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本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
ク
ニ
ッ
ゲ
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ
ー

に
よ
る
十
八
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
啓
蒙
は
、
十
八
世
紀
前
半
の
ヴ
ォ

ル
フ
と
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
や
同
世
紀
後
半
の
カ
ン
ト
の
啓
蒙
哲
学
が
理

性
を
中
心
と
し
た
体
系
的
思
想
を
究
め
て
い
っ
た
の
と
は
、
一
線
を

画
し
て
い
る
。
ク
ニ
ッ
ゲ
に
つ
い
て
は
『
人
間
交
際
術
』
が
取
り
上

げ
ら
れ
、
十
八
世
紀
に
人
々
の
間
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
社
交
が
ド
イ

ツ
啓
蒙
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
が
語
り
出
さ
れ
る
。
レ
ッ
シ

ン
グ
に
つ
い
て
は
『
カ
ル
ダ
ー
ヌ
ス
弁
護
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
異

端
者
と
さ
れ
る
カ
ル
ダ
ー
ヌ
ス
を
弁
護
す
る
こ
と
の
な
か
に
見
出
さ

れ
る
、
偶
像
崇
拝
者
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
の
間
の
融
和
と
い
う
宗
教
的
寛
容
を
め
ぐ
る
啓
蒙
に
つ
い
て

考
究
さ
れ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
に
つ
い
て
は
『
イ
デ
ー
ン
』
が
取
り
上
げ

ら
れ
、
偶
然
が
織
り
な
す
「
迷
宮
」
と
し
て
の
歴
史
観
や
、
人
類
の

全
体
が
自
然
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
絶
え
ざ
る
「
変
容
（
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
ゼ
）」
の
中
に
あ
る
と
い
う
歴
史
観
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
に
よ
り
本
書
の
テ
ー
マ
を
纏
め
る
と
、
社
交
・
宗

教
・
歴
史
に
か
ん
す
る
一
八
世
紀
後
半
の
、
い
わ
ば
も
う
一
つ
の
ド

イ
ツ
啓
蒙
と
呼
ん
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
に
単
純
に
纏
め
る
と
ス
ッ
キ
リ
す
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
実
は
本
書
の
醍
醐
味
は
そ
の
は
る
か
先
に
あ
る
。
ク
ニ
ッ

ゲ
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
、
ル
ソ
ー
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
、

レ
ッ
シ
ン
グ
と
の
連
関
の
な
か
で
社
交
の
観
点
で
の
人
間
存
在
の
も

つ
意
味
の
考
察
が
進
め
ら
れ
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
ピ

エ
ー
ル
・
ベ
ー
ル
の
『
歴
史
思
想
史
辞
典
』
か
ら
の
影
響
関
係
を
実

証
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
寛
容
思
想
の
立
ち
位
置

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
に
つ
い
て
は
ベ
ー
ル
と
ゲ
ー
テ
か

【
書
評
】

笠
原
賢
介
『
ド
イ
ツ
啓
蒙
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
―
ク
ニ
ッ
ゲ
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ
ー
』
未
来
社
、
二
〇
一
七
年

も
う
一
つ
の
ド
イ
ツ
啓
蒙

菅　
　

沢　
　

龍　
　

文
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ら
の
影
響
関
係
の
な
か
で
そ
の
思
想
の
意
義
が
解
明
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
が
他
の
思
想
家
と
の
ど
う
い
う
影
響
関
係
の

な
か
で
生
成
し
た
の
か
、
が
実
証
的
に
子
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
が
、
十
八
世
紀
後
半
の
も
う
一
つ
の
ド

イ
ツ
啓
蒙
の
重
要
姓
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
も
う
一
つ
の
ド
イ
ツ
啓
蒙
は
ど
う
い
う
意
味
を
持

つ
の
か
。
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
や
カ
ン
ト
に
よ
る
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
啓

蒙
は
、
理
性
的
な
自
己
意
識
を
よ
り
所
に
し
て
人
類
の
視
点
で
語
る

と
い
う
意
味
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ば
か
り
か
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
も
超
え

る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
も
う
一
つ
の
ド
イ
ツ
啓
蒙
は
、
い
わ
ば
理
性
が
世
界
を
平
ら
げ
る

と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
理
性
に
よ
っ
て
「
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
」

を
承
認
す
る
と
い
う
姿
勢
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、

複
数
主
義
（
多
元
主
義
、
プ
ル
ラ
リ
ズ
ム
）
で
あ
る
。
そ
の
複
数
者

の
関
係
は
「
偶
然
」
に
支
配
さ
れ
る
し
、
歴
史
も
ま
た
人
知
を
超
え

た
「
迷
宮
」
で
あ
る
、
と
も
う
一
つ
の
啓
蒙
は
捉
え
る
。
こ
う
い
っ

た
こ
と
を
、
本
書
は
原
典
テ
キ
ス
ト
を
通
じ
て
教
え
て
く
れ
る
。

　

こ
れ
で
本
書
の
も
つ
重
要
な
一
面
が
図
式
的
に
分
か
り
や
す
く

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
こ
ん
な
こ
と
で
本
書
の
醍

醐
味
が
尽
き
る
わ
け
が
な
い
。
そ
れ
は
本
書
の
末
尾
資
料
に
サ
イ
モ

ン
・
オ
ッ
ク
レ
ー
（
一
六
七
九
年
～
一
七
二
〇
年
）
の
『
サ
ラ
セ
ン

人
に
よ
る
シ
リ
ア
、
ペ
ル
シ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
の
征
服
』（
英
語
原
典
）

の
独
訳
本
か
ら
の
抜
粋
が
入
っ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
。
レ
ッ

シ
ン
グ
自
身
が
用
い
、「O

ckley aus einer geschriebenen ara-
bischen Geschichte des heiligen Landes

（
オ
ッ
ク
レ
ー
、
ア

ラ
ビ
ア
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
聖
地
の
歴
史
よ
り
）」（
一
三
五
頁
）

と
注
記
し
て
い
る
本
の
正
体
は
従
来
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
本

書
は
突
き
止
め
て
、
そ
の
中
の
、
イ
ス
ラ
ー
ム
勃
興
期
の
有
力
な
指

導
者
ア
ブ
ー
・
ウ
バ
イ
ダ
に
よ
る
手
紙
文
を
資
料
と
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
箇
所
に
は
ア
ラ
ビ
ア
語
原
典
の
写
本
（
エ
ド
ワ
ー

ド
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
が
収
集
し
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ボ
ー
ド

リ
ア
ン
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
所
蔵
と
な
っ
た
）
を
基
に
し
て
い
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
手
紙
に
よ
り
、「
片

手
に
『
コ
ー
ラ
ン
』、
片
手
に
険
」
で
は
な
く
て
、
異
教
徒
に
『
コ
ー

ラ
ン
』
か
「
税
」
か
の
選
択
を
迫
っ
た
の
が
イ
ス
ラ
ー
ム
だ
、
と
い

う
レ
ッ
シ
ン
グ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
像
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
原
典
に
ま
で
遡

る
明
確
な
典
拠
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
は
歴
史
的
探
究
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
本
書
で

は
思
想
探
究
の
面
で
も
や
は
り
原
典
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
し
た
重
要
な

指
摘
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
一
例
と
し
て
は
、
歴
史
哲
学

に
か
ん
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
と
カ
ン
ト
の
論
争
の
な
か
で
「
幸
福
」
概
念

を
巡
っ
て
生
じ
た
行
き
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
語
の Glück

（
幸
運
）、Glückseligkeit

（
幸
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福
）、Seligkeit

（
至
福
）
の
区
別
に
関
わ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
『
イ

デ
ー
ン
』
第
二
編
第
八
巻
の
五
の
な
か
で
、「
幸
福
と
い
う
名
称
が

す
で
に
、
人
間
は
純
粋
な
至
福
を
享
受
で
き
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な

も
の
を
創
り
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
」（
二
一
四
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、「
幸
福
」
と
「
純
粋
な
至
福
」

と
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
で
は
「
幸
福
と
は
内
的
な
状
態

で
あ
る
か
ら
、
幸
福
の
尺
度
と
定
義
は
、〔
各
人
の
胸
の
〕
外
に
で

は
な
く
、
各
人
の
胸
の
内
に
あ
る
」（
同
頁
、〔　

〕
は
評
者
の
挿
入
）

と
語
っ
て
い
て
、
他
方
で
そ
の
一
〇
頁
ほ
ど
後
に
な
る
第
八
巻
の
五

の
最
後
の
箇
所
で
「
各
人
は
そ
の
至
福
（Seligkeit

）
の
尺
度
を
自

分
自
身
の
内
に
持
つ
」（
二
一
七
頁
の
注
22
）
と
語
る
。
と
こ
ろ
が

カ
ン
ト
が
こ
の
「
至
福
」
と
あ
る
同
所
を
「
幸
福
」
に
変
え
て
引
用

し
て
、「
幸
福
」
と
「
至
福
」
と
の
使
い
分
け
を
「
無
視
」（
同
所
）

し
た
う
え
で
、
タ
ヒ
チ
島
の
「
安
ら
か
な
怠
惰
」
を
礼
賛
し
て
い
る

も
の
と
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
を
批
判
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
を
本
書
は

突
き
止
め
た
の
で
あ
る＊
。

　

と
こ
ろ
で
、「
や
め
ろ
、
も
う
た
く
さ
ん
だ
（ohe, iam

 satis 
est!

）」
と
い
う
言
葉
は
、
カ
ン
ト
が
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
「
徳

論
」
で
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き

カ
ン
ト
は
ド
イ
ツ
語
で
の
儀
礼
的
な
敬
称
の
多
さ
を
嘆
い
て
い
る
。

ク
ニ
ッ
ゲ
の
『
人
間
交
際
術
』
は
も
っ
と
あ
か
ら
さ
ま
に
「
身
分
秩

序
や
貴
族
の
特
権
を
自
明
視
す
る
考
え
方
」
を
批
判
す
る
、
と
い
う

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
六
三
頁
参
照
）。
そ
し
て
本
書
は
最
後
に
こ

の
言
葉
を
思
い
返
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
別
の
意
味
だ

が
、
紙
幅
も
尽
き
た
の
で
、
書
評
子
が
「
も
う
た
く
さ
ん
だ
」
と
思

わ
れ
る
前
に
拙
文
を
終
え
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
拙
文
に
付
き
合
わ

れ
た
諸
兄
に
感
謝
し
つ
つ
。（
了
）

＊ 

ヘ
ル
ダ
ー
は
カ
ン
ト
が
引
用
し
た
箇
所
の
段
落
で
、
次
の
よ
う

に
語
る
。「
幸
福
（Glückseligkeit

）
が
地
上
で
見
出
さ
れ
う

る
の
な
ら
ば
、
感
情
を
も
つ
存
在
者
す
べ
て
に
幸
福
は
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
存
在
者
に
は
自
然
（N

atur

）
に
よ
っ

て
幸
福
が
あ
る
に
ち
が
い
な
く
、
楽
し
み
の
た
め
に
（zum

 
Genuß

）
助
け
と
な
る
技
芸
も
、
そ
の
存
在
者
の
自
然
と
な
る

に
ち
が
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
は
、
各
人
は
自
分
の
至
福

の
尺
度
（das M

aas seiner Seligkeit

）
を
自
分
自
身
の
内

に
持
つ
。
つ
ま
り
、
人
間
は
形
態
を
身
に
ま
と
い
、
そ
の
形
態

向
き
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
形
態
の
純
粋
な

輪
郭
の
中
で
の
み
仕
合
わ
せ
（glücklich

）
と
な
り
う
る
。
ま

さ
に
そ
れ
ゆ
え
自
然
は
地
上
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
人
間
形
態

（M
enschenform

）
を
汲
み
尽
く
し
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
人
間
形
態
の
時
代
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
形
態
の
場
所
で
、

自
然
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
形
態
に
と
っ
て
の
楽
し
み

（Genuß
）
を
手
に
す
る
で
あ
ろ
う
が
た
め
で
あ
り
、
こ
の
楽
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し
み
で
も
っ
て
自
然
は
死
す
べ
き
者
を
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て

惑
わ
し
た
の
で
あ
る
」。
こ
の
文
脈
で
の
「
自
分
の
至
福
」
は

「
純
粋
な
至
福
」
で
は
な
く
て
「
幸
福
」
と
解
し
た
方
が
分
か

り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
田
中
・
川
合
の
翻
訳
書
で

は
こ
こ
を
「
福
祉
」
と
訳
し
て
、
他
で
の
「
天
福
」
と
い
う
訳

語
を
用
い
て
い
な
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
著
『
歴
史
哲
学
』
田
中
萃
一

郎
、 

川
合
貞
一 
共
訳
、
第
一
書
房
、
一
九
三
二
年
、
四
八
八
、 

四
九
七
頁
を
参
照
。


