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一
八
九
〇

A
・
リ
ー
ベ
ル
ト
は
デ
ィ
ル
タ
イ
生
誕
百
年
の
年
に
刊
行
し
た
自
著
の
な
か
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
こ
と
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。

形
而
上
学
者
で
あ
る
に
は
あ
ま
り
に
経
験
論
者
で
あ
り
、
体
系
家
で
あ
る
に
は
あ
ま
り
に
相
対
論
者
で
あ
り
、
合
理
主
義
者
で
あ
る
に

(

1

)

 

は
あ
ま
り
に
非
合
理
主
義
者
で
あ
り
、
認
識
の
客
観
性
を
め
ざ
す
自
然
科
学
者
で
あ
る
に
は
あ
ま
り
に
主
観
主
義
者
で
あ
り
す
ぎ
た
」
。

実
際
、
今
日
で
も
「
生
の
哲
学
者
」
デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
す
る
哲
学
史
上
の
一
般
的
評
価
は
、
こ
う
し
た
リ
ー
ベ
ル
ト
の
見
方
と
大
差
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
遺
し
た
膨
大
な
草
稿
を
含
む
近
年
の
精
力
的
な
全
集
の
刊
行
は
、
従
来
の
デ
ィ
ル
タ
イ

像
の
大
幅
な
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
リ
ー
ベ
ル
ト
の
描
い
た
デ
ィ
ル
タ
イ
と
は
ま
さ
し
く
逆
の
デ
ィ
ル
タ
イ
像
が
、
我
々
の
前
に

開
か
れ
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
を
相
対
論
的
非
合
理
主
義
の
も
の
と
す
る
の
は
デ
ィ
ル

タ
イ
の
真
意
を
見
誤
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
最
晩
年
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
て
た
書
簡
の
な
か
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
自
分
が
「
認
識

(

2

)

 

の
可
能
性
の
す
べ
て
を
否
定
し
て
し
ま
う
」
意
味
で
の
懐
疑
主
義
者
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
吐
露
し
て
い
る
が
、
懐
疑
主
義
者
で
あ

る
ど
こ
ろ
か
デ
ィ
ル
タ
イ
は
む
し
ろ
彼
な
り
の
「
厳
密
な
認
識
」
を
求
め
続
け
た
哲
学
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

年
の
外
界
の
実
在
性
に
関
す
る
論
文
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
科
学
論

小

松

洋

「
彼
は
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「
人
間
に
と
っ
て
普
遍
妥
当
的
真
理
が
存
在
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
初
め
て
提
示
さ
れ
た
方
法
に
従
い
、
思
惟

、
、
、

は
、
意
識
の
事
実
か
ら
、
外
的
現
実
に
対
し
て
道
を
切
り
開
い
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
•
…
•
•
こ
の
道
が
最
初
の
第
一
歩
か
ら
厳
密
な

、
、
、

正
確
さ
を
も
っ
て
通
過
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
個
人
的
な
ら
び
に
社
会
的
行
為
の
諸
原
理
も
、
そ
れ
ら
に
可
能
な
確
実
性
を
獲

(

3

)

 

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」

こ
の
言
い
方
に
は
非
合
理
主
義
的
な
も
の
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
ず
ゞ
‘
む
し
ろ
確
実
な
原
理
の
獲
得
を
希
求
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
姿
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
の
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
扱
い
方
は
、
あ
ま
り
に
も
そ
の
「
生
の
哲
学
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
引

き
ず
ら
れ
す
ぎ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
責
任
の
一
端
は
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
に
も
あ
る
。
全
集
第
十
九
巻
に
収
め
ら
れ
た
一
八
九

三
年
ご
ろ
の
「
ベ
ル
リ
ン
草
稿
」
の
な
か
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。

「
詩
人
、
予
言
者
、
哲
学
者
は
、
同
一
の
現
実
、
同
一
の
生
を
解
釈
し
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
現
実
は
思
惟
に

適
っ
た
も
の
で
あ
り
、
我
々
が
思
惟
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
は
、
そ
の
生
命
性
に
お
い
て
意
義
を
も
つ
が
、
し
か
し
、

同
時
に
ま
っ
た
＜
測
り
難
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
生
の
測
り
難
さ
か
ら
、
生
は
た
だ
比
喩
に
お
い
て
の
み
表
現
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と

こ
こ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
と
し
て
の
現
実
に
対
し
て
両
立
し
難
い
相
反
す
る
性
格
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
実
は
「
思
惟
に
適

っ
た
も
の
」

g
e
d
a
n
k
e
n
m
a
s
s
i
g

で
あ
る
と
同
時
に
「
測
り
難
い
も
の
」

は
こ
こ
の
箇
所
を
巧
み
に
説
明
し
て
、
前
者
は
非
合
理
主
義
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
否
定
的
態
度
を
表
わ
し
、
後
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的

な
、
す
べ
て
の
現
実
を
概
念
化
し
て
し
ま
う
態
度
へ
の
批
判
を
含
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
器
用
な
解
釈
を
施
し

た
と
し
て
も
、

が
帰
結
す
る
の
で
あ
る
」

(
X
I
X
,
3
0
6
 |
 7
)

。

(V, 
9
0
、
傍
点
筆
者
）
。

い
ぜ
ん
と
し
て
「
生
の
測
り
難
さ
」
が
残
っ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
「
思
惟
可
能
」
な
も
の
だ
と
す
る
根
拠
は
見
い
だ

u
n
e
r
g
r
i
.
i
n
d
l
i
c
h

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ョ
ー
ア
ッ
ハ
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し
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
も
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
も
「
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
」
と
い
っ
た
構
想
が
存
在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
我

々
は
こ
の
「
生
の
測
り
難
さ
」
を
も
包
み
込
む
な
ん
ら
か
の
包
括
的
な
哲
学
つ
ま
り
体
系
的
哲
学
へ
の
希
求
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
な
か
に

あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
は
や
形
而
上
学
的
体
系
の
形
式
を
と
り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
「
科
学
」

周
知
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
終
生
の
哲
学
的
課
題
は
、
歴
史
的
理
性
批
判
で
知
ら
れ
る
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
に
あ

っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
精
神
科
学
の
み
に
注
意
を
向
け
た
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
対
極
の
自
然

科
学
を
も
含
む
科
学
全
体
が
デ
ィ
ル
ク
イ
の
哲
学
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
正
確
に
言
え
ば
、
デ

ィ
ル
タ
イ
に
一
貫
し
て
あ
る
の
は
、
科
学
そ
の
も
の
へ
の
信
頼
で
あ
り
、
科
学
的
方
法
論
の
最
終
的
な
哲
学
的
決
着
こ
そ
彼
の
め
ざ
す

も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
彼
が
と
く
に
精
神
科
学
の
方
法
論
的
自
立
を
模
索
し
た
の
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
科
学
全
体
の
有
効
性

「
形
而
上
学
の
安
楽
死
」
を
そ
の
歴
史
的
研
究
か
ら
確
認
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
哲
学
が
そ
の

全
努
力
を
科
学
に
傾
注
す
る
こ
と
は
時
代
の
要
請
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
初
期
の
ブ
レ
ス
ラ
ウ
期
の
あ
る
断
片
で
デ
ィ
ル
タ
イ

「
自
然
科
学
は
空
間
的
関
係
を
そ
の
実
在
性
に
お
い
て
よ
り
厳
密
に
探
究
す
る
こ
と
に
関
心
を
も
つ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
精
神
科
学

に
と
っ
て
は
、
我
々
の
認
識
と
行
為
を
形
成
す
る
大
い
な
る
合
法
則
性
の
実
在
性
を
洞
察
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
」

(XVIII,
1
9
1
)

。

こ
こ
に
は
自
然
科
学
と
精
神
科
学
両
者
へ
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
同
等
の
目
配
り
が
叙
述
に
表
わ
れ
て
い
る
。
後
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が

は
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
を
対
比
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

が
確
立
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
の
名
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
る
べ
き
認
識
論
の
形
を
と
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
は
、
あ
ら
ゆ
る
部
門
の
知
識
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、

と
も
に
現
実
認
識
や
価
値
定
立
の
領
域
に
ま
で
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」

(VII,
5
)

。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
は
目
的
規
定
や
規
則
付
与
の
領
域
と
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こ
の
ふ
た
つ
の
主
張
「
カ
ン
ト
に
帰
れ
」
と
「
カ
ン
ト
を
離
れ
よ
」
の
間
に
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
形
成
に
お
け
る
決
定
的
変
化

を
十
分
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(VII,
2
7
8
)
。

あ
っ
た
。
し
か
し
、

デ
ィ
ル
タ
イ
は
新
カ
ン
ト
派
同
様
「
カ
ン
ト
に
帰
る
」
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
カ
ン
ト
を
評
価
す
る
の
は
、

認
識
」
は
経
験
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
の
認
識
以
外
に
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
対
象
は
「
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
合
法
則
的
連

関
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
哲
学
を
諸
学
の
学
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
自
然
科
学
的
認
識
を
基
礎
‘
‘
つ
け
た
カ
ン
ト

の
批
判
的
方
法
の
な
か
に
、
精
神
現
象
の
経
験
科
学
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
自
ら
の
課
題
を
解
く
可
能
性
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
の
で

る
に
至
る
。

一
八
八
三
年
の
『
精
神
科
学
序
説
』
序
文
に
お
い
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
主
観
を
「
単
な
る
思
惟

活
動
と
し
て
の
理
性
」
だ
と
し
、
さ
ら
に
最
晩
年
の
歴
史
的
世
界
の
構
成
に
関
す
る
論
文
に
お
い
て
は
、

「
我
々
は
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
純
粋
で
洗
練
さ
れ
た
ふ
ん
い
き
か
ら
抜
け
出
て
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
諸
々
の
歴
史
的
対
象
の
性
質

る
そ
の
法
則
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
重
要
な
の
で
あ
る
」

「
我
々
の
課
題
は
我
々
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
批
判
的
道
を
た
ど
っ
て
、
人
間
精
神
の
経
験
科
学

を
他
の
領
域
の
研
究
者
と
の
協
力
か
ら
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
、
知
的
、
道
徳
的
な
諸
現
象
を
支
配
す

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

精
神
科
学
の
独
自
性
の
解
明
に
本
格
的
に
取
り
組
む
に
従
い
、
自
然
科
学
的
方
法
は
、
対
比
的
な
扱
い
か
ら
、
よ
り
対
立
的
な
扱
い
ヘ

と
い
わ
ば
戦
略
的
に
格
上
げ
さ
れ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
を
わ
か
り
に
く
く
し
て
い
る
原
因
の
ひ
と
つ
が
こ
の
変
化
で
あ
っ
て
、
我
々
は
、

カ
ン
ト
ヘ
の
言
及
か
ら
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
大
学
就
任
講
演
(
-
八
六
七
年
）
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は

(V, 
2
7
)

。

は
っ
き
り
と
カ
ン
ト
を
退
け

「
厳
密
な
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「
重
要
な
こ
と
は
、

「
思
想
は
現
実
的
な
も
の
の
な
ん
ら
か
の
領
域
に
関
す
る
特

が
存
在
す
る
。
そ
の
相
違
は
、
精
神
現
象
を
科
学
的
に
と
ら
え
（
デ
ィ
ル
タ
イ
の
用
語
で
は
、
分
析
し
か
つ
記
述
し
て
）
、
そ
れ
を
哲

学
的
に
基
礎
づ
け
叙
述
し
よ
う
と
試
み
た
過
程
か
ら
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
学
的
使
命
の
自
覚

の
み
を
も
っ
て
い
て
、
未
だ
学
的
手
段
を
穫
得
し
て
い
な
か
っ
た
初
期
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
科
学
的
認
識
を
基
礎
づ

け
た
と
い
う
意
味
で
仰
ぎ
み
る
存
在
だ
っ
た
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
科
学
的
認
識
を
徹
底
し
て
い
く
に
従
い
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
カ
ン
ト
か

ら
離
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
ン
ト
の
思
想
圏
か
ら
の
離
反
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
生
の
非
合
理
性
を
標
傍
し
た
結
果
に
よ
る
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
生
の
現
実
と
し
て
現
わ
れ
る
諸
現
象
を
厳
密
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ

の
名
も
「
カ
ン
ト
を
越
え
る
前
進
」
と
題
す
る
一
八
八

0
年
ご
ろ
の
断
片
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

一
方
で
、
内
的
状
態
の
記
述
の
表
現
に
、
内
的
現
実
の
全
範
囲
を
委
ね
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
他
方
で
は
、

、
、
、

こ
の
記
述
に
対
し
て
最
高
度
の
厳
密
性
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
生
の
哲
学
と
心
理
学
と
の
対
立
は
、

次
の
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
後
者
に
は
真
理
と
十
全
な
現
実
を
、
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
に

、
、
、

は
厳
密
性
を
も
た
せ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
」

(VIII,
1
7
4
 |
5
、
傍
点
筆
者
）
。

、
、
、

デ
ィ
ル
タ
イ
が
志
向
す
る
の
は
、
端
的
に
、
心
理
学
的
現
実
を
包
括
す
る
厳
密
な
生
の
哲
学
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
科
学
的
認
識
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
意
識
の
全
事
実
つ
ま
り
「
意
欲
、
感
情
、
表
象
に
よ
る
現

実
的
な
生
の
過
程
」
(

I

,

XVIII)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
は
、
若
き
頃
に
「
我
々
の
時
代
の
特
徴
」
と
し
て
見

い
だ
し
て
い
た
「
経
験
科
学
と
哲
学
と
の
相
互
浸
透
」
と
い
う
な
か
で
、

(

5

)

 

殊
研
究
に
基
づ
い
て
の
み
、
実
り
豊
か
な
も
の
と
な
る
」
と
主
張
し
た
こ
と
に
対
す
る
自
ら
の
答
え
で
も
あ
っ
た
。

「
科
学
あ
る
い
は
哲
学
の
始
ま
り
は
経
験
を
仕
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
は
意
識
の
現
象
で
あ
る
。
…
…
科
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れ
る
限
り
に
お
い
て
正
当
不
正
当
い
ず
れ
か
に
な
る
の
で
あ
る
(

I

2
7
)

。

学
の
出
発
点
と
基
礎
は
経
験
が
意
識
の
な
か
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
経
験
の
総
体
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(
X
I
X
,

意
識
の
な
か
に
与
え
ら
れ
て
い
る
限
り
の
経
験
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
「
自
己
の
思
惟
に
と
っ
て
の
安
定
し
た
投
錨
地
」

(

I

,

 

X
V
I
I
)
を
意
味
し
た
。
そ
の
確
信
は
親
友
ョ
ル
ク
伯
に
あ
て
た
書
簡
の
な
か
に
も
十
分
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
私
は
心
的
生
の
構
造
、
衝
動
の
体
系
か
ら
出
発
し
ま
す
。
今
日
の
現
代
的
思
想
家
た
ち
が
断
念
し
た
発
展
的
流
れ
と
そ
の
あ
い
ま

い
な
可
能
性
の
な
か
に
、
私
は
し
っ
か
り
と
し
た
足
場
を
築
き
ま
す
が
、
そ
の
地
点
と
は
、
心
理
学
的
に
認
識
し
得
る
人
間
の
本
性
に

己
自
身
の
な
か
に
見
い
だ
す
心
的
連
関
を
、
私
は
確
固
と
し
た
場
所
と
考
え
て
い
ま
す
」

他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
ま
さ
し
く
私
達
の
人
問
的
心
的
生
、
自
我
意
識
な
ど
と
い
っ
た
も
の
を
形
成
し
て
い
る
の
で
す
。
私
達
が
自

(

6

)

 

（
一
八
九

0
年
一
月
）
。

題
は
、
存
在
す
る
も
の
の
理
論
的
命
題
の
み
な
ら
ず
、
目
的
に
従
う
行
為
や
価
値
判
断
の
実
践
的
命
題
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
二
種
類
の
命
題
は
互
い
に
「
共
通
の
根
本
的
関
係
」

タ
イ
の
挙
げ
る
例
で
言
え
ば
、
同
じ
政
治
学
的
判
断
で
も
、
あ
る
制
度
を
他
の
制
度
と
の
関
係
か
ら
吟
味
す
る
と
き
の
そ
れ
は
、
真
偽

い
ず
れ
か
で
あ
る
に
対
し
て
、
あ
る
制
度
を
非
難
す
る
と
き
の
そ
れ
は
、
真
偽
い
ず
れ
で
も
な
く
、
た
だ
そ
の
判
断
の
目
的
が
評
価
さ

理
論
的
命
題
と
実
践
的
命
題
と
を
こ
う
し
て
区
別
し
な

が
ら
両
者
の
関
係
の
解
明
を
進
め
る
の
が
、
精
神
科
学
の
認
識
論
的
分
析
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
特
徴

的
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
認
識
論
的
分
析
を
、
自
己
省
察

S
e
l
b
s
t
b
e
s
i
n
n
u
n
g

と
呼
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。

「
意
識
の
事
実
の
全
内
容
と
連
関
の
分
析
、
そ
れ
は
科
学
の
連
関
の
基
礎
づ
け
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
我
々
は
認

と
こ
ろ
で
、
科
学
と
は
そ
も
そ
も
「
概
念
を
要
素
と
す
る
諸
命
題
の
総
括
」

(

I

,

 

2
6
)

を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ
ル

(
I
,
 
4
)

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
精
神
科
学
が
扱
う
命

2
5
)

。
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識
論
に
対
し
て
自
己
省
察
と
呼
び
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
省
察
は
、
意
識
の
事
実
の
連
関
に
お
い
て
、
思
惟
の
基
礎
だ
け
で
な
く
行

デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
の
用
語
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
ず
第
一
に
、
通
常
の
認
識
論
が
も
っ
て
い
る

よ
う
な
、
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
た
表
象
的
諸
要
素
に
よ
っ
て
推
論
的
に
認
識
対
象
に
向
か
う
と
い
う
抽
象
的
な
仕
方
を
避
け
、
自
己

内
部
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
す
な
わ
ち
諸
々
の
経
験
に
依
拠
す
る
よ
う
な
認
識
論
、
今
日
な
ら
ば
行
動
科
学
論
と
も
言
う
べ
き
も
の

用
語
に
見
ら
れ
る
「
客
観
」
と
の
対
立
と
い
っ
た
二
項
関
係
の
狭
さ
を
越
え
る
心
理
学
的
地
平
の
拡
大
を
見
込
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
自
己
は
、
人
格
の
自
同
性
の
意
識
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
認
識
さ
れ
る
事
態
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
転
す
る
な
か
に
、

存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
自
己
は
、
外
界
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
ま
た
外
界
に
反
作
用
し
な
が
ら
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

…
…
こ
の
よ
う
に
し
て
生
統
一
が
そ
の
生
き
る
環
境
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
ま
た
環
境
に
反
作
用
し
な
が
ら
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
こ
で
言
わ
れ
る
外
界
と
自
己
の
制
約
ー
反
作
用
の
関
係
は
、
主
観
と
客
観
と
の
単
に
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
い
う
関
係
に

は
け
っ
し
て
置
き
換
え
ら
れ
な
い
も
の
、

「
自
己
」

S
e
l
b
s
t

と
い
う
用
語
に
、
伝
統
的
な
「
主
観
」

S
u
b
j
e
k
t

と
い
う

(
V
,
 
2
0
0
)
 

つ
ま
り
生
の
過
程
と
し
て
の
体
験
な
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
こ
の
自
己
省
察
と

い
う
。
ハ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
得
た
も
の
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
に
よ
り
も
体
験
の
構
造
的
統
一
を

見
通
す
こ
と
の
可
能
性
が
そ
こ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
表
象
、
判
断
、
感
情
、
欲
求
、
意
志
と
い
っ
た
こ
れ
ら
の
作
用
が

「
心
的
連
関
に
お
い
て
互
い
に
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
」

(VII,
2
4
)

こ
と
は
、
自
同
性

S
e
l
b
i
g
k
e
i
t

に
お
い
て
分
析
的
に
把
握
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
自
同
性
を
「
根
源
的
、
有
意
味
な
体
験
」
と
か
「
人
問
の
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
親

こ
こ
か
ら
、
生
統
一
の
内
的
状
態
の
構
造
が
成
立
す
る
」

を
展
開
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
第
二
に
、

為
の
基
礎
を
も
見
い
だ
す
か
ら
で
あ
る
」

(
X
I
X
,
7
9
)

。
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密
な
経
験
」

(XIX,
3
6
2
)

だ
と
す
る
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
自
我
と
い
う
も
の
が
決
し
て
純
粋
自
我
と
い
っ
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
性
格

を
も
っ
た
も
の
な
の
で
は
な
く
、
外
的
現
実
と
の
生
け
る
交
渉
、
体
験
の
な
か
か
ら
、
自
己
に
気
づ
く
こ
と
S
e
l
b
s
t
,
 
B
e
s
i
n
n
u
n
g
を

「
自
同
性
は
自
己
意
識
な
し
に
は
我
々
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
得
な
い
。
体
験
の
な
か
に
与
え
ら
れ
た
も
の

と
し
て
、
そ
れ
は
自
己
意
識
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」

(XIX,
3
6
3
)

。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
学
的
苦
闘
は
実
に
こ
の
心
理
学
的
事
実
の
根
に
あ
る
自
己
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

科
学
の
基
礎
‘
‘
つ
け
と
し
て
「
認
識
論
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
な
が
ら
も
、
彼
の
本
当
の
ね
ら
い
は
、
認
識
論
的
な
も
の
の
痕
跡
を
消

し
、
ま
っ
た
く
「
自
己
省
察
」
と
い
う
用
語
に
代
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
認
識
論
と
い
う
も
の
に
と
ど
ま
る

限
り
、
我
々
は
最
初
に
自
我
の
確
実
性
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、

い
か
な
る
対
象
に
も
向
か
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

界
の
実
存
は
自
我
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
デ
カ
ル
ト
以
来
我
々
は

橋
を
か
け
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
」

(
B
,
5
5
)

。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
意
図
は
、
こ
う
し
た
伝
統
的
認
識
論
の
枠
組
み
を
逆
さ
ま
に
す

る
こ
と
で
そ
の
限
界
を
越
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
自
同
性
は
「
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
な
か
に
あ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
自
己
自
身

に
同
一
な
も
の
が
不
動
の
ま
ま
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い

(XIX,
3
6
2
)
。
超
越
論
的
な
も
の
で
あ
れ
、
実
体
的
な
も
の
で
あ

れ
、
固
定
し
た
自
己
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
現
実
が
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
構
図
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は

拒
否
す
る
。
そ
の
道
こ
そ
が
、
究
極
的
に
は
現
実
を
つ
ね
に
「
測
り
難
い
も
の
」
と
し
て
残
し
て
し
ま
う
悪
し
き
認
識
論
な
の
で
あ
る
。

「
世
界
が
な
け
れ
ば
自
己
意
識
と
い
う
も
の
を
我
々
は
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
こ
の
自
己
意
識
な
く
し
て
我
々
に
と
っ
て
世

界
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
こ
の
関
係
作
用
の
な
か
に
生
じ
る
も
の
、
こ
れ
が
生
で
あ
る
。
そ
れ
は
認
識
過
程
と
い
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
体
験
と
い
う
表
現
で
我
々
が
示
す
も
の
で
あ
る
」

(XIX,
1
5
3
)

。

意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
外
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こ
の
覚
知

体
験
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
な
ん
ら
の
観
念
論
的
性
格
を
も
与
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
文
字
ど
お
り
生
け
る
体
験
で
あ
る
か
ら
、

一
般
的
「
自
己
」
と
い
う
も
の
も
考
え
ら
れ
ず
、
存
在
す
る
の
は
個
々
の
「
私
」
だ
け
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
ク
イ
は
、
し
た
が
っ
て
、
デ

ィ
ル
タ
イ
自
身
の
「
体
験
」
を
そ
の
論
文
中
に
記
述
す
る
こ
と
を
、
あ
え
て
し
ば
し
ば
す
る
の
で
あ
る
。

、

、

、

、

「
私
は
朝
早
く
窓
を
開
け
、
咲
き
ほ
こ
っ
て
い
る
ラ
イ
ラ
ッ
ク
を
私
は
目
に
す
る
。
そ
の
匂
い
が
私
の
部
屋
に
入
っ
て
き
て
、
私
は

、、

昨
日
の
朝
自
分
が
同
じ
こ
と
を
し
た
と
き
は
ま
だ
花
が
咲
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
こ
の
す
べ
て
が
体
験
と
し
て
私
の
意

識
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
体
験
と
し
て
そ
れ
ら
を
直
接
感
じ
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
X
I
X
,
5
3
,
 
6
5
,
 

傍
点
筆
者
）
。

こ
の
記
述
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
私
は
窓
を
開
け
る
」
、
「
私
は
目
に
す
る
」
、
「
私
ほ
思
い
出
す
」
の
「
私
」
は
自
己
同
一
的
自
我
と

し
て
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
「
私
」
と
い
う
確
定
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
の
「
私
」
に
対
し
て
、

「
世
界
」
が
、
窓
か
ら
の
景
色
と
し
て
、
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
咲
い
て
い
る
光
景
と
し
て
、
ま
た
昨
日
見
た
記
憶

「
体
験
」
の
真
の
意
味
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
事
態
は
逆

で
あ
っ
て
、
世
界
を
さ
ま
ざ
ま
に
体
験
す
る
な
か
に
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
体
験
し
て
い
る
「
自
己
」
に
気
づ

く
、
つ
ま
り
自
己
自
身
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
い
方
で
は
、

わ
れ
る

(
g
e
g
e
n
i
i
b
e
r
s
t
e
l
l
e
n
あ
る
い
は
く
o
r
,
 
stellen)
の
で
は
な
く
、
あ
る
内
容
が
い
か
な
る
区
別
も
な
く
そ
の
中
に
存
立
す
る
、

と
も
呼
ぶ
。
「
我
々
に
と
っ
て
現
に
あ
る
、

(
X
I
X
,
 
6
6
)

。

こ
の
体
験
の
仕
方
を
「
覚
知
」

I
n
n
e
w
e
r
d
e
n

我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
意
識
の
事
実
で
あ
る
、

の
事
態
に
対
す
る
単
に
異
な
っ
た
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
事
態
か
ら
す
る
と
、
把
握
に
対
し
て
あ
る
客
観
が
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、

把
握
と
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
私
は
覚
知
と
呼
び
た
い
」

(VII,
2
7
)

。

そ
の
よ
う
な
意
識
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

デ
ィ
ル
ク
イ
は
、

こ
れ
ら
の
表
現
は
同

「
意
識
の
主
観
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
内
容
が
立
ち
現

像
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
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「
社
会
は
我
々
の
世
界
で
あ
る
。
我
々
は
社
会
の
な
か
の
交
互
作
用
の
遊
動
を
、
我
々
の
全
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
力
を
も
っ
て
、
共
に

、
、
、
、

体
験
す
る
。
と
い
う
の
は
、
我
々
は
社
会
の
組
織
が
そ
こ
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
状
態
や
力
を
、
我
々
自
身
に
お
い

、
、
、

て
内
か
ら
、
き
わ
め
て
生
き
生
き
し
た
緊
張
の
な
か
に
認
め
る
か
ら
で
あ
る
」

(
I
,
3
6ー

7

、
傍
点
筆
者
）
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
精
神
科
学
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
す
べ
て
規
定
す
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
拒
絶
し
続
け
る

こ
と
で
あ
る
と
い
う
(

I

,
 

2
6
,
 
4
1
1
)

。
な
ぜ
な
ら
、
規
定
す
な
わ
ち
否
定
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
、
個
別
的
な
も

の
を
表
わ
す
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
体
験
に
お
い
て
気
づ
か
れ
る
「
自
己
」
は
、
ま
さ
し
く
個
々
の
精

神
現
象
、
希
望
や
努
力
、
願
望
や
意
欲
な
ど
が
立
ち
現
わ
れ
る
交
差
点
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
こ
と
ば
の
真
の
意
味
で
の
「
個
性
」

が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
歴
史
的
個
性
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
我
々
の
知
情
意
の
全
人
的
な
意
識
的
事
実
は
そ
れ
自
体

「
意
識
の
現
実
的
条
件
と
そ
の
諸
前
提
が
構
成
し
て
い
る
も
の
は
、
私
が
考
え
る
と
こ
ろ
で

は
、
生
き
た
歴
史
過
程
で
あ
り
、
発
展
で
あ
る
。

人
物
な
り
そ
の
社
会
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
意
識
が
そ
れ
自
体
に
歴
史
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ

が
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
意
識
は
歴
史
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
X
I
X
,
4
4
)

。
我
々
が
過
去
の

で
あ
る
。

的
現
実
が
、
自
然
科
学
の
対
象
で
あ
る
外
的
現
象
と
は
異
な
り
、

「
我
々
の
内
部
か
ら
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」

(

I

 
,
 

3
6
)

か
ら

と
い
う
用
語
で
デ
ィ
ル
タ
イ
が
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
我
々
の
生
に
お
け
る
、
本
質
的
な
内
在
的
自
我
性
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

験
し
て
い
る
者
は
、
自
分
が
体
験
す
る
も
の
を
確
か
に
知
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
確
実
性
は
、
体
験
の
背
後
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
い
か
な
る
も
の
も
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
な
く
、
自
分
自
身
の
な
か
で
安
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

(VII,
4
2
)

。

こ
う
し
た
自
己
省
察
が
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
と
し
て
中
心
と
さ
れ
る
の
は
、
他
で
も
な
く
そ
の
科
学
の
対
象
と
な
る
歴
史
的
社
会

「
体
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r-, r-, r-, •• 

3 2 1 i王
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で
あ
る
。

イ
が
伝
記
を
高
く
評
価
し
、
歴
史
記
述
の
最
高
の
も
の
と
し
た
の
は
、
そ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
個
人
を
「
生
の
統
一
体
」

L
e
b
e
n
s
、

e
i
n
h
e
i
t
と
も
呼
ん
だ
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
「
こ
れ
ら
の
生
の
統
一
体
に
よ
っ
て
歴
史
を
組
み
立
て
る
歴
史
家
」
：
だ
け
が

の
歴
史
的
全
体
の
現
実
を
と
ら
え
る
」
の
で
あ

a

る
(

I

,

3
4
)
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
こ
う
し
た
内
的
生
へ
の
視
座
は
、
個
人
の
処
世
の
規

「
こ
れ
ら
の
規
則
が
科
学
の
性
格
を
獲
得
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
努
力
は
生
の
統
一
体
の
現
実
に
つ
い
て
の
我
々
の

、
、
、
、
、
、

意
識
と
、
我
々
の
意
志
や
感
情
が
生
の
な
か
に
見
い
だ
す
諸
々
の
価
値
相
互
の
関
係
の
意
識
と
の
連
関
を
自
己
省
察
す
る
こ
と
に
帰
す

る
の
で
あ
る
」

(

I

,

 

3
4
,
 

傍
点
筆
者
）
。

こ
う
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
は
、
心
理
学
的
事
実
が
現
実
的
連
関
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
た
そ
う
い
う
自
己
ヘ

(
7
]）

 

の
気
づ
き
が
科
学
的
認
識
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ひ
た
す
ら
所
与
の
分
析
と
記
述
に
従
事
し
た
の
は
、
精
確
な

内
面
の
描
写
こ
そ
精
神
現
象
を
扱
う
科
学
の
厳
密
性
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
認
識
主

観
対
現
象
と
い
う
認
識
論
的
構
図
を
脱
し
て
、
自
己
と
世
界
と
が
共
に
生
の
現
実
性
を
も
つ
こ
と
の
自
己
省
察
へ
の
逍
で
も
あ
っ
た
の

Liebert, 
A., 
W
i
l
h
e
l
m
 Dilthey, 
Berlin, 
1
9
3
3
 ̀

 s. 
6
.
 

R
o
d
i
,
 
F
・
[
 Le
s
s
i
n
g
,
 
H
 ,
 
U. 
(
H
g
.
)
,
 
M
a
t
e
r
i
a
l
i
e
n
 z
u
r
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
W
i
l
h
e
l
m
 Diltheys, 
s
t
w
 4
9
3
,
 
1
9
8
4
,
 
s. 
110. 

D
i
l
t
h
e
y
,
 
W
.
,
 
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 Schi ̀
m
e
n
、
B
d
.

V
,
 s. 
9
0
.
 

（
以
下
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
か
ら
の
引
用
は
巻
数
及
び
ペ
ー
ジ
数
で
示
す
）
。

則
に
も
精
神
科
学
の
性
格
を
付
与
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

「
ひ
と
つ
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