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は
じ
め
に

「
私
は
歯
が
痛
い
」
と
私
が
言
う
と
き
、「
私
」
と
い
う
語
が
指
す
も

の
は
入
角
の
身
体
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私

は
自
分
の
腕
を
他
人
の
腕
だ
と
誤
認
し
た
り
、
逆
に
他
人
の
腕
を
私
の

腕
だ
と
誤
認
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、
私
は
他
人
の
歯
の
痛
み
を

誤
っ
て
私
の
歯
の
痛
み
だ
と
思
っ
た
り
、
私
の
歯
の
痛
み
を
他
人
の
歯

の
痛
み
だ
と
思
い
違
い
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
だ
。つ
ま
り
、「
私
」

と
い
う
語
に
は
、
単
に
「
私
の
身
体
」
を
指
す
用
法
と
は
ま
た
別
の
用

法
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「
私
は
歯
が
痛
い
」
と
い
う
判
断
が

誤
り
え
な
い
と
い
う
事
実
を
、「
私
」
と
い
う
語
の
文
法
的
問
題
に
す

ぎ
な
い
の
だ
と
診
断
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
永
井
均
は
、「
私
は
歯
が

痛
い
」
と
言
う
と
き
の
誤
り
え
な
さ
は
、
現
実
に
痛
み
を
感
じ
ら
れ
る

の
は
私
し
か
い
な
い
、
と
い
う
独
我
論
的
事
実
に
由
来
し
て
い
る
の
だ

と
し
た
。
本
稿
は
、「
私
」
の
主
体
用
法
を
恣
意
的
な
言
語
の
設
計
に

よ
る
も
の
と
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
も
、
そ
れ
の
成
立
根
拠

を
独
我
論
的
事
実
に
求
め
る
永
井
と
も
異
な
る
立
場
を
と
る
。
本
稿
に

よ
れ
ば
、「
私
」
と
い
う
語
に
主
体
用
法
が
備
わ
っ
て
い
る
の
は
、「
現

実
に
痛
い
の
は
私
だ
け
だ
」
と
い
う
独
我
論
的
事
実
を
語
る
こ
と
自
体

が
言
語
が
成
立
す
る
た
め
の
超
越
論
的
条
件
を
な
す
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
本
稿
は
、
言
語
が
こ
う
し
た
超
越
論
性
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
、
言
語
が
本
質
的
に
は
独
白
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
の
だ
と
論
ず
る
。

1
．
鏡
の
前
の
独

モ
ノ
ロ
ー
グ白

言
語
の
起
源
に
模
倣
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
十
分
に
理
に

適
っ
て
い
る
。
社
会
学
者
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
は
、
私
た
ち
の
社

会
性
を
模
倣
性
に
他
な
ら
な
い
と
し
、「
こ
の
共
同
体
は
社
会
性
す
な

わ
ち
模
倣
性

4

4

4

に
も
と
づ
い
て
い
る（
1
）」
と
述
べ
た
。
ま
た
、
タ
ル
ド

入　
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し
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の
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明
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は
別
の
個
所
で
「
言
語
は
、
ま
ず
独モ
ノ
ロ
ー
グ白だ
っ
た
。
そ
う
に
き
ま
っ
て
い

る
。
対

デ
ィ
ア
ロ
ー
グ
話
は
そ
の
の
ち
に
し
か
生
れ
な
い
。
一
方
的
な
も
の
が
相
互
的

な
も
の
に
い
つ
で
も
先
行
す
る
法
則
に
し
た
が
っ
た
ま
で
で
あ
る（
2
）」

と
も
書
い
て
い
る
。
私
た
ち
の
言
語
表
現
が
実
際
に
模
倣
に
よ
っ
て
生

じ
た
と
ま
で
は
断
言
し
な
い
点
で
本
稿
は
タ
ル
ド
と
袂
を
分
か
つ
が
、

言
語
を
独
白
か
ら
対
話
へ
と
発
展
し
た
も
の
と
し
て
見
る
点
に
お
い
て

は
本
稿
は
タ
ル
ド
に
同
意
す
る
。
本
稿
の
と
る
言
語
観
を
言
語
の
「
模

倣
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
定
式
化
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
他
人
に
よ
っ
て
独
我
論
的
事
実
が
語

ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
自
分
の
独
我
論
的
独
白
の
模
倣
で
あ
る
と
断
定

せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
構
造
を
言
語
は
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
、

言
語
の
模
倣
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
の
言
う
模
倣
は
、
言
語
が
、

互
い
が
互
い
を
模
倣
し
て
い
る
の
だ
と
糾
弾
す
る
か
た
ち
を
と
る
の
だ

と
い
う
言
語
に
必
要
不
可
欠
な
構
造
と
し
て
の
模
倣
の
こ
と
で
あ
り
、

言
語
の
起
源
に
お
い
て
実
際
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
模
倣
と
は
区
別
さ

れ
る
。
な
ぜ
言
語
の
模
倣
説
の
定
式
化
に
独
我
論
と
の
関
わ
り
へ
の
言

及
が
必
要
な
の
か
は
第
3
節
で
述
べ
る
。

な
お
、
タ
ル
ド
が
関
心
を
向
け
る
後
者
の
模
倣
が
過
去
に
実
際
に

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
本
稿
は
問
題
に
し
な
い
。
確
か
に
私
た
ち
の
言

語
行
為
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
類
似
の
振
る
舞
い
は
、
内
側
か
ら
見
れ
ば

模
倣
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
言
語
の
内
側
か
ら
の
告
発
は
実
際

に
模
倣
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
言
と
は
な
り
え
な
い
の
だ
。

言
語
が
独
白
か
ら
対
話
へ
と
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
言
語

の
模
倣
説
に
よ
る
言
語
の
原
初
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
鏡
の
前
の
独
り
言
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
言
語
の
成
立
の
条
件
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
鏡
の
前
の
独
り
言
が
、「
ふ
た
り
の
独
白
者
」

で
は
な
く
、「
共
通
言
語
で
会
話
す
る
ふ
た
り
」
と
な
る
条
件
を
考
え

る
こ
と
に
等
し
い
。
私
が
考
え
る
そ
の
条
件
と
は
、そ
の
言
語
が
「
私
」

と
い
う
指
標
詞
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
、「
私
」
と
い
う
指
標
詞
を
用

い
て「
独
我
論
の
座
を
め
ぐ
る
闘
争
」が
絶
え
ず
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

私
が
鏡
の
前
で
独
り
言
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
し
よ
う
。
私
が
「
り

ん
ご
は
赤
い
」
と
呟
く
と
き
、鏡
の
中
の
私
も
ま
た
、「
り
ん
ご
は
赤
い
」

と
、
間
髪
入
れ
ず
に
復
唱
す
る
。
こ
の
と
き
、
私
と
鏡
の
中
の
私
は
、

同
一
の
言
明
で
同
一
の
内
容
を
表
現
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
ま
っ
た
く

隙
間
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
三
人
称
表
現
の
内
部
で
は
、
私
と
鏡
の
中
の

私
が
言
う
こ
と
の
な
か
に
ず
れ
は
生
じ
な
い
。
独
り
言
を
し
て
い
る
ふ

た
り
が
い
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ふ
た
り
が
共
通
言
語
を
話
し
て

い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
た
め
に
は
、
両
者
の
言
う
こ
と
に
ず
れ
が
生

じ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
言
語
は
、
そ
れ
が
言
語

で
あ
る
た
め
に
は
、「
私
」
と
い
う
語
彙
を
必
要
と
す
る
。「
私
は
京
都

に
住
ん
で
い
る
」
と
私
が
言
う
と
き
、
鏡
の
中
の
私
も
「
私
は
京
都
に

住
ん
で
い
る
」
と
言
う
。
こ
れ
ら
は
、
文
字
の
連
な
り
と
し
て
は
一
致

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前

者
は
実
物
の
ほ
う
の
私
が
京
都
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
後
者
は
鏡
の
ほ
う
の
私
が
京
都
に
住
ん
で
い
る
と
い
う

意
味
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
と
い
う
指
標
詞
の
模
倣
は
、
も
し
そ
れ
が
行
わ
れ
た
の
だ
と

す
れ
ば
、
自
己
指
示
の
仕
方
そ
の
も
の
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
ふ
つ
う
の
指
示
表
現
の
模
倣
と
は
異
な
る
（
も

ち
ろ
ん
、「
私
」
と
い
う
語
彙
の
実
際
の
起
源
が
模
倣
で
あ
る
と
考
え
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る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、「
私
」
と
い
う
語
に
模
倣
関
係
の
存
在
を
訴

え
る
構
造
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
る
）。

鏡
の
中
の
私
は
実
物
の
私
を
模
倣
し
て
「
私
」
と
言
う
わ
け
だ
が
、
彼

の
言
う
「
私
」
は
、
私
で
は
な
く
、
彼
に
と
っ
て
の
私
、
つ
ま
り
彼
自

身
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
「
私
」
と
い
う
語
の
用
法
は
、
こ

う
し
た
「
彼
自
身
」
と
い
う
三
人
称
表
現
に
よ
っ
て
完
全
に
還
元
し
て

し
ま
え
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
三
人
称
表
現
に
よ
っ
て
記
述
可
能

な
表
現
に
回
収
し
て
し
ま
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
物
の
私
と
鏡
の
中
の

私
は
、
再
び
隙
間
な
く
重
な
り
合
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
ジ
ャ
ッ
ク
・

デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

〈
私4

〉
と
い
う
語
を
、
私
が
そ
の
語
の
客
観
的
な
概
念
的
内
容
だ

と
思
う
も
の
（「
語
り
な
が
ら
、
自
分
自
身
を
指
し
示
す
当
の
人

物
」）
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
馬
鹿
げ
た
言
動
に
輪
を
か
け
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
私
は
う
れ
し
い
」と
言
う
か
わ
り
に
、「
語

り
な
が
ら
、
自
分
自
身
を
指
し
示
す
当
の
人
物
は
う
れ
し
い
」
と

言
う
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。（D

errida 1967

（2003
）=2005, 

p.211

（
傍
点
原
著
））

他
人
に
も
語
り
う
る
こ
と
し
か
語
り
え
な
い
言
語
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
言
語
で
は
「
私
」
と
い
う
語
で
そ
の
口
の
付
い
た
身
体
の
み

を
指
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
語
り
え
ぬ
も
の
が
何
も
な
い
よ
う
な
言

語
な
ど
、
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
る
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
す

な
わ
ち
、
言
語
は
必
ず
語
り
え
ぬ
も
の
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

以
下
で
は
、
言
語
に
こ
の
よ
う
な
要
請
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
の
根

拠
を
、
他
人
に
よ
る
反
独
我
論
的
な
言
明
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て

説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

世
界
は
、
つ
ね
に
そ
れ
が
夢
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
疑
い
う
る
よ

う
な
構
造
を
と
っ
て
私
に
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
こ
の
瞬
間
も
、

夢
の
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
だ
が
、
こ
れ
が
夢
だ
と
し

た
ら
、
一
体
誰
の
夢
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
私
の
夢
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
場
に
他
の
人
も
い
れ
ば
、
そ
の
人
も
ま
た
「
夢
を
見
て
い

る
の
は
自
分
だ
」
と
主
張
し
て
譲
ら
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
「
自
分

こ
そ
が
こ
の
夢
を
見
て
い
る
の
だ
」
と
、
夢
の
所
有
権
を
奪
い
合
う
の

で
あ
る
。
こ
の
、
夢
の
所
有
権
の
主
張
こ
そ
が
、
独
我
論
的
事
実
の
語

り
に
他
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
が
仮
に
誰
か
の
夢
の
中
だ
と
し
て
、
自
分
こ
そ
が

そ
の
夢
の
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
証
拠
を
こ
こ
に
提
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
証
拠
は
提
示
で
き
な
い
。

で
は
な
ぜ
、
証
拠
も
な
い
の
に
、
こ
こ
が
夢
だ
と
し
た
ら
そ
れ
を
見
て

い
る
の
は
私
で
し
か
あ
り
え
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
が
私
の
夢
で
あ
る
証
拠
が
出
せ
な
い
の

だ
と
し
た
ら
、「
自
分
は
誰
か
の
夢
の
中
の
登
場
人
物
に
す
ぎ
な
い
」

と
い
う
発
話
も
ま
た
、
同
程
度
の
確
か
ら
し
さ
を
持
つ
は
ず
で
あ
り
、

そ
う
し
た
発
話
が
実
際
に
な
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
は
ず
だ
。
し

か
し
現
実
に
は
、
そ
う
し
た
発
言
は
こ
の
私
の
み
な
ら
ず
、
私
以
外
の

他
人
で
す
ら
、
な
ぜ
か
そ
れ
を
言
う
こ
と
が
不
合
理
な
よ
う
に
出
来
上

が
っ
て
い
る
。
こ
の
私
以
外
の
他
人
が
「
自
分
は
誰
か
の
夢
の
中
の
登

場
人
物
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
夢
の
所
有
権
を
主
張
し

よ
う
と
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
は
好
都
合
で
さ
え
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
他
人
に
よ
る
そ
の
発
言
は
異
様
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
異
様

さ
が
形
而
上
学
的
な
誤
り
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
夢
の
所
有
権
を
主
張
す
る
私
か
ら
す
れ
ば
、

他
人
が
私
の
夢
の
中
の
登
場
人
物
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
形
而
上
学
的

に
誤
り
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
う
し
た
私
の
信
念
か
ら
の
当
然
の
帰
結

で
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
他
人
に
よ
る
こ
の
夢
の
所
有
権
の
放

棄
が
異
様
に
映
る
の
は
、
形
而
上
学
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
え

ず
、
そ
の
理
由
は
言
語
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

言
語
が
語
り
え
ぬ
も
の
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
夢
の
所
有
権
の
放
棄
は
、
単
な
る
文
法
違
反
で
は
な

く
、
超
越
論
的
条
件
へ
の
違
反
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
こ

こ
が
夢
で
あ
る
と
し
た
ら
そ
れ
を
見
て
い
る
の
は
私
だ
」
と
い
う
こ
と

が
決
し
て
誤
り
え
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
が
誤
り
え
な
い
の
は
、
誤
り
の

可
能
性
が
文
法
の
側
に
用
意
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
は

超
越
論
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
誤
る
と
い
う
こ
と
が
何
の
こ
と

を
指
す
の
か
す
ら
わ
か
ら
な
い
の
だ
。

要
す
る
に
、
私
た
ち
の
言
語
は
、
夢
の
懐
疑
を
語
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
そ
の
条
件
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
こ
こ
は
夢
か

も
し
れ
な
い
よ
」
と
い
う
夢
の
懐
疑
を
他
人
に
耳
打
ち
す
る
こ
と
に
は
、

あ
る
種
の
逆
説
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
が
仮
に
夢
な
ら
ば
、
そ
れ
は

私
の
夢
で
あ
り
、
そ
の
と
き
そ
の
耳
打
ち
し
た
相
手
で
あ
る
他
人
は
、

私
の
夢
の
中
の
登
場
人
物
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
夢
の
懐
疑
を
語
れ
る

こ
と
が
言
語
の
条
件
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
私
は
そ
の
こ
と
を
誰
と
も

共
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
も
し
も
相
手
が
「
確
か
に
、
こ
こ

は
夢
か
も
し
れ
な
い
ね
」
と
私
に
同
調
し
て
く
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
私
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
私
と
彼
は
、「
こ
こ

は
夢
か
も
し
れ
な
い
」
と
、
同
じ
表
現
を
と
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
が

言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
に
は
決
し
て
伝
わ
ら
な
い
。
言
語
と
は
本

質
的
に
独
白
で
あ
る
た
め
に
、
私
と
彼
は
、
同
じ
こ
と
を
語
っ
て
い
る

よ
う
で
い
て
、
そ
れ
は
決
し
て
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
が
本

稿
の
言
う
、「
言
語
は
語
り
え
ぬ
も
の
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
こ
と
の
真
意
で
あ
る
。
謂
わ
ば
、
言
語
と
は
「
共
有
不
可
能
な
も
の

の
共
有
」
の
別
名
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

か
く
し
て
、
鏡
の
前
の
独
白
が
言
語
に
な
る
と
き
、
鏡
の
中
の
私
は
、

実
物
の
私
と
は
共
有
不
可
能
な
領
域
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

が
、ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
う「
私
」の
主
体
用
法
で
あ
る
。ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
私
」
の
客
体
用
法
と
主
体
用
法
の
例
を
次
の

よ
う
に
挙
げ
て
い
る
。

「
私
」（
又
は
「
私
の
」）
と
い
う
語
の
用
法
に
は
二
つ
の
違
っ
た

も
の
が
あ
り
、「
客
観
と
し
て
の
用
法
」「
主
観
と
し
て
の
用
法
」、

と
で
も
よ
べ
る
も
の
が
あ
る
。
第
一
の
種
類
の
用
法
の
例
と
し
て

は
、「
私
の
腕
は
折
れ
て
い
る
」「
私
は
六
イ
ン
チ
伸
び
た
」「
私

は
額
に
こ
ぶ
が
あ
る
」「
風
が
私
の
髪
を
吹
き
散
ら
す
」、
等
。
第

二
の
種
類
の
例
は
、「
私
は
こ
れ
こ
れ
を
見
る
」「
私
は
こ
れ
こ
れ

を
聞
く
」「
私
は
私
の
腕
を
上
げ
よ
う
と
す
る
」「
雨
が
く
る
と
私

は
思
う
」「
私
は
歯
が
痛
い
」、
等
。（W

ittgenstein 1958=2010, 
p.153

）

「
私
」
の
客
体
用
法
と
主
体
用
法
と
の
あ
い
だ
の
大
き
な
違
い
は
、
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前
者
に
は
「
誤
り
の
可
能
性
が
用
意
さ
れ
て
い
る（
3
）」
の
に
後
者
に

は
そ
れ
が
な
い
こ
と
だ
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
言
う
。
事
故
に

遭
っ
て
他
人
の
折
れ
て
い
る
腕
が
側
に
見
え
た
と
き
、
自
分
の
腕
が
折

れ
た
の
だ
と
誤
認
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、
私
が
歯
が
痛
い
と
言
う

と
き
、
実
は
痛
い
の
は
他
人
の
歯
で
あ
っ
た
、
と
い
う
誤
認
は
起
こ
り

よ
う
が
な
い
の
だ
。

客
体
用
法
に
「
誤
り
の
可
能
性
が
用
意
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
表
現

を
充
て
て
い
る
通
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
れ
ら
の
違
い
を

「
私
」
と
い
う
語
の
文
法
的
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
診
断
し
た
。
つ

ま
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、「
私
は
歯
が
痛
い
」
と

い
う
主
張
が
生
ま
れ
る
原
因
は
、言
語
に
「
私
」
の
主
体
用
法
が
備
わ
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

と
は
い
え
、「
私
は
歯
が
痛
い
」
と
い
う
こ
と
が
誤
り
え
な
い
の
は
、

本
当
に
文
法
上
の
理
由
に
尽
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
私
は
歯
が
痛
い
」

と
い
う
こ
と
を
判
断
し
間
違
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
は
、「
私
」

の
主
体
用
法
に
誤
り
の
可
能
性
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
言
語

上
の
設
計
に
の
み
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。「
私
は
歯
が
痛
い
」
と

い
う
形
而
上
学
的
主
張
が
実
は
「
私
」
と
い
う
語
を
め
ぐ
る
文
法
問
題

で
あ
っ
た
、
と
言
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
し
て
、
永
井
均
は

次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

痛
み
を
感
じ
た
と
き
、
絶
対
に
「
痛
い
の
は
私
だ
ろ
う
か
」
な
ど

と
疑
わ
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
世
界
に
は
現
実
に
痛
み
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
は
一
つ
し
か
な
く
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
私
だ

か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
理
由
は
あ
り
え
な
い
。
私
と
い
う

も
の
が
そ
の
こ
と
と
独
立
に
存
在
し
て
そ
い
つ
が
痛
か
っ
た
り
悲

し
か
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
が
す
な
わ
ち
私
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
私
が
痛
い
こ
と

は
す
な
わ
ち
世
界
が
痛
い
こ
と
で
あ
り
、
私
が
悲
し
い
こ
と
は
世

界
が
悲
し
い
こ
と
、
…
…
な
の
で
あ
る
。
こ
の
端
的
な
（
ま
さ
し

く
独
我
論
的
な
！
）
事
実
こ
そ
が
、「
私
」
の
主
体
と
し
て
の
用

法
が
存
在
す
る
根
拠
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。（
永
井 

2018a, p.250

）

永
井
は
、「
私
」
の
主
体
用
法
の
成
立
根
拠
を
、
現
実
に
痛
み
を
感

じ
ら
れ
る
の
は
私
し
か
い
な
い
、
と
い
う
独
我
論
的
事
実
に
求
め
て
い

る
。
だ
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
独
我
論
的
事
実
と
い
う
の
が
、
い

か
な
る
種
類
の
事
実
で
あ
る
か
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

こ
う
し
た
独
我
論
的
事
実
が
何
ら
の
物
理
的
根
拠
に
も
基
づ
い
て
い
な

い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、「
私
だ
け
が
痛
い
」
と
言
い
合
う

人
間
同
士
の
な
か
で
、
本
当
に
痛
み
を
感
じ
る
の
が
私
だ
け
な
の
だ
と

し
て
も
、
私
の
身
体
や
脳
だ
け
が
、
他
の
人
間
に
は
な
い
物
理
的
基
盤

を
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
私
の
身
体
が
二

つ
に
分
裂
し
た
と
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
私
の
身
体
が
あ
る
瞬
間

に
入
角
R
と
入
角
L
の
二
つ
に
分
裂
し
、
そ
し
て
気
づ
い
た
ら
私
は
入

角
L
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
入
角
R
と
入
角
L

は
物
理
的
に
は
完
全
な
コ
ピ
ー
だ
が
、
現
実
に
身
体
を
動
か
せ
、
現
実

に
痛
み
を
感
じ
る
の
は
な
ぜ
か
入
角
L
の
ほ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
入
角
L

の
痛
み
だ
け
が
現
実
に
感
じ
ら
れ
る
の
か
は
、
物
理
学
的
事
実
を
ど
れ

だ
け
集
め
て
も
説
明
不
能
の
ま
ま
残
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
私
が
独
我
論
的
事
実
を
語
る
と
き
、
私
は
ま
さ
に
入
角

晃
太
郎
が
そ
の
唯
一
現
実
に
痛
み
を
感
じ
る
存
在
で
あ
る
と
し
て
そ
の

事
実
を
語
っ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
読
者
は
、
永
井
の
引

用
文
や
入
角
の
叙
述
を
、
自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て
読
み
替
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
本
稿
を
理
解
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
読
み
替
え
は
、

入
角
と
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
読
者
と
の
あ
い
だ
で
、
独
我
論
的
事
実
の
語

り
手
の
座
の
奪
い
合
い
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
痛

み
を
感
じ
ら
れ
る
の
は
私
だ
け
だ
」
と
い
う
私
た
ち
の
言
い
争
い
は
ど

こ
ま
で
も
調
停
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
調
停
さ
れ
え
な
い
よ
う
な

ず
れ
が
生
じ
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、「
鏡
の
前
の
独
り
言
」
が
公
共
言

語
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
な
す
と
こ
ろ
の
、「
独
我
論
の
座

を
め
ぐ
る
闘
争
」
な
の
で
あ
る
。

留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
闘
争
は
、
言
語
の
成
立
の
条
件
な
の
で
あ
っ

て
、
恣
意
的
に
定
め
ら
れ
た
文
法
上
の
ル
ー
ル
な
の
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
私
は
、「
私
」の
主
体
用
法
を
、文
法
上
の
ル
ー

ル
に
す
ぎ
な
い
と
一
蹴
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
は
立
場
を
異

に
す
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、「
私
が
歯
が
痛
い
」
と
い
う
主
張
が
誤

り
え
な
い
の
を
独
我
論
的
事
実
に
求
め
る
永
井
に
も
、
私
は
同
意
で
き

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
私
」
の
主
体
用
法
の
成
立
根
拠
だ
と
永
井
が
言

う
「
独
我
論
的
事
実
」
は
、
既
に
成
立
し
た
言
語
の
中
で
の
み
理
解
可

能
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
、
言
語
は
模
倣
を
言
い
立
て
る
構

造
を
持
つ
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
以
下
の
例
で
は
、私
が
「
私
」

と
い
う
語
の
語
源
と
し
て
案
出
し
た
「
本
人
」
と
い
う
語
が
模
倣
が
な

さ
れ
た
こ
と
を
言
い
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

2
．
双
子
だ
け
に
通
じ
る
言
語

今
、
私
の
目
の
前
に
、
双
子
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
瓜
二
つ
の
人
間
が
、

一
字
一
句
違
わ
ぬ
言
葉
を
発
し
合
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
彼
ら
は
「
君

は
僕
を
真
似
し
て
い
る
」
と
、
ま
っ
た
く
同
時
に
、
ま
っ
た
く
同
じ
台

詞
で
以
て
言
い
争
う
。
こ
の
と
き
、
傍
目
に
は
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
の

真
似
を
し
て
い
る
の
か
は
判
断
が
つ
か
な
い
。

こ
の
想
像
は
、
模
倣
と
い
う
概
念
が
抱
え
込
ん
で
い
る
危
う
さ
を
暴

露
す
る
。
模
倣
が
完
璧
に
遂
行
さ
れ
れ
ば
、「
模
倣
す
る
者
」
と
「
模

倣
さ
れ
る
者
」
の
区
別
は
意
味
を
失
う
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、「
模
倣
」
は
、

そ
れ
が
完
璧
に
な
さ
れ
れ
ば
な
さ
れ
る
ほ
ど
、
も
は
や
模
倣
で
あ
る
と

は
言
え
な
く
な
る
と
い
う
意
味
で
は
自
己
破
壊
的
な
概
念
で
あ
る
。

先
ほ
ど
の
双
子
の
例
で
は
、
彼
ら
の
う
ち
の
一
方
が
も
う
一
方
に
対

し
て
行
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
模
倣
は
、
そ
れ
が
完
璧
で
あ
る
た
め
、「
本

人
」「
模
倣
者
」
と
い
う
語
は
、彼
ら
の
あ
い
だ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
称
、

二
人
称
の
よ
う
に
振
舞
う
。
つ
ま
り
、
彼
ら
双
子
は
、
自
分
の
こ
と
を

「
本
人
」、
相
手
の
こ
と
を
「
模
倣
者
」
と
呼
び
、
そ
の
う
え
で
、「
自

分
こ
そ
が
〈
本
人
〉
だ
」
と
言
い
争
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。

留
意
す
べ
き
は
、「
本
人
」
や
「
模
倣
者
」
と
い
う
語
彙
自
体
が
、

そ
の
双
子
の
使
用
す
る
言
語
に
し
か
現
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
第

三
者
は
、「
ど
ち
ら
が
〈
本
人
〉
だ
と
思
う
か
」
と
双
子
に
迫
ら
れ
た

の
だ
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
双
子
の
言
う
〈
本
人
〉
と
い
う
語
の
意
味

す
ら
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
本
人
と
い
う

概
念
に
は
模
倣
が
必
須
だ
が
、
そ
の
模
倣
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
自

体
が
、
外
か
ら
見
れ
ば
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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第
三
者
が
〈
本
人
〉
が
何
を
指
す
か
が
わ
か
ら
な
い
と
返
答
し
た
と

き
、「
そ
れ
は
、
僕
た
ち
の
発
言
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ほ
う
の
こ
と
だ
」

と
双
子
が
説
明
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
模
倣
が
完
璧
で
あ
る

と
き
は
、
模
倣
と
い
う
概
念
と
と
も
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
概
念
も
ま

た
失
効
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
双
子
の
物
理
的
特
徴
に
ま
っ
た
く
差
異

が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
端
的
に
は
、〈
本
人
〉
と
い
う
も
の
は
実
在

し
な
い
。

そ
れ
で
も
双
子
た
ち
は
懲
り
ず
に
、
模
倣
は
実
際
に
な
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
、お
よ
び
、自
分
こ
そ
が
そ
の
起
源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
本

人
〉
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
模
倣
の
自
己
破

壊
的
性
格
に
よ
り
、
模
倣
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
形
而
上
学
的
根

拠
は
も
は
や
な
い
。
模
倣
が
完
璧
す
ぎ
る
と
、〈
本
人
〉
な
る
も
の
が

消
滅
し
て
し
ま
う
の
だ
。
双
子
た
ち
の
語
る
言
語
は
模
倣
が
つ
ね
に
す

で
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
が
、
そ
の
言
語
の
埒
外
に
い
る

者
に
は
、〈
本
人
〉
と
い
う
も
の
が
何
の
こ
と
な
の
か
さ
え
理
解
で
き

な
い（
4
）。

双
子
の
言
語
に
は
、「
本
人
」
と
い
う
、「
私
」
に
似
た
指
標
詞
が
埋

め
込
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、「
ど
ち
ら
が
〈
本
人
〉
だ
と
思
う
か
」
と

双
子
が
言
う
と
き
の
〈
本
人
〉
が
、
単
に
そ
の
音
声
を
発
す
る
口
を
持

つ
身
体
を
指
す
よ
う
な
単
な
る
客
体
用
法
を
超
え
て
、「
私
」
の
主
体

用
法
の
原
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。〈
本
人
〉
の
座
を
争
っ

て
い
る
双
子
は
、
私
た
ち
の
言
語
に
お
け
る
、
独
我
論
的
事
実
を
語
る

座
を
め
ぐ
る
争
い
の
原
初
的
な
姿
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。

永
井
は
独
我
論
的
事
実
を
、
端
的
な
、
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
で

あ
る
と
言
う
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
現
実
に
感
じ
ら
れ
る
痛
み
は
、
私
の

痛
み
し
か
あ
り
え
な
い
し
、
こ
の
痛
み
が
単
な
る
言
語
的
構
築
物
で
あ

る
と
は
思
え
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
独
我
論
的
事
実
を
語
る
こ
と
は

言
語
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
私
が
痛
み
を

感
じ
る
と
き
に
、
そ
の
痛
み
が
言
語
が
見
せ
る
幻
覚
で
あ
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
私
の
痛
み
以
上
に
確
か
な
も
の
な
ど
な
い
く
ら
い
だ
。

し
か
し
、
や
は
り
私
が
「
私
の
痛
み
以
上
に
確
か
な
も
の
な
ど
な
い
」

と
言
う
た
め
に
は
、
私
は
そ
れ
を
語
る
言
語
の
内
部
に
位
置
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
双
子
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
「
自
分
は
模
倣
さ
れ
た
」
と
主
張

し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
振
る
舞
い
を
し
て
い
る
彼
ら
は
、

単
に
「
同
期
」
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
完
璧
な
模
倣

が
な
さ
れ
た
、
と
言
う
の
は
不
適
切
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
意
見
が

あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
双
子
た
ち
は
独
我
論
的
事
実
を
語
る
こ
と

に
お
い
て
「
私
た
ち
は
同
期
し
て
い
る
」
と
言
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

独
我
論
的
事
実
を
語
る
際
に
は
、
必
ず
言
い
争
い
が
起
こ
っ
て
い
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
双
子
た
ち
が
「
私
た
ち
は
同
期
し
て
い
る
」
と

語
る
こ
と
は
、「
こ
こ
が
夢
な
ら
ば
、
僕
た
ち
は
同
じ
夢
を
見
て
い
る
」

と
口
を
揃
え
る
こ
と
に
等
し
い
。
自
分
た
ち
の
語
り
を
単
な
る
同
期
だ

と
語
る
こ
と
は
、「
言
語
も
ど
き
」
で
あ
っ
て
言
語
で
は
な
い
。
こ
の

言
語
も
ど
き
は
、
い
ま
だ
言
語
な
ら
ざ
る
言
語
、
す
な
わ
ち
鏡
の
前
の

独
白
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
言
語
も
ど
き
に
対
し
て
、「
こ
こ
が

夢
な
ら
ば
、
夢
を
見
て
い
る
の
は
君
で
は
な
く
僕
だ
」
と
言
い
争
う
の

が
言
語
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
双
子
た
ち
の
か
け
合
い
が
言
語

で
あ
る
た
め
に
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
が
単
な
る
同
期
な
の
か
ど
う
か
と

は
関
係
な
く
、
双
子
た
ち
は
「
自
分
た
ち
は
同
期
し
て
い
る
」
と
語
る
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の
で
は
な
く
、「
こ
こ
に
は
模
倣
関
係
が
あ
り
、
自
分
は
相
手
に
模
倣

さ
れ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
形

而
上
学
的
に
そ
れ
が
模
倣
関
係
な
の
か
単
な
る
同
期
現
象
な
の
か
は
も

は
や
問
題
で
は
な
い
し
、
そ
れ
は
語
り
え
な
い
。
重
要
な
の
は
、
双
子

た
ち
が
自
分
た
ち
の
あ
い
だ
に
成
り
立
つ
関
係
を
模
倣
関
係
だ
と
言
及

す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
言
及
行
為
自
体
も
ま
た
模
倣
関
係
に
巻
き
込

ま
れ
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
、
彼
ら
の
語
り
が
そ
う
し
た
構
造

を
持
つ
こ
と
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

3
．
降
り
る
こ
と
の
で
き
な
い
芝
居

永
井
に
よ
れ
ば
、「
私
」
の
主
体
用
法
は
、
現
実
に
痛
い
の
は
私
だ

け
で
あ
る
と
い
う
独
我
論
的
事
実
に
由
来
す
る
の
だ
と
し
た
。
こ
こ
で
、

永
井
の
独
我
論
が
、
認
識
論
的
な
も
の
で
は
な
く
存
在
論
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
永
井
は
自
分
の
哲
学
的
主

張
に
次
の
よ
う
な
印
象
深
い
表
現
を
与
え
て
い
る
。

現
在
の
世
界
に
は
現
実
に
一
人
だ
け
他
人
た
ち
と
は
ま
っ
た
く
違

う
種
類
の
人
間
が
存
在
し
て
い
る
。
現
実
に

4

4

4

見
え
た
り
聞
こ
え
た

り
、
痛
か
っ
た
り
痒
か
っ
た
り
、
何
か
を
覚
え
て
い
た
り
何
か
を

欲
し
た
り
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
。（
永
井 2018, bp.22

（
傍
点

原
著
））

永
井
は
、「
現
在
の
世
界
に
は
な
ぜ
か
存
在
し
て
い
る
、
一
人
だ
け

他
の
人
間
と
は
ま
っ
た
く
違
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
人
の
こ
と（
5
）」

を
、〈
私
〉
と
表
記
す
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
他
人
か
ら
識
別
さ
れ

る
こ
と
が
な
く
、
他
人
た
ち
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
入
角
晃
太
郎

と
い
う
一
人
物
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い（
6
）。
ま
た
、〈
私
〉
が
存
在
し
て

い
る
と
い
う
事
実
は
、
世
界
の
内
容
に
い
か
な
る
影
響
も
与
え
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
入
角
晃
太
郎
が
〈
私
〉
で
あ
る
こ
と
は
、（
永

井
の
論
旨
を
汲
め
ば
）
端
的
な
事
実
で
あ
る
（
と
書
か
ざ
る
を
え
な
い
）。

な
ぜ
な
ら
、
現
実
に
見
え
た
り
聞
こ
え
た
り
、
痛
か
っ
た
り
痒
か
っ
た

り
す
る
人
間
は
、
こ
の
私
だ
け
で
あ
る
か
ら
だ
。

だ
が
、
注
意
さ
れ
た
い
の
は
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
を
、
他

の
す
べ
て
の
人
間
も
声
を
揃
え
て
主
張
す
る
と
い
う
事
実
だ
。
こ
の
こ

と
に
は
も
ち
ろ
ん
永
井
は
気
づ
い
て
い
る
。
永
井
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
で

も
本
当
に
痛
か
っ
た
り
痒
か
っ
た
り
す
る
の
は
私
だ
け
だ
、
と
い
う
こ

と
で
最
終
的
に
は
決
着
す
る
の
だ
。
実
際
、
現
実
に
痛
い
の
は
私
だ
け

だ
、
と
い
う
の
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
が
、
端
的
な
事
実
で
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
こ
と
は
私
も
認
め
よ
う
。
し
か
し
、

私
が
認
め
る
の
は
、
本
当
に
痛
い
の
は
私
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
が
端

的
な
事
実
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

「
聞
こ
え
な
い
人
は
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て

い
な
い
人
は
存
在
し
う
る
。
こ
れ
は
形
而
上
学
的
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、

当
然
先
の
呼
び
か
け
に
手
は
挙
が
ら
な
い
。
こ
の
例
は
、
本
当
は
聞
こ

え
な
い
人
が
い
る
の
に
、「
聞
こ
え
な
い
人
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う

結
論
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
哲
学
が
言
語
で
な

さ
れ
る
以
上
は
、
世
界
の
事
実
と
は
無
関
係
に
結
審
し
て
し
ま
う
議
論

と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
の
だ
。

私
は
、
独
我
論
的
事
実
が
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
言
い
た
い
誘
惑
に

駆
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
本
当
に
世
界
の
事
実
で
あ
ろ
う
か
。
先
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ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
実
に
痛
い
の
は
私
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が

端
的
な
事
実
で
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
は
私
も
同
意
す

る
。
だ
が
、
そ
の
言
葉
が
世
界
そ
の
も
の
の
事
実
を
射
抜
い
て
い
る
と

考
え
る
の
は
勇
み
足
だ
。
私
が
独
我
論
的
事
実
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ

と
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
私
が
そ
の
言
語
を
話
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

の
条
件
を
な
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
独
我
論

的
事
実
が
現
に
成
り
立
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
は
関
係
が
な
い
。
大
森

荘
蔵
は
、肉
体
的
構
造
が
人
間
と
は
違
う
と
さ
れ
る
「
私
」
が
「
ロ
ボ
ッ

ト
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
と
い
う
体
裁
の
テ

キ
ス
ト
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
独
我
論
的
事
実
が
成
り

立
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
と
、
実
際
に
そ
う
し
た
事
実
が
あ
る
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

私
は
断
じ
て
で
く
の
ぼ
う
で
は
な
く
、
か
ら
く
り
人
形
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
修
理
工
が
私
の
体
を
い
じ
る
と
き
に
は
激
痛
が
走
り
ま

す
。
だ
か
ら
修
理
工
は
私
に
独
特
の
麻
酔
法
を
施
す
の
で
す
。（
大

森 1981, p.134

）

大
森
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
見
た
目
が
ロ
ボ
ッ
ト
そ
の
も
の
の
書
き
手

が
、
自
分
に
も
痛
み
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
彼
が
自
分
に
も
痛
み
が
あ
る
と
主
張
す
る
以
上
、
彼
も
ま
た
「
自

分
の
痛
み
だ
け
が
本
当
の
痛
み
だ
」
と
い
う
独
我
論
的
事
実
を
訴
え
る

こ
と
だ
ろ
う
。
彼
も
他
の
人
と
同
様
、
自
分
こ
そ
が
〈
私
〉
な
の
だ
と

主
張
し
て
譲
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、〈
私
〉
の
奪
い
合
い
へ
の
参
加
こ

そ
が
そ
の
言
語
を
話
し
て
い
る
こ
と
の
条
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

大
森
が
想
定
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
私
た
ち
の
言
語
の
条
件
を
ク
リ
ア
し

て
い
る
の
だ
。

大
森
は
、
自
分
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
ロ
ボ
ッ
ト
（
と
さ
れ

る
書
き
手
）
を
想
定
し
た
が
、
こ
の
ロ
ボ
ッ
ト
の
言
語
は
、
結
局
私
た

ち
と
同
じ
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
そ
こ
ま
で
奇
妙
に
は
響
か
な
い
。
む

し
ろ
、「
自
分
は
〈
私
〉
で
は
な
い
」
と
、
独
我
論
的
事
実
を
訴
え
て

こ
な
い
テ
キ
ス
ト
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
異
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
、〈
私
〉

の
奪
い
合
い
か
ら
降
り
る
こ
と
は
、
通
常
の
言
語
の
条
件
か
ら
逸
脱
し

た
発
言
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
、
大
森
の
テ
キ
ス
ト
と
は
逆
に
、「
今

喋
っ
て
い
る
人
物
は
現
象
意
識
を
持
た
な
い
。
あ
な
た
の
痛
み
だ
け
が

本
当
の
痛
み
だ
」
と
、
妙
に
へ
り
く
だ
っ
た
主
張
を
す
る
人
間
を
考
え

て
み
よ
う
。
私
た
ち
は
、
彼
の
言
う
こ
と
を
訂
正
し
た
く
な
る
誘
惑
に

駆
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
彼
が
、
自
分
に
は
独
我
論

的
事
実
が
成
り
立
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
を
、
私
が
敢
え
て
訂

正
す
る
形
而
上
学
的
な
根
拠
を
私
は
持
た
な
い
。
結
局
、
私
が
彼
の
語

り
に
居
心
地
の
悪
さ
を
覚
え
る
の
は
、
そ
れ
が
形
而
上
学
的
事
実
に
反

す
る
か
ら
な
の
で
は
な
く
、
言
語
の
超
越
論
的
条
件
に
反
し
て
い
る
か

ら
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
経
て
み
る
と
、
あ
れ
ほ
ど
端
的
な
事
実
で
あ
る

と
思
わ
れ
た
独
我
論
的
事
実
も
、
実
は
そ
れ
を
語
る
こ
と
が
言
語
に
参

入
す
る
た
め
の
超
越
論
的
条
件
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
実
際
、
私
が
〈
私
〉
を
め
ぐ
る
争
い
か
ら
降
り
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
が
、そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、〈
私
〉

と
は
、
世
界
に
無
寄
与
な
、
な
く
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら

で
あ
る
。
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双
子
の
言
語
の
例
に
戻
ろ
う
。
双
子
の
言
う
〈
本
人
〉
と
い
う
も
の

は
、
形
而
上
学
的
根
拠
を
持
た
ず
、
そ
れ
ゆ
え
第
三
者
に
は
、
そ
れ
が

何
を
指
し
て
い
る
の
か
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
双
子
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
そ
れ
は
実
際
に
あ
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
は
ま
さ
に
自
分
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
、
と
さ
れ

る
。
私
は
、
双
子
た
ち
の
言
う
〈
本
人
〉
と
い
う
語
が
、
永
井
の
言
う

〈
私
〉
の
語
源
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、〈
私
〉

の
奪
い
合
い
が
現
に
私
た
ち
の
言
語
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

私
た
ち
の
言
語
に
関
し
て
、
言
語
の
模
倣
説
が
正
し
い
こ
と
の
一
つ
の

証
拠
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
が
〈
私
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
虚
妄
だ
と
退
け
る
こ
と
を
難
し

く
し
て
い
た
の
は
、
永
井
の
著
作
を
読
む
読
者
も
、
そ
れ
が
読
解
可
能

で
あ
る
時
点
で
、
謂
わ
ば
既
に
永
井
と
双
子
で
あ
る
と
い
う
状
況
に
置

か
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
〈
私
〉
と
い
う
座
を
取
り
合
う
闘
争
に
巻

き
込
ま
れ
て
し
ま
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
永
井
の
文

章
は
、
私
が
双
子
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
よ
う
な
語
り
方
で
書
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
私
は
自
分
が
〈
私
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
せ
ざ

る
を
え
な
い
の
だ
。
こ
れ
が
、
永
井
哲
学
の
反
駁
し
よ
う
の
な
さ
の
正

体
で
あ
る
。
実
際
、
私
は
私
の
言
語
を
外
か
ら
観
察
す
る
視
点
に
立
つ

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
私
は
、
自
分
の
言
語
に
関
し
て
は
、
言
い
争

う
双
子
を
外
か
ら
眺
め
て
い
る
第
三
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
す
な
わ
ち
、
私
は
「
現
実
に
痛
い
の
は
私
だ
け
だ
」
と
、
独
我
論

的
事
実
が
現
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、「
私
は
歯
が
痛
い
」
と
私
が
言
う
と
き
の
誤
り
え
な
さ
は
、

「
現
実
に
痛
い
の
は
私
だ
け
だ
」
と
い
う
独
我
論
的
事
実
を
語
る
こ
と

が
言
語
が
成
立
す
る
た
め
の
超
越
論
的
条
件
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
た
。

こ
の
誤
り
え
な
さ
を
文
法
的
問
題
に
帰
し
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

や
、
現
に
成
り
立
っ
て
い
る
独
我
論
的
事
実
に
由
来
す
る
の
だ
と
す
る

永
井
均
と
見
比
べ
た
と
き
に
、
本
稿
の
立
場
を
敢
え
て
取
る
こ
と
に
ど

れ
ほ
ど
の
妥
当
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
言
語
に
超
越

論
性
を
帰
す
る
本
稿
の
議
論
の
や
り
方
は
、
構
成
が
容
易
な
割
に
反
駁

が
難
し
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
議
論
を
始
め
る
こ
と
に
は
一
定
の
責
任

が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
（
も
っ
と
も
、
私
に
は
あ
ら
ゆ
る

哲
学
的
問
題
を
文
法
的
問
題
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
に
も
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。
そ
こ
で

以
下
で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
永
井
均
の
議
論
に
は
な
い
本

稿
の
利
点
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
文
法
的
問
題
へ
の
還
元
に

よ
れ
ば
、「
私
は
歯
が
痛
い
」
と
い
う
と
き
の
私
の
誤
り
え
な
さ
は
、

単
に
言
語
が
そ
う
設
計
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
て

い
る
。
し
か
し
、「
私
」
の
主
体
用
法
に
お
け
る
誤
り
え
な
さ
が
単
に

言
語
の
恣
意
的
な
設
計
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
な
ぜ
私
が

そ
の
文
法
規
則
を
破
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
が
説
明
が
つ
か
な
い
だ

ろ
う
。「
私
」
の
主
体
用
法
が
単
な
る
恣
意
的
な
ル
ー
ル
な
ら
ば
、
そ

れ
を
破
る
こ
と
が
可
能
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
し
か
し
、
私

が
間
違
え
て
他
人
の
歯
痛
に
呻
く
こ
と
は
な
い
の
は
、
そ
れ
が
言
語
使
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用
に
関
す
る
恣
意
的
な
ル
ー
ル
に
私
が
従
う
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
か

ら
で
は
あ
り
え
な
い
。「
私
」
の
主
体
用
法
の
破
り
よ
う
の
な
さ
は
、

そ
れ
が
恣
意
的
な
ル
ー
ル
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
」
の
主
体
用
法
に
お
け
る
誤
り
え
な
さ
を
、

恣
意
的
な
文
法
規
則
よ
り
も
も
っ
と
根
幹
に
あ
る
、
言
語
の
超
越
論
性

に
よ
る
も
の
と
す
る
説
明
す
る
本
稿
は
、
主
体
用
法
の
破
り
よ
う
の
な

さ
を
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、「
私
」
の
主
体
用
法
の
誤
り
え
な
さ
を
独
我
論
的
事
実
に
求

め
る
永
井
に
対
し
て
、
言
語
の
超
越
論
性
に
訴
え
る
本
稿
が
優
越
す
る

点
は
あ
る
の
か
。
私
は
「
双
子
の
言
語
」
の
思
考
実
験
を
通
じ
て
、
永

井
の
独
在
論
（〈
私
〉
論
）
の
原
形
を
記
述
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
こ

で
私
は
、
自
分
こ
そ
が
〈
本
人
〉
で
あ
る
と
主
張
し
て
譲
ら
な
い
双
子

た
ち
の
意
見
を
、「
そ
も
そ
も
模
倣
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
し
て
退

け
た
の
だ
っ
た
が
、
双
子
た
ち
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
は
独
断
論
に
他
な
ら

な
い
。
そ
も
そ
も
模
倣
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
自
分
が
〈
本

人
〉
だ
と
主
張
す
る
動
機
自
体
が
失
わ
れ
る
、
と
彼
ら
は
言
う
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
に
お
け
る
超
越
論
的
論
証
は
永
井
の
独
在
論
と
対

決
状
態
に
あ
り
続
け
る
の
だ
。
永
井
は
、「
超
越
論
的
観
念
論
の
真
の

敵
は
独
在
性
の
実
在
論
し
か
な
く
、
逆
も
ま
た
真
で
あ
る（
7
）」
と
し
、

自
分
の
哲
学
の
真
の
敵
を
超
越
論
的
観
念
論
に
見
定
め
て
い
る
。
本
稿

も
ま
た
超
越
論
性
に
訴
え
る
議
論
を
行
っ
た
が
、
本
稿
が
超
越
論
性
を

帰
し
た
の
は
主
体
で
は
な
く
言
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
私
が
「
言
語

の
手
前
に
は
主
体
が
あ
り
、
そ
の
主
体
に
言
語
が
従
属
し
て
い
る
」
と

い
う
従
来
の
構
図
に
懐
疑
的
だ
か
ら
だ
。

本
稿
で
試
み
た
言
語
に
お
け
る
超
越
論
性
の
議
論
は
、
独
在
論
の
新

た
な
る
敵
と
し
て
位
置
づ
け
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
私
は
超
越

論
性
の
議
論
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
何
を
隠
そ
う
、

他
で
も
な
い
永
井
自
身
の
著
作
に
、
独
我
論
的
言
明
を
語
る
こ
と
が
言

語
の
構
成
的
規
則
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
記
述
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
だ
。

彼
が
真
に
言
い
た
い
こ
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
こ
の
ゲ
ー
ム
に

か
ん
し
て
は
、
そ
の
成
員
の
だ
れ
も
が
そ
の
同
じ
意
味
で
独
我
論

者
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
ゲ
ー
ム
の

構
成
的
な
規
則
だ
か
ら
で
あ
る
。（
永
井 2022b, p.73

）

永
井
は
、
独
我
論
表
明
が
言
語
の
構
成
的
規
則
で
あ
る
こ
と
を
認
め

る
記
述
を
残
し
て
お
き
な
が
ら
、
な
お
も
独
我
論
に
固
執
す
る
。
し
か

し
ま
さ
に
永
井
の
こ
う
し
た
独
我
論
に
固
執
す
る
身
振
り
こ
そ
が
、
超

越
論
性
の
議
論
の
側
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、
彼
の
言
う
言
語
の
構
成
的
規

則
を
実
演
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
永
井
に
よ
れ
ば
独
我

論
的
事
実
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
私
」
の
主
体
用
法
が
成
立
す
る
わ
け
だ

が
、
私
の
考
え
で
は
、「
私
」
の
主
体
用
法
が
現
に
機
能
し
て
い
る
こ

と
は
、
独
我
論
が
正
し
い
こ
と
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
本
稿
に
よ
れ

ば
、「
私
」
の
主
体
用
法
の
成
立
は
言
語
の
模
倣
説
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
決
し
て
独
我
論
的
事
実
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

用
法
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
が
独
在
論
者
と
の
単
な
る
水
掛
け
論
に
陥
ら
な
い
た
め
に
、
最

後
に
独
在
論
者
が
解
く
べ
き
課
題
を
記
し
て
お
き
た
い
。
私
が
疑
問
に

思
う
の
は
、
独
在
論
者
が
他
人
の
「
私
は
夢
の
中
の
登
場
人
物
に
す
ぎ

な
い
」
と
い
う
言
語
表
現
を
許
容
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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「
私
」
の
主
体
表
現
を
独
我
論
的
事
実
の
発
露
と
見
る
独
在
論
者
は
、

他
人
が
独
我
論
の
座
を
め
ぐ
る
闘
争
か
ら
降
り
る
発
言
を
す
る
こ
と
を

喜
ぶ
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
永
井
は
、〈
私
〉
が
専
制
君
主

で
あ
っ
て
、
ま
わ
り
の
臣
下
た
ち
が
君
主
の
言
葉
遣
い
に
合
わ
せ
て
く

れ
る
、
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
。
つ
ま
り
、「
彼
が
痛
が
る
と
『
本

当
に
痛
み
が
あ
る
の
で
す
ね
』
と
言
い
、
自
分
た
ち
が
痛
い
と
き
に
は

『
本
当
の
痛
み
が
あ
る
の
と
同
じ
振
る
舞
い
を
し
て
お
り
ま
す
』
と
言

う（
8
）」
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
問
題
は
、
独
在
論
者
が
専
制
君
主
で
あ
っ
た
と
き
に
、
臣

下
た
ち
の
言
う
こ
と
を
真
に
受
け
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
真
に
受
け
る

の
な
ら
ば
独
在
論
に
は
問
題
が
な
い
が
、
永
井
は
専
制
君
主
が
臣
下
た

ち
の
言
葉
を
真
に
受
け
る
か
ど
う
か
を
「
謎
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

臣
下
た
ち
が
わ
ざ
と
自
分
を
立
て
て
そ
う
言
っ
て
く
れ
て
い
る
の

だ
、
な
ど
と
思
い
つ
く
こ
と
自
体
が
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
あ

る
い
は
逆
に
、
言
葉
の
や
り
取
り
を
し
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け

か
ら
、そ
れ
は
簡
単
に
思
い
つ
く
可
能
性
な
の
か
も
し
れ
な
い（
さ

ら
に
、
そ
う
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
）。
こ
れ
は

今
の
と
こ
ろ
謎
で
あ
る
。（
永
井 2018b, pp.177

）

本
稿
に
よ
れ
ば
、
他
人
の
反
独
我
論
的
な
発
言
は
言
語
の
超
越
論
的

条
件
に
反
す
る
が
ゆ
え
に
禁
句
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
語
が
模
倣
と

い
う
構
造
を
持
つ
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
一
方

で
、
独
我
論
的
事
実
が
「
私
」
の
主
体
用
法
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と

い
う
独
在
論
者
に
は
、
な
ぜ
他
人
の
言
語
に
も
こ
の
超
越
論
的
条
件
が

課
さ
れ
て
い
る
の
か
が
説
明
で
き
な
い
と
本
稿
は
考
え
る
。
他
人
に
は

独
我
論
的
事
実
は
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
の
が
独
在
論
だ
か
ら
だ
。

し
た
が
っ
て
、
独
在
論
者
は
他
人
に
課
さ
れ
る
こ
の
超
越
論
的
条
件
に

別
の
説
明
を
与
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
他
人
に
関
し
て
は
こ
の
条
件
を

外
し
て
、
他
人
に
よ
る
臣
下
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
喜
ん
で
受
け
入
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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