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は
じ
め
に

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
に
対
す
る
関
心
は
、
生
誕
か
ら
三
百
年

以
上
経
っ
た
今
日
ま
す
ま
す
盛
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
思
想
解
釈

は
多
様
を
極
め
る
。
理
由
は
、
そ
の
著
作
が
哲
学
・
歴
史
・
政
治
・
宗

教
な
ど
多
岐
に
渡
る
上
、両
義
的
な
要
素
を
含
む
た
め
で
あ
る
。ヒ
ュ
ー

ム
は
「
中
庸
の
立
場
、
あ
る
い
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
、
あ
る
い
は
反
啓
蒙
の

思
想
家
と
さ
え
、
そ
し
て
あ
る
い
は
保
守
主
義
、
自
由
主
義
、
功
利
主

義
」（
二
八
三
頁
）
と
い
っ
た
相
矛
盾
す
る
ラ
ベ
ル
を
貼
ら
れ
て
き
た
。

本
書
は
、
そ
う
し
た
複
雑
な
思
想
家
・
ヒ
ュ
ー
ム
を
「
懐
疑
的
啓
蒙
」

（S
cep

tica
l E
n
lig
h
ten

m
en
t

）
と
し
て
一
貫
し
て
把
握
す
る
。
本
書

は
、
ま
ず
「
啓
蒙
」
に
つ
い
て
問
い
直
し
、「
懐
疑
的
啓
蒙
」
と
い
う
分

析
視
角
を
確
立
し
た
う
え
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
認
識
論
と
政
治
学
の
関
連

を
把
握
し
、
具
体
的
な
諸
事
項
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
説
を
分
析
し

て
い
る
。
国
内
外
の
研
究
を
渉
猟
し
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
の
個
々
の
論
点
を

抽
出
し
つ
つ
、
同
時
代
の
思
想
家
た
ち
と
縦
横
無
尽
に
比
較
す
る
こ
と

で
そ
の
思
想
的
特
徴
を
本
書
は
浮
彫
に
し
て
い
る
。

一

本
書
の
内
容

本
書
は
、「
序
論
」
と
七
つ
の
章
と
「
結
論
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

序
論
」（In

tro
d
u
ctio

n

）
で
は
、
著
者
は
ま
ず
「
啓
蒙
」
を
問
い
直

す
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
一
般
的
な
個
人
主
義
・
合
理
主
義
と
い
っ
た
「
啓

蒙
」の
イ
メ
ー
ジ
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
思
想
家
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｊ
・

Ｓ
・
ミ
ル
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
主
義
は
ト
ー
リ
ー
主
義
を
帰
結
し
た

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
啓
蒙
か
ら
は
程
遠
い
保
守
反
動
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
き
た
。

著
者
は
、
近
年
の
研
究
が
「
啓
蒙
」
の
多
様
性
に
つ
い
て
解
明
し
て

き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
啓
蒙
を
「
初
期
近
代
╱
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
新
世
界
に
お
い
て
進
行
す
る
文
明
の
過
程
に
対
す
る
哲
学
者
た
ち
に

共
有
さ
れ
た
敏
感
な
感
性
と
、
こ
の
歴
史
的
自
覚
の
上
に
立
つ
知
識
人

た
ち
が
提
示
し
た
一
連
の
問
題
や
論
点
」（
七
頁
）に
関
連
し
た
思
想
的

運
動
と
み
な
す
観
点
を
提
起
す
る
。

そ
の
一
連
の
問
題
と
は
、
文
明
の
原
動
力
や
過
程
へ
の
評
価
、
社
会
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の
向
上
の
方
法
と
い
っ
た
事
柄
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
課
題
の
共
有
と
し

て
啓
蒙
を
と
ら
え
た
場
合
、多
様
な
立
場
が
存
在
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
う
え
で
、
著
者
は
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
と
い
う
分
析
視
角
を
提
起

す
る
。
こ
れ
は
、
フ
ォ
ー
ブ
ズ
が
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
の
枠
組
と
し
て
用
い

た
「
懐
疑
的
ウ
ィ
ッ
グ１

）
」
と
は
異
な
る
。
著
者
は
、
通
俗
的
ウ
ィ
ッ
グ

と
懐
疑
的
ウ
ィ
ッ
グ
の
差
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
近
年
の

研
究
や
、
ウ
ィ
ッ
グ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
内
の
文
脈
に
限
定
さ
れ
る
点

か
ら
、
啓
蒙
主
義
の
知
的
活
動
の
中
で
ヒ
ュ
ー
ム
を
分
析
す
る
姿
勢
を

打
ち
出
す
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
の
伝
統
と
世
俗
主
義
の
点
等
で
密
接

に
関
連
し
て
い
た
。
し
か
し
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
の
物
質
還
元
主
義
と

は
明
確
に
距
離
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。
あ
ら
ゆ
る

哲
学
的
ド
グ
マ
に
対
し
て
懐
疑
を
抱
く
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
が
ヒ
ュ
ー
ム

の
立
場
だ
っ
た
と
著
者
は
述
べ
る
。

懐
疑
的
啓
蒙
」は
、
物
事
の
偶
然
性
に
つ
い
て
の
認
識
や
、
物
事
の

境
界
線
に
つ
い
て
の
懐
疑
や
、
文
明
社
会
の
予
期
せ
ぬ
変
遷
に
つ
い
て

の
感
覚
を
特
徴
と
す
る
。「
懐
疑
主
義
の
精
神
」が
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
全

体
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
、
以
下
の
章
で
検
証
さ
れ
る
。

第
二
章
「「
想
像
の
帝
国
」：

ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
哲
学
に
お
け
る
観
念

連
合
」（‘T

h
e E

m
p
ire o

f th
e Im

a
g
in
a
tio
n
’:
T
h
e A

sso
cia
tio
n

 
o
f Id

ea in H
u
m
e’s S

o
cia
l P
h
ilo
so
p
h
y

）
で
は
、
著
者
は
ヒ
ュ
ー

ム
の
認
識
論
哲
学
に
お
け
る
観
念
連
合
に
つ
い
て
論
じ
る
。
先
行
研
究

で
は
、
想
像
力
が
観
念
を
連
合
し
て
人
間
の
信
念
（b

elief

）
を
形
成
す

る
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
念
連
合
論
は
、
の
ち
の
著
作
に
あ
ま
り
登
場

し
な
く
な
る
た
め
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
観
念

連
合
論
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
思
想
に
独
特
の
要
素
を
も
た
ら
し
、
政
治
・
社

会
に
つ
い
て
の
議
論
の
基
調
を
な
し
て
い
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

他
の
思
想
家
た
ち
と
異
な
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
想
像
力
は
一
定
の
規

則
を
持
つ
と
論
じ
た
。
想
像
力
に
よ
る
観
念
連
合
は
、
一
定
の
規
則
を

持
つ
た
め
、
正
し
く
用
い
れ
ば
正
し
い
判
断
や
推
論
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
観
念
連
合
論
に
基
づ
い
て
因
果
性
を
説

明
す
る
。
ロ
ッ
ク
の
労
働
所
有
説
と
は
異
な
る
仕
方
で
所
有
の
成
立
を

論
じ
る
。
つ
ま
り
、
一
定
の
仕
方
に
お
い
て
、
当
該
の
人
物
と
所
有
の

観
念
が
安
定
的
に
結
び
付
け
ら
れ
、
そ
の
上
に
所
有
の
規
則
が
成
立
す

る
と
す
る
。
王
位
継
承
に
対
す
る
忠
誠
心
の
変
遷
に
対
し
て
も
、
想
像

力
の
働
き
お
よ
び
世
論
の
働
き
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
は
説
明
す
る
。

こ
れ
ら
の
人
間
の
判
断
や
習
慣
は
可
変
的
な
も
の
で
あ
り
、
観
念
連

合
と
い
う
想
像
力
の
働
き
に
基
づ
く
が
ゆ
え
に
、
不
安
定
さ
や
不
確
実

性
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
点
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
の

観
念
連
合
論
は
懐
疑
主
義
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。

第
三
章
「「
既
存
の
も
の
」
と
は
何
か

：

ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
哲
学
に

お
け
る
世
論
」（‘W

h
a
t is E

sta
b
lish

ed
’?:H

u
m
e’s S

o
cia
l P
h
ilo
s-
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o
p
h
y

）
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
想
像
力
の
働
き
の
所
産
で
あ
る

「
信
念
」
と
「
世
論
」（o

p
in
io
n

）
が
互
換
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
た
上
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
・
社
会
の
議
論
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
「
世
論
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

本
章
で
著
者
は
、
先
行
す
る
他
の
思
想
家
ら
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
世
論
に

関
す
る
議
論
の
類
似
点
や
相
違
点
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、『
人
間
本
性

論
』
や
エ
ッ
セ
イ
の
議
論
を
辿
り
つ
つ
、
政
府
に
対
す
る
忠
誠
心
を
構

成
す
る
の
は
公
共
の
利
益
（p

u
b
lic in

terest

）
に
関
す
る
世
論
だ
と

ヒ
ュ
ー
ム
が
述
べ
て
い
る
こ
と
と
、
し
か
も
公
共
の
利
益
は
明
確
な
基

準
を
も
っ
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
世
論
と
し

て
の
み
存
在
す
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
安
定
し
た
規
則
的
な
政
治
を
目
指
し
て
特
定
の
人
間

の
影
響
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。と
同
時
に
、そ
の
こ
と
は
人
々

の
集
合
的
な
意
見
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。
人
々
の
集
合
的
な
意
見
で
あ
る
世

論
を
重
視
す
る
こ
と
と
、
特
定
個
人
の
影
響
を
排
除
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の

政
体
論
は
矛
盾
し
な
い
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
後
期
の
主
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
に
は
、
世
論
と
い

う
用
語
は
頻
出
し
な
い
が
、「
そ
の
時
代
の
原
則
」（th

e p
rin
cip
les o

f
 

th
e tim

es

）（
七
三
頁
）と
い
っ
た
表
現
で
同
様
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
人
々
の
持
つ
意
見
の
変
化
に
よ
っ
て
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝

の
君
主
た
ち
の
悲
劇
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。

時
代
ご
と
の
世
論
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
古
来
の

国
制
論
」
を
批
判
し
、
抵
抗
権
論
と
絶
対
的
服
従
論
の
両
方
に
対
し
て

批
判
を
行
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
確
立
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
は
懐
疑

的
な
ま
な
ざ
し
を
維
持
し
つ
つ
も
、
暫
定
的
な
指
針
と
し
て
信
頼
す
る

姿
勢
を
持
っ
た
。「
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
政
治
的
な
実

践
が
十
分
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
可
能
な
限
り
多
く
の

人
々
の
支
持
を
得
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。」（
八
〇
頁
）
既
に
存
在
し
て

い
る
も
の
に
対
す
る
世
論
を
政
治
的
な
熱
狂
か
ら
守
る
た
め
、
制
度
の

変
遷
等
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
の
有
効
性
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
信
じ
て
い
た
。

第
四
章
「「
洗
練
」
と
「
悪
し
き
奢
侈
」：

ヒ
ュ
ー
ム
の
奢
侈
擁
護
に

お
け
る
陰
影
」（‘R

efin
em
en
t’
a
n
d
‘V
icio

u
s L

u
x
u
ry
’:
H
u
m
e’s

 
N
u
a
n
ced D

efen
ce o

f L
u
x
u
ry

）
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
奢
侈
論
が
検

討
さ
れ
る
。
奢
侈
や
商
業
を
擁
護
肯
定
す
る
一
方
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
奢

侈
を
手
放
し
に
礼
賛
し
た
わ
け
で
は
な
く
「
悪
し
き
奢
侈
」
を
批
判
し

た
こ
と
に
著
者
は
注
意
を
促
す
。

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
ら
同
時
代
の
思
想
家
と
比
較
検
討
す
る
中
で
、
商
業

を
道
徳
的
に
正
当
化
す
る
点
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
特
色
が
あ
る
こ
と
を
著
者

は
明
ら
か
に
す
る
。
一
方
で
、「
悪
し
き
奢
侈
」
や
放
蕩
に
つ
い
て
は
、

エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
も
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
に
お
い
て
も
ヒ
ュ
ー
ム

は
一
貫
し
て
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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ヒ
ュ
ー
ム
は
、
商
業
や
洗
練
を
擁
護
し
、
自
然
な
生
だ
と
し
て
評
価

し
た
。
一
方
で
、
宗
教
的
な
生
は
「
人
工
的
生
」
で
あ
り
堕
落
を
も
た

ら
す
と
批
判
し
た
。ヒ
ュ
ー
ム
は
教
育
に
よ
る
社
会
改
良
を
重
視
せ
ず
、

利
己
心
に
基
づ
き
商
業
や
洗
練
の
中
で
自
然
な
生
を
謳
歌
す
る
と
こ
ろ

に
人
間
の
幸
福
や
健
全
さ
が
あ
る
と
考
え
た
。

第
五
章
「「
聖
職
者
の
圧
制
」
の
統
御：

ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
制
度
論
」

（T
a
m
in
g
‘th
e T

y
ra
n
n
y o

f P
riests’:

H
u
m
e’s A

d
v
o
ca
cy o

f
 

R
elig

io
u
s E
sta
b
lish

m
en
ts

）
で
は
、『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
に
お
い

て
、
一
方
で
宗
教
を
批
判
し
つ
つ
、
既
存
の
国
教
会
を
評
価
し
支
持
す

る
と
い
う
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
が
抱
え
る
矛
盾
を
検
討
し
て
い
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
英
国
国
教
会
を
中
庸
で
あ
り
相
対
的
に
受
容
可
能
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
英
国
国
教
会
評
価
は
、
そ
も
そ
も
実
際
に

存
在
す
る
宗
教
は
ど
れ
も
誤
っ
た
宗
教
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
枠
組
を

超
え
出
る
も
の
で
は
な
く
、
極
端
な
熱
狂
に
も
極
端
な
迷
信
に
も
陥
ら

な
い
と
い
う
意
味
で
の
中
庸
を
意
味
し
て
い
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
聖
職
者

制
度
を
一
貫
し
て
批
判
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
で

ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
の
君
主
ら
に
寛
容
な
評
価
を
す
る
の
は
、
個
人
の
性

格
よ
り
も
時
代
の
精
神
の
変
化
を
重
視
す
る
か
ら
だ
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
市
民
宗
教
を
構
想
し
な
い
。
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
役
割
を
宗
教
に
期
待
す
る
こ
と
は
な
く
、
教
会
の
影
響
力
を

抑
え
、
去
勢
す
る
こ
と
を
専
ら
目
指
し
た
。
ウ
ィ
ル
ク
ス
事
件
に
対
す

る
批
判
も
、
彼
ら
の
主
張
が
「
あ
ま
り
に
も
理
性
的
だ
っ
た
か
ら
で
は

な
く
、
む
し
ろ
あ
ま
り
に
も
非
理
性
的
だ
っ
た
た
め
」（
一
六
六
頁
）

ヒ
ュ
ー
ム
は
批
判
し
た
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
非
理
性
的

な
迷
信
や
熱
狂
を
一
貫
し
て
批
判
し
続
け
、
宗
教
の
害
を
根
絶
で
き
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
害
を
弱
め
薄
め
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

第
六
章
「「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
洗
練
」
す
る
方
法：

ヒ
ュ
ー
ム
政
治
学

の
発
展
と
し
て
の「
完
全
な
共
和
国
に
つ
い
て
の
設
計
案
」（H

o
w
‘T
o

 
R
efin

e th
e D

em
o
cra

cy
’:
H
u
m
e’s P

erfect C
o
m
m
o
n
w
ea
lth a

s
 

a D
ev
elo
p
m
en
t o
f h
is P

o
litica

l S
cien

ce

）
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の

エ
ッ
セ
イ
「
完
全
な
共
和
国
に
つ
い
て
の
設
計
案
」
が
、
不
安
定
な
国

制
の
安
定
化
を
図
る
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
他
の
著
作
の
内
容
と
一
貫
し

て
い
る
こ
と
が
分
析
さ
れ
る
。

著
者
は
、
懐
疑
主
義
と
理
論
的
追
求
は
両
立
す
る
と
述
べ
る
。
人
間

本
性
の
改
善
や
完
全
化
へ
の
懐
疑
と
、
人
間
の
制
度
の
脆
さ
へ
の
自
覚

を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
比
較
的
安
定
し
た
政
体
を
理
論
的
に
追
求
し
た
の

が
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
思
想
だ
と
著
者
は
述
べ
る
。規
則
性
と
い
う
点
で
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
特
定
個
人
に
依
拠
す
る
君
主
政
よ
り
も
共
和
政
を
評
価
す

る
。
そ
し
て
、
共
和
国
の
内
部
を
小
さ
な
集
団
に
分
け
議
員
の
選
出
方

法
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
和
国
の
安
定
性
や
分
裂
防
止
を
図
っ

て
い
る
と
す
る
。

同
章
で
は
、
一
七
四
五
年
の
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
の
乱
以
後
の
危
機
感
の
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変
化
や
、
混
合
君
主
政
の
不
安
定
性
が
国
債
に
よ
っ
て
増
幅
し
て
い
る

と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
認
識
も
分
析
さ
れ
る
。
ま
た
、
選
挙
の
腐
敗
に
対

す
る
批
判
が
他
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い

る
。こ
れ
ら
現
実
の
諸
問
題
に
対
す
る
理
論
的
な
解
決
と
し
て
、同
エ
ッ

セ
イ
は
執
筆
さ
れ
た
と
す
る
。

人
間
本
性
へ
の
過
度
な
改
善
可
能
性
を
断
念
す
る
視
点
と
、
私
的
所

有
を
否
定
し
て
い
な
い
点
で
、
先
行
す
る
他
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
論
と

ヒ
ュ
ー
ム
の
理
想
共
和
国
論
は
異
な
っ
て
い
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
選
挙
権
の
拡
大
や
政
治
参
加
の
増
大
に
幻
想
を
持
た
ず
、

政
体
の
安
定
化
を
追
求
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は

頻
繁
な
選
挙
や
中
間
層
の
力
の
増
大
に
つ
い
て
は
支
持
し
た
こ
と
も
同

章
に
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
七
章
「「
絶
え
ず
流
転
す
る
も
の
」
と
し
て
の
人
間
社
会：

ヒ
ュ
ー

ム
に
お
け
る
文
明
の
振
り
子
理
論
」（H

u
m
a
n S

o
ciety

‘in P
erp

et-

u
a
l F
lu
x
’:
H
u
m
e’s P

en
d
u
lu
m
 
T
h
eo
ry o

f C
iv
ilisa

tio
n

）
で
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
に
は
文
明
の
進
歩
が
あ
れ
ば
い
ず
れ
は
衰
退
す
る
と
い
う
、

一
種
の
振
り
子
理
論
、
循
環
史
観
が
存
在
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
。

人
間
社
会
が
そ
の
発
展
の
極
致
に
達
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
だ
そ

の
扉
の
前
に
立
っ
た
ば
か
り
な
の
か
と
い
う
当
時
の
議
論
に
対
し
て
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
あ
る
意
味
下
降
の
過
程
に
あ
り
、
政
治

的
死
す
ら
も
あ
り
う
る
と
考
え
て
い
た
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
循
環
史
観
は
、
循
環
の
中
の
向
上
の
局
面
と
し
て
、
商

業
や
奢
侈
の
向
上
の
議
論
と
矛
盾
し
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
技
芸
や
洗

練
等
は
い
つ
か
極
点
に
達
し
て
下
降
に
向
か
う
と
い
う
認
識
が
ヒ
ュ
ー

ム
に
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
こ
の
循
環
史
観
は
、
同
時
代
の
人
間
の
無
限
の
進
歩
を

信
じ
る
啓
蒙
思
想
家
た
ち
と
明
確
な
相
違
が
存
在
す
る
。ヒ
ュ
ー
ム
は
、

な
ん
ら
か
の
良
き
も
の
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
い
か
に
偶
然

の
積
み
重
ね
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
が
い
か
に
逸
脱
を
招

き
や
す
い
か
を
鋭
く
自
覚
し
て
い
た
。「
近
代
的
な
諸
価
値
が
も
ろ
く
壊

れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
は
な
く
、
そ
う
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
同
時
代
人
や
私
た
ち
に
近
代
的
諸
価
値
を
育

み
そ
だ
て
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。」（
二
三
八
頁
）
と
い
う
点
に
、
著

者
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
特
質
を
見
出
し
て
い
る
。

第
八
章
「「
懐
疑
主
義
の
第
一
人
者
」
と
「
歴
史
の
第
一
人
者
」：

十

九
世
紀
初
期
の
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
影
響
と
イ
メ
ー
ジ
」

（‘T
h
e P

rin
ce o

f S
cep

tics’
a
n
d
‘T
h
e P

rin
ce o

f H
isto

ria
n
s’:

H
u
m
e’s In

flu
en
ce a

n
d Im

a
g
e in E

a
rly N

in
eteen

th
-C
en
tu
ry

 
B
rita

in

）
に
お
い
て
は
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
に
つ
い
て
の

さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
評
価
を
詳
細
に
検
討
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
歴
史
家
と

し
て
の
み
で
な
く
、
政
治
哲
学
者
と
し
て
も
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。ミ
ル
か
ら
マ
コ
ー
リ
ー
の
登
場
に
至
る
ま
で
、ヒ
ュ
ー
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ム
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
、
毀
誉
褒
貶
が
あ
っ
た
。

結
論
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
懐
疑
を

誠
実
に
把
持
し
続
け
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ト

ン
に
対
す
る
評
価
に
関
し
て
も
、ヒ
ュ
ー
ム
は
他
の
思
想
家
と
異
な
り
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
が
懐
疑
を
保
持
し
続
け
た
点
に
そ
の
偉
大
さ
を
認
め
て
い

た
。
ま
た
、
著
者
は
、
最
後
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
人
間
や
人
生
へ
の
見
方

は
社
交
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
今
日
極
端
に

細
分
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
諸
分
野
を
、
対
話
に
向
け
て
開
く
最
良
の
出

発
点
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
存
在
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二

本
書
の
意
義

本
書
は
、
二
つ
の
点
で
極
め
て
大
胆
な
挑
戦
を
し
て
い
る
。
一
つ
は
、

各
専
門
分
野
に
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
今
日
の
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
に
お
い

て
、
啓
蒙
と
い
う
十
八
世
紀
を
貫
く
大
き
な
テ
ー
マ
を
踏
ま
え
つ
つ
、

哲
学
・
政
治
学
・
歴
史
学
を
横
断
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
全
体
像
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け

る
観
念
連
合
や
想
像
力
の
議
論
と
世
論
の
議
論
の
関
係
を
指
摘
し
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
主
義
の
哲
学
が
世
論
の
政
治
学
を
生
み
出
し
て
い
る

構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら

は
単
に
試
み
が
大
胆
と
い
う
点
に
終
わ
ら
ず
、
緻
密
な
研
究
と
明
晰
な

文
章
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
裏
打
ち
さ
れ
極
め
て
強
い
説
得
力
と
高
い

水
準
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

『
人
間
本
性
論
』に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
認
識
論
は
必
ず
し
も
十

分
に
従
来
の
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
研
究
で
は
研
究
さ
れ
て
お
ら
ず
、
哲

学
と
政
治
学
の
関
係
の
解
明
が
不
十
分
だ
っ
た
の
に
対
し
、
観
念
連
合

や
想
像
力
の
議
論
と
世
論
の
議
論
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
点
で
、
本
書
は
大
き
な
意
義
を
有
す
る
。「
懐
疑
的
啓
蒙
」

と
い
う
分
析
視
角
は
、
認
識
論
と
政
治
思
想
を
横
断
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の

思
想
を
把
握
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
。ま
た
、十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
啓
蒙
全
体
の
観
点
か
ら
、
多
く
の
他
の
思
想
家
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
思

想
を
具
体
的
な
論
点
ご
と
に
精
緻
に
比
較
分
析
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
特
徴

や
立
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
も
本
書
は
成
功
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
本
書
の
意
義
と
し
て
、
英
語
に
よ
っ
て
直
接
世
界
に
向
け

て
出
版
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
日
本
の
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
の
水

準
は
す
で
に
極
め
て
高
い
も
の
が
あ
り
、
多
く
の
優
れ
た
研
究
書
が
出

版
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
英
語
で
出
版
さ
れ
な
い
限
り
、
日
本

以
外
の
研
究
に
必
ず
し
も
十
分
に
研
究
成
果
が
生
か
さ
れ
な
い
。
本
書

は
英
語
で
直
接
、
緻
密
な
議
論
を
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
の
本
場
で
あ
る
英
米

文
化
圏
に
向
け
て
発
信
し
て
お
り
、
日
本
の
高
い
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
の
水

準
を
あ
ら
た
め
て
世
界
に
瞠
目
さ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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三

本
書
の
問
題
点

上
記
の
意
義
を
確
認
し
た
上
で
、
以
下
の
三
点
の
疑
問
が
あ
る
。

一
点
目
の
疑
問
は
、「
懐
疑
的
啓
蒙
」と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
を
分
析
し
た

本
書
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
ブ
リ
テ
ン
な
い
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政

治
的
文
脈
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
関
連
が
必
ず
し
も
十
分
に
分
析
さ
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
書
が
フ
ォ
ー
ブ
ズ
の
「
懐
疑

的
ウ
ィ
ッ
グ
」を
用
い
な
い
理
由
は
首
肯
で
き
る
部
分
も
あ
り
、「
懐
疑

的
啓
蒙
」
が
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
も
事
実
だ
が
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
政
治
的
な
意
図
が
必
ず
し
も
解
明
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
本
書
の
対
象
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
的
意
図
の
再
現
で
は

な
く
、「
懐
疑
的
啓
蒙
」と
し
て
啓
蒙
思
想
全
体
の
中
で
の
ヒ
ュ
ー
ム
の

特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
本
書
は
成
功
し
て
い
る
し
、

こ
の
疑
問
は
的
外
れ
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
な
が
ら
、ヒ
ュ
ー

ム
が
不
利
益
を
覚
悟
し
な
が
ら
ウ
ィ
ッ
グ
の
人
々
の
逆
鱗
に
触
れ
る
ス

チ
ュ
ア
ー
ト
朝
に
好
意
的
な
歴
史
記
述
を
発
表
し
た
こ
と
や
、
も
し
自

分
が
議
員
で
あ
れ
ば
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
を
宮
廷
か
ら
追
放
す
る
こ
と
に
一

票
を
投
じ
る２

）
と
か
つ
て
述
べ
て
い
た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ

ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
懐
疑
主
義
や
他
の
啓
蒙
思
想
家
と
の
応
答
関
係

か
ら
だ
け
で
は
必
ず
し
も
解
明
で
き
な
い
部
分
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
説

に
は
依
然
と
し
て
残
る
の
で
は
な
い
か
。

二
点
目
の
疑
問
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
エ
ッ
セ
イ
「
言
論
・
出
版
の
自
由

に
つ
い
て
」（O

f th
e L

ib
erty o

f th
e P

ress

）
の
位
置
づ
け
が
、
本

書
の
「
世
論
」（o

p
in
io
n

）
に
関
す
る
議
論
と
の
関
係
で
ど
う
な
る
の
か

と
い
う
点
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
観
念
連
合
論
と
世
論
の
関
係
が
考
察
さ
れ
、
世
論
の
形

成
に
基
づ
い
て
政
治
社
会
が
成
立
す
る
と
ヒ
ュ
ー
ム
が
考
え
て
い
た
こ

と
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
研
究
に
お
い

て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
が
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
世
論
の

形
成
に
つ
い
て
、
二
つ
の
党
派
が
言
論
を
通
じ
て
お
互
い
に
牽
制
し
つ

つ
切
磋
琢
磨
す
る
内
容
の
エ
ッ
セ
イ
「
言
論
・
出
版
の
自
由
に
つ
い
て
」

が
十
分
に
分
析
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
言
論
の
自
由
の
全

面
開
花
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
諸
条
件
の
安
定
化
を
図
る
と
こ
ろ
に

「
懐
疑
的
啓
蒙
」
の
精
神
に
は
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
点
目
の
疑
問
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
「
中
間
層
」（m

id
d
lin
g

 
ra
n
k o

f m
en ３

）
）
や
「
中
間
権
力
」（m

id
d
le p

o
w
er ４

）
）
の
議
論
と
ヒ
ュ
ー

ム
に
お
け
る
文
明
の
循
環
論
と
の
関
係
で
あ
る
。

懐
疑
的
啓
蒙
」と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
文
明
の
衰
退
過
程
へ
の
認
識
を

持
ち
、
時
に
強
い
危
機
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
本
書
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
特
に
強
い
危
機
感
を
述
べ
る
の
は
エ
ッ
セ
イ

「
公
信
用
に
つ
い
て
」（O

f P
u
b
lic C

red
it

）
等
に
お
け
る
「
中
間
権

力
」
の
消
滅
に
関
連
し
て
で
あ
る
。
一
方
、
商
業
や
奢
侈
に
関
連
し
て
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「
中
間
層
」
が
成
長
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
極
め
て
肯
定
的
に
述
べ
て

い
る
。し
か
も
、こ
の
二
つ
の
現
象
は
同
時
に
進
行
し
て
い
る
現
象
だ
っ

た
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
と
い
う
態
度
と
中
間
層
お

よ
び
中
間
権
力
と
い
う
社
会
的
要
素
は
、
ど
う
関
わ
る
の
か
。
前
述
の

具
体
的
な
政
治
的
文
脈
や
世
論
の
問
題
と
も
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

宗
教
原
理
主
義
に
関
連
し
た
テ
ロ
が
後
を
絶
た
ず
、
未
だ
に
多
く
の

人
々
が
重
大
な
被
害
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
宗
教
が
希
薄
と

な
っ
た
先
進
社
会
で
は
、
相
模
原
の
殺
傷
事
件
の
よ
う
な
痛
ま
し
い
出

来
事
が
起
こ
っ
て
い
る
。
宗
教
が
熱
狂
や
暴
力
を
も
た
ら
す
こ
と
か
ら

人
類
は
未
だ
に
脱
却
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
世
俗
主
義
が
全
て

を
覆
う
先
進
社
会
で
は
人
権
や
人
間
の
尊
厳
の
根
拠
が
見
失
わ
れ
る
事

態
が
生
じ
て
い
る
。

人
間
社
会
の
根
拠
を
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
切
り
離
し
、
世
俗
主
義
的
な

根
拠
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
と
い
う
試
み
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
一
人
に
帰
せ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
は

世
俗
主
義
の
最
も
顕
著
な
事
例
で
あ
る
。
宗
教
原
理
主
義
の
害
毒
を
可

能
な
限
り
薄
め
去
勢
す
る
た
め
の
貴
重
な
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

一
方
、
世
俗
主
義
が
そ
れ
以
前
の
知
的
伝
統
か
ら
何
を
切
り
離
し
何
を

喪
失
し
た
か
に
つ
い
て
も
現
代
人
は
再
考
を
促
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
と
い
う
視
角
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
と
し
て

高
い
意
義
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
の
域
に
と
ど
ま
ら

な
い
、
宗
教
と
世
俗
主
義
の
問
題
等
に
つ
い
て
、
大
き
な
刺
激
を
現
代

の
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
。
本
書
が
結
論
で
ヒ
ュ
ー
ム
に
つ
い
て
述

べ
た
の
と
同
様
に
、
本
書
自
体
が
現
代
に
お
い
て
ま
さ
に
多
様
な
分
野

を
横
断
す
る
貴
重
な
対
話
の
良
き
出
発
点
に
な
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
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