
 152

〈
応
募
論
文
〉

ニ
ー
チ
ェ
思
想
に
お
け
る
徳
と
し
て
の
正
義
―
懲
罰
主
義
に
対
す
る
批
判

梅う
め
だ田　

孝こ
う

太た

（
上
智
大
学
）

序
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ど
う
し
た
ら
生
き
る
こ
と
に
も
う
一
度

0

0

0

0

意
味
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
と
い
う
課
題
に
取
り
組
み
続
け
た
哲
学
者
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
化
の
伝
統
は
、「
善
い
生
き
方
」
を
す
る
こ
と
で
生
を
意
味
あ
る
も
の
に
す
る

べ
く
、
真
理
の
探
究
や
啓
蒙
の
実
現
な
ど
を
価
値
あ
る
営
み
と
見
な
し
て
き
た
。

そ
う
し
た
文
化
の
基
盤
を
提
供
し
て
き
た
の
が
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
で
あ
る
。
だ

が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
に
対
す
る
信
頼
は
衰
退
し

た
。「
神
は
死
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
の
「
善
い
生
き
方
」

を
批
判
し
、
文
化
を
刷
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
に
価
値
が
あ
り
、
何
が
善

と
し
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
を
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
再

び
生
に
意
味
を
見
出
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
根
本
的
な
課

題
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
思
想
の
全
体
像
を
決
定
づ
け
秩
序
づ
け

て
い
る
の
は
、
存
在
論
や
認
識
論
、
美
学
の
理
論
で
は
な
く
、
倫
理
的
課
題
で
あ

る
）
1
（

。
そ
し
て
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
ニ
ー
チ
ェ
は
道
徳
批
判
と
文
化
の
刷
新
と
い

う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
文
化
の
刷
新
と

は
、
社
会
秩
序
の
革
命
的
な
変
容
で
は
な
く
、
そ
こ
で
生
き
る
者
た
ち
の
道
徳
的

な
意
識
の
漸
次
的
な
移
行
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
の
矛
先
が
、
宗
教
的
教
義
や
道
徳
理
論
の
み

な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
一
般
の
道
徳
的
意
識
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
は
、

十
分
な
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
は
、
同
情
や
利
他
的
関

心
、
道
徳
的
責
任
、
罪
悪
感
、
良
心
の
疚
し
さ
を
批
判
し
て
い
る
。
私
の
考
え
で

は
、
こ
う
し
た
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
批
判
の
根
本
的
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
復
讐
心
に
対
す
る
拒
絶

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
一
貫
し
て
、
罪
人
に
は
罰
を

与
え
て
償
わ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
恨
み
は
弁
償
に
よ
っ
て
晴
ら
さ
れ
る
べ
き
だ
と

い
う
考
え
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
さ
ま
ざ
ま
な
道
徳
の
発
展
を
方
向
づ
け
て
き
た
一

個
の
巨
大
な
臆
見
と
み
な
し
て
批
判
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
ニ
ー
チ
ェ
が
目
指
し

て
い
た
の
は
、
復
讐
心
す
な
わ
ち
恨
み
を
持
つ
こ
と
を
悪
徳
と
見
な
し
、
和
解
を

徳
と
見
な
す
倫
理
思
想
を
提
示
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
倫
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理
思
想
の
中
心
に
は
運
命
愛
や
永
遠
回
帰
の
教
説
、
す
な
わ
ち
生
と
の
和
解
の
思

想
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
思
索
の
た
め
に
自
由
意
志
批
判
や

ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
分
析
、
権
力
へ
の
意
志
説
な
ど
の
復
讐
心
に
つ
い
て
の
心
理
学

的
考
察
が
活
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
正
義
論
も
ま
た
道
徳

批
判
と
文
化
の
刷
新
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
他
者

と
の
公
正
な

―
恨
み
の
な
い

―
関
係
の
回
復
を
目
指
す
倫
理
思
想
と
し
て
、

他
者
と
の
和
解
の
思
想
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
扱

う
問
い
で
あ
る
。

本
稿
の
手
続
き
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
正
義
論
の
代
表
的
な
テ
ク
ス
ト
を
、
道
徳
批

判
と
文
化
の
刷
新
の
試
み
と
い
う
大
き
な
文
脈
の
内
で
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
い

く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
中
期
の
『
人
間
的
、
あ
ま
り
に
人
間

的
』（
以
下
『
人
間
的
』）
に
お
け
る
正
義
論
を
検
討
す
る
。
そ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は

正
義
の
起
源
を
論
じ
て
い
る
の
だ
が
、
本
稿
が
強
調
し
た
い
の
は
、
そ
の
主
張
が

道
徳
批
判
と
い
う
極
め
て
大
き
な
射
程
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
ニ
ー
チ
ェ
は
懲
罰
主
義
的
な
正
義
の
観
念
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
さ
ま
ざ

ま
な
道
徳
の
基
盤
と
し
て
そ
の
発
展
を
方
向
づ
け
て
き
た
と
主
張
し
て
い
る
。
第

二
節
で
は
、
後
期
の
『
道
徳
の
系
譜
学
』（
以
下
『
系
譜
学
』）
に
お
け
る
正
義
論

を
扱
う
。
こ
の
著
作
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
は
明
白
に
、
罰
を
与
え
る
べ
き
だ
と
正

義
を
自
称
し
て
叫
ぶ
懲
罰
主
義
者
を
非
難
し
て
い
る
。
ま
た
、
ニ
ー
チ
ェ
は
正
義

の
究
極
的
な
あ
り
方
を
「
慈
悲
」
と
規
定
し
、
恨
み
を
捨
て
る
こ
と
を
有
徳
な
あ

り
方
だ
と
み
な
し
て
い
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
見
通
し
で
あ
る
。
第
三
節
で
は
、

ニ
ー
チ
ェ
が
「
懲
罰
主
義
を
否
定
し
、
恨
み
を
捨
て
る
べ
き
0

0

だ
」
と
規
範
的
に
主

張
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
私
の
考
え
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は
恨
み
を
捨

て
る
こ
と
が
で
き
る
「
強
さ
」
を
追
求
す
べ
き
善
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
も
そ

も
ニ
ー
チ
ェ
は
、
権
力
へ
の
意
志
説
を
（
事
実
的
に
で
は
な
く
）
規
範
的
に
主
張

し
て
い
て
、
権
力
の
拡
大
を
求
め
自
ら
を
「
強
者
」
と
み
な
す
よ
う
な
誇
り
の
持

ち
主
を
有
徳
な
人
間
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
う
し
た
誇
り

高
い
「
強
者
」
た
ち
に
よ
っ
て
懲
罰
主
義
が
克
服
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
本
稿
は
ニ
ー
チ
ェ
が
「
恨
み
を
捨
て
る
べ
き
だ
」
と
規

範
的
に
主
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
恨
み
の
な
い
公
正
な
人
間
関

係
を
理
想
的
な
関
係
と
み
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
、
道
徳
批
判
の
観
点
か
ら
見
た
中
期
ニ
ー
チ
ェ
の
正
義
論

先
述
の
と
お
り
、
ニ
ー
チ
ェ
は
道
徳
批
判
を
通
じ
て
文
化
の
刷
新
を
目
指
し
て

い
て
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
は
、
徳
と
悪
徳
と
を
規
定
す
る
倫
理
思
想
と

し
て
解
釈
で
き
る
。
先
行
研
究
で
も
ニ
ー
チ
ェ
の
倫
理
思
想
は
徳
倫
理
に
分
類

さ
れ
、
卓
越
主
義
の
主
張
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た）

2
（

。
ニ
ー
チ
ェ
は
私
た
ち
に
、

美
徳
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
優
れ
た
性
格
特
性
の
実
現
を
求
め
て

い
る
。
た
と
え
ばH

urka (2007) 

は
ニ
ー
チ
ェ
が
追
求
し
た
倫
理
的
徳
と
し
て
、

快
活
さ
や
勇
気
、
無
意
識
性
、
誇
り
、
溢
れ
る
寛
大
さ
を
例
示
し
、Sw

anton 

(2015) 

も
、
忘
れ
っ
ぽ
さ
や
正
義
、
知
恵
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
本
稿
で
主
題

と
す
る
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
倫
理
的
な
徳
と
し
て
の
正
義
に
つ
い
て
の
主
張
で
あ

る
。
先
行
研
究
は
ニ
ー
チ
ェ
の
正
義
概
念
を
（
一
）「
ほ
と
ん
ど
等
し
い
権
力
を

持
つ
者
た
ち
の
間
の
均
衡
と
し
て
の
正
義
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
（
二
）「
慈
悲

と
し
て
の
正
義
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て
き
た
。
本
稿
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
正
義
論
を
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道
徳
批
判
と
い
う
文
脈
に
置
き
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
（
一
）
と
（
二
）
の
連
続

性
を
示
し
た
い
。
ま
ず
は
『
人
間
的
』
の
正
義
論
を
見
て
い
こ
う
。

古
来
よ
り
、
正
義
の
実
現
と
は
秩
序
の
維
持
で
あ
る
。「
各
人
に
各
人
自
身
の

も
の
を
」
と
い
う
古
代
の
ロ
ー
マ
法
の
定
式
で
知
ら
れ
る
と
お
り
、
各
人
の
公

正
な
配
分
を
維
持
し
、
そ
れ
を
損
な
う
者
に
刑
罰
を
与
え
る
の
が
正
義
で
あ
る
。

だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
近
代
に
至
っ
て
正
義
は
「
利
他
的
」
な
道
徳
と

し
て
、
悪
を
挫
き
弱
者
を
救
済
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

『
人
間
的
』
で
ニ
ー
チ
ェ
は
本
来
の
「
正
義
の
起
源
」
を
検
討
し
、
利
他
的
な
道

徳
と
し
て
の
正
義
を
批
判
し
て
い
る
。

「
ト
ゥ
キ
デ
ィ
デ
ス
が
（
ア
テ
ナ
イ
と
メ
リ
ア
と
の
使
節
た
ち
の
恐
る
べ
き
対
話

の
な
か
に
）
正
し
く
捉
え
て
い
た
よ
う
に
、
正
義
（
正
当
さ
）
の
起
源
は
ほ

と
ん
ど
等
し
い
権
力
を
持
っ
た
者
た
ち
の
間
に
あ
り
、
は
っ
き
り
と
認
め
ら

れ
る
よ
う
な
優
勢
が
な
く
、
闘
っ
た
ら
互
い
に
損
害
を
与
え
る
結
果
に
な
っ

て
し
ま
う
場
合
に
は
、
互
い
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
双
方
の
要
求
に
つ
い
て

交
渉
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
生
じ
る
。
交
換
と
い
う
性
格
が
正
義
の
原
初
の

性
格
で
あ
る
。
各
々
が
、
相
手
よ
り
価
値
を
認
め
て
い
る
も
の
を
手
に
入
れ

る
こ
と
で
、
相
手
を
満
足
さ
せ
る
。
相
手
が
今
後
は
自
分
の
も
の
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
も
の
を
与
え
、
そ
の
見
返
り
に
望
む
も
の
を
受
け
取
る
。
し

た
が
っ
て
正
義
と
は
、
ほ
と
ん
ど
等
し
い
権
力
の
地
位
を
前
提
と
す
る
報
い

と
取
引
で
あ
る
。
正
義
は
当
然
、
分
別
あ
る
自
己
保
存
の
観
点
に
、「
何
の

た
め
に
私
は
無
益
に
損
害
を
被
り
、
自
分
の
目
的
を
達
成
で
き
な
い
か
も
し

れ
な
い
よ
う
な
こ
と
を
な
す
べ
き
だ
と
い
う
の
か
」
と
い
う
、
か
の
熟
慮
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
〔
…
〕」（M

A
 I, 92: S.89f. ）

3
（

）。

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
時
代
に
は
、「
ほ
と
ん
ど
等
し
い
権

力
を
持
っ
た
者
た
ち
」
の
間
で
、
闘
い
に
よ
っ
て
互
い
を
毀
損
す
る
よ
り
も
、
互

い
の
望
む
も
の
を
交
換
す
る
商
取
引
の
相
手
と
し
て
評
価
し
あ
う
こ
と）

4
（

が
公
正
な

人
間
関
係
の
あ
り
方
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
権
力
」
は
、
単
な
る

兵
力
の
み
な
ら
ず
、
珍
し
い
商
材
を
用
意
で
き
る
独
自
の
ル
ー
ト
を
持
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
っ
た
り
、
軍
事
や
通
商
の
要
衝
地
を
押
さ
え
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
り
、

相
手
が
望
ん
で
い
る
が
準
備
で
き
な
い
も
の
を
提
供
で
き
る
こ
と
を
示
す
政
治
的

あ
る
い
は
経
済
的
な
交
渉
力
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る）

5
（

。

だ
が
、「
人
間
が
そ
の
知
的
な
習
性
に
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
公
正
で
正
当

な
る
行
い
の
目
的
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
と
り
わ
け
、
千

年
も
の
あ
い
だ
、
子
供
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
行
い
を
賞
賛
し
、
模
範
と
す
る
よ

う
教
え
込
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
正
な
行
い
は
非
利
己
的
な
行
い
で
あ

る
か
の
よ
う
な
う
わ
べ
が
次
第
に
つ
く
ろ
わ
れ
て
い
っ
た
」
の
だ
と
い
う
。
ニ
ー

チ
ェ
は
こ
こ
で
、
近
代
の
利
他
的
な
道
徳
と
し
て
の
正
義
が
、
実
は
う
わ
べ
だ
け

の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
起
源
が
忘
れ
去
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

6
（

。
こ
こ
で
の
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
は
、
道

徳
批
判
に
よ
る
文
化
の
刷
新
と
い
う
よ
り
大
き
な
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
の
公

正
な
人
間
関
係
が
、
道
徳
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
と

し
て
解
釈
で
き
る
。
で
は
、
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
が
批
判
し
て
い
る
利
他
的
な
道
徳

の
正
体
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。

『
人
間
的
』
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
道
徳
批
判
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
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一
歩
踏
み
込
ん
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
正
義
論
の
批
判
対
象

は
、
た
と
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
平
等
主
義
や
、
ル
ソ
ー
的
な
「
憐
れ

み
」
の
政
治
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
な
ど
に
限
定
し
て
考
え
る
べ
き

な
の
か
。
む
し
ろ
ニ
ー
チ
ェ
は
よ
り
大
き
な
射
程
を
も
っ
て
、
批
判
す
べ
き
道
徳

の
正
体
を
懲
罰
主
義
だ
と
み
な
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
う

懲
罰
主
義
と
は
、「
罪
人
に
は
ふ
さ
わ
し
い
罰
を
与
え
る
べ
き
だ
」
と
す
る
道
徳

的
な
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
」
で
知
ら
れ
る
ハ

ン
ム
ラ
ビ
法
典
や
、
聖
書
の
「
レ
ビ
記
」
に
お
け
る
同
害
法
の
論
理
に
遡
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
全
体
に
浸
透
し
て
き
た
最
も
基
本

的
な
理
念
の
一
つ
だ
と
言
え
る
。
は
た
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、
こ
う
し
た
懲
罰
主
義

的
な
正
義
の
考
え
方
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
歩
み
の
中
で
社

会
の
中
に
定
着
さ
せ
道
徳
に
ま
で
昇
華
さ
せ
て
き
た
一
個
の
巨
大
な
臆
見
だ
と
考

え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
証
し
て
い
こ
う
。

『
人
間
的
』
第
一
巻
第
九
九
節
で
強
調
さ
れ
る
と
お
り
、
ニ
ー
チ
ェ
は
自
由
意

志
を
否
定
し
、
他
の
行
為
が
な
さ
れ
え
た
可
能
性
を
認
め
ず
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
に

は
責
任
が
な
い
の
だ
と
す
る
（M
A

 I, 99: S.95f.

）。
そ
し
て
、
同
書
第
一
〇
五
節

に
よ
れ
ば
、「
完
全
な
る
無
責
任
と
い
う
教
説
を
完
璧
に
理
解
し
た
者
は
、
各
人

に
各
人
自
身
の
も
の
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
正
義
が
成
立
す
る
と
い
う
な
ら
、

罰
を
与
え
た
り
報
い
を
与
え
た
り
す
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
正
義
を
、
も
は
や
ま
っ

た
く
正
義
の
概
念
の
も
と
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（M

A
 I, 105: S.102

）。

ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
も
そ
も
人
間
に
は
自
由
意
志
が
な
く
、
責
任
を
問
う
こ
と
が
で

き
な
い
の
だ
か
ら
、
懲
罰
を
与
え
る
こ
と
は
本
来
的
な
正
義
に
反
す
る
と
考
え
て

い
る
。
だ
が
、
人
間
の
歴
史
の
な
か
で
は
、「
罪
に
は
罰
を
与
え
る
べ
き
だ
」
と

い
う
懲
罰
主
義
が
利
他
的
な
道
徳
の
基
盤
と
な
り
、
社
会
の
発
展
を
方
向
づ
け
て

き
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
同
書
第
九
九
節
で
詳
細
に
描
か
れ
る
。

ま
ず
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
太
古
の
「
暴
虐
者
、
権
力
者
、
最
初
の
建
国

者
」
た
ち
は
、
被
支
配
民
に
対
し
て
特
定
の
行
為
を
悪
行
と
し
て
取
り
決
め
、
見

せ
し
め
の
た
め
に
罰
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
秩
序
を
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に

「
強
制
」
し
、
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
。
罪
と
罰
の
設
定
は
原
初
的

な
暴
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
さ
ら
に
大
き
な
人
格
」
が
、
た
と
え
ば
「
社
会
、

国
家
と
い
う
集
団
的
人
格
」
が
現
れ
て
個
々
の
人
々
を
支
配
し
、
集
団
を
秩
序
づ

け
た
と
き
、「
そ
の
と
き
は
じ
め
て
あ
ら
ゆ
る
道
徳
性
の
た
め
の
基
盤
が
整
え
ら

れ
る
」
に
至
っ
た
の
だ
と
い
う
。
罪
と
罰
の
「
強
制
」
が
道
徳
の
前
提
条
件
と

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
罪
を
犯
し
た
者
は
悪
人
0

0

で
、
罰
を
与
え
る
こ
と
は
人
の
た

め
社
会
の
た
め
に
役
立
つ
道
徳
的
に
善
い
0

0

こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
う
し
た
「
強
制
」
が
「
後
に
は
風
習
と
な
り
、
さ
ら
に
後
に
は
自
由
な
服

従
と
な
り
、
つ
い
に
ほ
と
ん
ど
本
能
と
な
る
、
そ
の
と
き
そ
れ
は
〔
中
略
〕
快

と
結
び
つ
い
て
い
る

―
そ
し
て
い
ま
や
徳0

と
呼
ば
れ
る
」（M

A
 I, 99: S.96

）。

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
近
代
人
は
「
罪
人
を
罰
せ
よ
」
と
叫
ぶ
こ
と
を
道
徳
と
し

て

―
正
義
と
し
て

―
内
面
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
叫

び
に
は
快
楽
が
伴
っ
て
い
る
。
罰
す
る
こ
と
は
残
酷
な
快
楽
を
伴
い
、
そ
の
さ
ら

な
る
追
求
の
誘
因
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
人
間
的
』
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、
近
代
的
な
道
徳
と

し
て
の
正
義
を
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
根
幹
に
あ
っ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
さ
ま
ざ
ま
な
道
徳
の
基
盤
と
な
り
、
そ
の
発
展
を
方
向
づ
け
て
き

た
懲
罰
主
義
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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二
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
慈
悲
と
し
て
の
正
義
」

ニ
ー
チ
ェ
は
そ
の
後
期
著
作
で
あ
る
『
系
譜
学
』
に
お
い
て
も
、
懲
罰
主
義
を

明
白
に
拒
絶
し
て
い
る
。
第
三
論
文
第
一
四
節
で
は
以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い

る
。「

あ
あ
、
ど
れ
ほ
ど
彼
ら
彼
女
ら
〔
＝
「
弱
者
」
ら
〕
が
弁
償
さ
せ
よ
う
と

準
備
し
て
い
る
こ
と
か
、
ど
れ
ほ
ど
刑
の
執
行
者
で
あ
り
た
い
と
渇
望
し
て

い
る
こ
と
か
。
彼
ら
彼
女
ら
の
う
ち
に
は
裁
判
官
に
偽
装
し
た
復
讐
鬼
が

う
よ
う
よ
い
て
、「
正
義
」
と
い
う
言
葉
を
毒
の
あ
る
唾
液
の
よ
う
に
い
つ

も
口
に
含
み
、
た
え
ず
口
先
を
尖
ら
せ
て
、
満
ち
足
り
た
面
持
ち
で
上
機
嫌

に
街
を
歩
い
て
い
く
す
べ
て
の
人
に
唾
を
吐
き
か
け
よ
う
と
身
構
え
て
い
る

〔
…
〕」（G

M
 III, 14: S.369f.

）。

ニ
ー
チ
ェ
は
、
恨
み
を
抱
え
て
罰
を
与
え
た
が
り
「
正
義
」
を
語
る
者
の
底
意

に
復
讐
心
を
見
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
、
償
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
悪

徳
で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
、
恨
み
を
捨
て
て
「
慈
悲
」
を
与
え
和
解
す
る
こ
と

が
美
徳
で
あ
る
。
過
ち
を
犯
し
た
者
を
「
見
過
ご
そ
う
」
と
促
す
『
悦
ば
し
き
知

識
』
第
三
二
一
節
や
、
以
下
に
引
用
す
る
『
系
譜
学
』
第
二
論
文
第
一
〇
節
を
資

料
的
根
拠
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
積
極
的
な
正
義
の
概
念
は
、「
慈
悲
」
を
特
徴

と
す
る
も
の
だ
と
指
摘
で
き
る
。

「「
す
べ
て
が
弁
償
さ
れ
う
る
、
す
べ
て
は
弁
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
正
義
は
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
、
大
目
に
見

て
や
る
こ
と
、
弁
償
で
き
な
い
者
を
見
逃
し
て
や
る
こ
と
を
も
っ
て
終
わ

る
。
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
善
い
こ
と
が
ら
と
同
じ
く
、
そ
れ
自
身
を
止
揚
す

る
こ
と
で
終
わ
る
の
だ
。
こ
の
正
義
の
自
己
止
揚
、
そ
れ
に
ど
ん
な
美
名
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
か
は
ご
存
知
の
こ
と
だ
ろ
う

―
慈
悲
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
こ
れ
は
つ
ね
に
最
強
者
の
特
権
で
あ
り
、
よ
り
適
切
な
言
い
方
を
す
れ

ば
、
こ
の
者
の
法
の
彼
岸
で
あ
る
〔
…
〕」（G

M
 II, 10: S.309

）。

『
人
間
的
』
で
ニ
ー
チ
ェ
は
正
義
の
起
源
を
語
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

終
着
点
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
究
極
的
に
は
、
正
義
は
「
自
己
止
揚
」
に

い
た
る
の
だ
と
い
う
。「
正
義
の
自
己
止
揚
」
と
は
、「
最
強
者
」
が
自
ら
設
定
し

た
秩
序
を
否
定
し
て
刑
罰
の
執
行
を
取
り
や
め
、
新
た
な
秩
序
を
総
合
的
に
再
構

築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
正
義
の
名
の
も
と
に
弁
償
が
放
棄
さ
れ
、
罪
人
に
は
恩
赦

が
与
え
ら
れ
、
社
会
に
再
び
迎
え
入
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
最
強
者
」
の
肯
定
的

な
美
徳
で
あ
る
「
慈
悲
」
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
後
期
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
る
正
義

に
は
、
過
ち
を
犯
し
た
者
に
罰
を
与
え
る
こ
と
を
否
定
し
、
恨
み
を
捨
て
て
慈
悲

深
く
和
解
す
る
と
い
う
結
末
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
慈
悲
と
し
て
の
正

義
」
で
あ
る
。

私
た
ち
は
な
ぜ
恨
み
を
捨
て
去
る
べ
き
な
の
か
。Sw

anton(2015)

に
よ
れ

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
を
批
判
し
て
い
た
は
ず
の
ニ
ー
チ
ェ
は
「
皮
肉
に
も
と
り

わ
け
キ
リ
ス
ト
教
的
な
正
義
の
特
徴
で
あ
る
慈
悲
を
施
す
強
靭
な
真
の
正
義
の
実

現
」
を
求
め
て
い
る
の
だ
い
う）

7
（

。
す
な
わ
ち
、
先
行
研
究
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
慈
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悲
」
の
動
機
を
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
的
ま
た
は
キ
リ
ス
ト
的
な
も
の
だ
と
示
唆
し
て

い
る）

8
（

。
だ
と
す
れ
ば
、「
最
強
者
」
が
恨
み
を
捨
て
て
「
慈
悲
」
を
与
え
る
べ
き

な
の
は
、
キ
リ
ス
ト
的
な
愛
ゆ
え
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
私
の
考
え
で

は
、「
慈
悲
と
し
て
の
正
義
」
の
担
い
手
を
愛
と
い
う
動
機
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

る
の
は
『
系
譜
学
』
に
内
在
的
な
解
釈
と
は
い
い
が
た
い
。
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は

「
慈
悲
」
の
動
機
を
ど
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
ニ
ー
チ
ェ
は
恨
み
を
捨
て
る
べ
き
0

0

だ
と
主
張
し
て
い
る
か

私
た
ち
は
な
ぜ
恨
み
を
捨
て
る
べ
き
な
の
か
。
犯
罪
の
被
害
者
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
き
や
、
何
者
か
が
社
会
秩
序
に
違
反
し
た
と
き
、
加
害
者
や
犯
罪
者

に
恨
み
を
抱
き
、
罰
を
求
め
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

ま
で
に
見
て
き
た
と
お
り
、
ニ
ー
チ
ェ
は
懲
罰
主
義
が
決
し
て
自
然
な
も
の
で
は

な
く
、
歴
史
の
歩
み
の
な
か
で
強
制
さ
れ
、
道
徳
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
た
め

に
、
私
た
ち
に
内
面
化
さ
れ
た
一
種
の
臆
見
な
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、

臆
見
が
臆
見
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
れ
を
否
定
す
べ
き
理
由
に
は
な
ら
な

い
。
な
ぜ
恨
み
を
捨
て
る
べ
き
だ
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
て
い
た
の
か
。

U
re(2007)

に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
慈
悲
」
の
動
機
は
キ
リ
ス
ト
的
な
愛

で
は
な
く
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
で
あ
る
。「
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
赦
し
は
、
ナ
ル
シ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傷
の
セ
ラ
ピ
ー
で
あ
る）

9
（

」。
他
者
の
存
在
が
前
提
条
件
で
あ
る
社

会
的
な
活
動
の
中
で
、
私
た
ち
は
必
ず
傷
を
負
う
。
そ
う
し
て
誇
り
が
傷
つ
け
ら

れ
た
と
感
じ
た
と
き
、
自
己
愛
と
虚
栄
心
は
頂
点
に
達
し
、
極
端
な
治
療
と
セ
ラ

ピ
ー
を
求
め
る
。
そ
の
先
に
発
見
さ
れ
る
の
は
、
恨
み
を
捨
て
て
一
方
的
に
相
手

を
赦
す
こ
と
で
、
傷
つ
い
た
自
ら
を
慰
め
る
と
い
う
快
癒
へ
の
道
筋
で
あ
る
。
そ

れ
が
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
る
「
慈
悲
」
の
心
理
学
的
な
動
機
な
の
だ
と
い
う
。

こ
の
こ
と
を
私
な
り
に
言
い
換
え
る
な
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
、「
慈
悲
」

を
与
え
て
恨
み
を
捨
て
る
こ
と
は
、
傷
つ
い
た
者
が
他
者
の
前
に
再
び
「
誇
り
」

を
持
っ
て
立
ち
、
公
正
な
人
間
関
係
を
結
び
直
す
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
と
き
私
た
ち
は
実
際
に
恨
み
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
に
で
き
る
の
は
、
恨
み
を
捨
て
よ
う
と
意
志
す
る
こ
と
だ

け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
恨
み
を
抱
え
た
者
に
と
っ
て
、
そ
う
意
志
す
る
こ
と
は
困

難
か
つ
偉
大
な
一
歩
で
あ
る
。

私
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
慈
悲
」
を
「
誇
り
」
と
結
び
つ
け
る
解
釈
上
の
立
場
に

立
ち
、
ま
た
、
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
的
な
愛
と
結
び
つ
け
る
立
場
に
は
反
対
し
た

い
。
な
お
、U

re(2007)

は
ニ
ー
チ
ェ
の
「
支
配
者
の
美
徳
」
に
言
及
し
て
は
い

る
も
の
の）

10
（

、
道
徳
批
判
と
文
化
の
刷
新
と
い
う
大
き
な
文
脈
の
な
か
で
論
じ
て
お

ら
ず）

11
（

、
基
本
的
に
人
間
心
理
に
つ
い
て
の
事
実
的
な
主
張
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
言

説
を
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
正
義
論
は
文
化
の
刷

新
の
後
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
有
徳
な
人
間
関
係
の
あ
り
方
を
論
じ
て
い
る
と
主
張

し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ー
チ
ェ
は
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
徳
の
基
盤
と
し
て

の
懲
罰
主
義
を
拒
絶
し
て
い
て
、
よ
り
公
正
な
人
間
関
係
を
回
復
す
る
た
め
に
、

恨
み
を
捨
て
る
べ
き
だ
と
規
範
的
に
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ニ
ー
チ
ェ
の
正
義

論
の
本
来
の
射
程
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
ず
は
ニ
ー
チ
ェ
が
「
べ
き
」
を
唱
え
、

行
動
規
範
を
主
張
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
う
な
の
だ
と
し
た
ら
い
か
な
る
規
範

を
誰
に
対
し
て
主
張
し
て
い
た
の
か
を
慎
重
に
検
討
し
限
界
づ
け
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
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ニ
ー
チ
ェ
は
『
系
譜
学
』
で
「
強
者
」
や
「
弱
者
」
に
類
す
る
語
を
頻
繁
に
用

い
て
い
る
。
そ
の
と
き
ニ
ー
チ
ェ
は
「
強
さ
」
を
追
求
す
べ
き
善
と
し
て
価
値
づ

け
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張

は
、
快
楽
や
欲
求
の
満
足
に
向
け
た
行
為
よ
り
も
、「
強
さ
」
や
「
力
」
の
向
上

を
客
観
的
な
人
間
の
卓
越
と
み
な
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
た
行
為
を
促
す
規
範
的

な
主
張
で
あ
る）

12
（

。
そ
の
主
張
は
、
少
な
く
と
も
「
強
さ
」
や
「
力
」
を
人
間
の
客

観
的
な
卓
越
と
し
て
評
価
す
る
者
た
ち
の
間
で
は
、
行
為
の
規
範
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
広
義
の
卓
越
主
義
と
は
、
人
間
の
優
れ
た
点
を

善
と
し
て
価
値
づ
け
る
立
場
で
あ
る
。
狭
義
に
は
、「
実
質
的
な
諸
価
値
を
、
人

間
本
性
の
実
現
と
い
う
、
よ
り
抽
象
的
な
理
想
に
基
づ
か
せ
る
」
も
の
で
あ
り
、

「
そ
の
中
心
的
な
主
張
は
、
人
間
の
善
と
は
、
何
で
あ
れ
人
間
本
性
の
根
源
的
な

特
質
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
し
て
知
識
や
達
成
な
ど
の
特
定
の
善
を
肯

定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
特
質
を
具
現
化
す
る
か
ら
だ
、
と
い
う
も
の

で
あ
る）

13
（

」。
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
は
こ
の
両
方
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
そ
し
て
、

ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
、「
権
力
へ
の
意
志
を
行
使
す
る
こ
と
が
人
間
本
性
の
根
本

で
あ
り
、
最
高
の
個
人
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
最
も
力
強
い
者
で
あ
る
」（id.

）。「
最

も
力
強
い
者
」、「
最
強
者
」
で
あ
る
こ
と
が
ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
す
る
最
高
の
善
な

の
だ
と
い
う
。

本
稿
も
、
ニ
ー
チ
ェ
は
権
力
へ
の
意
志
説
を
規
範
的
に
主
張
し
て
い
て
、
読
者

は
そ
れ
を
根
本
と
す
る
倫
理
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
解
釈
上
の

立
場
を
擁
護
し
た
い）

14
（

。
こ
こ
で
い
う
規
範
的
主
張
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
教
説
が
善

い
行
為
と
は
い
か
な
る
行
為
な
の
か
に
つ
い
て
の
一
定
の
規
準
を
示
し
、
そ
の
行

為
を
促
す
よ
う
な
主
張
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
権
力

へ
の
意
志
の
発
現
を
根
本
的
な
人
間
本
性
だ
と
見
な
し
て
い
て
、「
権
力
」
を
高

め
る
行
為
を
善
だ
と
み
な
し
、
究
極
的
に
は
最
も
力
強
い
者
、
す
な
わ
ち
「
最

強
者
」
と
し
て
行
為
す
る
こ
と
を
人
間
の
客
観
的
な
卓
越
と
見
な
し
て
い
る
。
な

お
、
私
は
『
反
キ
リ
ス
ト
者
』
第
二
節
が
こ
の
解
釈
上
の
立
場
の
裏
付
け
に
な
る

と
考
え
て
い
る
。

「
善
と
は
何
か
？

―
権
力
の
感
情
を
、
権
力
へ
の
意
志
を
、
人
間
の
内
な

る
権
力
そ
の
も
の
を
高
め
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
〔
…
〕」（A

C
, 2: S.170

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
権
力
へ
の
意
志
説
を
、
人
間
本
性
ひ
い
て
は
あ

ら
ゆ
る
存
在
者
の
本
質
に
つ
い
て
の
事
実
的
な
主
張
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
権
力
を
拡
大
せ

よ
」
と
い
う
こ
と
を
規
範
的
に
は
主
張
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
ひ
い
て
は
、
恨
み
を
捨
て
る
べ
き
0

0

だ
と
い
う
主
張
も
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
有
名
な
あ
る
遺
稿
で
ニ
ー
チ
ェ
は
「
こ
の
世
界
は
権
力
へ
の
意
志

で
あ
る

―
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
断
言
し
て
い
る）

15
（

。
ま
た
、『
善

悪
の
彼
岸
』
の
第
一
三
節
で
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
お
よ
そ
生
あ
る
も
の
は
、

ま
ず
も
っ
て
自
ら
の
力
を
発
現
し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
だ
、

―
生
そ
の
も
の
が

権
力
へ
の
意
志
で
あ
る

―
〔
…
〕」（JG

B
, 13: S.27

）。
あ
る
い
は
ま
た
、
同
書

の
第
三
六
節
が
、
権
力
へ
の
意
志
説
を
事
実
的
な
主
張
と
み
な
す
有
力
な
根
拠
で

あ
る
。
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〈応募論文〉ニーチェ思想における徳としての正義

「
私
た
ち
は
意
志
の
原
因
性
を
仮
説
的
に
唯
一
の
原
因
性
と
し
て
設
定
す
る

こ
と
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
…
〕
要
す
る
に
、
私
た
ち
は
思
い

切
っ
て
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、「
作
用
」
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ど
こ
で
も
意
志
が
意
志
に
対

し
て
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

―
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
機
械
的
な
事
象

は
、
そ
の
う
ち
に
あ
る
力
が
働
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
意
志

の
力
、
意
志
の
作
用
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
私

た
ち
の
衝
動
的
生
の
全
体
を
、
意
志
の
唯
一
の
根
本
形
態
の

―
即
ち
私
の

命
題
に
従
え
ば
、
権
力
へ
の
意
志
の

―
形
成
及
び
分
岐
と
し
て
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、〔
…
〕
私
た
ち
は
す
べ
て
の
作
用
す
る
力
を
一
義

的
に
権
力
へ
の
意
志
と
し
て
規
定
す
る
権
利
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う

〔
…
〕」（JG

B
, 36: S.55

）。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
公
刊
著
作
の
な
か
で
最
も
明
瞭
に
事
実
的
な
主
張
と
し
て
の

権
力
へ
の
意
志
説
が
理
論
化
さ
れ
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
仮

定
が
幾
重
に
も
積
み
重
ね
ら
れ
、
あ
く
ま
で
「
仮
説
」
と
し
て
権
力
へ
の
意
志
説

が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
だ
。
そ
し
て
何
よ
り
、
事
実
と
し
て

ニ
ー
チ
ェ
が
語
る
こ
と
が
ら
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
る
理
想
や
有
徳
な
あ
り

方
が
密
輸
入
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
留
意
す
べ
き
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
自

身
、
あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
哲
学
は
「
そ
の
創
造
者
の
自
己
告
白
」
で
あ
り
、「
道
徳

的
（
あ
る
い
は
不
道
徳
的
な
）
意
向
が
、
す
べ
て
の
哲
学
の
本
来
の
生
命
の
胚
子

を
な
す
」
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（JG

B
, 6 : S.19f.

）。
し
た
が
っ

て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
権
力
へ
の
意
志
説
は
、
文
言
と
し
て
は
事
実
的
に
主
張
さ
れ
て

い
る
と
見
え
る
場
合
で
も
、
そ
こ
に
は
ニ
ー
チ
ェ
の
規
範
的
な
主
張
が
入
り
込
ん

で
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。『
系
譜
学
』
に
お
い
て
、
権
力
へ
の
意
志
説
を

前
提
と
す
る
「
強
者
」
と
「
弱
者
」
に
つ
い
て
の
議
論
に
も
、「
力
強
さ
を
善
と

見
な
す
べ
き
だ
」
と
い
う
規
範
的
な
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
確
認
し

て
い
こ
う
。

ニ
ー
チ
ェ
は
『
系
譜
学
』
第
三
論
文
第
一
四
節
で
、「
強
者
」
な
い
し
「
健
康

な
者
」
と
、「
弱
者
」
な
い
し
「
病
的
な
者
」
を
対
比
し
て
い
る
。「
人
間
に
お
い

て
病
的
状
態
が
通
例
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
〔
…
〕、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
、
人
間

に
お
け
る
幸
運
な
例
で
あ
る
心
的
・
身
体
的
な
力
強
さ
と
い
う
稀
有
な
例
は
高
く

尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
い
っ
そ
う
厳
格
に
出
来
の
良
い
者
た
ち
を
最
悪
の
空

気
、
病
者
の
空
気
か
ら
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（G

M
 III, 14: S.367

）。
こ

こ
で
ニ
ー
チ
ェ
が
「
力
強
さ
」
を
客
観
的
な
卓
越
性
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。「
力
強
さ
」
と
は
い
か
な
る
実
質
の
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
明

確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
反
対
が
「
病
」
で
あ
る
こ
と
は
わ
か

る
。
そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
病
」
を
生
物
医
学
的
な
、
事
実
的
な
状
態
で
は

な
く
、
悪
徳
0

0

だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
以
下
の
著
述
か
ら
わ
か
る
。「
病
者
」
は

「
失
敗
し
た
者
」、「
打
ち
負
か
さ
れ
た
者
」、「
落
伍
者
」
で
あ
り
、「
最
も
弱
い

者
」
と
し
て
、
こ
う
嘆
く
の
だ
と
い
う
。「
私
が
他
の
誰
か
で
あ
っ
た
ら
よ
か
っ

た
の
に
！
だ
が
何
の
希
望
も
な
い
。
私
は
や
は
り
私
で
あ
る
よ
う
な
者
な
の
だ
。

ど
う
す
れ
ば
私
は
私
自
身
か
ら
抜
け
出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も

―

私
は
私
自
身
に
飽
き
て
し
ま
っ
た
」（id., S.368

）。

ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
「
病
」
と
は
、
自
己
侮
蔑
と
い
う
悪
徳
の
こ
と
で
あ
る
。

「
弱
者
」
は
、
自
分
た
ち
が
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
傷
を
負
っ
て
い
る
と
思
い
こ
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み
、
誇
り
を
失
い
、
自
分
の
意
志
が
何
ら
か
の
目
標
を
実
現
で
き
る
と
は
決
し
て

思
わ
な
い
。
自
己
に
苦
悩
し
、
意
志
を
残
酷
に
断
罪
し
、「
生
や
人
間
、
私
た
ち

自
身
に
対
す
る
私
た
ち
の
信
頼
に
危
険
極
ま
り
な
い
毒
を
注
入
す
る
」（id.

）。
こ

こ
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
懲
罰
主
義
に
対
す
る
軽
蔑
的
な
拒
絶
と
、
そ
の
本
質
に
つ
い

て
の
洞
察
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
懲
罰
主
義
者
が
他
者
に
懲
罰
を

与
え
た
が
る
の
は
、
自
己
自
身
に
対
す
る
誇
り
を
失
い
、
何
も
で
き
な
い
弱
い
自

己
を
侮
蔑
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
こ
う
し
た
自
己
侮
蔑

さ
え
も
、
自
ら
望
ん
で
そ
う
意
志
し
た
の
だ
と
考
え
直
す
よ
う
に
促
し
て
い
る
。

「〔
人
間
と
い
う
〕
こ
の
よ
う
に
勇
敢
で
豊
か
な
動
物
が
、
最
も
危
険
に
さ
ら

さ
れ
た
動
物
で
な
い
は
ず
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
病
め
る
動
物
の
う

ち
で
、
最
も
長
く
、
最
も
深
く
病
め
る
動
物
で
な
い
は
ず
が
あ
る
だ
ろ
う
か

〔
…
〕。
人
間
が
自
ら
の
生
に
つ
き
つ
け
る
ど
ん
な
「
否
」
も
、
ま
る
で
魔
法

の
よ
う
に
、
さ
ら
に
優
し
い
「
然
り
」
を
溢
れ
ん
ば
か
り
に
も
た
ら
す
の
で

あ
る
。
そ
う
だ
、
ま
さ
に
こ
の
破
壊
の
巨
匠
、
自
己
破
壊
の
巨
匠
が
自
ら
を

傷
つ
け
る
と
き
に
、

―
こ
の
傷
そ
の
も
の
が
後
に
な
っ
て
こ
の
者
に
生
き

る
こ
と
を
強
い
る
の
だ
」（G

M
 III, 13: S.367

）。

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
み
な
「
病
め
る
動
物
」
で
あ
る
。
私
た
ち
は
権

力
へ
の
意
志
で
あ
る
こ
と
に
飽
き
飽
き
し
て
い
て
、
自
ら
を
侮
蔑
し
て
し
ま
う
。

だ
が
、
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
自
己
否
定
さ
え
も
権
力
の
拡
大
へ
の
意
志
と

し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
直
す
べ
き
0

0

だ
と
規
範
的
に
主
張
し
て
い
る
と
私
は
考
え

る
。
自
己
侮
蔑
さ
え
も
自
ら
望
ん
で
し
た
こ
と
だ
と
誇
り
高
く
考
え
る
な
ら
、
侮

蔑
者
は
傷
つ
け
ら
れ
た
「
弱
者
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、「
強
者
」
を
自
認
す
る

き
っ
か
け
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ
ー
チ
ェ
が
『
系
譜
学
』
に
お
い
て
有
徳
な
あ
り
方
だ
と
み
な
し
て
い
る
の

は
、
い
か
な
る
「
傷
」
さ
え
も
肯
定
的
に
捉
え
直
し
、
ゆ
る
ぎ
な
い
「
生
や
人

間
、
私
た
ち
自
身
に
対
す
る
私
た
ち
の
信
頼
」
を
持
つ
、
誇
り
高
い
あ
り
方
で
あ

る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、「
自
己
自
身
に
対
す
る
誇
り
」
を
持
つ
者
は
、
高
貴

な
徳
の
持
ち
主
な
の
だ
（JG

B
, 260: S. 210

）。
そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
が
規
範
的
に

語
り
か
け
て
い
る
の
は
、
自
ら
を
当
然
「
強
者
」
と
み
な
す
よ
う
な
誇
り
の
持
ち

主
た
ち
で
あ
る
。
な
ぜ
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
う
し
た
誇
り
を
美
徳
と
見
な
し
て
い
る
の

か
。
そ
れ
は
、
彼
ら
彼
女
ら
が
誇
り
の
た
め
に
恨
み
を
捨
て
よ
う
と
意
志
す
る
存

在
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
と
お
り
、
ニ
ー
チ
ェ
の
道
徳
批
判
の

モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
た
の
は
懲
罰
主
義
に
対
す
る
拒
絶
で
あ
り
、
そ
の
文
化
の

刷
新
の
後
に
や
っ
て
く
る
べ
き
者
た
ち
は
、
恨
み
を
捨
て
よ
う
と
す
る
者
た
ち
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
が
理
想
と
す
る
公
正
な
人

間
関
係
は
、
恨
み
を
拒
絶
し
、
誇
り
高
く
慈
悲
を
与
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
修
復

的
に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

結　

語

ニ
ー
チ
ェ
の
正
義
論
か
ら
は
、
誇
り
を
傷
つ
け
ら
れ
た
者
た
ち
が
、
恨
み
を
抱

え
た
「
弱
者
」
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
や
め
、
そ
う
し
て
は
じ
め
て
他
者
と
再
び
対

峙
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
快
癒
の
物
語
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
思
想

史
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
「
慈
悲
」
の
議
論
は
、
ア
ー
レ
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ン
ト
の
「
赦
し
」
の
議
論
と
交
差
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
。『
人
間
の
条
件
』
第
五
章
第
三
三
節
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
恩
赦
は
ロ
ー
マ

的
な
支
配
者
の
特
権
に
萌
芽
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
第
三
四
節
に
よ
れ

ば
、
そ
の
源
泉
を
ニ
ー
チ
ェ
は
孤
立
し
た
個
人
の
意
志
の
力
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け

た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
「
赦
し
」
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
イ

エ
ス
が
人
間
同
士
の
愛
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
発
見
し
た
、
他
者
と
共
生
し
よ

う
と
す
る
意
志
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
赦
し
」
は
、

他
者
と
の
終
わ
り
の
な
い
関
係
を
つ
ね
に
新
た
に
開
始
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
持

つ
美
徳
と
し
て
も
解
釈
さ
れ
う
る）

16
（

。
こ
の
よ
う
に
対
比
す
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
の
正

義
論
に
は
他
者
が
ほ
と
ん
ど
不
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
公
然
と
他

者
と
向
き
合
い
、
共
に
生
き
よ
う
と
す
る
社
会
の
理
想
を
よ
り
積
極
的
に
描
い

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、
は
た
し
て
私
た
ち
は
、
自
ら
に
誇
り
を
持
つ
こ

と
が
で
き
て
は
じ
め
て
他
者
の
前
に
出
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

ニ
ー
チ
ェ
の
議
論
は
、
他
者
の
目
に
ふ
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
抱
え
込
ん
だ
恨
み
に
苦
し

み
、
誇
り
の
た
め
に
そ
れ
を
捨
て
よ
う
と
決
め
、
よ
う
や
く
他
者
の
前
に
立
つ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
、
秘
さ
れ
た
個
人
の
内
面
的
な
闘
い
に
焦
点
を

当
て
て
い
る
。

ま
た
、
ニ
ー
チ
ェ
の
道
徳
批
判
が
根
本
的
な
課
題
と
し
た
一
個
の
巨
大
な
臆
見

と
し
て
の
懲
罰
主
義
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
後
にD

errida(2012)

の
死

刑
講
義
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
道
徳
と
宗
教
の
基
盤
を
め
ぐ
っ
て

の
重
要
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
罪
と
罰
の
間
に
、
そ
も
そ

も
い
か
に
し
て
等
価
性
が
成
り
立
つ
の
か
。
デ
リ
ダ
に
よ
る
罪
と
罰
と
の
脱
構
築

の
試
み
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
道
徳
批
判
の
影
響
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。
そ

の
射
程
が
ど
こ
ま
で
及
ん
で
い
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら

で
あ
る
。
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Justice as a Moral Virtue in Nietzsche’s Thought
A Critique of Retributivism

Kota UMEDA

A fundamental idea in Nietzsche’s moral critique is his rejection of vengeance. Nietzsche 
consistently criticizes the idea that sinners should be punished for their sins, seeing it as a single gigantic 
doxa that has directed the developments of various European morals. In other words, Nietzsche’s ethical 
thought as a whole can be organized as a virtue ethic that sees retributivism as a vice and reconciliation 
as a virtue. This paper addressed whether we should also read Nietzsche’s argument of justice in this 
context, and evaluate it as moral philosophy that aims to restore just relations with others.

Nietzsche’s theory of justice in Menschliches, Allzumenschliches has been interpreted by secondary 
literature such as Elgat (2017) as a discourse that points to the “origin of justice” as “justice as an 
equilibrium between parties of approximately equal power.” In addition, I focus on the context of 
Nietzsche’s critique of morality, where he critically argues that the retributive conception of justice has 
been the foundation of various European morals and has directed their developments.

Some previous studies interpret Nietzsche’s notion of justice in Zur Genealogie der Moral as “justice 
as a mercy.” In that argument as well, we should emphasize the context of the critique of retributive 
justice. Nietzsche claims that we should put aside ressentiment and stop punishing. I interpret Nietzsche’s 
argument as a normative claim that we should abandon our desire for punishments, through our pride 
in being “strong.” In my view, this is because Nietzsche claims that his notion of “will to power” is 
normative (rather than descriptive). He considers having pride in oneself to be a virtuous way of being. In 
conclusion, we should read Nietzsche’s argument of justice as a critique of retributivism.


