
志
が
実
体
で
あ
れ
、
物
自
体
で
あ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
自
分
と
他

者
の
同
一
化
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
は
ジ
ン
メ
ル
の
批

判
は
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
シ

ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
次
の
よ
う
な
仕
方
で
、
読
者
に
注
意
を
喚
起

し
て
い
る

「
我
々
は
、
苦
し
ん
で
い
る
の
が
そ
の
人
で
あ
っ
て
、

。

我
々
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
如
何
な
る
瞬
間
に
も
明
瞭
に
自
覚

し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
更
に

「
そ
れ
が
我
々
の
苦
し
み
だ
と
い

、

う
錯
覚
を
持
つ
」
の
で
は
な
く

「
我
々
は
、
そ
の
人
と
と
も
に
、

、

、
、
、

つ
ま
り
、
そ
の
人
に
お
い
て
苦
悩
す
る
」
の
で
あ
り

「
そ
の
人
の

、

、
、
、
、

vgl.
E
,

苦
悩
を
ま
さ
に
そ
の
人
の
苦
悩
と
し
て
感
ず
る

の
で
あ
る

」

（

、
、
、
、

。
私
に
と
っ
て
、
他
者
は
苦
し
み
と
い
う
感
情
の
一
点
に

211-212

）

お
い
て
の
み
、
表
象
以
上
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
に
お

い
て
の
み
、
私
と
他
者
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
に
は
他
者
の

苦
し
み
だ
け
が
直
接
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
者
が
何

、
、

故
そ
れ
を
苦
し
む
の
か
を
私
が
理
解
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い

、

。

し

そ
も
そ
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
切
の
理
由
が
存
在
し
な
い

私
に
お
い
て
も
他
者
に
お
い
て
も

「
欲
す
る
こ
と
は
教
え
よ
う
が

、

な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
他
者
は
私
と
完
全
に
同
一
の

物
自
体
の
み
に
よ
っ
て
説
明
し
切
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
は
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
即
ち
、
他
者
は
私
と
同
様
「
二
つ
の
全
く

異
な
る
仕
方
」
で
与
え
ら
れ
た
存
在
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の

で
あ
る
。
何
故
あ
る
も
の
を
欲
し
て
い
て
別
の
も
の
を
欲
し
て
い
な

（
個
別
的

い
の
か
に
つ
い
て
一
切
の
説
明
を
受
け
付
け
な
い
個
体
性

を
私
自
身
が
有
し
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
他
者
も
ま
た
そ

な
性
格
）

の
よ
う
な
個
体
性

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
個
別
的
な
性
格
）

こ
の
個
別
的
な
性
格
と
い
う
観
点
に
お
い
て
は
、
自
分
と
他
者
の
区

別
は
決
し
て
解
消
さ
れ
得
な
い
。
従
っ
て
、
自
分
と
他
者
は

「
遥

、

」

、

か
無
限
に
深
い
存
在
の
根
底

に
ま
で
達
す
る
区
別
を
保
持
し
つ
つ

苦
し
み
と
い
う
一
点
に
お
い
て
の
み
、
同
一
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一

点
に
お
い
て
の
み
、
他
者
は
私
に
と
っ
て
表
象
以
外
の
も
の
で
も
あ



ショーペンハウアーにおける〈物自体としての意志〉概念の導入／32

り
得
、
ま
た
、
他
者
が
私
の
道
徳
的
な
配
慮
の
対
象
と
な
る
可
能
性

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
更
に
言
う
な
ら
ば
、
共
苦
は
、
理
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
感
情
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ

の
共
苦
と
い
う
感
情
そ
の
も
の
が
、
理
解
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、

直
接
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に

「
遥
か
無
限
に
深
い

、

」

〈

〉

存
在
の
根
底

と
し
て
の

形
而
上
学
的
な
物
自
体
と
し
て
の
意
志

、

。

、

に
基
づ
い
て
で
な
け
れ
ば

説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る

そ
れ
故
に

自
分
と
同
様
、
他
者
が
「
二
つ
の
全
く
異
な
る
仕
方
」
で
与
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
共
苦
に
よ
っ
て
自
分
と
他
者
の
同
一
性
が

成
立
し
て
い
る
〈
物
自
体
と
し
て
の
形
而
上
学
的
な
意
志
〉
の
要
請

を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
本
当
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に

「
本
質
同
一
性
」
を
文

、

字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
自
分
と
い
う
個
体
が
〈
実
体
と
し
て
の
形

而
上
学
的
な
意
志
〉
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
幻
想
で
あ
る
の
と
同
様

に
、
他
者
も
ま
た
単
な
る
幻
想
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

事
態
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
は
、
自
分
を
も
含
め
た
全
て
の
個
体
を
個

体
と
し
て
尊
重
す
る
根
拠
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
共
苦
に
よ
っ
て
自
分
と
他
者
と
の
同
一
性
を
直

接
的
か
つ
直
覚
的
に
認
識
し
た
者
に
と
っ
て
、
他
者
は
も
は
や
道
徳

的
な
配
慮
の
対
象
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
他

者
は
ま
さ
に
自
分
自
身
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
他
者
の
苦
し
み
が
配
慮

の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
私
の
苦
し
み
だ
け
が
配
慮
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
の

苦
し
み
が
自
分
自
身
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分

の
苦
し
み
は
無
限
に
増
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
際

限
な
く
苦
し
み
が
増
大
し
て
い
く
と
い
う
苦
し
み
の
極
限
状
態
に
陥

っ
た
人
が
、
そ
の
源
泉
が
〈
実
体
と
し
て
の
意
志
〉
で
あ
る
こ
と
を

本
当
に
認
識
し
、
突
如
と
し
て
欲
す
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
う
こ
と

が
意
志
の
否
定
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
苦
し
み
の
極
限
状
態
か

ら
の
救
済
で
あ
る
「
意
志
の
否
定
」
は
、
ま
さ
に
世
界
の
消
滅
を
伴

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
本
質
同
一
性
」
の
思
想
を

解
釈
す
る
な
ら
、
自
他
の
同
一
化
を
根
拠
に
す
る
道
徳
は
、
も
は
や

道
徳
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
究
極
の
救
済
と
し

て
の
意
志
の
否
定
を
導
く
、
苦
し
み
の
極
限
状
態
と
し
て
の
み
機
能

す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
の
原
現
象
で
あ
っ
た
共
苦
は
、

意
志
の
否
定
に
到
る
為
の
単
な
る
一
つ
の
段
階
と
化
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
た
ハ
ウ
ス
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ケ
ラ
ー
は
、
こ
れ
を
回
避
す
る
為
に
、
形
而
上
学
的
な
意
志
に
お
け

る
自
分
と
他
者
の
同
一
性
を
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

共
苦
に
隠
さ
れ
た
汝
そ
れ
な
り
と
い
う
直
覚
的
な
認
識
の
本

、
、
、
、
、

当
の
内
容
は
、
形
而
上
学
的
に
見
れ
ば
他
者
は
私
で
あ
り
、

従
っ
て
最
終
的
に
他
者
は

無
で
あ
る
、

（
私
自
身
と
同
様
に
）

、

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
他
者
は

一
切

（
私
自
身
と
同
様
に
）

、
、

で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
は
今
や
両
者
共
に
一
切
な
の
で
あ
る

、
、

が
、
そ
れ
で
も
や
は
り

こ
れ
が
決
定
的
な
こ
と
で
あ
る

―

互
い
に
同
一
で
あ
る
こ
と
な
く
し
て
、
そ
う
で
あ
る
、

―

。

、

と
い
う
こ
と
で
あ
る

我
々
両
者
が

一
緒
に
で
は
な
く

―

む
し
ろ
各
々
が
そ
れ
自
身
で

一
切
で
あ
り
得
る
と
い
う

―

、

「

」

、

こ
と

ま
さ
に
こ
の
点
に

倫
理
の
偉
大
な
神
秘

が
あ
り

形
而
上
学
的
説
明
の
試
み
は
こ
と
ご
と
く
、
こ
の
神
秘
に
お

い
て
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
一
〇
）

ハ
ウ
ス
ケ
ラ
ー
は
「
本
質
同
一
性
」
を
文
字
通
り
に
解
釈
す
る
こ

と
を
避
け
て
、
こ
の
同
一
性
を
自
分
と
他
者
の
同
一
性
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、
自
分
と
他
者
が
同
一
で
あ
る
こ
と
な
く
し
て
、
自
分
と

他
者
が
同
じ
く
表
象
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
解
釈
し
よ

う
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ハ
ウ
ス
ケ
ラ
ー
の
解
釈
は
、
成
立
し

て
い
る
の
は
自
分
と
他
者
の
同
一
性
で
は
な
く
、
自
分
と
他
者
も
共

に
表
象
と
意
志
と
い
う
「
二
つ
の
全
く
異
な
る
仕
方
」
で
与
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

、
、

し
か
し
、
ハ
ウ
ス
ケ
ラ
ー
の
示
し
た
こ
の
解
釈
は
、
次
の
二
点
に

お
い
て
決
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
一
つ
は
、
道
徳
を
意
志
の
否

定
の
手
段
と
し
な
い
為
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
繰
り
返
し
述

べ
て
き
た
形
而
上
学
的
な
意
志
に
お
け
る
自
分
と
他
者
の
同
一
性
の

回
復
と
い
う
「
形
而
上
学
的
な
深
い
意
味
」
を
完
全
に
無
視
し
た
こ

と
。
一
つ
は
、
自
分
と
他
者
の
同
一
性
に
関
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
の
説
明
は
、
共
苦
を
「
形
而
上
学
的
な
思
弁
だ
け
が
踏
み
越
え

る
こ
と
の
で
き
る
境
界
石

と
し
て
位
置
づ
け

「
形
而
上

」（E,
209

）

、

学
的
思
弁
」
を
駆
使
し
て
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、

ハ
ウ
ス
ケ
ラ
ー
は
「
形
而
上
学
的
説
明
の
試
み
は
こ
と
ご
と
く
、
こ

の
神
秘
に
お
い
て
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
説
明
を

完
全
に
無
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ハ
ウ
ス
ケ
ラ
ー
は
、
形
而
上
学
的
な
意
志
に
お
け
る
自
分
と
他
者

の
同
一
性
は
、
自
分
と
他
者
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
他
者
が
「
一
に
し
て
全
体
」
で
あ
り
、
自
分
と
「
同
等
の
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も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
本
来
の
意
味
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
他
者
が
「
一
に
し
て
全
体
」
で
あ
り
、
自
分

と
「
同
等
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
と
他
者
が
同
一

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
の

、
、

で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
自
分
と
他
者
が
同
一
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
媒
介
と
し
て
の
み
、
他
者
も
自
分
と
同
様
に
「
二
つ
の
全

」

。

く
異
な
る
仕
方

で
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に

「
意
志

、

の
否
定
」
を
世
界
そ
の
も
の
の
消
滅
と
結
び
つ
け
る
、
最
も
広
く
受

け
入
れ
ら
れ
て
き
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
解
釈
を
克
服
す
る
為
に

は
、
意
志
を
決
し
て
実
体
と
捉
え
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
意
志

を
物
自
体
と
し
て
捉
え
る
に
際
し
て
も
、
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
考
え
な

け
れ
ば
、
ハ
ウ
ス
ケ
ラ
ー
の
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
エ

ッ
セ
ン
ス
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
形
而
上

学
的
な
意
志
を
実
体
と
し
て
で
は
な
く
、
物
自
体
と
し
て
捉
え
、
更

、

〈

〉

に

共
苦
を
可
能
に
す
る

形
而
上
学
的
な
物
自
体
と
し
て
の
意
志

と
自
分
自
身
の
感
情
の
根
拠
で
あ
る
〈
物
自
体
と
し
て
の
意
志
〉
と

い
う
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
解
釈
こ
そ
が

「
意
志
の
否
定
」
か

、

ら
世
界
の
消
滅
と
い
う
結
論
を
切
り
離
し
、
更
に
は

「
意
志
の
否

、

定
」
と
道
徳
説
と
を
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
内
在
さ
せ
つ
つ
整

合
的
に
結
び
付
け
る
可
能
性
を
開
く
の
で
あ
る
。

註（
一
）
意
志
の
否
定
を
意
志
形
而
上
学
に
お
け
る
自
由
論
と
し
て
位
置
づ
け
る

試
み
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
『
実
在
的
な
矛

、
、
、
、

盾
』
と
し
て
の
自
由

（

ア
ル
ケ
ー
』

、
関
西
哲
学
会
編
、
二
〇
〇
五
年

」
『

N
o.13

所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
二
）
本
論
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
著
作
に
関
し
て
は
、
次
の
も
の
を
底

本
と
し
て
使
用
し
た
。

A
rthur

Schopenhauer.Säm
tliche

W
erke

7.
A
rth
u
r
S
ch
open

h
au
er
:

,
h
rsg.

A
rth
u
r
H
ü
bsch

er,
E
berh

ard
B
rockh

au
s
V
erlag/W

ies-
B
de
baden

,
1948.

引
用
及
び
参
照
箇
所
の
指
示
に
つ
い
て
は
、
慣
例
に
従
い
、
著
作
名
を
以
下

の
略
号
で
示
し
、
コ
ン
マ
の
後
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
引
用

中
の
傍
点
は
、
断
り
が
な
い
限
り
、
原
典
に
お
け
る
強
調
で
あ
る
。

U
eber

die
vierfache

W
urzel

des
Satzes

vom
zureichenden

G
0

＝

(1813).
G

runde

W
I

.

＝

D
ie

W
elt

als
W

ille
und

V
orstellung

B
d.I

U
eber

den
W

illen
in

der
N

atur.
N

＝

E
.

＝

D
ie

beiden
G

rundproblem
e

der
E

thik
尚
、
訳
出
に
際
し
て
は
、
邦
訳
の
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
全
集

全
一
四
巻

別
巻

一

（
白
水
社
、
一
九
九
六
年
）
と
『
世
界
の
名
著
四
五

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

』

ウ
ア
ー

（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）
を
適
宜
参
照
し
た
。

』
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た
だ
し
、
我
々
は
他
者
の
苦
し
み
を
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
苦
し
む

（
三
）

こ
と
は
で
き
る
が
、
他
者
の
喜
び
を
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
喜
ぶ
こ
と
は
決

し
て
で
き
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
、
我
々
が
他
者
の
喜

び
を
共
に
喜
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
喜
び
に
達
す
る
ま
で
に
経

た
他
者
の
苦
し
み
を
媒
介
と
し
て
、
他
者
の
喜
び
を
共
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
喜
び
の
み
に
基
づ
い
て
他
者
と
喜
び
を
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例

え
ば
、
二
人
の
全
く
同
じ
結
果
を
収
め
た
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
い
る
と
す
る
。
一

方
の
選
手
は
、
如
何
な
る
苦
難
も
挫
折
も
経
る
こ
と
な
く
、
天
賦
の
才
に
よ
っ

て
の
み
、
そ
の
成
功
を
収
め
た
の
に
対
し
て
、
他
方
の
選
手
は
幾
多
の
苦
難
と

、

。

挫
折
を
乗
り
越
え

苦
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、

取
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も
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受
け
る
と
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行
為
で
あ
る
。
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ス
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あ
る
ラ
ン
セ
（

）
等
の

W
1,

488
vgl.

W
1,

488

）

名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

M
ich
ael

H
au
skeller

:
op.

cit.,
S
.89-90.

（
一
〇
）



( 2 )

Über die Einführung des Begriffs
des ‚Willens als Ding an sich bei Schopenhauerí

― ―Zur Kompatibilität der Verneinung des Willens und der Moral

Mitsuhiro TADA

Schopenhauer führt den Begriff des metaphysischen Willens in seiner Willens-
metaphysik ein, um die Grundlage der Moral zu erklären. Bis heute ist der
metaphysische Wille als Substanz oft verstanden worden. Aber es bringt die Aporie,
dass man Verneinung des Willens für absolutes Nichts halten muss, obwohl
Schopenhauer existierende Personen, St. Francesco d Assisi u.s.w., als Beispieleô

anführt, welche die Verneinug des Willens erreichen.
Dann brauchen wir einen anderen Weg, die Aporie zu lösen; er ist, den

metaphysischen Willen als Ding an sich zu betrachten. Aber diese Interpretation
betrifft das Problem des Zusammenhangs des Selbst zu den Anderen, weil man, jene
Interpretation angenommen, auf die Frage stößt, ob nur das Selbst ‚auf zwei ganz

verschiedene Weisen als Vorstellung und Wille, die Andere außer dem Selbst nurí
als Vorstellung gegeben werden. Zwar erklärt Schopenhauer es als Egoismus, dass
man die unsymmetrische Bezihung des Selbst zu den Anderen erstlich festhält. Aber

íer behauptet, dass solcher Egoisumus ‚durch Beweise nimmermehr zu widerlegen
ist. Andererseits wird die Identität des Selbst mit den Anderen als Bedingung der
Möglichkeit der Moral von Schopenhauer behauptet.

So ist der Gegenstand dieser Abhandlung es, die Identität und Verschiedenheit
zwischen Selbst und den Anderen aufgrund des Willens als Ding an sich mit der
Kontext der Erklärung des Mitleids zu rekonstruieren. Dadurch können wir die
Lehre von der Verneinug des Willens in Schopenhauers Philosophie konsequent
verstehen.


