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一
八
七
〇
年
の
春
に
か
け
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル

テ
ィ
オ
ス
」
と
い
う
名
の
も
と
に
伝
わ
る
著
作
（
以
下
、
本
稿
で
は
こ
の

著
作
に
つ
い
て
は
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』
と
い
う
邦
題
に
倣
っ
て

『
列
伝
』
と
、
著
者
名
に
つ
い
て
は
ニ
ー
チ
ェ
に
倣
っ
て
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ

ス
と
略
記
す
る
）
の
典
拠
問
題
に
取
り
組
み
、
断
続
的
に
そ
の
成
果
を
発

表
し
て
い
た
。
就
任
講
演
が
そ
の
間
に
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
れ
ば
、
先
の
言
明
に
は
、
ま
さ
に
文
献
学
に
従
事
す
る
な
か
で
生
じ
た

文
献
学
に
対
す
る
何
ら
か
の
批
判
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
読
む
こ

と
も
許
さ
れ
よ
う
。
即
ち
、
文
献
学
者
ニ
ー
チ
ェ
の
自
己
批
判
こ
そ
が
、

哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
の
誕
生
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

序「
か
つ
て
文
献
学
で
あ
っ
た
も
の
は
い
ま
や
哲
学
と
な
っ
た
」

―
一
八

六
九
年
五
月
、
バ
ー
ゼ
ル
大
学
古
典
文
献
学
員
外
教
授
の
就
任
に
当
っ
て

行
っ
た
講
演
「
ホ
メ
ロ
ス
の
人
格
に
つ
い
て
」
の
掉
尾
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は

こ
の
言
明
で
飾
っ
た
。
一
体
、
新
進
気
鋭
の
文
献
学
者
を
し
て
「
哲
学
」

を
意
欲
す
る
所
信
表
明
を
打
ち
出
さ
し
め
た
要
因
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

こ
の
問
い
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
は
、「
ホ
メ
ロ
ス
問
題
」
を
論
じ
た
講

演
の
内
容
に
踏
み
込
む
前
に
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
文
献
学
的
営
為
に
目
を

向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
転
じ
て
見
る
と
、
一
八
六
六
年
の
秋
か
ら

論
説ニ

ー
チ
ェ
の
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
論

初
期
ニ
ー
チ
ェ
の
文
献
学
に
寄
せ
る
一
考
察

東
谷
優
希
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指
摘
し
て
い
る
の
は
西
尾
幹
二
で
あ
る（

4
）。
し
か
し
そ
の
西
尾
に
し
て
も
、

一
方
で
ニ
ー
チ
ェ
の
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
研
究
を
詳
ら
か
に
論
じ
、
さ
ら
に

就
任
講
演
に
つ
い
て
「
ニ
ー
チ
ェ
は
公
開
の
場
に
は
じ
め
て
漠
然
と
新
し

い
疑
問
を
提
出
し
た
」
と
正
し
く
述
べ
て
い
な
が
ら
、
他
方
で
ホ
メ
ロ
ス

問
題
は
「
講
演
の
表
向
き
の
テ
ー
マ
」「
流
行
の
テ
ー
マ
」
に
過
ぎ
ず
、

「
今
こ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
に
さ
し
て
関
係
が
な
い
」
と
し
て
い
る
点
で（

5
）、

ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
論
と
ホ
メ
ロ
ス
論
と
の
連
続
性
を
摑
み
損
な
っ
て
い
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
ず
れ
の
仕
事
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ

る
力
作
で
は
あ
る
も
の
の
、
文
献
学
者
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
の
問
い
を
捉

え
切
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
。

　

本
稿
は
一
本
の
補
助
線
を
引
く
こ
と
で
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
論
と
就
任

講
演
と
の
接
続
を
試
み
る
。
そ
れ
はQ

uellenforschung

と
呼
ば
れ
る
、

文
献
学
の
方
法
論
で
あ
る（

6
）。「
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
」
と
「
ホ
メ
ロ
ス
」

と
い
う
二
つ
の
固
有
名
詞
を
並
べ
た
と
き
に
見
え
て
く
る
の
は
、
と
も
に

Q
uellenforschung

の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

文
献
学
的
な
視
点
か
ら
両
論
を
繫
い
で
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
チ

ェ
が
文
献
学
者
と
し
て
の
葛
藤
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
哲
学
者
へ
と
変
貌

し
て
い
く
の
か
を
描
き
、
以
て
従
来
と
は
異
な
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
像
を
提
供

す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

議
論
は
以
下
の
通
り
に
展
開
し
て
い
く
。
先
ずQ

ullenforschung

に

つ
い
て
、
そ
し
て
『
列
伝
』
の
典
拠
問
題
に
こ
の
方
法
論
が
要
請
さ
れ
る

る
。

　

文
献
学
者
ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
と
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
、

今
ま
で
あ
ま
り
省
み
ら
れ
て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
ニ
ー
チ
ェ
が
当
時
の

文
献
学
界
か
ら
次
第
に
離
反
し
て
い
く
要
因
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の

哲
学
や
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
総
合
芸
術
か
ら
の
影
響
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
文

献
学
の
歴
史
主
義
化
に
対
す
る
批
判
意
識
に
あ
る
と
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ

れ
て
き
た（

1
）。
こ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
論
ず

る
の
み
で
は
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
の
思
索
に
注
目
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

文
献
学
者
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
を
見
落
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
例
え
ば

村
井
則
夫
は
、
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
全
体
に
見
ら
れ
る
特
性
を
「
差
異
化
と

統
合
」
の
緊
張
関
係
と
し
て
捉
え
、
そ
の
哲
学
の
「
元
型
」
を
文
献
学
の

う
ち
に
見
出
す（

2
）。
ニ
ー
チ
ェ
に
於
け
る
文
献
学
と
哲
学
の
連
続
性
に
着

目
す
る
そ
の
視
点
は
首
肯
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
論
と

ホ
メ
ロ
ス
論
を
一
面
的
に
、
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
の
作
品
で
あ
る
か
の
如
く

扱
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば（

3
）、
ど
う
し
て
学
問
上
の
所
信
を
表
明
す
る
に
相

応
し
い
就
任
講
演
と
い
う
場
で
ニ
ー
チ
ェ
が
「
ホ
メ
ロ
ス
問
題
」
を
選
択

し
た
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
引
い
て
は
、

件
の
言
明
に
込
め
ら
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
問
題
意
識
を
看
過
し
て
し
ま
う
こ

と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
文
献
学
と
は
別
の
と

こ
ろ
に
哲
学
を
打
ち
建
て
る
の
で
は
な
い
」、
そ
う
で
は
な
く
「
文
献
学

の
研
究
の
う
ち
に
、
彼
に
の
み
固
有
の
『
哲
学
』
を
期
待
し
始
め
る
」
と
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芽
は
、
Ｆ
・
Ａ
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
『
ホ
メ
ロ
ス
序
説
』
に
求
め
ら
れ
る
。
過

去
の
証
拠
を
無
視
し
て
き
た
が
ゆ
え
に
自
己
充
足
し
調
和
の
と
れ
た
全
体

性
と
し
て
過
去
を
描
い
て
い
た
十
八
世
紀
の
不
毛
な
衒
学
を
、
新
た
な
歴

史
学
的
文
献
学
に
よ
っ
て
刷
新
す
る
、
と
い
う
目
的
を
抱
い
て
い
た
ヴ
ォ

ル
フ
は
、「
古
代
の
あ
ら
ゆ
る
証
言
」（7
）に
基
づ
く
徹
底
し
た
資
料
批
判
を

ホ
メ
ロ
ス
研
究
の
基
盤
に
据
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
真
正
と
判
断

で
き
る
テ
ク
ス
ト
を
立
て
る
と
い
う
基
礎
的
な
作
業
の
重
要
性
を
示
し
、

文
献
学
的
な
専
門
知
識
の
正
当
性
を
根
拠
づ
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結

果
、
伝
承
さ
れ
た
ホ
メ
ロ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
散
見
さ
れ
る
食
い
違
い
や
矛

盾
点
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
よ
り
古
い
時
代
に
歌
わ
れ
て
い
た
本
来
は
独

立
し
た
詩
歌
の
集
成
で
あ
っ
て
、
伝
承
と
収
集
の
過
程
を
経
て
現
存
す
る

形
へ
と
編
纂
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
、
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た（

8
）。
こ
こ
か
ら
、
始
源
の
詩
人
た
る
ホ
メ
ロ
ス
に
直
接
由
来
す
る

「
真
正
」
の
部
分
と
、
後
世
の
劣
っ
た
詩
人
の
挿
入
に
よ
る
「
不
純
」
な

部
分
と
を
厳
格
に
峻
別
し
、
こ
れ
ら
が
混
淆
し
て
い
る
現
存
テ
ク
ス
ト
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
を
抽
出
し
て
い
く
と
い
う
過
程
を
通
じ
て
ホ
メ
ロ
ス
の
真
正

テ
ク
ス
ト
を
再
現
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
失
わ
れ
た
源
泉Q

uelle
を
然
る
べ
き
学
問
的
手
続
き
を
踏
ん
で
再
構
成
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
文
献

学
の
課
題
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
現
存
す
る
伝
承
作
品

を
、
一
方
で
そ
れ
の
元
と
な
っ
た
様
々
な
源
泉
資
料
へ
と
解
体
し
て
資
料

内
の
相
互
関
係
を
確
定
し
、
他
方
で
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
源
泉
資
料
の
再

背
景
に
つ
い
て
、
簡
単
に
言
及
す
る
。（
第
一
節
）
続
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ

に
よ
るQ

uellenforschung

を
、
公
表
さ
れ
た
三
論
文
の
う
ち
の
二
本
、

即
ち
「
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
源
泉
資
料
に
つ
い
て
」

（
一
八
六
八
／
一
八
六
九
、K

GW
II/1, 75︲167

）
及
び
「
デ
ィ
オ
ゲ
ネ

ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
源
泉
資
料
及
び
本
文
批
判
へ
の
寄
与
」（
一
八
七

〇
、K

GW
II/1, 191︲245

）
の
行
論
に
注
目
し
て
概
観
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
ら
の
議
論
の
前
提
に
あ
っ
た
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
人
物
像
に
対
す
る

想
定
を
指
摘
す
る
。（
第
二
節
）
そ
の
う
え
で
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
に
取
り

組
む
最
中
に
書
か
れ
た
遺
稿
を
参
照
し
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身
がQ

uellen-

forschung

と
い
う
方
法
論
の
限
界
と
問
題
点
に
つ
い
て
自
覚
的
で
あ
り
、

文
献
学
と
い
う
学
問
そ
の
も
の
に
対
す
る
反
省
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
。
こ
の
反
省
こ
そ
、
ニ
ー
チ
ェ
が
文
献
学
に
「
哲
学
」
を
要
請
す
る

契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。（
第
三
節
・
第
四
節
）
こ
の
よ
う
に
文
献

学
者
ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
と
の
連
続
性
を
捉
え
る
こ
と
で
、
本

稿
は
初
期
ニ
ー
チ
ェ
の
「
哲
学
」
と
は
一
種
の
「
学
問
の
哲
学
」
で
あ
っ

た
と
主
張
す
る
。
こ
の
視
点
は
、『
悲
劇
の
誕
生
』
に
対
す
る
従
来
の
読

み
と
は
異
な
っ
た
読
み
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。（
第
五
節
）

一
　

近
代
の
文
献
学
に
於
け
るQ

uellenforschung

と
い
う
方
法
論
の
萌
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か
く
し
て
『
列
伝
』
の
典
拠
問
題
は
、
十
九
世
紀
に
は
多
く
の
学
者
た

ち
の
研
究
テ
ー
マ
と
な
る
に
至
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
論
も

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
学
界
の
潮
流
に
棹
さ
し
て
い
た（

10
）。
そ
れ
ゆ
え
そ
の

議
論
は
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
「
い
か
な
る
著
作
を
利
用
し
た
の
か
」
と

い
う
問
い
を
前
提
に
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
ニ
ー
チ
ェ

の
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
遺
稿
の
記
述
か
ら
、
概
ね
次
の
よ
う
に
言
え

よ
う
。
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
『
列
伝
』
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
体

が
実
の
と
こ
ろ
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
と
い
う
人
物
の
独
創
に
よ
る
も
の
で
は

な
く
、
彼
の
手
許
に
あ
っ
た
資
料
が
殆
ど
そ
の
ま
ま
書
き
写
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
整
合
的
に
理
解
で
き

る
も
の
と
な
る
。
そ
う
し
て
、
か
く
か
く
の
箇
所
は
し
か
じ
か
の
資
料
を

用
い
て
い
た
の
で
あ
る
、
と
決
定
で
き
た
な
ら
ば
、
問
題
含
み
の
一
節
を

十
分
に
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ラ
エ
ル
テ
ィ

オ
ス
が
い
か
な
る
資
料
を
直
接
に
用
い
て
い
た
の
か
を
同
定
す
る
こ
と
が

で
き
た
な
ら
ば
、
著
作
が
伝
え
て
い
る
情
報
の
信
憑
性
に
つ
い
て
、
現
代

人
は
よ
り
正
確
に
評
価
で
き
る
立
場
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（K
GW

I/5, 38︲39

）
こ
う
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、『
列
伝
』
に
対
し
て

Q
uellenforschung

を
試
み
て
い
く
。

構
成
を
行
う
と
い
う
、
高
度
で
専
門
的
な
技
法
で
あ
るQ

uellenfor-

schung
が
、
文
献
学
の
正
統
的
な
方
法
論
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す

る（
9
）。
過
去
に
つ
い
て
の
確
た
る
知
識
の
獲
得
が
文
献
学
の
存
立
基
盤
と

さ
れ
た
以
上
、
こ
の
方
法
論
が
『
イ
リ
ア
ス
』
や
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』

と
性
質
を
同
じ
く
す
る
『
列
伝
』
に
対
し
て
も
適
応
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
は
必
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
。

『
列
伝
』
を
一
読
す
れ
ば
明
ら
か
な
通
り
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
様
々
な

著
作
を
参
照
し
、
そ
れ
ら
を
典
拠
と
し
て
直
接
な
い
し
間
接
に
引
用
し
て
、

自
ら
の
作
品
に
組
み
入
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
し
か
し
そ
の
記
述
が
様
々

な
矛
盾
を
孕
ん
で
は
論
理
的
一
貫
性
を
欠
き
、
意
味
の
通
ら
な
い
箇
所
が

散
見
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
全
体
を
埋
め
尽
く
し
て
い
る
数
々
の
引
用

で
さ
え
、
そ
の
境
界
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
様
相
を
呈
し
て
い
る
、
と
い

う
点
に
あ
る
。
な
る
ほ
ど
そ
の
よ
う
な
難
点
を
解
消
す
る
に
は
、
問
題
と

な
る
個
々
の
記
述
に
関
し
て
単
純
に
無
視
す
る
、
解
釈
を
施
す
、
あ
る
い

は
よ
り
意
味
の
通
る
記
述
と
な
る
よ
う
校
訂
を
施
す
な
ど
、
様
々
な
方
途

が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
個
別
的
に
そ
の
場
凌
ぎ
の
対
策
を
講
じ
る
こ

と
に
よ
っ
て
で
は
全
般
的
な
解
決
と
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ

た
。
と
す
る
な
ら
ば
、『
列
伝
』
に
内
在
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
一

挙
に
、
総
合
的
に
解
決
さ
れ
る
よ
う
な
別
の
方
策
を
探
る
よ
り
他
は
な
い
。

即
ち
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
源
泉
資
料
を
確
定
し
、
再
構
成
す
る
と
い
う

方
法
で
あ
る
。
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ボ
リ
ノ
ス
の
著
作
を
読
み
、
時
折
そ
こ
か
ら
の
抜
粋
も
自
ら
の
著
作
に
加

え
た
た
め
、
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
か
ら
の
記
述
は
不
自
然
に
短
縮
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。（K

GW
II/1, 131 

）
さ
ら
に
ま
た
、
ピ
ュ
ロ
ン
に
関
す
る
記

述
に
つ
い
て
は
全
く
別
の
資
料
か
ら
、
恐
ら
く
は
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
か
ら
引

用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。（K

GW
II/1, 207 

）

―
か
く
し
て
ニ
ー
チ
ェ

が
最
終
的
に
下
し
た
結
論
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
著
作
か
ら
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
に
帰
さ
れ
る
も
の
を
除

け
ば
、
僅
か
に
残
る
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ

ス
が
自
身
の
『
パ
ン
メ
ト
ロ
ス
』
か
ら
付
け
加
え
た
も
の
、
第
二
に
彼

が
フ
ァ
ボ
リ
ノ
ス
を
読
ん
で
そ
こ
か
し
こ
に
挿
入
し
た
書
き
抜
き
、
そ

し
て
最
後
に
﹇
…
…
﹈
懐
疑
派
の
学
説
及
び
『
学
統
記
』
で
あ
る
。

（K
GW

II/1, 206 

）

　

ニ
ー
チ
ェ
の
議
論
は
こ
の
よ
う
に
、
最
初
に
立
て
ら
れ
た
仮
説
の
確
認

を
以
て
閉
じ
ら
れ
る
と
い
う
円
環
構
造
を
為
し
て
い
る
。
こ
れ
は
確
か
に

洗
練
さ
れ
た
見
事
な
議
論
で
あ
る
と
評
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
い

く
つ
か
の
点
で
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
が
あ
る
と
は
言
え
、『
列
伝
』
が

様
々
な
問
題
点
を
抱
え
る
に
至
っ
た
次
第
や
、
個
々
の
齟
齬
を
来
す
よ
う

な
箇
所
に
つ
い
て
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
仮
説
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
整

合
的
に
説
明
が
つ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二『
列
伝
』
に
関
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
議
論
は
細
部
に
ま
で
及
ぶ
広
範
な
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
殆
ど
す
べ
て
は
、
自
ら
の
「
根
本
仮
説
」（K

GW
II/1, 

203 

）
の
正
し
さ
を
演
繹
的
に
証
明
し
て
い
く
た
め
の
論
証
と
い
う
体
裁

を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
仮
説
と
は
「
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
デ
ィ
オ
ク
レ
ス

の
抄
録
で
あ
る
」（K

GW
II/1, 131 

）、
即
ち
「
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
全

体
は
、
僅
か
な
補
足
部
分
や
装
飾
部
分
を
除
け
ば
、
抜
き
書
き
さ
れ
た
デ

ィ
オ
ク
レ
ス
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」（K

GW
II/1, 203 

）
と
い
う
、

極
め
て
簡
潔
な
も
の
で
あ
っ
た（

11
）。
少
な
く
と
も
公
表
さ
れ
た
論
文
は
い

ず
れ
も
、
こ
の
仮
説
に
基
づ
い
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
『
列
伝
』
の
典
拠
問
題
に
つ
い
て
の
ニ
ー
チ
ェ
の
見
解
を
端
的

に
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の
通
り
と
な
ろ
う（

12
）。

―
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は

詩
人
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
作
品
を
後
世
に
残
し
た
い
と
考
え
た
彼
は
、
哲

学
者
た
ち
の
伝
記
の
な
か
に
、
自
分
の
詠
ん
だ
詩
歌
を
入
れ
込
む
こ
と
を

思
い
つ
い
た
。（K

GW
II/1, 193f.

）
著
作
の
骨
格
と
な
る
伝
記
に
つ
い

て
は
、
そ
の
殆
ど
を
一
個
の
著
作
、
即
ち
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
の
著
作
か
ら
一

言
一
句
書
き
写
し
た
。
こ
の
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
こ
そ
、
直
接
用
い
た
資
料
を

明
示
す
る
学
識
あ
る
人
で
あ
っ
た
た
め
に
、
勢
い
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
著

作
も
ま
た
、
言
わ
ば
間
接
的
な
学
識
の
宝
庫
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

（K
GW

II/1, 131, 201︲203

）
と
こ
ろ
で
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
ま
た
フ
ァ
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エ
ル
テ
ィ
オ
ス
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
潮
流
に
棹
さ
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

彼
が
先
達
た
ち
の
学
識
を
利
用
す
る
の
も
ご
く
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ

た
。
と
は
言
え
以
上
の
事
情
はQ

ullenforschung

が
要
請
さ
れ
る
背
景

に
あ
っ
た
共
通
了
解
に
過
ぎ
ず
、
か
か
る
見
解
に
ニ
ー
チ
ェ
の
独
創
性
は

認
め
ら
れ
な
い
。
問
題
は
第
二
と
第
三
の
点
に
あ
る
。

　

ニ
ー
チ
ェ
は
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
を
一
人
の
「
写
字
生
」
と
見
做
し
た
。

そ
れ
も
、
目
の
前
に
あ
る
文
献
に
対
し
て
敬
虔
な
態
度
を
以
て
筆
写
す
る

修
行
僧
の
如
き
模
範
的
写
字
生
で
は
な
く
、
自
尊
心
に
満
ち
た
傲
慢
な
写

字
生
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。
論
考
の
随
所
に
見
ら
れ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
ラ
エ

ル
テ
ィ
オ
ス
観
は
す
べ
て
こ
の
想
定
に
従
っ
て
お
り
、
こ
の
想
定
に
基
づ

け
ば
こ
そ
「
根
本
仮
説
」
は
主
張
す
る
に
値
す
る
論
と
な
っ
た
の
で
あ

る（
13
）。
ニ
ー
チ
ェ
が
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
に
付
与
し
た
注
目
す
べ
き
特
徴
と

し
て
は
、
以
下
の
四
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う（

14
）。

　

第
一
に
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
「
怠
惰
な
書
き
手
で
あ
る
」。
怠
惰
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
様
々
な
資
料
を
用
い
る
労
を
厭
い
、
で

き
る
限
り
少
な
い
著
作
で
記
述
を
済
ま
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
、
そ
し
て

資
料
の
内
容
を
惰
性
的
に
書
き
写
す
傾
向
を
意
味
し
て
い
る（

15
）。

　

こ
の
点
が
ニ
ー
チ
ェ
の
議
論
の
「
根
本
仮
説
」
を
支
え
て
い
る
こ
と
は

疑
い
得
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
先
ず
『
列
伝
』
の
第
七
巻
四
十
八
節
か
ら
八

十
三
節
ま
で
の
み
な
ら
ず
、
三
十
八
節
か
ら
四
十
八
節
を
も
、
つ
ま
り
ス

ト
ア
派
の
言
論
に
関
す
る
箇
所
全
体
が
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
に
負
っ
て
い
る
と

　

さ
て
、
右
の
結
論
に
至
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
議
論
の
前
提
に
あ
っ
た
の
は
、

ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
人
格
に
対
す
る
辛
辣
な
評
価
で
あ
っ
た
。「
以
下
の

研
究
は
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
に
は
全
く
価
値
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
出

発
点
と
」
し
、
し
か
も
「
こ
れ
が
唯
一
の
出
発
点
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
つ
も
り
だ
」（BA

W
4, 215 

）
と
、
ニ
ー
チ
ェ
は
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
際
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
第
一
に
は
文
芸
の
ジ
ャ

ン
ル
。
第
二
に
は
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
著
作
家
と
し
て
の
性
格
。
第
三
に

は
道
徳
的
な
性
格
」（Ibid.

）
と
さ
れ
た
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、「
学

説
誌
」
や
「
伝
記
」
と
い
う
性
質
上
、
古
代
後
期
に
活
躍
し
た
数
多
の
散

文
作
家
た
ち
と
同
様
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
も
ま
た
前
人
た
ち
の
仕
事
を
収
集

し
、
選
別
し
、
改
訂
し
、
編
纂
す
る
こ
と
を
通
じ
て
自
ら
の
著
作
を
作
成

し
た
の
だ
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
古
代
の
哲
学
者
た
ち
に
対
す
る
現
代

の
立
ち
位
置
と
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
立
ち
位
置
と
は
、
そ
う
大
き
く
異
な

る
わ
け
で
は
な
い
。
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
頃
ま
で
に
は
既
に
、
記
述
の
対

象
で
あ
る
哲
学
者
た
ち
が
没
し
て
か
ら
幾
世
紀
の
歳
月
が
流
れ
て
い
た
。

彼
ら
の
多
く
に
つ
い
て
は
原
典
を
読
解
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
っ

た
し
、
そ
も
そ
も
著
作
が
流
通
し
て
お
ら
ず
、
入
手
す
る
こ
と
さ
え
叶
わ

な
い
と
い
う
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
た
と
え
流
通
し
て
い
た
と
し
て

も
、
し
ば
し
ば
不
完
全
で
、
文
章
は
毀
れ
て
お
り
、
な
か
に
は
捏
造
さ
れ

て
い
る
も
の
さ
え
あ
っ
た
。
そ
こ
で
幾
多
の
学
問
的
著
作
が

―
概
説
、

要
約
、
註
釈
と
い
っ
た
形
で

―
生
み
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ラ
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の
異
常
な
長
さ
、
そ
し
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
存
続
に
関
す
る
不
自
然
な
記

述
な
ど
、
決
定
的
な
箇
所
で
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
綻
び
を
見
せ
て
し
ま
う
。

（K
GW

II/1, 80, 88f.

）
ゆ
え
に
、
そ
の
手
管
も
い
ま
や
ニ
ー
チ
ェ
に
よ

っ
て
暴
か
れ
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て

描
き
出
さ
れ
た
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
と
は
こ
の
よ
う
に
、
知
性
に
欠
け
、
道

徳
的
に
咎
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
。

　

右
の
如
き
ニ
ー
チ
ェ
の
想
定
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
極
め
て
怪
し
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
拭
い
難
く
と
も
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
行
論
の
鮮

や
か
さ
を
否
定
で
き
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
数
年
後
、
ニ
ー
チ
ェ
に
異

議
を
唱
え
る
こ
と
に
な
る
Ｈ
・
デ
ィ
ー
ル
ス
や
Ｐ
・
マ
ー
ス
と
い
っ
た
大

家
に
し
て
も
、
そ
の
非
難
は
専
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
立
て
た
仮
説
（
結
論
）
の

内
容
に
絞
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
方
法
論
そ
れ
自
体
に
向
け
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た（

19
）。
ニ
ー
チ
ェ
の
方
法
論
が
文
献
学
的
に
正
統
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
現
代
の
学
者
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

20
）。

　

こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
や
が
て
公
刊
さ
れ
る
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
対
す

る
学
界
の
冷
酷
な
反
応
が
、
主
と
し
て
方
法
論
を
無
視
し
た
そ
の
手
法
に

向
け
ら
れ
た
の
と
は
対
照
を
な
す
点
で
、
注
目
に
値
す
る（

21
）。
ニ
ー
チ
ェ

は
間
違
い
な
く
正
統
的
な
文
献
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ラ
エ
ル
テ

ィ
オ
ス
に
取
り
組
む
最
中
の
ニ
ー
チ
ェ
当
人
に
は
既
に
、
こ
のQ

uellen-

forschung

と
い
う
方
法
論
へ
の
疑
念
が
芽
生
え
て
い
た
こ
と
は
、
更
に

注
目
に
値
す
る
。
公
表
さ
れ
た
論
文
に
於
い
て
散
見
さ
れ
る
確
信
に
満
ち

い
う
解
釈
を
示
す
。（K

GW
II/1, 77︲78

）
そ
し
て
八
十
四
節
か
ら
一
六

〇
節
ま
で
の
記
述
も
ま
た
、
し
た
が
っ
て
ス
ト
ア
派
に
関
す
る
全
記
述
が
、

デ
ィ
オ
ク
レ
ス
の
著
作
を
逐
語
的
に
書
き
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
断
言

す
る
。（K

GW
II/1, 79f.

）
さ
ら
に
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
捧
げ
ら
れ
た
第
十
巻

も
ま
た
、
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
た
だ
一
人
に
負
っ
て
い
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。

（K
GW

II/1, 85f.

）
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
著
作
全
体
が
主
と
し
て
デ
ィ
オ

ク
レ
ス
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
議
論
へ
と
収
斂
す
る
の
で
あ
る
。

（K
GW

II/1, 127f.

）
か
か
る
推
論
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
、
上
記
の

如
く
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
惰
性
的
に
単
一
の
資
料
だ
け
を
延
々
と
写
し
続

け
る
写
字
生
だ
と
い
う
想
定
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
続
く
次
の
二
点
が
、

こ
の
想
定
の
補
強
と
な
る
。

　

第
二
に
、「
そ
の
学
識
が
間
接
的
で
あ
る
」
こ
と
。
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス

は
対
象
と
な
る
人
物
に
つ
い
て
自
分
で
は
そ
の
著
作
を
読
ま
ず
、
他
の
典

拠
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
代
替
し
て
い
る（

16
）。
そ
し
て
第
三
に
、
ラ
エ
ル

テ
ィ
オ
ス
は
「
意
図
的
に
誤
解
を
招
く
参
照
指
示
を
し
て
い
る
」。
ニ
ー

チ
ェ
に
拠
れ
ば
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
と
い
う
人
物
は
、
小
さ
な
盗
み
を
自

白
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
っ
と
大
き
な
盗
み
か
ら
目
を
逸
ら
さ
せ
よ
う
と

す
る
盗
人
に
他
な
ら
な
い（

17
）。

　

し
か
し
な
が
ら
第
四
に
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
「
つ
ね
に
眠
気
に
襲
わ

れ
て
い
る
」
状
態
に
あ
っ
た（

18
）。
盲
目
的
に
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
を
書
き
写
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
全
体
の
均
衡
を
破
る
ほ
ど
の
ス
ト
ア
派
の
記
述
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てQ
uellenforschung

に
於
け
る
議
論
の
形
式
と
成
果
は
脆
弱
な
も
の

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
が
先
ず
指
摘
す
る
の
は
こ
の
点
で
あ

る
。主

た
る
災
難
は
、
第
一
に
は
余
り
に
僅
か
で
、
第
二
に
は
余
り
よ
く
知

ら
れ
て
も
い
な
い
代
物
と
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
に
あ

る
。
我
々
の
場
合
で
言
え
ば
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
と
は
、
一
大
勢
力
と

な
っ
て
展
開
し
た
文
芸
流
派
の
う
ち
で
唯
一
、
完
全
な
形
で
伝
え
ら
れ

た
残
骸
な
の
で
あ
る
。
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
を
除
い
て
我
々
が
知
っ
て
い

る
の
は
、
そ
れ
も
大
抵
の
場
合
た
だ
彼
を
通
じ
て
の
み
知
っ
て
い
る
の

は
、
一
連
の
文
芸
史
家
の
名
前
だ
け
な
の
だ
。（K

GW
I/5, 96 

）

『
列
伝
』
と
い
う
唯
一
の
残
存
著
作
か
ら
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
と
想
定

さ
れ
る
豊
か
な
学
問
的
伝
統
に
つ
い
て
一
体
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
実
証
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
に
、
限
り
あ
る

現
存
資
料
か
ら
、
古
代
世
界
の
様
々
な
相
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を

確
定
で
き
る
と
い
う
の
か
。
証
拠
が
欠
け
て
い
る
以
上
、
帰
納
的
な
論
証

方
法
に
頼
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
し
、
普
遍
的
な
見
解
を
提
出
で
き
る
と
い

う
見
込
み
も
な
い
。
そ
れ
で
も
探
究
を
試
み
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
直

観
的
に
得
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
」（K

GW
I/5, 97 

）
で
あ
る
自
ら
の
仮
説
を

信
じ
て
対
象
に
取
り
組
む
よ
り
他
は
な
い
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
議
論
の

た
言
明
と
は
裏
腹
に
、
一
八
六
八
年
三
月
か
ら
一
八
六
九
年
五
月
の
あ
い

だ
に
書
か
れ
た
ノ
ー
ト
か
ら
窺
え
る
の
は
、
自
ら
の
学
問
的
営
為
に
対
す

る
懐
疑
の
吐
露
に
他
な
ら
な
い
。
学
界
に
公
認
さ
れ
、
自
身
も
用
い
て
い

た
そ
の
当
の
方
法
論
に
対
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
疑
義
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

三
　

ニ
ー
チ
ェ
は
自
ら
が
取
り
組
ん
で
い
る
仕
事
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

比
喩
を
以
て
綴
っ
て
い
る
。

目
の
前
に
は
ど
こ
ま
で
も
霞
の
か
か
っ
た
大
地
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ

し
て
我
々
は
、
恐
ら
く
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
と
い
う
感
情
を
抱
き
な
が

ら
、
そ
の
地
図
を
描
い
て
い
る
。
だ
が
、
期
待
や
確
信
を
得
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
の
だ
。（K

GW
I/5, 98 

）

　

こ
の
「
我
々
」
と
い
う
複
数
形
は
、
す
べ
て
の
文
献
学
者
た
ち
に
立
ち

は
だ
か
る
事
態
を
言
い
表
し
て
い
る
と
解
せ
よ
う
。
過
去
を
、
そ
れ
も
古

代
と
い
う
過
去
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
伴
う
困
難
と
は
何
よ
り
も
、
極
め

て
数
が
少
な
く
、
し
か
も
大
抵
の
場
合
は
不
正
確
で
不
完
全
な
資
料
を
通

じ
て
し
か
対
象
に
接
近
で
き
な
い
、
と
い
う
事
情
に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し



13　　ニーチェのディオゲネス・ラエルティオス論

対
す
る
評
価
は
飽
く
ま
で
他
の
仮
説
よ
り
も
よ
り
よ
く
説
明
で
き
る
、
と

い
う
弱
い
基
盤
に
依
拠
す
る
よ
り
他
な
く
、
単
な
る
可
能
性
を
脱
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
要
す
る
に
こ
の
分
野
に
於
い
て
は
」
と
ニ
ー

チ
ェ
は
言
う
、「
現
存
す
る
資
料
が
、
輪
か
ら
輪
へ
と
同
じ
力
強
さ
を
以

て
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
論
理
的
な
鎖
と
い
う
形
式
の
中
へ
注
ぎ

込
ま
れ
得
な
い
以
上
、
純
粋
に
論
理
的
な
道
筋
を
経
て
目
的
地
に
到
達
す

る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。」（K

GW
I/5, 97 

）

　

Q
uellenforschung

が
確
固
た
るQ

uelle

の
獲
得
に
到
達
す
る
こ
と

な
く
、
そ
の
結
論
は
結
局
の
と
こ
ろ
仮
説
的
な
憶
測
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
洞
察
に
、
ニ
ー
チ
ェ
は
身
を
以
て
逢
着
し
て
い
た
。
ニ
ー
チ

ェ
が
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
研
究
か
ら
得
た
の
は
、
古
代
の
哲
学
史
に
関
す
る

確
た
る
知
見
な
ど
で
は
な
く
、
自
ら
が
武
器
と
し
て
い
たQ

uellen-

forschung

と
い
う
十
九
世
紀
の
文
献
学
の
基
幹
を
為
し
て
い
た
方
法
論

が
、
い
か
に
恣
意
的
な
結
論
を
し
か
導
け
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い

う
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
以
降
こ
の
方
法
論
が
次
第
に
衰
退

し
て
い
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
の
懐
疑
は
一
つ
の
徴
候
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

　

証
明
も
反
駁
も
し
よ
う
が
な
い
以
上
、Q

uellenforschung

の
成
果

に
つ
い
て
は
そ
の
真
偽
を
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
余
り
に
恣
意
的

で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
が
で
き
る
の
み
で
あ
る（

22
）。
ニ
ー
チ
ェ
の
結
論
が

正
し
い
の
か
間
違
っ
て
い
る
の
か
を
判
定
で
き
る
地
平
は
存
在
し
な
い
。

形
式
は
仮
説
的
推
論abduction

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。（
実
際

ニ
ー
チ
ェ
の
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
論
は
、
か
く
か
く
の
仮
説
を
立
て
た
場
合
、

著
作
の
性
質
を
よ
り
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
趣
旨

と
な
っ
て
い
た
。）
し
た
が
っ
て
、
得
ら
れ
た
結
論
が
必
然
性
を
伴
う
こ

と
は
な
い
。
そ
こ
で
同
時
に
、
こ
れ
が
学
問
的
方
法
論
と
し
て
妥
当
で
あ

る
の
か
と
い
う
疑
念
も
つ
き
ま
と
う
。
と
り
わ
け
帰
納
主
義
的
思
考
に
支

え
ら
れ
た
実
証
主
義
を
奉
じ
る
自
然
科
学
者
か
ら
は
、
凡
そ
論
証
で
は
な

い
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
こ
で
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
に
試
み
ら
れ
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る

﹇
…
…
﹈
方
法
論
に
対
し
て
は
、
厳
格
に
教
育
を
受
け
た
今
日
の
自
然

科
学
者
や
数
学
者
た
ち
か
ら
根
本
的
な
反
発
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
方
法
論
の
最
も
一
般
的
な
形
式
の
要
点
は
、
同
時
に
こ
の
形
式
が
も

つ
弱
点
で
も
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
一
連
の
特
殊
な
現
象
を
一
挙
に
解

消
す
る
と
さ
れ
て
い
る
仮
説
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
一
つ
の
可
能
性
に
過

ぎ
ず
、
そ
の
排
他
性
と
拘
束
力
は
、
そ
れ
と
対
等
の
地
位
に
あ
る
い
か

な
る
可
能
性
も
見
落
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
立
証
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。（K

GW
I/5, 98 

）

　

ニ
ー
チ
ェ
自
身
か
く
の
如
く
認
識
し
て
い
た
よ
う
に
、Q

uellenforsc-

hung

の
成
果
は
精
密
な
吟
味
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
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展
度
と
完
成
度
を
計
る
実
証
主
義
の
風
潮
は
文
献
学
を
も
覆
い
、
歴
史

的
・
批
判
的
方
法（

26
）に
基
づ
い
た
知
識
の
獲
得
こ
そ
、
文
献
学
の
使
命
と

見
做
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
方
法
論
に
厳
密
に
則
っ
て
導
き

出
さ
れ
る
の
は
、
本
当
の
古
代
像
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
方
法
論
へ

の
懐
疑
と
と
も
に
提
起
さ
れ
た
、
ニ
ー
チ
ェ
の
問
い
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
資
料
に
は
内
容
の
豊
か
さ
も
信
憑
性
も
欠
け
て
い
る
。

現
存
し
て
い
る
の
は
、
余
り
に
僅
か
で
余
り
に
ぼ
や
け
た
絵
画
の
残
骸

で
あ
っ
て
、
確
信
を
以
て
修
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
人
は
敢
え
て
〔
修
復
を
〕
試
み
よ
う
と
す
る
。
す
る
と
最
終
的
に

見
え
て
く
る
の
は
、
そ
れ
が
原
画
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
人
自
身
の
手
に
よ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
拵
え
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。（K

GW
I/5, 96 

強
調

引
用
者
）

や
が
て
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
て
「
絶
対
的
で
あ
る
と
自
己
錯
覚
し
て
い
る

楽
観
主
義
」（K

GW
III/1, 113 

）
と
告
発
さ
れ
る
文
献
学
者
の
信
念
、
学

問
的
方
法
論
に
基
づ
け
ば
確
た
る
過
去
の
知
識
が
獲
得
さ
れ
る
と
す
る
、

文
献
学
を
支
配
し
て
い
た
信
念
へ
の
批
判
の
萌
芽
が
、
こ
の
一
節
か
ら
読

み
取
れ
よ
う
。
か
か
る
信
念
に
基
づ
け
ば
こ
そ
、Q

uellenforschung

は
可
能
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
学
問
的
方
法
が
他
の
ど
の
方
法
よ
り
も
優

れ
た
も
の
だ
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
学
問
的
な
手
続
き
だ
け
が
過
去

同
様
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
者
た
ち
の
主
張
が
正
し
い
の
か
間
違
っ
て
い

る
の
か
を
判
定
で
き
る
地
平
も
ま
た
存
在
し
な
い
。「
ニ
ー
チ
ェ
の
根
本

仮
説
が
既
に
反
駁
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
し
、
現
在
の
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ

ス
研
究
の
水
準
か
ら
し
て
、
反
駁
可
能
で
あ
る
の
か
ど
う
か
も
疑
わ
し

い
」（23
）と
は
、
バ
ー
ン
ズ
の
言
葉
で
あ
る
。

　

と
は
言
え
、
以
上
の
よ
う
な
あ
る
種
の
不
可
知
論
に
つ
い
て
は
、
文
献

学
に
於
い
て
も
既
に
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
た（

24
）。
過
去
の

不
可
知
性
を
い
か
に
克
服
す
る
か
、
と
い
う
課
題
に
答
え
る
形
で
方
法
論

が
精
緻
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

ニ
ー
チ
ェ
は
文
献
学
に
於
け
る
実
証
性
の
不
備
を
否
定
的
に
捉
え
る
こ
と

に
終
始
し
な
い
。
根
本
的
な
問
題
は
寧
ろ
、
こ
の
方
法
論
へ
の
態
度
に
こ

そ
見
出
さ
れ
る
。
様
々
な
制
約
に
も
拘
ら
ず
過
去
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲

得
し
よ
う
と
し
て
い
る
文
献
学
者
は
、
実
の
と
こ
ろ
一
体
何
を
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

四
　

あ
る
古
典
学
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
が
文
献
学
者
と
な
っ

た
十
九
世
紀
後
半
と
は
、「
一
面
的
に
方
法
を
誇
示
す
る
、
形
式
偏
重
の

操
業
状
態
と
結
び
付
い
た
停
滞
期
が
生
じ
」、「
純
粋
に
歴
史
的
な
意
図
に

終
始
し
て
い
た
」（25
）時
代
で
あ
っ
た
。
自
然
科
学
を
範
と
し
て
学
問
の
発
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こ
か
ら
の
伝
承
の
潮
流
は
因
果
関
係
を
有
し
、
そ
れ
が
実
際
に
存
在
し
た

こ
と
を
示
す
確
た
る
物
的
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
そ

の
因
果
関
係
が
示
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
学
問
的
有
効
性
を
保
証
す
る
、
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
因
果
関
係
を
構
築
す
る
た
め
に
極
め
て

強
い
理
論
負
荷
が
掛
か
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。Q

uellenforschung

は
同
一
性
の
確
証
を
源
泉
の
仮
構
へ
と
置
換
さ
せ
た
、
そ
し
て
そ
の
仮
構

さ
れ
た
源
泉
と
は
、
文
献
学
者
「
そ
の
人
自
身
の
手
に
よ
る
拵
え
も
の
」

な
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
、
ニ
ー
チ
ェ
が
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
に
対
す
るQ

uellen- 

forschung

の
試
み
を
経
て
辿
り
着
い
た
、
文
献
学
に
対
す
る
批
判
の
意

識
に
他
な
ら
な
い
。

　

学
問
上
の
所
信
を
表
明
す
る
に
相
応
し
い
就
任
講
演
と
い
う
場
で
ニ
ー

チ
ェ
が
同
じ
くQ

uellenforschung

の
対
象
で
あ
っ
た
「
ホ
メ
ロ
ス
問

題
」
を
論
じ
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
講
演
で
ニ
ー
チ
ェ

はQ
uellenforschung

へ
の
懐
疑
を
公
言
す
る
に
至
り
、
こ
の
方
法
論

へ
の
信
仰
を
捨
て
な
い
文
献
学
者
に
対
し
て
「
原
初
の
完
全
な
構
想
を
追

い
求
め
て
い
る
者
た
ち
は
、
ひ
と
つ
の
幻
影
を
追
い
求
め
て
い
る
」

（K
GW

II/1, 265 

）
と
、
冷
徹
に
宣
告
す
る（

28
）。
い
わ
ゆ
る
「
分
析
派
」

と
呼
ば
れ
る
人
々
の
主
張
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
自
ら
が
ホ
メ
ロ
ス
の
も

と
で
見
出
し
た
い
と
望
ん
だ
も
の
の
先
取
り

―
「
そ
の
人
自
身
の
手
に

よ
る
拵
え
も
の
」

―
で
し
か
な
い
。
か
か
る
要
求
を
掲
げ
て
過
去
の
テ

ク
ス
ト
に
目
を
向
け
る
者
は
、
実
質
的
に
は
探
求
す
べ
き
も
の
を
何
ら
有

の
知
識
に
到
達
す
る
た
め
の
唯
一
の
方
途
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
古
代
の
姿
は
方
法
論
に
適
う
よ
う
変
形
さ
れ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
の
だ
。

　

事
実
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
人
物
像
に
関
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
想
定
は

Q
uellenforschung

か
ら
の
要
請
に
他
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
ニ

ー
チ
ェ
が
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
に
帰
属
さ
せ
た
四
つ
の
特
徴
は
す
べ
て
、
こ

の
方
法
論
に
適
う
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
一
の
「
怠
惰

な
書
き
手
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
系
図
を
立
て
る
こ
と
の
困

難
は
、
そ
こ
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
可
能
性
の
あ
る
作
品
の
数
が
多
け
れ
ば

多
い
ほ
ど
格
段
に
増
し
て
行
く
た
め
に
、
手
許
に
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る

資
料
は
出
来
る
限
り
少
な
い
数
で
あ
る
方
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
た
、

と
い
う
文
献
学
上
の
要
請
を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
第
四
の
「
眠
気
に
襲

わ
れ
て
い
た
」
と
い
う
想
定
の
裏
側
に
は
、
盲
目
的
な
伝
承
は
、
源
泉
資

料
か
ら
派
生
資
料
へ
の
系
統
関
係
を
透
明
で
確
実
な
も
の
と
す
る
、
と
い

う
認
識
が
あ
る
。
さ
ら
に
第
二
、
第
三
の
点
に
よ
っ
て
、
当
該
作
品
に
内

包
さ
れ
て
い
る
ど
の
情
報
も
唯
一
の
直
接
的
な
典
拠
に
し
か
基
づ
か
な
い
、

と
い
う
推
定
が
確
実
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
た（

27
）。

　

要
す
る
に
ニ
ー
チ
ェ
の
想
定
は
経
験
的
な
い
し
論
理
的
に
確
立
さ
れ
た

古
代
観
を
根
拠
に
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
こ
れ
ら
の
想
定
が
認
め

ら
れ
て
は
じ
め
て
学
問
的
手
続
き
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う
事
情
に
基
づ

い
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
文
献
学
で
は
、
仮
構
さ
れ
た
源
泉
及
び
そ
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五
　

か
く
し
て
、
以
降
の
ニ
ー
チ
ェ
の
思
索
は
「
我
々
に
と
っ
て
学
問
と
は

何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
を
巡
っ
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ

の
深
化
の
一
つ
に
は
、
か
つ
て
自
ら
を
苛
ん
だ
恣
意
性
即
ち
客
観
性
の
不

備
と
い
う
問
題
に
関
し
て
「
実
証
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
哲
学
的
思
索
が

な
お
価
値
を
も
つ
、
そ
れ
も
大
抵
の
場
合
、
学
問
的
命
題
よ
り
も
多
く
の

価
値
を
も
つ
」（K

GW
III/4, 32 

）
と
し
て
、
積
極
的
に
評
価
す
る
点
が

挙
げ
ら
れ
よ
う
。
仮
説
的
方
法
に
否
定
的
な
実
証
主
義
的
学
問
観
に
対
し
、

ニ
ー
チ
ェ
は
こ
う
答
え
る
。
学
問
か
ら
分
離
さ
れ
得
る
哲
学
が
存
在
し
な

い
よ
う
に
、
哲
学
か
ら
分
離
さ
れ
得
る
学
問
も
ま
た
存
在
し
な
い
の
だ
、

と
。
後
年
の
講
義
録
を
引
用
し
よ
う
。

歴
史
的
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
定
の
事
柄
を
、
哲
学
的
な
前

提
の
も
と
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
前
提
の
高

さ
が
歴
史
的
な
理
解
の
価
値
を
決
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
一
つ
の
事
柄
は

無
限
定
な
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
完
全
に
再
現
さ
れ
得
な
い
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。（K

GW
II/3, 344 

）（29
）

謂
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
を
金

し
て
い
な
い
、
そ
の
と
き
過
去
は
つ
ね
に
自
ら
が
望
む
も
の
を
映
し
出
す

鏡
像
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
、

ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
論
で
陥
っ
て
い
た
傾
向
に
他
な
ら
な

い
。
方
法
論
に
適
う
形
で
立
て
た
仮
説
を
古
代
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
は
、

現
在
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
人
間
像
を
そ
の
ま
ま
古
代
に
当
て
嵌
め
る
こ

と
に
繫
が
り
、
時
代
的
・
地
理
的
・
文
化
的
な
差
異
が
捨
象
さ
れ
、
往
々

に
し
て
古
代
の
実
体
と
い
う
も
の
が
阻
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
自

覚
を
以
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
就
任
講
演
の
掉
尾
を
「
か
つ
て
文
献
学
で
あ
っ

た
も
の
は
、
い
ま
や
哲
学
と
な
っ
た
」
即
ち
「
凡
そ
あ
ら
ゆ
る
文
献
学
的

営
為
は
一
個
の
哲
学
的
世
界
観
に
よ
っ
て
取
り
巻
か
れ
垣
を
巡
ら
さ
ね
ば

な
ら
な
い
」（K

GW
II/1, 268 

）
と
い
う
言
葉
で
飾
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
の
「
哲
学
」
は
、
以
上
の
考
察
に
則
し
て
言
え
ば
、
文
献
学
と
い

う
学
問
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
の
、
過
去
に
関
す
る
人
間
の
認
識
の
成
立

根
拠
を
問
い
質
す
こ
と
の
謂
い
と
な
る
だ
ろ
う
。
や
が
て
明
言
す
る
よ
う

に
、
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
文
献
学
と
は
「
我
々
の
時
代
の
な
か
で
反
時
代

的
に

―
時
代
に
逆
ら
い
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
代
の
た
め
に
、

望
む
ら
く
は
来
る
べ
き
時
代
の
た
め
に

―
作
用
す
る
と
い
う
意
味
」

（K
GW

III/1, 243 

）
を
担
う
学
問
で
あ
っ
た
。
就
任
講
演
で
掲
げ
ら
れ
た

「
哲
学
」
と
は
、
文
献
学
を
駆
動
さ
せ
て
い
た
信
念
を
相
対
化
し
、「
時
代

に
作
用
す
る
」
と
い
う
任
務
を
果
た
す
べ
く
提
唱
さ
れ
た
、
反
省
的
思
考

だ
っ
た
の
で
あ
る
。



17　　ニーチェのディオゲネス・ラエルティオス論

安
心
感
と
信
頼
と
一
貫
性
と
を
持
っ
て
生
き
る
の
で
あ
る
。

（K
GW

III/2, 377 

）

　

こ
こ
で
は
「
哲
学
」
で
は
な
く
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
重
要
な
の
は
語
の
選
択
で
は
な
い
。
過
去
と
現
在
と
の
あ

い
だ
に
存
在
す
る
異
質
性
、「
不
協
和
音
」（K

GW
III/1, 151 

）
を
鳴
り

響
か
せ
、
過
去
と
現
在
と
の
あ
い
だ
に
動
態
的
な
流
動
性
を
生
み
出
す
た

め
の
、
学
問
の
相
対
化
こ
そ
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
や
が
て
文
献
学
界
と

の
決
定
的
な
訣
別
を
齎
す
こ
と
に
な
る
『
悲
劇
の
誕
生
』
も
、
合
理
主
義

一
辺
倒
の
「
野
蛮
」
が
蔓
延
る
学
問
へ
の
反
動
の
余
り
、
そ
の
対
極
に
あ

る
徹
底
し
た
非
合
理
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
憾
み
が
あ
る
と
は
い
え
、

過
去
と
現
在
の
あ
い
だ
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
閉
じ
た
価
値
の
循
環
構
造
に

対
す
る
批
判
の
視
点
に
貫
か
れ
て
い
る
の
は
疑
い
得
な
い
。
こ
の
読
み
は
、

『
悲
劇
の
誕
生
』
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
の
復
興
を
唱
え
る
反
理

性
主
義
者
ニ
ー
チ
ェ
で
は
な
く
、
学
問
の
哲
学
者
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
を

見
出
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
は
も
は
や
そ
の
た
め
の
場
で

は
な
い
。

結
　

本
稿
は
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
典
拠
問
題
と
い
う
文
献
学
者
と
し
て
の

科
玉
条
の
如
く
掲
げ
る
当
代
の
文
献
学
が
要
求
し
て
い
る
よ
う
な
、
恣
意

的
な
取
捨
選
択
や
予
断
を
排
除
し
た
事
実
の
観
察
や
記
録
と
い
う
の
は
、

幻
想
で
は
な
い
か
。「
一
つ
の
事
柄
は
無
限
定
な
も
の
で
」
あ
っ
て
、
そ

れ
が
過
去
の
事
実
と
し
て
の
意
味
な
い
し
価
値
を
も
つ
も
の
と
な
る
の
は
、

そ
れ
に
対
峙
す
る
現
代
の
我
々
が
そ
の
事
柄
に
視
線
を
向
け
、
そ
の
事
柄

の
う
ち
に
把
握
せ
ん
と
思
う
意
味
な
い
し
価
値
を
読
み
取
る
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。
文
献
学
者
が
自
身
の
関
心
に
基
づ
い
て
事
実
に
意
味
を
付
与
す

る
の
で
あ
る
。
文
献
学
者
が
、
い
や
一
般
に
学
問
に
従
事
し
て
い
る
者
が

「
描
く
世
界
像
は
、
主
観
的
な
世
界
像
と
本
質
的
に
何
ら
違
う
と
こ
ろ
は

な
い
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
我
々
の
意
味
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。」

（K
GW

V
III/3, 162 

）
学
問
的
な
世
界
構
成
と
は
、
芸
術
的
な
世
界
構
成

と
同
様
、
人
間
の
主
観
的
な
創
造
の
一
形
態
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

方
法
論
に
対
す
る
信
仰

―
こ
れ
も
ま
た
一
個
の
哲
学
だ
ろ
う

―
と
は
、

か
か
る
認
識
の
限
界
に
対
す
る
無
意
識
的
な
防
禦
策
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
結
果
、
自
己
充
足
し
た
現
状
を
肯
定
す
る
ば
か
り
の
「
現
世
的
な
協

和
音
」（K

GW
III/1, 111 

）
を
し
か
生
み
出
せ
な
い
な
ら
ば
、
文
献
学
が

「
時
代
に
作
用
す
る
」
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
次
の
こ
と
が
自
覚
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

人
間
は
自
ら
が
主
観
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
れ
も
芸
術
的
に
創
造
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

主

観
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
於
い
て
、
幾
許
か
の
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て
い
た
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
「
哲
学
」
と
は
、
こ
の
事
態
を
暴

露
し
、
学
問
的
営
為
の
成
立
根
拠
を
改
め
て
想
起
さ
せ
る
、
反
省
的
思
索

で
あ
っ
た
。「
何
の
た
め
の
学
問
か
」
と
い
う
問
い
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
文
献
学
は
、
方
法
論
の
過
度
な
尊
重
が
本
当
に
真
理
追
求
を
意
味
す

る
の
か
と
い
う
問
い
を
、
そ
し
て
こ
の
問
い
と
並
ん
で
、
方
法
論
を
尊
重

す
る
こ
と
の
意
味
、
後
年
の
表
現
で
言
え
ば
そ
の
生
に
と
っ
て
の
価
値
を
、

問
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
学
問
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
学
問
を
使
い
こ
な
す

0

0

0

0

0

こ
と

0

0

で
あ
る
。
つ
ま
り
学
問
は
そ
の
目
標
や
方
法
の
あ
ら
ゆ
る
点
に
於

い
て
ど
こ
ま
で
も
哲
学
的
な
見
解
に
依
存
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
こ
と

0

0

0

0

を
容
易
に
忘
れ
て
し
ま
う
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
学
問
を
使
い
こ
な
す
哲
学
は
し
か
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

学
問
は
い
か
な
る
程
度
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と0

い
う
問
題
に
も
思
慮
を
巡
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
哲
学
は
価
値
を
定
め

0

0

0

0

0

0

0

0

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（K
GW

III/4, 12 

）

専
門
的
な
仕
事
を
通
じ
て
ニ
ー
チ
ェ
が
文
献
学
に
「
哲
学
」
を
要
請
す
る

に
至
っ
た
、
そ
の
次
第
を
示
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
「
哲
学
」
は
文
献
学
を
棄
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
の
で

は
な
く
、
文
献
学
に
内
在
し
続
け
た
か
ら
こ
そ
、
ニ
ー
チ
ェ
は
文
献
学
に

「
哲
学
」
を
要
請
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

ニ
ー
チ
ェ
に
拠
れ
ば
、
自
ら
の
仕
事
を
も
含
め
て
、
文
献
学
は
凝
り
固

ま
っ
た
現
在
と
過
去
の
循
環
構
造
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う

な
現
状
を
呈
す
る
文
献
学
に
対
し
、
自
ら
を
拘
束
し
て
い
る
方
法
論
絶
対

主
義
の
馬
勒
を
外
す
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
異
議
を
唱
え

て
い
る
の
は
学
問
そ
れ
自
体
に
対
し
て
で
は
な
く
、
学
問
が
呈
示
し
得
る

の
は
過
去
に
関
す
る
修
正
可
能
な
記
述
の
一
部
で
あ
っ
て
、
つ
ね
に
真
で

あ
る
と
い
う
保
証
を
与
え
て
く
れ
る
地
平
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と

を
認
め
な
い
学
問
的
態
度
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
方
法
論
に
対
す
る
信
仰

は
、
認
識
の
限
界
に
対
す
る
正
当
防
衛
と
な
っ
て
い
た
。
か
く
し
て
、
文

献
学
も
ま
た
一
つ
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
忘
却
さ
れ
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本
稿
で
使
用
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
文
献
は
以
下
の
全
集
版
に
拠
る
。

BA
W

＝Friedrich N
ietzsche, W

erke, H
istorisch-kritische G

esam
taus-

gabe, hrsg. von. H
ans Joachim

 M
ette, K

arl Schlechta und Carl 
K

och, W
erke in 5 Bde., M

ünchen: C. H
. Beck 1933f.

K
GW

＝Friedrich N
ietzsche, W

erke, K
ritische G

esam
tausgabe, hrsg. 

von Giorgio Colli und M
azzino M

ontinari, Berlin⊘N
ew

 Y
ork: W

al-
ter de Gruyter 1969︲.

引
照
の
際
に
は
拙
訳
を
用
い
、
各
全
集
の
略
号
と
巻
数
、
該
当
箇
所
の
頁
数
を

本
文
中
に
記
す
。﹇　

﹈
は
省
略
を
、〔　

〕
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
を
そ
れ
ぞ

れ
示
し
て
い
る
。
強
調
は
断
ら
な
い
限
り
原
著
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

略
号

（
1
）
例
え
ば
湯
浅
弘
「
ニ
ー
チ
ェ
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
文
化
」、『
川
村
学
園
女
子

大
学
研
究
紀
要
』
第
二
〇
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）、
五
五
頁
。

（
2
）
村
井
則
夫
『
ニ
ー
チ
ェ　

仮
象
の
文
献
学
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
五
年
、

四
三
頁
以
下
。

（
3
）
同
書
、
五
四
―
五
九
頁
。

（
4
）
西
尾
幹
二
『
ニ
ー
チ
ェ
』
第
二
部
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
、
五
三

頁
。

（
5
）
同
書
、
一
五
八
―
一
五
九
頁
。

（
6
）
通
常Q
uellenforschung

と
い
う
語
は
「
出
典
研
究
」
と
訳
さ
れ
る
が
、

文
献
学
に
於
い
て
は
単
な
る
「
出
典
研
究
」
以
上
の
意
味
が
込
め
ら
れ
、

十
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
興
隆
し
た
一
つ
の
方
法
論
を

指
す
固
有
名
詞
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
訳
出
す
る
こ

と
を
控
え
、
原
語
の
ま
ま
表
記
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
7
）Fr. A

. W
olf, Prolegom

ena ad H
om

erum
: sive, de operum

 
H

om
ericorum

 prisca et genuine form
a variisque m

utationibus 
et probabili ratione em

endandi 

（1795

）, Cam
bridge U

niversity 
Press, Cam

bridge, 2014., X
X

X
III.

以
下
本
書
か
ら
の
引
照
に
際
し

て
は
章
番
号
の
指
示
に
留
め
る
。

（
8
）Ibid., X

I.
（
9
）
以
上
の
定
義
づ
け
に
当
っ
て
はGlenn W

. M
ost, 

“Quellenforschung

”, 
in: Rens Bod, Jaap M

aat and T
hijis W

eststejin 

（eds.

）, T
he 

M
aking of the M

odern H
um

anities III, A
m

sterdam
: A

m
ster-

dam
 U

niversity Press 2014, p.207, 212

の
記
述
を
参
考
に
し
た
。

（
10
）
文
献
学
史
上
の
背
景
に
つ
い
て
は
、『
列
伝
』
の
訳
者
で
あ
る
加
来
明
俊

註
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に
よ
る
解
説
も
参
考
に
な
る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
『
ギ

リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』
下
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
三
六
六
頁
以
下
。

（
11
）
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
は
マ
グ
ネ
シ
ア
の
出
身
と
さ
れ
る
人
物
で
、
そ
の
生
涯
に

つ
い
て
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ペ
リ
パ
ト
ス
派
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
派
の
流
れ
に
棹
さ
し
て
『
哲
学
者
伝
』
と
『
哲
学
者
総
覧
』
を
書
い
た

こ
と
が
、
他
な
ら
ぬ
『
列
伝
』
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ

は
こ
の
人
物
が
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
信
奉
者
で
あ
り
、
そ
の
最
盛
期
は
紀
元
後

一
世
紀
初
頭
で
あ
る
と
見
て
い
た
。（K

GW
II⊘1, 87f.

）

（
12
）
詳
細
な
解
説
と
し
て
はM

arcello 
Gigante, 

“Nietzsche 
und 

D
io-

genes Laertius

”, in: T
ilm

an Borsche et al. 

（eds.

）, , Centauren-
G

eburtenʼ: W
issenschaft, K

unst, und Philosophie beim
 jungen 

N
ietzsche, Berlin: W

alter de Gruyter 1994, S. 3︲16

特
にS. 7︲13

を
参
照
。
こ
こ
で
はJonathan Barnes, 
“Nietzsche and D

iogenes 
Laertius

”. in: A
nthony K

. Jensen and H
elm

ut H
eit 

（eds.

）, 
N

ietzsche as a Scholar of A
ntiquity, London: Bloom

sbury 2014, 
p.119

を
参
考
に
し
た
。

（
13
）「
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
源
泉
資
料
に
関
す
る
こ
の
研
究
全
体
を
、
我
々
は

あ
る
確
実
な
考
察
を
出
発
点
と
し
て
開
始
し
た
が
、
も
し
こ
れ
が

﹇
…
…
﹈
否
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
の
仕
事
は
直
ち
に
無
益
な
も
の
と

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
写
字
生scriptor

ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
に

下
し
た
判
断
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
恐
れ
る
必
要
は

な
い
」（K

GW
II⊘1, 131

）

（
14
）
以
下
の
点
に
つ
い
て
はGlenn W

. M
ost et T

hom
as Fries, 

“Die 
Q

uellen von N
ietzsches Rhetorik V

orlesung

”, in: , Centauren-
G

eburtenʼ, op. cit., S. 30︲31

に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（
15
）「
そ
し
て
そ
の
〔
ス
ト
ア
派
の
〕
倫
理
学
と
自
然
学
の
言
明
は
、〔
デ
ィ
オ

ク
レ
ス
の
著
作
に
も
記
載
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
が
〕
ラ
エ
ル
テ
ィ

オ
ス
に
於
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
れ
ら
が

同
じ
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
か
ら
借
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
た
ら
、
ど
う

し
た
も
の
だ
ろ
う
か
？
﹇
…
…
﹈
そ
れ
と
も
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
今

ま
で
利
用
し
尽
く
し
て
き
た
資
料
を
、
何
ら
の
理
由
も
な
く
投
げ
捨
て
た

の
だ
、
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
？
」（K

GW
II⊘1, 79

）

（
16
）「
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
い
か
に
し
て
そ
の
よ
う
に
〔
哲
学
史
の
手
引
書
か

ら
抜
き
書
き
〕
し
た
の
か
、
と
い
う
そ
の
や
り
口
は
否
応
な
く
、
我
々
に

彼
の
道
徳
的
な
性
格
を
表
明
し
て
し
ま
う
。
文
学
的
な
財
産
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
彼
は
﹇
…
…
﹈
何
の
考
え
も
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
邪
で
不

純
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
。
彼
は
、
多
く
の
引
用
は
学
識
の
証
明
で
あ
る
、

と
い
う
考
え
を
殆
ど
す
べ
て
の
学
者
た
ち
と
共
有
し
て
い
た
し
、
ま
た
多

く
の
学
者
た
ち
と
同
様
、
引
用
を
書
き
写
す
の
は
許
さ
れ
る
こ
と
だ
、
と

考
え
て
い
た
。
自
ら
の
学
識
に
読
者
が
驚
嘆
す
る
こ
と
に
彼
は
満
足
を
覚

え
て
い
た
。
彼
が
惜
し
み
な
く
そ
こ
か
し
こ
に
引
用
を
ま
き
散
ら
し
た
こ

と
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
」（BA

W
4, 

219

）、「
哲
学
者
た
ち
の
歴
史
を

編
纂
す
る
に
当
っ
て
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
自
分
自
身
で
源
泉
と
根
源
と
に

向
か
っ
て
遡
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
、
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど

な
い
」（K

GW
II⊘1, 131

）

（
17
）「
よ
り
確
実
な
こ
と
と
し
て
言
え
る
の
は
、
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
三
十
八

節
か
ら
一
六
七
節
に
至
る
長
い
叙
述
を
一
人
の
著
作
家
か
ら
抜
粋
し
た
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
例
外
が
あ
る
と
し
て
も
若
干
の
短
い
箇
所
に
限
ら
れ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
こ
の
こ
と
を

明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
彼
は
他
人
の
知
識
を
盗
む
者
が
常
と
す
る
よ

う
に
、
狡
猾
に
も
一
度
か
二
度
デ
ィ
オ
ク
レ
ス
を
証
人
と
し
て
召
喚
し
て

い
る
の
で
、
読
者
は
彼
が
多
く
の
資
料
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
デ
ィ
オ
ク

レ
ス
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
誤
解
に
誘
わ
れ
る
の
だ
」

（K
GW

II⊘1, 84
）
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（
18
）「
さ
て
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は
こ
こ
で
も
ま
た
、
例
の
如
く
眠
気
に
襲
わ
れ

な
が
ら
筆
者
し
て
い
た
た
め
に
、
あ
る
特
定
の
人
物
に
言
及
す
る
デ
ィ
オ

ク
レ
ス
の
こ
の
言
葉
を
自
ら
の
書
物
に
、
躊
躇
う
こ
と
も
な
く
写
し
入
れ

た
の
で
あ
っ
た
」（K

GW
II⊘1, 89

）

（
19
）V

gl. Barnes, op. cit., p.123f.

（
20
）V

gl. Gigante, op. cit., S.7.

（
21
）V

gl. U
lrich von W

ilam
ow

itz-M
oellendorff, 

“Zukunfsphilologie! 
eine erw

idrung auf Friedrich N
ietzsches, , geburt der tragödie

”, 
Berlin: Gebrüder Borntraeger 1872.

（
22
）M

ost, op. cit., p.215.

（
23
）Barnes, op. cit., p.128.

（
24
）『
ホ
メ
ロ
ス
序
説
』
で
実
証
さ
れ
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、
ホ
メ
ロ
ス
の

標
準
的
テ
ク
ス
ト
は
原
初
の
姿
と
殆
ど
一
致
せ
ず
、
現
代
で
は
古
代
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
編
纂
さ
れ
た
形
態
を
復
元
す
る
こ
と
が
限
界
で
あ
り
、

伝
承
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
ど
の
部
分
が
「
原
ホ
メ
ロ
ス
」
に
ま
で
遡
る
の

か
精
確
に
知
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ヴ
ォ
ル
フ

は
し
か
し
、
ホ
メ
ロ
ス
の
復
元
と
い
う
望
み
を
棄
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

就
任
講
演
で
ニ
ー
チ
ェ
が
問
題
に
す
る
の
は
「
原
ホ
メ
ロ
ス
」
に
到
達
可

能
で
あ
る
と
す
る
ヴ
ォ
ル
フ
の
信
念
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
意
識
は
本
稿

で
参
照
し
て
い
る
遺
稿
と
通
底
し
て
い
る
。

（
25
）W

erner 
Jaeger, 

“Ulrich 
von 

W
ilam

ow
itz-M

ollendorff

”, in: 
H

um
anistische R

eden und V
orträge, Berlin: W

alter de gruyter 
1960, S. 216.

（
26
）
そ
の
理
念
に
つ
い
て
はU

lrich von W
ilam

ow
itz-M

oellendorff, op. 
cit., S. 8

を
参
照
。

（
27
）Q

uellenforschung

に
よ
る
系
図
構
築
はrecensio

と
同
様
、
い
わ
ゆ

る
「
水
平
の
伝
承contam

ination

」
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合

に
の
み
可
能
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。V

gl. Leighton D
. Reynolds et 

N
igel G. W

ilson, Scribes and Scholars: A
 G

uide to the T
rans-

m
ission of G

reek and Latin Literatur, London: O
xford U

niver-
sity Press 

（4
thed.

） 2013, p.241.

（
28
）「
原
初
の
完
全
な
構
想
」
と
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
が
確
定
し
得
る
と
し
た
「
原

ホ
メ
ロ
ス
」
の
「
技
巧
と
構
想
」（W

olf, op. cit., X
X

X
I.

）
の
謂
い
に

他
な
ら
な
い
。

（
29
）Großoktav

版
全
集
十
七
巻
三
二
九
頁
に
従
いʼein 

völlig 
Repro-

duzirbaresʼ

で
は
な
くʼnie völlig Reproduzirbaresʼ

と
読
む
。

 

（
あ
ず
ま
や　

ゆ
う
き
／
博
士
後
期
課
程
）


