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ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ミ

1
ゼ
ス
(
一
八
八
一

1
一
九
七

三
)
は
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
学
び
、
卒
業
後
、
母
校
で
教
鞭
を
執

り
、
後
に
教
授
と
な
る
。
一
九
一
ニ
四
年
に
ス
イ
ス
に
移
り
、
四

O

年
に
渡
米
全
米
経
済
調
査
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
。
四
五
年
に
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
の
客
員
教
授
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
の
オ

l
ス

い
し
ず
え

ト
リ
ア
学
派
普
及
の
礎
と
な
っ
た
。
翌
年
に
は
ア
メ
リ
カ
に
帰
化

し
て
い
る
。

ミ
i
ゼ
ス
は
当
初
経
済
理
論
家
と
し
て
知
ら
れ
、
彼
の
貨
幣
的

景
気
変
動
論
は
ハ
イ
エ
ク
や
ロ
ビ
ン
ズ
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
た
。
一
方
、
ミ

l
ゼ
ス
は
自
由
主
義
者
と
し
て
一
九
二

0

年
代
以
降
の
社
会
主
義
経
済
計
算
論
争
を
戦
っ
た
。
こ
れ
と
ほ
ぼ

同
時
期
に
『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
の
も
と
と
な
っ
た

『
国
民
経
済
学
|
|
行
為
と
経
済
の
理
論
』
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
赴
任
後
、
吋
国
民
経
済
学
』
は
改
訂
、
英
訳
さ

れ
、
一
九
四
九
年
に
『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ア
ク
シ
ョ
ン
』
と
し
て
出

版
さ
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
人
間
行
為
学
と
は
何
だ
ろ

う
か
。
ミ

i
ゼ
ス
は
政
治
、
経
済
の
様
々
な
現
象
を
理
解
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
出
発
点
に
独
立
し
た
個
人
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
主
張
し
た
。
す
べ
て
の
現
象
は
各
個
人
の
行
為
の
椙
関
の

結
果
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
社
会
現

象
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
個
人
の
行
為
、
特
に
行
為
を
選
択
す

る
と
き
の
「
判
断
」
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ミ

l
ゼ
ス

は
主
張
し
た
。

近
代
経
済
学
は
多
か
れ
少
な
か
れ
方
法
論
的
個
人
主
義
と
主
観

主
義
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
だ
が
、
「
一
般
理
論
」
形
成
を
め
ざ
す

過
程
で
、
そ
れ
ら
は
厳
密
性
を
失
っ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
資
本

主
義
の
説
明
の
た
め
に
作
ら
れ
た
理
論
が
、
社
会
主
義
経
済
の
設

計
に
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
た
矛
盾
を
見
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
ミ

i
ゼ
ス
は
こ
の
一
般
化
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
る
誘
惑
を
一
切
拒

絶
し
た
。
例
え
ば
、
ミ

l
ゼ
ス
は
経
済
計
算
が
私
的
利
益
の
追
求

を
認
め
ら
れ
た
社
会
の
中
で
行
動
す
る
個
人
の
内
部
で
の
み
有
効

な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
客
観
的
な
価
値
判
断
の
基
準
と
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
、
個
人
主
義
的
な
社
会
の
論
理
が
社
会

主
義
で
通
用
す
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
た
。

独
立
し
た
個
人
の
行
為
が
社
会
的
現
象
の
原
理
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
彼
は
人
間
の
選
択
行
為
に
つ
い
て
一

つ
の
定
義
を
行
っ
た
。
彼
は
、
人
々
の
行
為
は
す
べ
て
目
的
を
持

っ
て
お
り
、
そ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
な
さ
れ
た
判
断
は
常
に
合
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社
会
主
義
計
算
論
争

ソ
ビ
エ
ト
連
郊
の
成
立
後
、

経
済
学
者
の
最
大
の
関
心

は
人
為
的
計
両
に
よ
っ
て
、

価
格
や
生
産
量
を
決
定
し

経
済
成
長
を
達
成
で
き
る

か
と
言
、
っ
点
に
あ
っ
た
。

経
済
計
算
は
市
場
を
通
じ

て
し
か
で
き
な
い
と
す
る

ミ
l
ゼ
ス
に
対
し
て
、
テ

イ
ラ

i
、
ラ
ン
ゲ
と
い
っ

た
社
会
主
義
支
持
者
た
ち

は
、
国
家
が
ワ
ル
ラ
ス
的

競
り
人
の
役
割
を
果
た
せ

ば
、
価
格
決
定
が
可
能
で

あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
ハ
イ
エ
ク
が
社
会
的

知
識
の
観
点
か
ら
反
批
判

を
行
う
の
で
あ
る
が
、
一

九
二
八
年
、
第
一
次
五
ヵ

年
計
両
が
始
ま
っ
た
と
い

う
事
実
が
、
社
会
主
義
側

の
勝
利
を
象
徴
づ
け
た
。

し
か
し
、
ミ
ー
ゼ
ス
は
、

「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ア
ク
シ

ョ
ン
』
の
中
で
は
再
批
判



理
的
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
人
が
何
ら
か
の
目
的
を
も
っ
た

行
動
を
と
る
場
合
、
そ
の
時
々
に
目
的
達
成
の
た
め
の
最
良
の
方

法
を
選
択
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
事
後

的
に
第
三
者
の
目
か
ら
見
る
と
必
ず
し
も
最
良
で
あ
る
と
は
い
え

な
い
手
段
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
判
断
を
行
っ
た

時
点
で
は
最
良
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
時
と
立
場
を

異
に
す
る
人
々
が
そ
の
判
断
の
良
否
を
決
定
す
る
こ
と
は
(
た
と

え
本
人
で
あ
っ
て
も
)
不
可
能
な
の
だ
。

こ
の
徹
底
し
た
個
人
主
義
、
主
観
主
義
的
見
方
が
な
ぜ
有
効
な

の
か
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
社
会
が
、
分
業
に
支
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
分
業
に
よ
る
恩
恵
を
個
人
の
レ
ベ
ル

で
は
理
解
で
き
る
(
で
き
な
け
れ
ば
分
業
化
さ
れ
え
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
)
。
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
均
質
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
人
々

が
同
じ
能
力
し
か
も
た
な
け
れ
ば
、
分
業
化
し
で
も
意
味
は
な
い
。

ミ
!
ゼ
ス
は
、
自
由
が
あ
る
か
ら
こ
そ
分
業
化
、
多
様
化
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
彼
は
、
わ
れ
わ
れ
は
分
化
し
た
そ

れ
ぞ
れ
の
機
能
を
、
時
間
の
経
過
の
中
で
生
き
残
れ
る
か
否
か
と

い
う
点
で
し
か
評
価
で
き
な
い
こ
と
も
指
摘
し
た
。

分
業
化
さ
れ
た
社
会
の
中
で
人
々
は
、
不
確
実
な
未
来
に
対
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
判
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ミ

l
ゼ
ス

は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
の
住
人
は
す
べ
て
「
企
業
家
」
で
あ
る
と

考
え
る
。
時
間
の
流
れ
の
あ
る
世
界
で
は
、
す
べ
て
の
人
々
は
常

に
未
来
に
向
か
っ
て
「
投
機
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た

め
に
企
業
家
精
神
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
ミ

1

ゼ
ス
は
、
人
間
行
為
を
分
析
す
る
た
め
の
学
問
と
し
て
「
カ
タ
ラ

ク
テ
ィ
ク
ス
」
を
提
案
し
た
。
カ
タ
ラ
ク
テ
ィ
ク
ス
は
、
各
人
が

販
売
し
た
り
購
入
し
た
り
す
る
財
の
価
格
や
数
量
の
決
定
と
い
っ

た
経
済
計
算
を
い
か
に
行
う
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
の
中
心
に
置

く
。
ミ
ー
ゼ
ス
は
、
市
場
無
き
世
界
で
は
経
済
計
算
が
で
き
な
い

の
で
、
社
会
主
義
経
済
は
成
立
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
。

企
業
家
の
努
力
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

と
い
う
主
張
か
ら
、
通
常
の
厚
生
経
済
学
的
視
点
と
は
ま
っ
た
く

異
な
っ
た
結
論
が
導
か
れ
る
。
参
入
障
壁
と
い
う
概
念
は
意
味
を

持
た
ず
、
広
告
や
製
品
差
別
化
は
企
業
努
力
の
一
環
と
し
て
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
過
少
消
費
に
よ
る
不
況
の
発
生
と
い

う
ケ
イ
ン
ズ
理
論
は
、
消
費
者
が
望
む
も
の
を
生
産
者
が
発
見
す

る
こ
と
が
市
場
活
動
の
唯
一
の
意
義
で
あ
る
と
考
え
る
カ
タ
ラ
ク

テ
ィ
ク
ス
的
視
点
か
ら
は
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

本
書
は
、
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

れ
は
人
間
行
為
論
的
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
に
対

す
る
干
渉
政
策
が
い
か
に
無
意
味
で
有
害
な
も
の
か
を
述
べ
る
と

い
う
手
法
を
採
っ
て
い
る
。
自
由
の
意
義
を
示
す
た
め
に
、
一
つ

の
新
し
い
学
問
体
系
を
一
か
ら
構
築
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、

巨
人
の
巨
人
た
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(
江
頭
進
)

翻
訳
・
村
田
稔
訳
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
(
春
秋
社
、
一
九
九
一
年
)
/
参
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文
献
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紀
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郎
箸
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オ
ー
ス
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ア
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想
史
研
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(
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
八
八
年
)

を
試
み
て
い
る
。
実
離
に
、

社
会
主
義
計
同
当
局
が
決

定
し
得
た
の
は
、
た
か
だ

か
二
万
品
目
に
す
ぎ
ず
、

自
由
主
義
経
済
の
中
に
存

在
す
る
財
の
穏
類
に
は
速

く
及
ば
な
か
っ
た
。
そ
し

て
、
一
九
八
九
年
以
降
の

東
欧
革
命
は
、
国
家
社
会

主
義
が
わ
れ
わ
れ
に
選
択

肢
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
を
示
し
た
。
革

命
後
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学

に
は
、
ミ

l
ゼ
ス
の
銅
像

が
建
立
さ
れ
た
と
い
う
。

方
法
論
的
個
人
主
義
/
主

観
主
義

社
会
現
象
を
捉
え
る
と
き

に
、
そ
の
基
本
単
位
を
同

一
種
の
集
団
で
は
な
く
、

一
人
一
人
の
個
人
や
食
業

に
置
く
方
法
を
方
法
論
的

個
人
主
義
と
い
う
。
ま
た
、

そ
の
際
に
、
行
為
の
選
択

基
準
が
主
体
の
中
に
あ
る

と
考
え
る
態
度
を
、
E
観
主

裁
判
と
い
、
7
0
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