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書

評

神
野
慧
一
郎
著
『
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
』
（
本
文
　
三
九
二
貝
。

序
、
目
次
等
一
〇
頁
。
人
名
・
事
項
索
引
、
引
用
文
献
＝
一
頁
。

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
昭
和
五
十
九
年
刊
。
）

田
　
村

均

　
英
国
古
典
経
験
論
に
関
す
る
日
本
語
の
本
格
的
研
究
書
を
手
に
す
る

こ
と
は
、
不
思
議
に
も
稀
で
あ
る
。
道
徳
論
と
知
識
論
と
の
両
蔵
に
わ
た

っ
て
こ
の
経
験
論
哲
学
が
占
め
る
位
置
の
重
要
性
は
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
精
密
な
研
究
が
世
に
現
れ
る
こ
と
は

少
な
い
。
だ
が
、
い
ま
こ
こ
に
、
神
野
慧
一
郎
氏
に
よ
る
『
ヒ
ュ
ー
ム
研

究
』
の
一
冊
が
現
れ
て
、
す
ぐ
れ
た
研
究
に
接
す
る
喜
び
を
わ
れ
わ
れ
に

与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
デ
ヴ
ィ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
老
と
し
て
の
活
動
は
、
認
識
論
、
知
識

論
を
は
じ
め
道
徳
論
、
宗
教
論
か
ら
歴
史
研
究
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
神

野
氏
は
、
こ
の
広
い
範
囲
の
中
か
ら
、
人
間
の
知
性
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム

が
基
本
的
見
解
を
記
し
た
『
人
間
本
性
論
（
》
↓
器
⇔
騨
o
o
｛
頃
q
房
碧

2
異
霞
①
）
』
第
一
巻
を
取
り
上
げ
、
綿
密
な
解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
。
ヒ

ュ
ー
ム
の
同
時
代
か
ら
現
代
に
到
る
ま
で
の
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
の
動
向
を
踏

書

評

ま
え
、
委
曲
を
つ
く
し
て
若
き
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
考
過
程
を
読
み
解
こ
う
と

す
る
著
者
の
姿
勢
は
、
わ
れ
わ
れ
の
模
範
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
の
ち

に
記
す
よ
う
に
、
書
評
子
は
神
野
賃
の
見
解
の
す
べ
て
に
同
意
で
き
る
わ

け
で
は
な
く
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
少
し
く
意
見
を
異
に
す
る
と
言
う
べ
き

な
の
だ
が
、
つ
ね
に
問
題
点
を
大
局
か
ら
明
示
し
つ
つ
細
部
を
ゆ
る
が
せ

に
せ
ず
に
論
を
進
め
る
氏
の
態
度
に
は
賞
讃
を
諭
し
ま
な
い
。

二

　
本
書
『
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
』
は
、
三
部
構
成
の
全
十
六
章
か
ら
成
る
。
第

工
部
は
「
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
の
背
景
と
意
図
」
と
題
さ
れ
、
四
つ
の
章
を
収

め
る
。
著
者
が
自
ら
の
ヒ
ェ
；
ム
解
釈
の
基
本
的
方
向
を
述
べ
る
部
分
で

あ
り
、
全
体
の
序
に
あ
た
る
。
第
豆
部
は
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
的
論
理
」

と
題
さ
れ
、
九
つ
の
章
を
収
め
る
。
内
容
的
、
量
的
に
本
書
の
中
核
を
成

す
部
分
で
あ
り
、
知
覚
論
、
因
果
論
等
ヒ
ュ
ー
ム
の
知
識
論
の
中
心
問
題

が
扱
わ
れ
て
い
る
。
第
頭
部
は
「
哲
学
的
議
論
」
と
題
さ
れ
、
物
体
、
自

我
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
懐
疑
論
、
の
三
つ
の
章
を
収
め
る
Q
こ
れ
ら
は
聖
体
の

総
括
的
解
釈
と
い
う
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
著
者
の
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
は
、
「
彼
〔
ヒ
ュ
ー
ム
〕
の
経
験
論
を
懐
疑
論

で
は
な
く
科
学
的
方
法
に
傾
倒
し
た
自
然
主
義
に
立
脚
す
る
も
の
と
し
て

捉
え
」
る
と
い
う
方
向
に
あ
る
（
序
…
頁
）
。
『
人
間
本
性
論
』
を
初
め
て

読
め
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
客
観
的
認
識
の
成
立
可
能
性
を
疑
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
の
印
象
は
、
誰
に
と
っ
て
も
避
け
難
い
だ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム

を
懐
疑
家
と
み
な
す
こ
と
に
反
対
し
て
、
彼
の
積
極
的
な
主
張
は
自
然
主

義
の
立
場
に
あ
る
と
唱
え
た
の
は
、
著
者
も
随
所
で
紹
介
す
る
よ
う
に
、

コ
ニ
五
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ノ
ー
マ
ン
・
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
著
者
の
解
釈
の
方

向
は
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
の
流
れ
に
沿
う
わ
け
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
と
も

ま
た
少
し
異
な
る
面
を
持
つ
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
信
念
説
を
検
討
し
て
、
あ
る
意
味
で
ヒ
ュ
ー
ム
を
非
合
理
主

義
者
の
ご
と
く
理
解
し
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
著
者
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
信
念
説
に
お
け
る
「
道
理
へ
の
志
向
（
一
七
頁
）
」
を
よ
り
重

視
し
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
、
著
者
の
提
起
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
像
は
、
通
念

に
反
し
て
あ
る
程
度
合
理
論
的
な
含
み
を
持
つ
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

る
。　

こ
う
し
た
関
心
か
ら
、
著
者
は
、
と
も
す
れ
ば
見
す
ご
さ
れ
て
き
た

ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
の
背
景
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
を
あ
げ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
は
デ
カ
ル
ト
の
合
理
論
と
根
本
的
に
異
な
る

（一

ｵ
頁
）
」
の
だ
か
ら
、
著
者
は
、
「
デ
カ
ル
ト
と
ヒ
ュ
ー
ム
と
の
間
に
は

類
比
と
対
極
と
が
あ
る
（
二
一
二
頁
）
」
と
い
う
観
点
を
と
っ
て
、
多
角
的
に

両
者
の
関
係
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
浮
び
上
が
っ
て
来
る
の
は
、

「
デ
カ
ル
ト
的
哲
学
な
い
し
形
而
上
学
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
的
な
議
論
展

開
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
働
い
て
い
る
（
二
五
頁
）
」
と
い
う
事
情
で
あ

る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
自
我
に
つ
い
て
の
説
を
は
じ
め
デ
カ
ル
ト
説
の
い
く

つ
か
を
ま
さ
に
攻
撃
し
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
彼
は
、
デ
カ
ル
ト
に
由

来
す
る
観
念
説
を
は
っ
き
り
継
承
し
て
お
り
、
ま
た
、
知
覚
の
因
果
説
を

当
時
の
科
学
的
常
識
と
し
て
前
提
し
て
お
り
、
な
に
よ
り
も
二
元
論
の

枠
組
み
を
ゆ
る
や
か
な
形
で
受
け
容
れ
て
い
る
、
と
著
者
は
指
摘
す
る

（
二
一
～
二
山
ハ
頁
）
O

　
著
者
の
考
え
方
の
め
ざ
ま
し
い
特
徴
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
を
は
っ
き
り

＝
二
六

二
元
論
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
現

象
論
者
と
見
る
解
釈
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
論
理
実

証
主
義
老
た
ち
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
の
あ
る
側

面
に
つ
い
て
の
意
義
付
与
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
正
し
い
解
釈
で
は
な

い
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
七
頁
、
二
八
七
～
二
八
九
頁
）
。
こ
う
し
て
、

多
分
に
現
象
論
的
傾
向
を
も
つ
ヒ
ュ
ー
ム
の
諸
々
の
議
論
を
、
二
元
論
を

背
景
に
し
た
も
の
と
し
て
読
み
解
い
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
、
薯
老
の
設

定
し
た
解
釈
の
方
向
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
次
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
知
覚
論
と
因
果
論
に
対
す
る
著
者
の
解
釈

を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三

　
知
覚
論
を
検
討
す
る
際
に
最
も
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
印
象
と
観
念
と

い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
知
覚
区
分
が
は
た
し
て
う
ま
く
成
立
す
る
の
か
ど
う
か
、

成
立
す
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
前
提
に
お
い
て
な
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
印
象
は
勢
い
と
活
力
に
富
み
、

観
念
は
淡
く
弱
い
、
と
い
う
区
分
の
規
準
を
立
て
た
。
だ
が
、
知
覚
自
体

の
強
弱
に
の
み
も
と
つ
く
こ
の
よ
う
な
分
類
は
、
う
ま
く
機
能
す
る
か
ど

う
か
甚
だ
疑
わ
し
い
。
従
っ
て
、
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
提
出
し
た
印
象
と
観
念

と
の
区
別
規
準
は
、
知
覚
を
単
に
知
覚
表
象
と
し
て
見
る
の
で
な
く
、
知

覚
の
内
容
に
つ
い
て
彼
が
前
提
し
て
い
る
存
在
論
的
主
張
を
読
み
込
ま
ね

ば
殆
ど
無
力
、
無
意
味
で
あ
る
（
六
〇
頁
）
」
と
著
者
は
考
え
る
。
具
体
的

に
は
、
印
象
の
持
つ
活
力
や
勢
い
と
い
っ
た
主
観
的
性
質
は
、
客
観
的
世

界
と
の
関
連
の
な
か
で
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
印
象
に
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は
実
在
感
が
伴
う
と
い
う
こ
と
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
言
い
た
い
の
だ
、
と
考
え

る
の
で
あ
る
（
六
一
～
六
五
頁
）
。
こ
れ
は
、
知
覚
の
因
果
説
を
ヒ
ュ
ー
ム

が
取
り
入
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
同
じ
で
あ
り
、
注
目
に
値
す

る
。　

ま
ず
著
者
は
、
観
念
以
外
に
知
覚
の
対
象
は
な
い
と
す
る
十
七
・
十
八

椎
紀
の
観
念
説
が
、
知
覚
の
因
果
説
や
二
元
論
な
ど
と
決
し
て
矛
盾
せ
ぬ

こ
と
に
注
意
を
う
な
が
す
。
デ
カ
ル
ト
も
ロ
ッ
ク
も
観
念
説
を
奉
じ
つ
つ
、

二
元
論
と
知
覚
の
因
果
説
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
ど
う
な
の
か
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
物
体
の
存
在
の

疑
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
彼
は
全
く
は
っ
き
り
認
め
て
い
る
。
彼
は
一
種

の
実
在
論
者
な
の
で
あ
り
、
二
元
論
の
枠
組
み
を
踏
襲
し
て
い
る
。
と
は

い
え
、
知
覚
論
で
問
題
に
な
る
の
は
、
知
覚
と
実
在
と
の
関
係
の
あ
り
方

な
の
だ
か
ら
、
二
元
論
の
枠
組
み
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム

の
知
覚
論
を
斉
合
的
に
理
解
す
る
に
は
足
り
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ヒ
ュ

ー
ム
の
公
式
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
「
た
と
え
、
印
象
は
実
在
と
関
係
が
あ

る
知
覚
だ
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
意
味
は
、
印
象
は
ど
れ
を
と
っ
て

調
べ
て
見
て
も
そ
れ
に
対
応
す
る
実
在
の
側
の
事
態
が
存
在
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
（
六
四
頁
）
」
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。

　
二
元
論
を
前
提
と
し
つ
つ
、
知
覚
自
体
の
強
さ
だ
け
か
ら
実
在
性
を
結

論
す
る
な
ら
ば
、
幻
覚
や
錯
覚
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
説
は
困
難
に
陥
る
は

ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
説
の
不
備
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
ヒ
ュ
ー
ム

は
自
説
が
一
般
に
成
立
す
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
ヒ
ュ

ー
ム
の
説
く
と
こ
ろ
を
斉
合
的
に
理
物
す
る
た
め
に
は
、
「
実
在
す
る
事

態
は
知
覚
さ
れ
れ
ば
印
象
を
産
出
し
て
い
る
（
六
五
頁
）
」
と
い
う
知
覚
の

轡

因
果
説
に
基
づ
く
考
え
方
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
し
て
い

る
の
だ
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
う
著
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
論
述
の
中
に
、
右
の
ご
と
ぎ
前
提
の
存

在
の
示
唆
が
あ
る
。
著
者
は
、
ま
ず
、
印
象
と
観
念
の
強
弱
規
準
に
よ
る

区
別
が
不
成
功
に
な
る
場
合
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
あ
げ
る
例
が
、
す
べ
て

異
常
な
状
態
に
お
け
る
知
覚
の
例
ば
か
り
だ
、
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
る
。

強
い
知
覚
が
あ
り
な
が
ら
こ
れ
に
因
果
的
裏
づ
け
が
な
い
場
合
は
異
常
な

の
だ
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
正
常
な
場
合
に
は
、
強
い

知
覚
（
印
象
）
に
は
因
果
的
裏
づ
け
が
伴
う
と
い
う
考
え
を
う
か
が
わ
せ

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ヒ
ュ
～
ム
が
、
知
覚
の
悶
果
説
を
前
提
と
す
る
よ
う

な
事
実
を
引
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、

科
学
的
事
実
と
し
て
の
知
覚
の
因
果
説
を
、
確
信
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
も
し
も
ヒ
ュ
ー
ム
が
強
弱
規
準
の
み
に
よ
る
知
覚
の
区
分
に
頼

っ
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
自
身
の
信
念
説
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
彼
は
活
力
を
賦
与
さ
れ
た
観
念
と
し
て
信
念
を
定
義
す
る
が
、

こ
の
や
り
方
で
も
っ
て
印
象
と
は
別
の
類
と
し
て
信
念
が
定
義
で
き
る
の

な
ら
ば
、
強
弱
規
準
以
外
の
分
類
規
準
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
か
く
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
二
元
論
を
前
提
と
し
た
知
覚
の
因
果
説
を
暗

黙
の
う
ち
に
取
り
入
れ
て
、
自
ら
の
知
覚
論
を
展
開
し
た
、
と
解
釈
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
バ
ー
ク
レ
ー
の
後
を
継
い
で
現
象
論
的
な

観
念
説
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
主
張
し
て
い
る
と
す
る
よ
う
な
通
念
に
は
、
真
向

う
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
物
体
の
存
在
を
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
認
め
て
い

た
。
と
は
い
え
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
観
念
説
を
採
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
点
で

ニ
ニ
七
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は
現
象
論
と
あ
る
類
縁
性
を
持
つ
。
だ
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
現
象
論
に
与
し

な
い
こ
と
は
、
「
感
覚
所
与
の
集
合
は
物
理
的
対
象
（
物
体
）
を
形
成
し

な
い
こ
と
（
二
八
八
頁
）
」
を
彼
が
認
め
て
い
る
点
に
明
ら
か
で
あ
る
と
著

老
は
考
え
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
で
は
、
物
体
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の

信
念
は
知
覚
の
集
合
へ
と
は
還
元
で
き
ず
、
物
体
の
連
続
存
在
や
独
立
存

在
は
知
覚
に
見
出
さ
れ
る
性
質
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
物
体
は
知
覚
の
集

合
を
越
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
懐
疑
論
を
論
破
し
て
外
界
の
存
在
証
明
を
行
な
っ

て
い
る
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
た
そ
う
い
う
事
実
は
な
い
。
つ
ま
り
、

「
彼
の
二
元
論
は
合
理
論
者
の
考
え
る
よ
う
な
基
礎
づ
け
を
持
た
な
い

（
二
八
七
頁
）
」
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
位
置
は

独
特
の
も
の
で
あ
る
。

　
先
行
す
る
学
説
の
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム

は
、
「
哲
学
的
問
題
と
し
て
の
知
覚
と
外
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
他
の

人
々
と
異
な
る
議
論
を
立
て
た
と
言
う
べ
き
（
二
九
二
頁
）
」
で
あ
る
と
著

者
は
主
張
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
問
題
と
し
た
の
は
、
「
物
体
の
連
続
的
ま

た
は
独
立
的
存
在
の
観
念
が
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
の
有
す
る
と
こ
ろ

と
な
る
か
の
説
明
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
観
念
の
正
当
化
、
す
な
わ
ち
哲
学

的
基
礎
づ
け
で
は
な
い
（
二
九
六
頁
）
」
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、

基
本
的
原
理
か
ら
出
発
し
て
、
知
識
と
い
わ
れ
る
も
の
の
す
べ
て
を
正
当

化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
が
現
に
持
っ

て
い
る
信
念
の
体
系
の
生
成
の
過
程
を
、
自
然
科
学
の
知
識
も
援
用
し
な

が
ら
記
述
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ク
ワ
イ
ン
の

自
然
主
義
的
認
識
論
（
づ
象
霞
⇔
騨
。
山
　
①
且
。
・
9
導
。
一
〇
α
Q
団
）
の
立
場
に
近
い

一
三
八

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
示
唆
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
知
覚
の
整
合
性
と
恒
常
性
と
か
ら
、
想
像
力
の
自
然
な
作
用
に
従
っ
て
、

物
体
の
独
立
的
連
続
的
存
在
の
信
念
が
成
立
す
る
、
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の

考
え
方
を
、
著
者
は
、
「
信
念
の
成
立
の
仕
方
に
つ
い
て
事
実
問
題
を
提

出
し
た
（
三
〇
五
頁
）
」
も
の
と
み
る
Q
感
覚
の
対
象
の
連
続
存
在
の
信
念

は
、
観
念
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
虚
構
で
あ
り
誤
謬
で
あ
る
と
ヒ
ュ
ー
ム

は
雷
う
が
、
そ
れ
は
、
物
体
の
存
在
が
論
証
的
知
識
で
は
な
い
こ
と
を
示
し

た
い
が
た
め
で
あ
っ
て
、
懐
疑
論
を
主
張
し
た
い
た
め
で
は
な
い
。
懐
疑

論
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
救
出
す
る
の
は
、
観
念
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
む
し

ろ
間
違
い
で
あ
る
よ
う
な
、
「
『
粗
漏
と
不
注
意
』
に
基
づ
く
（
三
〇
三
頁
）
」

想
像
の
力
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
積
極
的
に
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
立
場
は
「
論
証
に
お
け
る
懐
疑
論
を
自
然
へ
の
信

頼
に
よ
っ
て
克
服
す
る
と
い
う
立
場
（
…
三
五
頁
）
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
右
の
知
覚
論
の
解
釈
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
因
果
論
の
解
釈
に
お
い

て
も
、
認
識
に
か
か
わ
る
事
実
問
題
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
提
起
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
認
識
論
上
の
概
念
の
正
当
化
を
目
論
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
著
老
の
重
要
な
着
眼
点
に
な
っ
て
い
る
。

　
著
者
自
身
の
言
葉
で
因
果
論
の
解
釈
の
あ
り
よ
う
を
た
ど
れ
ば
、
ま
ず
、

「
ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
関
係
の
成
立
を
疑
っ
て
な
ど
い
な
い
（
＝
ハ
四
頁
）
」

の
で
あ
り
、
「
実
在
に
お
け
る
因
果
関
係
の
成
立
を
正
当
な
る
も
の
と
し

て
論
理
的
に
示
し
う
る
と
い
う
議
論
を
却
下
し
て
い
る
だ
け
（
一
六
八
頁
）
」

で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
課
題
は
、
門
因
果
関
係
の
成
立
の
条
件
の
解
賜
に

あ
る
（
＝
ハ
四
頁
）
」
。
「
ヒ
ュ
ー
ム
に
は
因
果
性
の
原
理
の
正
当
性
を
示
す

こ
と
な
ど
は
念
頭
に
な
く
、
彼
の
目
指
し
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
選
果
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性
の
原
理
に
従
っ
て
推
論
す
る
実
態
の
機
構
解
明
に
あ
っ
た
（
二
一
九
頁
）
」

の
で
あ
り
、
「
原
理
が
わ
れ
わ
れ
の
心
理
的
生
理
的
構
造
の
故
に
、
わ
れ

わ
れ
の
受
容
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
三
三
一
二
頁
）
」
を

示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
因
果
性
概
念
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
説
明
は
、
対

象
問
の
恒
常
的
連
接
の
経
験
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
想
像
力
の
連
想
機
構
の

作
用
と
い
う
二
段
階
の
説
明
の
形
で
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム

の
説
明
も
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
因
果
的
必
然
性
を
論
証
的
に
導
出
で
き
る

と
い
う
主
張
を
却
下
し
て
、
経
験
的
に
こ
の
必
然
性
の
観
念
の
成
立
経
過

を
た
ど
っ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
心
理
的
、
発
生
論
的
に
困
果
性
概
念

の
正
当
化
を
図
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
経
験
的
な
も

の
と
し
て
の
因
果
的
必
然
性
の
あ
り
方
を
、
あ
く
ま
で
も
彼
の
観
念
説
の

粋
組
み
の
内
部
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
試
み
の
結
果
、
「
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
因
果
運
関
は
実

在
の
機
構
な
い
し
構
造
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
（
＝
ハ
九
頁
）
」
と
い

う
こ
と
に
は
な
る
。
だ
が
、
著
者
は
、
直
接
的
所
与
を
越
え
る
車
実
推
論

に
関
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
懐
疑
論
を
立
て
た
と
は
考
え
な
い
。
因
果
連
関
の

実
在
的
本
質
を
見
出
す
こ
と
は
実
際
上
不
可
能
だ
、
と
ヒ
ュ
ー
ム
が
言
う

と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い

こ
と
（
一
七
〇
頁
）
」
で
あ
る
。
「
因
果
の
連
関
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
ヒ

ュ
ー
ム
に
と
っ
て
は
、
事
物
の
実
在
的
本
質
へ
の
洞
察
を
意
味
し
な
い

（
同
上
）
」
と
い
う
、
こ
の
こ
と
だ
け
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
「
ヒ
ュ
ー
ム
に

よ
れ
ば
、
因
果
的
命
題
を
手
な
ら
し
め
る
も
の
は
自
然
に
お
け
る
し
か
る

べ
き
規
則
性
の
み
、
と
言
う
こ
と
に
な
る
（
二
二
三
頁
）
」
わ
け
で
あ
る
。

書

評

　
た
だ
し
、
事
実
推
論
に
関
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
懐
疑
的
で
は
な
い
、
と
言

う
た
め
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
、
帰
納
法
に
対
す
る
ヒ
ェ
ー
ム
の
懐
疑
と
し

て
知
ら
れ
る
問
題
に
つ
い
て
、
明
確
な
解
釈
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
点
に
関
し
て
、
著
者
は
、
帰
納
法
に
対
す
る
懐
疑
な
ど
ヒ
ュ
ー
ム
に
は

存
在
し
な
い
し
、
そ
も
そ
も
、
非
演
繹
的
な
推
論
の
正
当
化
と
い
う
問
題

が
、
ヒ
ュ
…
ム
の
課
題
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と
主
張
す
る
。

「
事
実
に
関
す
る
推
論
の
帰
結
を
信
ず
る
理
性
的
根
拠
が
あ
る
か
と
い
う

間
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
問
に
な
ら
な
い
と
言
う
べ
き
（
二
五
九
頁
）
」
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
そ
う
し
た
根
拠
を
与
え
る
の
は
理
性
で
は
な
い
と

い
う
の
が
彼
の
議
論
（
同
上
）
」
な
の
だ
か
ら
。
「
事
実
に
関
す
る
推
論
を

引
き
呈
す
源
は
習
慣
し
か
な
い
（
二
六
〇
頁
）
」
、
こ
れ
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
答

え
だ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
は
、
事
実
推
論
の
演
繹
的
正
当
化
は
不
可

能
だ
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
。
だ
が
、
彼
は
、
演
繹
的
性
格
の
絶
対
的
知

識
の
ほ
か
に
、
立
証
的
と
蓋
然
的
と
い
う
二
種
類
の
知
識
区
分
を
立
て
、

非
演
繹
的
な
知
識
に
お
い
て
確
か
ら
し
さ
の
程
度
に
相
違
の
あ
る
こ
と
を

積
極
的
に
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
帰
納
法
に
対
す
る
懐
疑
と
は
両
立
す
べ
く

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
も
ち
ろ
ん
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
『
あ
る
妥
当
で
な
い
推
論
は
、
あ

る
意
味
で
、
理
性
に
基
づ
い
て
い
る
』
と
い
う
積
極
的
主
張
を
明
言
は
し

て
い
な
い
（
二
六
九
頁
）
」
の
だ
が
、
「
自
然
に
訴
え
る
こ
と
（
二
七
〇
頁
）
」

を
通
じ
て
、
合
理
論
者
流
の
基
礎
づ
け
と
は
別
の
や
り
方
で
も
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
の
持
つ
信
念
が
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
た

と
い
っ
て
よ
い
。
懐
疑
家
で
な
い
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
ま
た
決
し
て
非
合
理
的

な
信
念
の
説
を
唱
え
た
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
理
に
か
な
っ
た
信
念
と

一
三
九
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い
う
も
の
の
存
立
を
積
極
的
に
認
め
る
立
場
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
い
る
、
こ
れ

が
著
老
の
考
え
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
著
者
の
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
は
、
懐
疑
家
と
い
う
通
念
を

し
り
ぞ
け
、
新
た
な
知
識
概
念
を
新
た
な
問
題
意
識
で
定
立
し
ょ
う
と
し

た
自
然
主
義
者
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
像
を
、
一
貫
し
て
強
く
主
張
す
る
も
の

で
あ
る
。

四

　
以
下
に
は
、
著
者
の
ヒ
ュ
ー
ム
理
解
に
対
す
る
書
評
子
の
感
想
を
記
し

て
、
拙
文
の
締
め
括
り
と
し
た
い
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
知
覚
の
因
果
説
を
科
学
的
常
識
と
し
て
受
け
容
れ
つ
つ
、

自
ら
の
知
覚
論
を
展
開
し
て
い
る
、
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
卓
見
で
あ
る

と
思
う
。
ま
た
、
知
覚
の
因
果
説
を
受
容
す
る
前
提
と
し
て
、
常
識
的
世

界
像
と
し
て
の
二
元
論
の
立
場
が
採
ら
れ
て
い
る
、
と
の
指
摘
も
正
し
い

も
の
と
思
う
。
知
覚
自
体
の
強
弱
と
い
う
規
準
で
は
、
印
象
と
観
念
の
区

別
が
立
て
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
は
、
『
人
間
本
性
論
』

の
冒
頭
を
読
む
組
す
べ
て
に
お
そ
ら
く
は
避
け
難
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、

い
わ
ゆ
る
観
念
説
と
は
現
象
論
的
傾
向
の
強
い
説
で
あ
る
か
ら
、
知
覚
の

因
果
説
や
二
元
論
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
惟
の
中
に
暗
黙
の
う
ち
に
織
り
込

ま
れ
て
い
る
と
い
う
着
想
は
盲
点
に
な
り
や
す
い
。
著
者
の
指
摘
は
、
こ

の
点
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
翼
然
た
る
困
惑
を
霧
消
せ
し
め
る
力
を
備
え

て
い
る
。

　
だ
が
、
一
つ
の
困
難
の
解
消
が
劉
の
困
難
を
招
来
す
る
と
い
う
事
情
も

あ
る
よ
う
に
思
う
。
素
朴
に
言
え
ば
、
そ
の
困
難
と
は
、
で
は
な
ぜ
ヒ
ュ

一
四
〇

i
ム
は
知
覚
の
因
果
説
と
二
元
論
と
い
う
前
提
を
明
言
し
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
彼
に
は
、
直
接
的
所
与
を
越
え
て
実
在

を
論
ず
る
の
を
出
来
る
だ
け
避
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
、
や
は
り
あ
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
公
式
見
解
は
、
と
に
か
く
、
知
覚
か

ら
実
在
へ
、
と
い
う
方
向
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
こ

と
は
不
自
然
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
意
図
を
ど
う

取
り
扱
う
か
に
関
し
て
は
、
著
者
の
解
釈
に
対
し
、
書
評
子
に
は
若
干
の

疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
ひ
と
つ
の
立
脚
点
で
あ
る
観
念
説
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

連
続
性
や
独
立
性
と
い
う
物
体
の
存
在
様
態
は
、
「
粗
漏
と
不
注
意
」
に

よ
っ
て
誤
っ
て
知
覚
対
象
に
帰
さ
れ
る
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
逆
に
、

こ
れ
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
で
あ
る
人
間
の
自
然
本
性
の
カ
を
信
頼
す
る

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
観
念
説
に
基
づ
く
実
在
の
哲
学
的
分
析
の
方
に
、
所

詮
は
無
理
な
滑
稽
さ
が
伴
う
こ
と
に
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
常
識
的
世

界
像
と
し
て
二
元
論
を
採
る
と
い
う
こ
と
と
、
哲
学
的
分
析
に
お
い
て
観

念
説
を
採
る
こ
と
と
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
統
一
性
あ
る
ひ
と
つ
の
主

張
を
形
づ
く
る
ま
で
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
書
評
子
に
は
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
実
在
論
と
現
象
論
と
の

間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
主
義
は
、

あ
や
う
い
平
衡
の
上
に
あ
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
因
果
論
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
因
果
論
を
展
開
す
る
際
の
、
ヒ

ュ
ー
ム
の
問
題
意
識
の
取
り
出
し
方
が
、
卓
抜
で
あ
る
と
思
う
。
ヒ
ュ
ー

ム
は
わ
れ
わ
れ
の
所
有
し
て
い
る
因
果
性
概
念
の
認
識
論
的
正
当
化
を
図

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
成
立
の
経
過
の
解
明
を
試
み
た
の
で
あ
っ
て
、
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一
般
に
事
実
推
論
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
と
い
う
こ
と
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
課

題
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
の
議

論
展
開
の
総
体
を
よ
く
お
さ
え
て
い
る
。
恒
常
的
連
接
を
経
験
す
れ
ば
自

然
に
因
果
的
連
結
を
想
定
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
言
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
然
な
経
過
そ
の
も
の
を
正
当
化
す
る
意
図
は
、

彼
に
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
右
の
指
摘
に
基
づ
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
は
帰
納
法
に
対
す
る
懐

疑
な
ど
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
議
論
も
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る

と
思
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
連
関
の
実
在
を
疑
わ
な
か
っ
た
か
ら
、
恒
常

的
連
接
と
信
念
と
で
説
明
さ
れ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
性
概
念
と
実
在
の
因

果
連
関
と
が
、
ど
う
い
う
関
係
に
立
つ
の
か
、
と
い
う
問
い
が
普
通
は
生

ず
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
の
実
在
的
本
質
の
洞

察
を
不
可
能
と
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
問
い
に
彼
は
ま
っ
た
く
否
定
的
に

答
え
た
と
す
る
解
釈
が
、
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
帰
納
的
推
論
に
対
す

る
懐
疑
を
提
出
し
た
と
す
る
解
釈
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対

す
る
著
者
の
圓
答
は
、
右
の
ご
と
き
問
い
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
問
題
外
と
し
て

い
る
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
ヒ
ュ
ー
ム
に
は
右
の
ご
と

き
問
い
を
立
て
る
意
図
が
無
い
。
こ
の
指
摘
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
問
題
意
識

を
よ
く
捉
え
て
い
る
と
思
う
。

　
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
著
者
の
指
摘
を
正
し
い
も
の
と
し
て
承
認

し
て
も
、
書
評
子
に
は
、
ま
だ
ひ
と
つ
の
疑
問
が
残
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
課
題
は
、
な
る
ほ
ど
因
果
推
論
を
は
じ
め
と
す
る
事
実
推

論
の
正
当
化
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
の
課
題
の
ひ
と
つ
は
、

因
果
推
論
を
理
性
に
粘
つ
く
も
の
と
し
て
正
当
化
す
る
立
場
を
誤
り
と
す

書

評

る
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
、
事
実
推
論
の
こ
う
し
た
合
理
論

的
基
礎
づ
け
を
問
題
外
と
見
て
、
習
慣
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
事
実
推
論

を
解
明
し
よ
う
と
し
た
Q
さ
て
、
こ
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
方
向
を
と
っ

た
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
本
人
が
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持

っ
て
い
た
か
と
い
う
事
情
と
は
独
立
に
、
認
識
論
上
の
ひ
と
つ
の
態
度
を

形
づ
く
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
あ
え

て
言
え
ば
、
こ
の
態
度
決
定
の
延
長
線
上
に
は
、
こ
の
世
界
の
客
観
的
実

在
の
実
在
的
本
質
を
洞
察
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
可
能
か
否
か
と
い
う

問
題
を
、
ひ
と
つ
の
擬
似
問
題
と
し
て
無
化
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
帰
結

が
あ
り
は
し
な
い
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
現
象
論
的
な
知
識
観
が
望
見
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
因
果
連
関
の
実
在
は
疑
わ
な
か
っ
た
が
、
実
在
の
因
果

連
関
と
わ
れ
わ
れ
に
認
識
さ
れ
る
因
果
連
関
と
の
問
の
、
合
理
論
者
が
懸

け
た
橋
は
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
新
た
な
橋
渡
し
は
行
な
わ

な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
実
在
と
そ
の
認
識
と

の
間
の
関
係
づ
け
の
理
論
が
空
席
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
彼

は
、
本
来
そ
の
よ
う
な
も
の
は
不
必
要
だ
と
考
え
た
の
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
ろ
う
。
後
者
の
立
場
を
徹
底
す
れ
ば
、
知
識
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
現

象
論
が
出
現
し
て
、
彼
の
常
識
的
実
在
論
に
抵
触
す
る
だ
ろ
う
。
前
者
が

真
相
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
に
は
埋
め
ら
れ
る
べ
き
欠
落

が
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懲
然
主
義

が
得
て
い
る
安
定
は
、
必
ず
し
も
確
固
た
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
あ
え
て
述
べ
る
な
ら
ば
著
老
の
解
釈
に
対
し
て
異
を

一
四
一
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哲
学
班
究
　
第
五
百
五
十
一
号

立
て
た
い
と
こ
ろ
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
終
始
一
貫
し
て
自
然

主
義
者
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
像
を
描
き
出
そ
う
と
い
う
五
三
の
努
力
が
成

功
し
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
も
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
多
様
な
論
点
を
含
む
大
部
の
箸
作
の
全
容
を
、
限
ら
れ
た
紙
幅
で
紹
介

す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
以
上
に
取
り
上
げ
た
ほ
か
に
、
自
我
や
信

念
に
つ
い
て
の
議
論
を
は
じ
め
と
し
て
重
要
な
論
点
を
含
む
章
は
多
く
、

知
覚
論
、
因
果
論
に
つ
い
て
も
、
以
上
に
紹
介
し
た
の
は
著
者
の
議
論
の

ほ
ん
の
一
端
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
論
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
を
ど
う
か
直
接
お
読
み
に
な
る
よ
う
に

と
、
諸
氏
に
お
勧
め
す
る
ほ
か
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
に
関
心
を
持
つ

す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
、
本
書
は
間
違
い
な
く
有
益
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー

ム
研
究
に
お
け
る
基
本
的
文
献
と
し
て
永
く
記
憶
せ
ら
る
べ
き
価
値
が
、

本
書
に
は
明
ら
か
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
（
了
）

（
筆
者
　
た
む
ら
・
ひ
と
し
京
都
大
学
者
学
部
〔
哲
学
〕
研
修
員
）

一
四
二

前
号
（
五
五
〇
号
）
正
誤
表

頁

行

誤
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一
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N
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讐
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N
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貯
H
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わ
ち
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四
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上
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上
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七
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三
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と
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六
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〇
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て
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の
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