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本
書
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が

『

悲
劇
の
誕
生』

を
上
梓
し
た
直
後
の
一

八
七
四
年
に
、
わ
ず
か
二
人
の
聴
講
生
を
相
手
に
自
宅
に
て
行
っ
た

と
さ
れ
る
講
義
の
記
録
の
本
邦
初
訳
で
あ
る
。
本
書
に
つ
い
て
大
方

の
人
の
関
心
は
さ
し
あ
た
り
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
大

学
で
の
古
典
文
献
学
の
講
義
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ー
チ
ェ

は
な
ぜ

｢

言
語
は
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る｣

と
い
う
き
わ
め
て
大
胆
な

主
張
を
な
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
こ
の
講
義
録
を
読
む
者
は
、
そ
の
主
張
が
弱
冠
二
四
歳
に
し
て

バ
ー
ゼ
ル
大
学
の
古
典
文
献
学
教
授
と
し
て
招
聘
さ
れ
る
ほ
ど
の
圧

倒
的
な
西
洋
古
典
学
的
教
養
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
、
彼
の
講

義
に
つ
い
て
何
か
分
析
す
る
者
は
、
そ
の
教
養
を
共
有
す
る
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
私
は
そ
の
よ
う
な
者

で
は
な
く
、
一
介
の
古
代
哲
学
研
究
者
に
す
ぎ
な
い
が
、
わ
ず
か
な

が
ら
こ
の
訳
解
の
最
終
工
程
に
関
わ
る
中
で
、
ニ
ー
チ
ェ
が
西
洋
古

典
の
文
章
を
自
由
自
在
に
引
用
し
、
操
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た

者
と
し
て
、
こ
の
訳
解
の
持
つ
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

“D
ie

S
p

ra
c
h

e
is

t
R

h
e
to

rik
.”

と
い
う
命
題
が
二
度
に
わ
た
っ

て
宣
言
さ
れ
る
第
三
章

(

特
に
一
七
頁)

に
ま
ず
は
注
目
し
よ
う
。

｢

レ
ト
リ
ッ
ク
は
同
時
に
言
語
の
本
質
で
あ
る
。
言
語
は
、
レ
ト

リ
ッ
ク
と
同
じ
く
ら
い
真
な
る
も
の
に
関
係
し
な
い
し
、
事
物
の
本

質
に
関
係
し
な
い
。
言
語
は
何
か
を
教
え
よ
う
と
し
な
い
。
む
し
ろ
、

主
観
的
な
刺
激
と
そ
の
受
容
を
別
の
も
の
に
転
移
さ
せ
よ
う
と
す
る
。｣

(

三
―
六
行)

｢

言
語
は
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
言
語

は
、
臆
見
だ
け
を
転
移
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
認
識
を
転

移
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。｣

(

二
三
―
二
五
行)
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こ
の
二
つ
の
文
は
両
者
と
も
、
言
語
は
事
物
の
本
質
認
識
を
伝
え

る
の
で
は
な
く
、
感
覚
刺
激
由
来
の
臆
見
を

｢

転
移
す
る｣

も
の
で

あ
る
と
い
う
言
語
観
を
語
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
二
つ
の
文
の
間
と
そ

の
後
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
こ
の
講
義
録
で
多
く
依
拠
す
る
ゲ
ル
バ
ー

『

芸
術
と
し
て
の
言
語』

(

一
八
七
一
年

(

１))

か
ら
の
抜
粋

(

の
寄
せ
集

め)

が
存
在
し
、
こ
れ
が
右
記
の
言
語
観
の
典
拠
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、s

e
rp

e
n

s
(

蛇)

が
も
と
も
と

｢

匍
う
も
の｣

だ
と
い
う
例
か
ら

｢

一
面
的
な
知
覚
が
直
観
全
体
、

完
全
な
直
観
の
か
わ
り
に
は
い
り
こ
ん
で
く
る｣

(

一
八
頁
。
ニ
ー

チ
ェ
に
よ
る
抜
粋)

と
い
う
よ
う
に
。
と
は
い
え
、
そ
の
ゲ
ル
バ
ー

は

｢

す
べ
て
の
言
葉
は
、
も
と
も
と
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
意
味
か
ら

す
る
と
転
義
的
比
喩
な
の
で
あ
る｣

(

一
七
頁
。
こ
れ
も
ニ
ー
チ
ェ

に
よ
る
抜
粋)

と
は
言
っ
て
も
、｢

言
語
が
レ
ト
リ
ッ
ク
だ｣

と
ま

で
は
断
言
し
て
い
な
い
。
断
言
し
た
の
は
あ
く
ま
で
ニ
ー
チ
ェ
で
あ

る
。
そ
れ
が
分
か
る
抜
粋
に
注
目
し
よ
う
。

｢

事
物
が
自
覚
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
た
ち
が
事
物
に

対
面
す
る
様
式
、
本
当
ら
し
く
説
得
力
の
あ
る
こ
と

(
p

ith
a

n
o

n
)

が
自
覚
さ
れ
る
。
事
物
の
十
全
な
本
質
は
つ
か
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。

…
…
刺
激
を
知
覚
す
る
と
す
ぐ
に
音
声
表
現
が
進
行
す
る
。
感
覚
は

事
物
の
か
わ
り
に
徴
表
だ
け
を
受
容
す
る｣

(

一
七
頁)

私
が
傍
線
を
引
い
た
箇
所
は
、
原
文
で
は
ギ
リ
シ
ア
語
で

p
ith

a
n

o
n

と
い
う
一
語
で
あ
り
、
ゲ
ル
バ
ー
の
も
と
も
と
の
文
章

(

２)

に
は
な
い
。
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
を
挿
入
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
ニ
ー
チ
ェ

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
言
葉
こ
そ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『

弁
論
術』

第
一
巻
二
章
冒
頭
の
弁
論
術
定
義

｢

レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
個
々
の
こ

と
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
の
本
当
ら
し
く
説
得
力
あ
る
手
段
す
べ
て

を
観
察
す
る
能
力
で
あ
る
。｣

(

七
頁)

の
中
核
を
な
す
。

ニ
ー
チ
ェ
は
当
講
義
で
こ
の
定
義
の

｢

本
当
ら
し
く
説
得
力
あ
る

手
段｣

(
to

p
ith

a
n

o
n

、
岩
波
文
庫
の
戸
塚
訳
で
は

｢

説
得
の
方

法｣)

を
重
要
視
し
、
こ
の
定
義
を
紹
介
す
る
箇
所
で
は
三
度
に
わ

た
っ
て
ギ
リ
シ
ア
語
の
ま
ま
引
用
し

(

八
頁)

、｢

各
事
物
に
あ
っ
て

作
用
し
印
象
の
あ
る
も
の
を
見
つ
け
出
し
妥
当
さ
せ
る
能
力
…
…
を

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
呼
ん
で
い
る｣

と
い
う
独
自

の
解
釈
も
施
し
て
い
る

(

一
七
頁)

。
つ
ま
り
、
ニ
ー
チ
ェ
は

p
ith

a
n

o
n

を
通
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
弁
論
術
を
ゲ
ル
バ
ー
の

言
語
論
に

(

半
ば
強
引
に)

接
続
し
た
こ
と
に
よ
り
、
言
語
が
、
事

物
の
本
質

｢

認
識｣

で
は
な
く
、
説
得
力
あ
る

｢

臆
見｣

を
転
移
さ

せ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
と
い
う
言
語
観
へ
の
途
を
開
い
た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な

｢

反
本
質
的｣

と
も
言
う
べ
き
言
語
観
は
ニ
ー
チ
ェ

研
究
者
に
と
っ
て
は
常
識
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
成
立
過
程
に
お
い
て

｢
転
移｣

の
概
念
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
訳

解
の

｢
解
説

レ
ト
リ
ッ
ク
と
哲
学｣

が
指
摘
す
る
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が

｢

一
八
七
〇
年
の
お
わ
り
に
は
す
で
に
転

移
を
包
括
的
な
意
味
で
使
っ
て
い
た｣

(

九
九
頁)

と
す
る
と
、
一
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八
七
一
年
に
第
一
版
が
出
版
さ
れ
た

『

芸
術
と
し
て
の
言
語』

に
お

け
る
、｢

転
移｣

を
単
な
る

｢

転
義

(

的
比
喩)｣

の
み
な
ら
ず
言
葉

が
聴
覚
か
ら
音
声
形
象
と
し
て
生
起
す
る
神
経
生
理
学
的
プ
ロ
セ
ス

と
重
ね
合
わ
せ
て
捉
え
る
ゲ
ル
バ
ー
の
見
解
に
ニ
ー
チ
ェ
は
強
く
共

感
し
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
当
講
義
に
先
立
っ
て
一
八
七
三
年

夏
に
書
い
た

『

道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い
て』

に
お
け
る

｢

転
移｣
の
使
わ
れ
方
に
も
そ
の
ま
ま
活
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
証
拠
付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
一
八
七
四
年
の
当
講
義
に

い
た
る
と
、
右
記
の
抜
粋
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
ゲ
ル
バ
ー
的
言
語

観
に
新
た
にp

ith
a

n
o

n

と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
的
要
素
を
導
入
し
、

弁
論
術
と
い
う
学
問
体
系
と
接
続
し
た
こ
と
は
、
本
訳
解
が
伝
え
る

ニ
ー
チ
ェ
の
独
創
で
あ
る
。
こ
の
独
創
こ
そ
、
単
な
る
単
語
レ
ベ
ル

の

｢

転
義

(

的
比
喩)｣

の
み
な
ら
ず
、
神
経
生
理
学
に
根
拠
を
持

つ

｢

転
移｣

そ
し
て
文
章
レ
ベ
ル
で
の
言
語
＝
レ
ト
リ
ッ
ク
観
を
確

立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
つ
い
て
の
細
か
な
分
析
は
、
本

訳
解
の
白
眉
で
あ
ろ
う
。

こ
の
過
程
に
お
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『
弁

論
術』

研
究
が
い
わ
ば
触
媒
た
り
え
た
の
は
、
当
の

『

弁
論
術』

に

そ
れ
を
可
能
に
す
る
側
面
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
私
は
思
う
。
右
記
の

定
義
に
よ
れ
ば
、
弁
論
術
は
他
の
技
術
と
異
な
り
、
何
を
対
象
と
し

て
も
、p

ith
a

n
o

n

を
見
つ
け
出
す
能
力
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
技

術
・
知
識
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

極
論
す
れ
ば

p
ith

a
n

o
n

さ
え
見
つ
け
出
せ
れ
ば

｢

語
る
こ
と
す
ら
必
須
で
は
な

い｣
(

八
頁)

と
ま
で
ニ
ー
チ
ェ
は
解
釈
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
考
え
る
弁
論
術
は
対
象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
で
も
な

け
れ
ば
、
語
る
こ
と
そ
の
も
の
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
言
論
に
つ
い

て
の
知
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
弁
論
術
を

｢

単
に
言
論
の

知
識
の
み
な
ら
ず
、
対
象
と
な
る
何
ら
か
の
事
柄
の
知
識
へ
と
作
り

変
え
る
た
め
、
そ
う
変
わ
る
こ
と
で
知
ら
な
い
う
ち
に

(

弁
論
術)

本
来
の
あ
り
方
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。｣

(

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『

弁
論
術』

1359
b

14

�16)

学
界
で
の
孤
独
を
深
め
る
一
方
で
あ
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
っ
て
も
、

文
献
学
者
で
あ
る
以
上
、
大
学
で
の
講
義
は
保
守
的
な
ス
タ
ン
ス
を

取
る
の
が
通
常
で
あ
り
、｢

言
語
は
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る｣

と
い
っ

た
大
胆
な
主
張
は
控
え
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
講

義
に
お
い
て
彼
は
、
当
時
最
先
端
の
研
究
成
果
を
利
用
し
つ
つ
、
そ

の
よ
う
な
大
胆
な
主
張
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
当
時
す
で
に
学
問
体

系
と
し
て
解
体
し
過
去
の
遺
物
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
弁
論
術
の
復
興

を
目
指
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら

ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
弁
論
術
が
実
質
的
に
は
政
治
・
倫
理
学
の

一
分
野
で
あ
り
、
説
得
論
証
を
中
核
と
し
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
も
し
ニ
ー
チ
ェ
が
レ
ト
リ
ッ
ク
復
興
を
目
指
す
の
な
ら

ば
、
そ
れ
は
説
得
論
証
の
復
興
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、『

フ
ィ
ロ
ロ
ギ
カ』

の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
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『
弁
論
術』

一
巻
お
よ
び
三
巻
の
独
訳
が
示
す
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
弁
論
術
を
徹
底
し
て
研
究
し
た
は
ず
の
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
う
し
な

か
っ
た
。
本
講
義
の
九
章
ま
で
の
彼
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
い
わ

ゆ
る
修
辞
、
と
り
わ
け
文
体
論
あ
る
い
は
隠
喩
論
を
扱
う
こ
と
に
向

け
ら
れ
、
他
の
要
素
に
つ
い
て
は
特
に
独
創
的
な
見
解
を
示
し
て
は

い
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
本
訳
解
の

｢

解
説｣

は
、
総
合
文
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
ニ
ー
チ
ェ
の
文
体
技
法
、
仮
象
論
と
い
っ
た
哲
学
史
的
脈

略
の
中
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
適
否
の
検

討
は
今
後
の
ニ
ー
チ
ェ
研
究
、
哲
学
史
研
究
に
委
ね
ら
れ
る
が
、
そ

の
一
方
で
、
純
粋
な
レ
ト
リ
ッ
ク
の
歴
史
の
中
に
こ
の
講
義
録
を
位

置
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
山

口
氏
が

｢

将
来
、
レ
ト
リ
ッ
ク
受
容
史
研
究
の
面
か
ら
全
訳
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い｣

(

凡
例
2
。
九
四
頁
に
も
同
様
の
記
述
あ
り)

と

希
望
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
希
望
は
日
本
の
西
洋
古
典
学
に

お
い
て
早
く
も
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
最
後
に
紹
介
し
た
い
。
古

代
弁
論
術
を
専
門
と
さ
れ
る
堀
尾
耕
一
氏
に
よ
り
当
講
義
の
全
訳

(

３)
が

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
山
口
氏
が
強
調
す
る
よ
う
な

｢

デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
科
学
的
弁
論
家｣

で
は
な
い
、
徹
頭
徹
尾
古
典
文
献

学
者
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
が
現
れ
て
い
る

(

か
の

｢

転
移｣

も

｢

移

し
か
え
る｣

と
訳
さ
れ
て
い
る)

。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

｢

解
説｣

に

お
い
て
堀
尾
氏
は
こ
う
述
べ
る
。｢

や
や
穿
っ
た
見
方
を
す
る
な
ら
、

彼
は
こ
の
著
作
に
お
い
て

『

体
系』

と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
確
信

犯
的
に
抹
殺
し
よ
う
と
し
た
…
…
す
で
に
瀕
死
の

『

体
系』

の
う
ち
、

た
だ
文
体
の
部
分
だ
け
が
同
時
代
に
訴
え
る
も
の
と
し
て
―
あ
る
い

は
自
ら
の
生
と
の
つ
な
が
り
を
持
ち
う
る
も
の
と
し
て
―
哲
学
者

・
・
・

ニ
ー
チ
ェ
の
目
に
映
っ
た｣

(

三
五
三
頁)

と
。
そ
の
一
方
で
現
在

の
我
々
が
知
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
そ
の
後
の
運
命
を
踏
ま
え
て
、
弁
論

術
の

｢

伝
統
的
な
章
立
て
を
度
外
視
し
、『

文
体』

論
を
軸
に
据
え

た
そ
の
記
述
の
進
め
方
は
、
む
し
ろ
時
代
の
趨
勢
を
的
確
に
先
取
り

し
た｣

(

同
上)

と
み
る
と
き
、
古
典
文
献
学
者
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ

の
力
量
は
、『

悲
劇
の
誕
生』

に
対
す
る
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
の

あ
の
激
し
い
批
判
と
は
全
く
異
な
っ
た
仕
方
で
、
改
め
て
検
討
・
評

価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
山
口
氏
に
よ
る
こ
の
い
わ
ば

哲
学
的
訳
解
は
、
堀
尾
氏
の
西
洋
古
典
学
的
翻
訳
と
と
も
に
、
そ
の

た
め
の
試
金
石
と
な
る
と
思
う
。
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オ
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ラ
イ
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で
読
む
こ
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も
で
き
る
。
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内
で
も
公
開
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
。
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