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Ｌ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
反
哲
学
的
断
章
』
は
彼
の
日
記
、
覚
え
書
き
か
ら
集
め
ら
れ
た
警
句
集
の
よ
う
な
本
だ
が
、
彼
の

い
わ
ゆ
る
哲
学
的
業
績
の
背
景
に
あ
る
肉
声
が
近
い
と
こ
ろ
か
ら
響
い
て
く
る
よ
う
に
思
え
て
、
昔
か
ら
折
に
ふ
れ
ぼ
ん
や
り
頁
を
く
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

そ
の
中
に
は
た
と
え
ば
、「
ま
ち
が
っ
た
思
想
で
も
、
大
胆
に
そ
し
て
明
晰
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん

な
収
穫
と
い
え
る
」「
き
み
は
新
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
だ
が
そ
れ
は
ま
っ
た
く
古
い
こ
と
で
し
か
な
い
。／
た
し
か
に
き
み

は
、
古
い
こ
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
―
―
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
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、
そ
れ
は
ど
こ
か
新
し
い
の
だ
」
な
ど
と
い
う

言
葉
が
あ
り
、
彼
の
よ
う
な
人
で
も
（
だ
か
ら
こ
そ
？
）、
そ
ん
な
風
に
自
分
を
鼓
舞
し
な
が
ら
仕
事
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

こ
の
種
の
考
え
方
に
静
か
に
励
ま
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
自
分
も
ま
た
、
自
分
の
考
え
を
言
葉
に
し
て
人
目
に
触
れ
る
と
こ
ろ
に

お
く
な
ど
と
い
う
こ
と
を
し
て
こ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
自
分
は
と
ん
で
も
な
い
勘
違
い
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
す
で
に
語
り
尽
く

さ
れ
た
こ
と
を
な
ぞ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
た
び
に
凍
り
つ
き
そ
う
に
な
る
手
を
ほ
ぐ
し
て
く
れ
た
の
は
、
古

び
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
間
違
っ
た
こ
と
も
、
あ
る
徹
底
性
を
も
っ
て
―
―
そ
れ
自
体
が
筋
の
通
っ
た
遺
漏
の
な
い
仕
方
で
、
あ
る
い
は
腹

蔵
の
な
い
誠
実
さ
を
も
っ
て
―
―
語
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ど
こ
か
で
「
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
収
穫
」
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
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い
う
希
望
だ
っ
た
。

　

今
回
、
自
分
の
過
去
の
業
績
を
一
冊
に
ま
と
め
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
提
案
を
い
た
だ
い
た
と
き
、
か
ろ
う
じ
て
背
中
を
押
し
て
く
れ

た
の
も
こ
の
種
の
考
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
法
の
支
配
」
に
せ
よ
「
遵
法
責
務
」
に
せ
よ
、
何
千
年
も
の
文
明
史
を
背
負
っ
た
課
題
で

あ
り
、
も
は
や
こ
れ
に
関
す
る
め
ぼ
し
い
問
い
は
問
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
ま
た
自
分
ほ
ど
の
者
が
こ
れ
に
つ
い
て
目
新
し
い
こ

と
を
述
べ
よ
う
と
す
れ
ば
、
稚
拙
な
誤
謬
を
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
い
ま
気
が
か
り
な
の
は
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
の
正
し
さ
で
も
な
け
れ
ば
新
規
さ
で
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
盲
点
、
い
び
つ
さ
が
ご
ま
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
大
胆
に
そ
し
て
明
晰

に
表
現
さ
れ
て
い
る
」
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
の
十
分
な
検
証
は
自
分
一
人
の
手
に
は
余
る
。
こ
こ
に
読
者
諸
賢

の
き
び
し
い
批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

　

今
回
昔
の
原
稿
に
目
を
通
し
て
最
初
に
感
じ
た
の
は
、
ど
う
や
ら
自
分
は
相
当
無
理
の
あ
る
問
題
の
立
て
方
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
の
支
配
論
に
せ
よ
遵
法
責
務
論
に
せ
よ
、
そ
の
関
心
の
核
に
は
「
法
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
控
え
て

い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
た
だ
私
の
場
合
、
そ
の
問
い
が
つ
ね
に
「（
ど
ん
な
）
人
に
と
っ
て
法
と
は
何
か
」
と
い
う
変
数
の
二
つ
あ
る

問
い
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　

法
体
系
の
正
統
性
要
件
の
一
つ
と
し
て
の
法
の
支
配
原
理
が
そ
れ
に
服
す
る
側
の
ど
ん
な
願
望
、
希
求
に
根
ざ
し
て
い
る
の
か
を
見
極

め
よ
う
と
し
た
「
法
の
支
配
を
支
え
る
も
の
」、「
権
威
の
非
対
称
性
」
概
念
を
手
が
か
り
に
法
の
正
統
性
と
権
威
性
と
の
間
の
裂
け
目
を

と
ら
え
よ
う
と
し
た
「
制
度
の
な
か
で
生
き
る
と
は
ど
の
よ
う
な
経
験
か
」、
そ
し
て
法
遵
守
、
法
尊
重
の
条
件
が
、
法
の
満
た
す
べ
き

諸
々
の
条
件
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
服
す
る
側
の
個
人
や
社
会
が
抱
え
て
い
る
事
情
、
お
か
れ
て
い
る
条
件
に
も
依
存
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
か
ら
模
索
を
始
め
た
い
く
つ
か
の
遵
法
責
務
論
は
、
す
べ
て
こ
の
「
Ｘ
に
と
っ
て
Ｙ
と
は
何
か
」
と
い
う
ひ
と

息
に
は
答
え
よ
う
の
な
い
問
い
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
法
と
い
う
も
の
の
存
在
が
「
人
間
性
と
い
う
歪
ん
だ
材
木
」
を
写



v

はしがき

し
と
る
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
が
、
そ
の
歪
み
の
内
実
を
個
別
性
と
普
遍
性
の
両
面
に
わ
た
っ
て
繰
り
込
み

な
が
ら
法
理
学
的
な
問
い
に
向
か
っ
て
み
た
い
、
と
い
う
の
は
い
ま
か
ら
思
う
と
い
さ
さ
か
無
茶
な
企
て
だ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

自
分
が
取
り
組
ん
で
い
る
問
題
が
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
自
覚
が
当
時
に
あ
れ
ば
、
課
題
を
小
さ
く
切
り
分
け

て
こ
れ
に
の
ぞ
む
な
り
、
別
の
手
立
て
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
い
ま
と
な
っ
て
は
後
の
祭
り
で
あ
る
。
破
綻
を
き
た
し
た
も
の
、

未
完
の
ま
ま
頓
挫
し
た
も
の
を
、
い
ま
は
そ
の
ま
ま
に
世
に
問
い
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
自
分
の
問
い
を
立
て
直
し
て
い
く
ほ
か
な
い

だ
ろ
う
。
現
在
の
私
の
能
力
そ
の
他
の
事
情
も
あ
る
が
、
す
べ
て
の
文
章
に
つ
き
ほ
ぼ
初
出
の
ま
ま
掲
載
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
次
第
か

ら
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
新
た
な
研
究
の
成
果
を
繰
り
込
め
な
か
っ
た
の
も
、
同
様
の
事
情
か
ら
で
あ
る
。

　

本
書
に
収
め
ら
れ
た
文
章
が
公
表
さ
れ
た
の
ち
に
、
法
の
支
配
論
、
遵
法
責
務
論
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
多
く
の
重
要
な
研
究
が
公
刊

さ
れ
た
。
そ
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
田
中
成
明
先
生
の
『
法
の
支
配
と
実
践
理
性
の
制
度
化
』（
有
斐
閣
、
二
〇

一
八
年
）、
井
上
達
夫
先
生
の
『
法
と
い
う
企
て
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
と
『
立
憲
主
義
と
い
う
企
て
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
九
年
）、
瀧
川
裕
英
先
生
の
『
国
家
の
哲
学　

政
治
的
責
務
か
ら
地
球
共
和
国
へ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）、
横
濱
竜
也

先
生
の
『
遵
法
責
務
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
だ
け
は
、
こ
こ
に
そ
の
名
を
記
し
て
感
謝
を
伝
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
私
に

と
っ
て
は
い
ず
れ
も
、
自
分
の
怠
惰
と
無
能
、
視
野
の
偏
り
と
歪
み
を
き
び
し
く
思
い
知
ら
せ
て
く
れ
た
著
作
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
学
ん

だ
こ
と
が
、
こ
の
先
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
自
分
の
模
索
の
過
程
を
全
面
的
に
見
直
す
よ
う
う
な
が
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
は
真
っ
先
に

認
め
た
い
と
思
う
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
後
に
私
を
教
え
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
の
名
を
挙
げ
て
謝
辞
を
述
べ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
第
一
に
そ
の
数

が
あ
ま
り
に
多
数
に
わ
た
る
こ
と
、
第
二
に
た
ま
た
ま
失
念
し
て
し
ま
っ
て
い
た
方
の
名
を
書
き
漏
ら
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
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そ
も
そ
も
お
名
前
を
存
じ
上
げ
な
い
ま
ま
に
多
く
を
教
え
ら
れ
て
き
た
方
が
多
数
お
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
個
人
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と

は
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
私
に
と
っ
て
は
、
い
ず
れ
も
即
座
に
名
を
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
方
々
と
同
様
、
負
う
と
こ
ろ
の
大
き
か
っ

た
方
々
で
あ
る
。
た
だ
、
い
く
つ
か
の
場
の
名
前
を
記
す
こ
と
で
そ
れ
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

何
よ
り
も
ま
ず
、
日
本
法
哲
学
会
、
法
理
学
研
究
会
、
東
京
法
哲
学
研
究
会
、
そ
し
て
国
際
高
等
研
究
所
で
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た

方
々
に
は
、
や
や
と
も
す
れ
ば
今
日
の
学
術
の
世
界
か
ら
ふ
ら
ふ
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
自
分
を
つ
な
ぎ
と
め
て
く
だ
さ
っ

た
こ
と
に
、
深
く
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
こ
こ
で
与
え
ら
れ
た
叱
咤
や
励
ま
し
、
共
感
と
反
発
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
文
章
は

書
か
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
て
公
表
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、
前
任
校
の
摂
南
大
学
、
現
在
籍
を
お
く
京
都
大
学
、
そ
し
て
い
く
つ
か
の
非
常
勤
先
で
私
の
つ
た
な
い
講
義
に

つ
き
あ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
す
べ
て
の
方
々
に
、
感
謝
を
伝
え
た
い
。
と
り
わ
け
三
十
代
、
四
十
代
の
大
半
を
過
ご
し
た
摂
南
大
学
で
の
経

験
は
、
自
分
の
学
問
に
対
す
る
考
え
方
と
姿
勢
を
丸
ご
と
裏
返
し
て
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
。
い
ま
何
を
ど
う
伝
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
い
ま
何
を
ど
ん
な
ふ
う
に
書
き
、
考
え
る
べ
き
な
の
か
を
模
索
す
る
。
そ
の
過
程
で
自
分
に
与
え

ら
れ
た
「
大
胆
」
と
「
明
晰
」
の
基
準
に
照
ら
せ
ば
、
自
分
は
ま
だ
一
度
も
そ
れ
を
満
た
す
だ
け
の
文
章
を
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
、
大
学
で
教
え
る
と
い
う
経
験
こ
そ
が
、
自
分
の
学
問
が
満
た
す
べ
き
最
も
き
び
し
い
基
準
を
与
え
て
く
れ
た
。
幸
せ
な

こ
と
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
大
学
の
内
外
で
私
の
教
育
・
研
究
活
動
の
環
境
を
整
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
も
、
最
大
限
の
謝
辞
を
送
り
た
い
。

同
僚
、
友
人
、
家
族
、
ど
の
一
人
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
て
も
、
自
分
ほ
ど
人
に
恵
ま
れ
た
者
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
を

禁
じ
え
な
い
。
自
分
は
、
ほ
ん
と
う
は
こ
の
人
た
ち
の
た
め
に
書
く
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
こ
の
人
た
ち
の
問
い
か

け
と
求
め
に
応
じ
る
か
た
ち
で
課
題
と
方
法
を
練
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
も
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
仕
事
の
方
向

を
探
る
に
あ
た
っ
て
の
、
反
省
で
あ
る
。
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本
書
の
企
画
編
集
、
出
版
に
あ
た
っ
て
は
、
北
海
道
大
学
の
橋
本
努
先
生
の
強
い
後
押
し
と
、
勁
草
書
房
の
鈴
木
ク
ニ
エ
氏
の
粘
り
強

い
支
援
と
督
励
が
あ
っ
た
。
こ
の
お
二
人
に
つ
い
て
は
、
謝
し
て
そ
の
名
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二
〇
二
〇
年
五
月

那
須
耕
介
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