
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

感覚と言葉 : ヴィトゲンシュタインの「哲学研究」
二四三節〜三一六節を中心に

菅, 豊彦
九州大学文学部 : 助手

https://doi.org/10.15017/27462

出版情報：哲学論文集. 4, pp.19-37, 1968-09-28. 九州大学哲学会
バージョン：
権利関係：



感

覚

と

言

葉

ら
ユ

リ

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ

イ

ン

の

「
哲

学

研
究
」

二
四

三
節

～

三

一
六

節
を
中

心

に
。

菅

豊

彦

感
覚
、
感
情
等
の
内
的
出
来
事
を
表
わ
す
言
葉
は
ど
の
様
に
し
て
そ
の
意
味
が
与
え
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
言
葉
が
内
的
出

来
事
と
い
か
な
る
関
係
を
持

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が

「哲
学
研
究
」
二
四
三
節
か
ら
三

一
六
節
に
お
け
る
ヴ

ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン

の
考
察
の
主
題
で
あ
る
。

し
か
し
彼
は
こ
の
問
題
に
対
し
て

一
つ
の
理
論
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
で
は
な
く
、

既
存
の
理
論
の
否
定
を
通
じ
て
彼

の
考
え

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
否
定
さ
れ
る
既
存
の
考
え
と
は

「
　

」
の
考
え
と

言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
感
覚
、
感
情

等

の
内
的
出
来
事
を
表
わ
す
言
葉
、

例
え
ば

「痛
み
」

の
意
味
は
自
分
自
身

の
内
的
な
痛
み
の
感
覚
を
持

つ
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
こ
れ

を
知
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

「
他
人
は
こ
の

(私
の
)
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
」

(
二
五
三
)

そ
れ
故
私
の
み
が

私
が
痛
み
を
持

っ
て

い
る
か
ど
う
か

知
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
り

(
三
〇
三
)
、
従

っ
て

「
(感
覚
を
示
す
言
葉

は
)
そ
れ
を

語
る
人
に
の
み
知
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
も

の
、
即
ち
彼

の
直
接
的
な
内
密
な
感
覚
を

(
　

　
)

を
指
し
示
し
、
従

っ
て
他
人
は
そ
の
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」

(
二
四
三
)
と
い
う
、
そ

う
い
う
仕
方

で
言
葉
は
感
覚
と
結
び

つ
い
て
い
る
。
痛
み
を
例
に
と
れ
ば
、
言
葉
と
痛
み
の
関
係
は
痛
み
を
持

つ
こ
と
に
よ
っ
て
起
る
身



体
的
な
現
わ
れ
、
動
作
の
媒
介
な
く
し
て
成
立
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

　

ね

こ
の
　

の
考
え
は
特
別
奇
妙
な
考
え
で
は
な
い
。
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
身
心
問
題
に
つ
い
て
の
考
え
や
、

ロ
ッ
ク

以
後

の
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
　

に
つ
い
て
の
考
え
の
内
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

又
今
世
紀
の
　

や

　
に
よ

っ
て
も

こ
の
考
え
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
は
事
物
に
つ
い
て
の
知
識

(命
題
)
か
ら
独
立
に

感
覚
与
件
命
題
の
意
味
を
定
め
、
そ
こ
に
他
の
す
べ
て
の
事
物
命
題
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
よ
う
と
す
る
試
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に

又

「他
人
の
心
」
に
関
す
る
知
識
を
ア
ナ

ロ
ジ
ー
に
よ

っ
て
説
明
し
ょ
う
と
す
る
試
み
の
内
に
も
こ
の
考
え
は
存
す
る
。
何
故
な
ら

「痛

み
」

の
意
味
が
何
で
あ
る
か
私
自
身
の
場
合
か
ら
の
み
そ
れ
を
知

っ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立

っ
て
こ
そ
、

「他
人
が
痛
み
を
持

つ
」
と

い
う

こ
と
を
自
分
の
場
合
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

に
訴
え
て
説
明
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
　

の
考
え
を
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
否
定
す
る
場
合
、
そ
の
議
論
を
二
つ
の
面
に
分
け
る
こ
と

が
出
来
る
様
に
思
わ
れ
る
。
　

ま
ず
二
四
四
節
か
ら
二
五
六
節
に
お
い
て
感
覚
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
即
ち

「
私
の
感
覚
は
　

で
あ

る
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
を
尋
ね
、
　

を
認
め
る
人
々
の
言
う

「
　

」
と
い
う
概

　

　

念
は
言
語
使
用
の
混
乱
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
と
い
う
の
は
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
に
対
し

て
　

を
擁
護
し
ょ
う
と
す
る
人
々
の
議
論
は
多
く
の
場
合
感
覚
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
前
提
に
し
て
展
開
さ
れ
る
が
実

は
こ
の
前
提
こ
そ
　

の
思
想
の
根
源
で
あ
り
、
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
批
判
の
第

一
の
標
的

で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
②
次
に
二
五
六
節
以
下
に
お
い
て
　

そ
の
も
の
の
考
察
に
向
い
、
仮
に
　

を
想
像
す
る
と
し

て
、
そ
れ
が
は
た
し
て
言
語
と
し
て
可
能
か
ど
う
か
を
尋
ね
、
言
語
が
言
語
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
満
足
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
、

　の可
能
性
を
否
定
す
る
。

そ

こ
で
小
論
に
お
け
る
以
下
の
考
察
は
こ
の
二
点
、
即
ち
感
覚
が
　

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
否
定
と
、
　

そ

の
も

の
の
可
能
性
の
否
定
に
関
し
て
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
を
整
理
し
、
そ
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。



〔
一
)

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
二
四
六
節
で

「私
の
感
覚
は
ど
の
様
な
意
味
で
　

な
の
か
」
と
尋
ね
る
。
そ
れ

に
対
し
て
　

　
を
認
め
る
人
々
は

「
私
が
実
際
痛
み
を
持

っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
私
の
み
が
知
る
こ
と
が
で
き
、
他
人
は
単

に
そ
れ
を
推
量
す

る
に
す
ぎ
な

い
」

(
二
四
六
)
と
い
う
意
味
で
私
の
痛
み
は
　

で
あ
る
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

「
知
る
」
と
い
う
言
葉
が

通
常

の
仕
方
で
使
用
さ
れ
れ
ば
他
人
は
し
ば
し
ば
私
が
痛
み
を
持

っ
て
い
る
か
ど
う
か
知

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対

し
て
彼
等
は
次
の
様
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
。

「私
は
私
の
感
覚
を

(私
の
行
動
か
ら
)
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
私
は
私
の
感
覚
を
単
に
持

っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
私
の
行
動
か
ら
の
み
私

の
感
覚
が
何

で
あ
る
か
を
学
ぶ
他
人
は
、
私
が
そ
れ
を
知

っ
て
い
る
と
同
じ
確
実
性

で
も

っ
て
私
が
痛
み
を
持

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
が
出
来
る
た
め
に
は
彼
は
私
の
感
覚
を
感
覚
し
な
け

さ
　

れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
論
理
的
に
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
」
と

彼

等
の
議
論

の
論
点
を
次
の
様
に
整
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

痛
み
を
持

つ
人
は
そ
れ
を
感
じ
る
故
に
そ
れ
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
、
か

つ
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
い

か
な

る
も
の
も
他
の
仕
方

で
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

し

か
る
に
誰
れ
も
他
人
の
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

そ
れ
故
誰
れ
も
他
人
が
い
か
な
る
感
覚
を
持

っ
て
い
る
か
知
る

(大
前
提

の

「知
る
」
と
同
じ
意
味
で
)
こ
と
は
出
来
な
い
。

さ

て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
議
論

(
A
と
名
づ
け
る
)
の
結
論
に
述

べ
ら
れ
た
意
味
に
お
け
る
　

な
感
覚
を
指
し
示
す
こ

と
に
よ

っ
て
　

は
　

と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
こ
の

「
　

」
な
感
覚
と
は
哲
学
者
の
造

っ
た
フ
ィ

ク
シ

ョ
ン
以
外
の
何
物
で
も
な
い
様
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
の
は
こ
の
議
論
A
の
大
前
提
も
小
前
提
も
混
乱
し
た
命
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

④
ま
ず
小
前
提
が
混
乱
し
て
お
り
、
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
小
前
提
は

「
二
人
の
人
は
同
じ
痛
み
を
感
じ
る



こ
と
は
出
来
な
い
」

と
書
き
か
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
て
こ
の
小
前
提
を
批
判
し
て
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
様
に
言
う
。

「私

の
痛
み
が
彼
の
痛
み
と
同
じ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
か
ぎ
り
、
我
々
は
同
じ
痛
み
を
持

つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
(
二
五

三
)
。
こ
こ
で
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
の
は

「
彼
と
私
が
同
じ
痛
み
を
持

つ
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
」
と

言
わ
れ
る
場
合
の

『
同
じ
痛
み
」
と
い
う
表
現
に
は
意
味
が
な
い
、
即
ち
こ
の
表
現
は
適
用
出
来
な
い
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
多
く
の
哲
学
者
は
こ
の
指
摘
に
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
エ
ヤ
ー
は
次
の
様
に
述

べ
て
い
る
。

「異
な
る
人
々
が
同
じ
思

想
や
感
情
を
持

っ
て
い
る
と
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
れ
ら
の
思
想

　
り

は

感

情

が

類

似

し

て

い

る
と

い
う

こ
と

で
あ

り

、
そ

れ

ら

が

文

字

通

り

(
　

)
に
同

一
で
あ

る

と

い
う

こ
と

で

は

な

い
」
。
「
頭
痛

は

フ
　

　
で
あ

る

。

即

ち
数

人

の

人
が

同

じ
頭

痛

を

感

じ
る

と

い
う

こ
と

は

意

味

を

な

さ

な

い
。
(
不

可

能

で
あ

る

)
」

。

こ

こ

で

エ
ヤ

ー

が

「
数

人

の
人

が

同

じ

頭

痛

を

感

じ

る

こ
と

は

不

可

能

で

あ

る
」

と

言

う
場

合

、

ヒ

ュ
ー

ム

の

「
種

的

同

一
性

」

(
　

)

　
　

と

「数
的
同

一
性

(
　

)」
と
い
う
区
別
を
借
り
れ
ば
、
数
的
同

一
性
の
意
味
で

「
同
じ
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し

て
い
る
。
即
ち
頭
痛
に
つ
い
て
数
的
同

一
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
意
味
が
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
こ
の
場
く
口
数
的
同

一
性
と
い
う
概
念
が
適

用
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
は
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の

「
種
的
同

一
性
」
及
び

「数
的
同

一
性
」
と
い
う
概
念
の
構
造
を
考
察
し
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば

「
A
と
B
が
同
じ
木
を
持

っ
て
い
る
」
と
言
う
場
合
、
そ
の

「同
じ
」
の
意
味
は
曖
昧

で
あ
る
が
、

一

つ
の
意
味
は
A
の
持

っ
て
い
る
本
は
B
の
そ
れ
と
、
著
者
、
内
容
、
形
、
大
き
さ
、
色
等
に
お

い
て
区
別
出
来
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る

(種
的
同

一
性
)
。
し
か
し
他
の
意
味
に
お
い
て
A
と
B
が

一
冊
の
本
を
共
有
し
て
い
る
場
合
を
表
わ
す
の
に
使
わ
れ
る
(数
的

同

一
性
)
。
そ
れ
故

「
A
と
B
が
同
じ
本
を
持

っ
て
い
る
」と
言
わ
れ
た
場
合
、
我

々
は

「
そ
れ
は
数
的
に
同
じ
と
い
う
意
味
か
」
と
問
い

返
す

こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
様
に
本
や
石
や
時
計
等
の
い
わ
ゆ
る
事
物
に
関
し
て
は

一
般
に
「
ｘ

と
ｙ
は
非
常
に
似

て
い
る
、
し
か
し
ｘ

　

　

と
ｙ

は
数
的
に
同

一
で
あ
ろ
う
か
」
と
尋
ね
る
こ
と
は
意
味
を
持
つ
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
こ
れ
は
適
用
で
き
る

で
あ
ろ
か
。
例
え



ぱ

「
意
見
」
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
.
A
と

B
が
同
じ

意
見

(
例
え
ば

「海
水
浴
よ
り
登
山
の
方
が
面
白
い
」

と

い
う
意
見
)
を
持

っ
て
い
る
と
知

っ
た
場
合
、
さ
ら
に
A
の
意
見
と
B
の
意
見
は
数
的
に
同
じ
か
ど
う
か
尋
ね
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る

で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
様
な
問
は
あ
り
え
な

い
様
に
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
は
ど
の
様
な
内
容
の
意
見
で
あ
る
か
と
い
う

意
見
の
記
述
が
意
見
の

同

一
性
の

ね
　

　(基
準
)
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
外
に

「
同
じ
」
と
か

「異
な
る
」

と

い
う
こ
と
は
言
え
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。

痛
み
の
場
合
も

意
見

の
場
合
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
の
痛
み
が
鈍
い
と
か
鋭

い
と
か
、
強
い
と
か
弱
い
と
か
、
増
大
し
た
と
か
減
少
し
た
と
か
、
又
そ
の

び

　

場
所

は
ど

こ
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が

痛
み
に
つ
い
て
の

記
述
で
あ
る
が
、
私
の
痛
み
の
記
述
が
彼

の
痛
み
の
記
述
と
同
じ
で
あ
る
な

ら
ば

、
彼
と
私
は
同
じ
痛
み
を
持

っ
て
お
り
、
二
つ
の
記
述
が
異
な
れ
ば
二
人
は
異
な

っ
た
痛
み
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
感
覚

の
記
述

の
同

一
性
が
感
覚

の
同

一
性

の
　

を
与
え
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
感
覚
に
適
用
さ
れ
る

べ
き

「
同
じ
」
と
か

「
異
な

る
」
と

い
う
概
念
を
我
々
は
持

っ
て
い
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
右
の
説
明
は
痛
み
の
種
的
同

一
性

の
　

が
痛
み
の
記
述
の
同

一
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
痛
み
に
は
数
的
同

一
性
は
適
用
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
は
い
な
い
。
従

っ
て
我
々
は
や
は
り
痛

み

の
数
的
同

一
性
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
言

っ
て
反
論
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
反
論
者
は
次
の
様
に
考
え

て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。

即
ち
彼
等
は
本

の
様
な
事
物
に
適
用
さ
れ
る

「
同
じ
」
と

い
う
概
念
を
、
即
ち

「
種
的
同

一
性
」
と

「数
的
同

一
性
」
を
語
る
こ
と

が
意
味
が
あ
る

「
同
じ
」
と
い
う
概
念
を
、
こ
の
概
念
の
唯

一
の
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
本
な
ど
の
事
物
と
ま

っ
た
く

む

異
な
る
タ
イ
プ

の
概
念
で
あ
る

「
意
見
」
、
「痛
み
」

の
よ
う
な
概
念
に
適
用
し

ょ
う
と
す
る
。
だ
が
そ
こ
で
は
本
な
ど

の
事
物
と
の
類
似

性
は
破
綻
を
き
た
し
、
そ
こ
で

「
他
人
と
数
的
に
同

一
な
痛
み
を
持

つ
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
即

ち
彼

等
は

「
意
見
や
痛
み
が
心
の
内
に
起
る
と
い
う
点
を
除

い
て
は
本
な
ど
の
様
な
事
物
と
同
じ
対
象
で
あ

っ
て
、
我

々
は
自
分

の
場
合

に
は
そ
の
対
象
を
直
接
認
識
し
記
述
す
る
が
、
し
か
し
他
人
の
心
に
起

っ
た
対
象
に
つ
い
て
直
接
的
に
認
識
す
る
こ
と

は
論
理
的
に
不
可

能

で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



し
か
し
こ
の
考
え
は
誤

っ
て
い
る
。
と

い
う
の
は
感
覚
の
記
述
と
言
う
場
合
、
そ
の
記
述
は
本
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
事
物
の
記
述
と
ま

っ

た
く
異
な
る
構
造
を
持

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
が
自
分
の
痛
み
を
鋭
い
と
か
強
い
と
か
、
身
体
の
ど
の
位
置
に
あ
る
と
か
記
述
す
る

場
合

、
本
な
ど
の
様
な

事
物
の
場
合
と

異
な
り

私
の
記
述
か
ら
独
立
に
存
在
論
的
身
分
を
持

っ
て
い
る
も
の
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
記
述
し
て
い
る
の
で
は
な
く
私

の
記
述
が
そ
の
記
述
の
対
象
の
性
格
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
(
そ
れ
故
事
物

の
記
述
と
異
な
り

自
分

の
痛
み
の
記
述
に
関
し
て
そ
の
記
述
が
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
起
り
え
な
い
の
で
あ
る
)
。

痛
み
の
場
所
を
述
べ
る
場
合

ね
　

ゆ
ゑ

も

「
そ
の
痛
み
の
場
所
を
示
す
行
為
そ
の
も
の
が
痛
み
の
場
所
を
決
定
す
る
」
の
で
あ
る
。
即
ち

(数
的
同

一
性
が
適
用
出
来
る
)
本
な

ど
の
様
な
事
物
の
場
合
と
異
な
り
特
定
の
記
述
か
ら
離
れ
て
、

一
つ
の
対
象
と
し
て
痛
み
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
痛
み
の
記
述
か
ら
は
な
れ
て
私
の
痛
み
が
彼
の
痛
み
と
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
語
る
こ
と
が
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
又
次
の
様
な
反
論
が
起

っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
、
即
ち
確
か
に
痛
み
の
記
述
か
ら
区
別
さ
れ
た
独
立
の
対

象
と
し
て
痛
み
を
考
え
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
痛
み
の
記
述
の
内
に
お
い
て
数
的
同

一
性
を
種
的
同

一
性

か
ら
区
別
出
来
る

の
で
は
な
い
か
、
即
ち
痛
み
の
所
有
者
に
　

す
る
こ
と
な
く
、
性
質
や
位
置
な
ど
の
記
述
だ
け
で
痛
み
の
同

一
性
が
定
め
ら
れ
る
場

合
は
種
的
同

一
性
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
痛
み
の
所
有
者
に
関
す
る
記
述
が
前
の
よ
う
な
記
述
と

一
緒
に
同

一
性

の

　
の
本
質
的
部
分
で
あ
る
場
合
は
数
的
同

一
性
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
私
の
痛
み
と
彼
の
痛
み
は
種
的
に
は
同
じ

　

　

　

　

　

　

　

　

で
あ
り
う
る
が
数
的
に
は
必
然
的
に
異

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
即
ち
二
人
の
人
は
腕
に
焼
け
る
よ
う
な
痛
み
を
持
つ
こ
と
が
出
来

　

　

る
が
他
人
は
私
の
焼
け
る
よ
う
な
痛
み
を
持

つ
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
。
し
か
し
こ
の
反
論
も
誤

っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
も
し
所
有
者

を
示
す

こ
と
が
痛
み
の
記
述
に
属
す
る
な
ら
ば
、
即
ち

「
私
に
属
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
私
が
持

っ
て
い
る
痛
み
の
記
述
で
あ
る
な
ら
ば

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「
私
は
焼
け
る
よ
う
な
痛
み
」
を
持

っ
て
い
る
と
言
え
る
と
同
様
に

「
私
は
私
に
属
す
る
痛
み
を
持

っ
て
い
る
」
と
言

う
こ
と
が
出
来
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
あ
と
の
文
は

「私
は
痛
み
を
持

っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
を
持

っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
反
論
に
お
い
て
も
先
の
場
合
と
同
様
痛
み
を
本
な
ど
の
事
物
を
モ
デ
ル
に
扱
お
う
と
す
る
考
え
が
潜
ん
で
い
る
。



し
か
し
あ
る
本
を
　

し
、
そ
の
上
で
そ
れ
が
私
の
本
で
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
痛
み
を

　
し
た
上
で
そ
れ
が
私
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。

「
私
が
痛
み
を
持

っ
て
い

お
　

る
」
と

い
う
こ
と
の
他
に

「私
の
痛
み
」
に
意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
故
所
有
者
を
示
す
こ
と
は
痛
み
の
記
述
に
は
属
し
え

な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
痛
み
の
記
述
の
内
に
お
い
て
も
数
的
同

一
性
を
考
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
考

る
ヤ
ゆ

え
る
。
二
人
の
人
が
い
る
か
ら
二
つ
の
痛
み

(
同
じ
痛
み
の
二
つ
の
例
で
は
な
く
)
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る

こ
と
は
同
じ
色
に

塗
ら
れ
た
二
つ
の
領
域
が
あ
る
か
ら
二
つ
の
色
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
と
同
様
に
誤

っ
た
考
え
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
本
な
ど
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
数
的
同

一
性
は
痛
み
の
場
合
に
は
適
用
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
故

「
二
人
の
入
が
同
じ
痛
み

を
持

つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
、
も
し
そ
の

「
同
じ
痛
み
」
と
い
う
表
現
が
数
的
同

一
性
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
命
題
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
考
え
る
。
以
上
は
言
葉
の
未
に
拘
泥
し
た
議
論
の
様
に
言
わ
れ
る
か
も
し

れ
な

い
。
し
か
し
彼
の
痛
み
は
私
の
痛
み
と
異

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
は

(も
し
誤

っ
て
い
れ
ば
)
非
常
に
駐
左
な
誤

り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
既
に
示
し
た
様
に
こ
の
考
え
は

「人
の
思
考
は
彼
の
意
識
内
に
お
い
て
他
か
ら
隔
離
さ
れ
て

(
　

　
)

(他
人
が
覚
知
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
仕
方
で
)
生
起
す
る
。
」
と
い
う
考
え
に
通
じ
・
こ
れ
は
直
ら
に

他
人

の
心
に
つ
い
て
の
懐
疑
論
に
、
さ
ら
に
独
我
論
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

勿
論
我
々
が
痛
み
を
表
情
に
出
す
ま
い
と
す
る
場
合
他
人
に
そ
れ
が
解
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
　

で
あ
る
と
言
え
る
。
又
彼
が

何
を
考
え
て
い
る
か
我
々
と
国
籍

や
年
令
が
異
な
る
の
で
、
我
々
に
は
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
意
味
で
　

で
あ
る
と
言
え

る
。
し
か
し
彼
の
痛
み
は
私
の
痛
み
と
数
的
に
異
な
る
か
ら
彼
の
痛
み
は
　

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

(
以
上

の
考
察
が
正
し
け
れ

ば
)
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
。

※
尚
、
本
な
ど
の
事
物
に
適
用
さ
れ
る
場
合
を
唯

一
の
モ
デ
ル
に
し
て
他
の
す
べ
て
の
場
合
に
こ
の
モ
デ
ル
を
無
理
に
宛
が
お
う
と
す
る
例
は
ヴ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
様
に

「こ
の
」

「
こ
れ
」
と
い
う
指
示
代
名
詞
の
場
合
に
も
起
っ
て
く
る
。
例
え
ば
胸
の
一
箇
所
を
示
し
て

「し
か



。
●

(瓢
》

し

他
人
は
こ
の
痛
み
を
持

つ
こ
と
は
出
来
な

い
」
と
主
張
し
が
ち

で
あ
る
。
し

か
し

「
こ
の
」
と

い
う
表
現
は
手
を
あ
げ

て
指
し
示
す
身
振
り
と
同
様
に

単
独

で
は
対
象
指

示
の
機
能
を
も

っ
て
い
な

い
。

「
こ
の
」
と
い
う
表
現

に
伴
う

一
般
的
名
辞
か
ら
　

の
基
準

を
借
り
な
け
れ
ば
、
指
示

す
る
対
象

を
　

す
る

こ
と
が
出
来
な

い
の
で
あ
る

。
と
こ
ろ
が
既
に
見
た
よ
う

に

「本

」
と

い
う

一
般
名
辞

に
は
種
的
同

一
性

か
ら
区
別

さ
れ

の

の

た

数
的
同

一
性

の
用
法

が
あ
り
、
従

っ
て
種

的
同

一
性

ら
区
別
す
る
た
め
に

「
こ
の
本
」
と
強
調
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
数
的
同

一
性
を
示
す

こ
と
は
可

能

で
あ
る
が
、

「
痛
み
」

に
関
し
て
は
数
的
同
一

性
を
示
す
用
法
が
な

い
。
そ
れ
故

「
他
人
は
こ
の
痛
み
を
持

つ
こ
と
が
出
来
な

い
し
と

「
こ
の
」
を
強

調

し
て
み
て
も
、
そ
れ
は

い
か
な

る
機
能
を
も
果

さ
な

い
の
で
あ
る

。

※
※
痛
み

の
場

所
を
示
す
場
合
我

々
は
し
ば
し
ば
誤
り
を
冒
す
、
従

っ
て
痛

み
の
位
置
の
記
述
が
痛
み
の
位

置
を
決
定
す
る
と
は
言
え
ず
、
や
は
り
痛

み
は
記
述

か
ら
独
立
に
存
在
す
る
対
象

で
は
な

い
か
と
反
諭
さ
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
反
論
は
痛

み
の
位
置

と
痛
み
の
原
因

の
位
置
と

を
混

同
し
て

い
る
。
例
え
ば
私
が
あ
る
歯
が
痛

い
と

い
い
、
医
者
が
調

べ
た
ら
実
は
そ
の
隣
り

の
歯
が
悪
く
な

っ
て
い
た
と

い
こ

と
は
勿
論

あ
り
う

る

。
し

か
し
こ
れ
に
よ

っ
て
私
は
痛
み
の
原
因

の
位
置
を
誤

っ
た
と
は
言
え

る
が
痛
み

の
位

置
を
誤

っ
た
と
は
言
え

な
い
で
あ
ろ
う

。

※
※
※

駈
所
有
者の
同

一
性
を
痛
み
の
数
的
な
同

一
性

の

o
　

と
考
え
る
以
外

に
、
異
な
る
時
刻

に
起

っ
た
痛
み
は
他
の
す

べ
て
の
記
述

が
同
じ

で

も

必
然
的
に
、
数
的
に
同
一

で
は
あ
り

え
な

い
と

い
う

反
論
を
提
出

す

る
入

々
が

い
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
二

つ
の
痛
み
が
数
的
に
同

一
で
あ
る

か

ど
う

か
問
題

に
出
来
る
た
め
に
は
二

つ
の
痛
み
が
ど
う

い
う
場
合

に
数
的
に
同
一

と
さ
れ
る
か
と

い
う
　

が
必
要

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
他
方
彼
等

は
こ
の
　

は
い
か
な

る
二

つ
の
痛
み
の
間
に
も
決
し
て
適

用
出
来
な

い
と
主
張
す
る
。
即
ち
彼
等
が
為
し
て
い
る
こ
と
は
数
的
同
一

性
の
概
念

を

一
方

で
は
認
め
な
が
ら

、
同
時

に
そ
の
概
念
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件

を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(な
お
彼
等

が
こ
の
様

に
考
え
る
の
は

「
我

々
は
も

の
が
そ
れ
自
身

と
同
一

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
同

一
性
の
確
固

と
し
た
模
範
を
も

っ
て
い
る
」

(
二

一
五
)

と
誤

っ
て
考
え

て
い
る
と

い
う

こ
と

に
依

っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
)

　
以

上

で

「
二
人

の
人

は

同

じ

痛

み

を

持

つ

こ
と

が
出

来

な

い
」

と

い
う

主

張

が

誤

っ
て

い
る

こ
と

を

見

た

。

そ

れ
故
議
論
　

結
論
　

「
誰

れ

も

他

人

が

い

か

な

る
感

覚

を
持

っ
て

い

る

か
知

る

こ
と

は

出
来

な

い
」

と

い
う

こ
と

は

成

立

し

な

い

こ
と

に
な

ろ

う

。

し

か

し

、

さ

ら

に

こ

の
議

論

の
大

前

提

「
痛

み
を

持

つ
人

は

そ

れ

を
感

じ

る
数

に
彼

が

そ
れ

を

持

っ
て

い
る

こ
と

を
直

接

的

に

知

る

」

と

い
う

命

題

も

混

乱

し

た

内

容

を

含

ん

で

い

る
。

こ

の
命

題

は

「
私

は

私

が

痛

み

を
持

っ
て

い
る

こ
と

を

知

っ
て

い
る

」

と

い
う

命

題

を

含

ん

で

い

の

　

　

　

　

る

。

し

か

し

こ
れ

に
対

し

て
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ

ン
は

「
私

は
自
分

が
痛

み

を

持

っ
て

い
る

こ
と

を
知

っ
て

い

る

、

と

言

う

こ
と

は
出



来
な

い
」

(
二
四
六
)
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
こ
の
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
主
張
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、

「私
は
自
分
が
痛
み
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
」
と
い
う
命
題
が
無
意
味
な
文
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

し
か
し
先
ず
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ど
う
い
う
意
味

で

「無
意
味
」
と
か

「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
言

っ
て
い
る
か
を
述

べ
て
お
き

た
い
。
極
く
大
ま
か
に
言

っ
て
、
　

」
に
お
い
て
は
、
要
素
命
題
は
名
前
の
結
合
で
あ
り
、

そ
れ

ら
の
名
前
が
何
を
指
し
示
す
か
を
知
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
命
題
を
理
解
出
来
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は

「文
は
そ
の
意
味
を

17
)

示
す

(
　

」
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
後
期
に
お
い
て
は
こ
の
所
謂
　

o
は
否
定
さ
れ
、

「
文
を
道
具
と
し
て

見
よ
、
そ
し
て
そ
の
文
の
意
味
を
そ
れ
の
適
用

(
　

)
と
し
て
見
よ
」
(
四
二

一
)と
い
う
考
え
に
移
る
。
即
ち
、
そ
の
文
の

使
用

の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
は

無
関
係
に
名
前

の
正
し
い
結
合
の
仕
方
が

あ

っ
て
、

そ
れ
に
よ

っ
て
文
の
意
味
が

説

明
さ
れ
る
と

い
う

18

)

「
　

」
の
考
え
に
対
し
て
、
後
期
で
は
次
の
様
に
考
え
る
、
即
ち
そ
の
文
が
使
用

(
　

)
、

適
用

(
　

)
を

持

っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
最
も
根
本
的
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
そ
の
文
の
要
素
が
正
し
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
の
か
の
唯

一
の

　
で
あ
る
。
そ
れ
故
表
現

(文
を
含
め
て
)
の
意
味
と
は
、
そ
れ
が
ど
の
様
な
状
況
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
ど
の
様
な
機
能
を

19

)

果
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
あ
る
表
現
が
意
味
を
持
た
な
い
と
は
そ
の
表
現
を
述

べ
た
時
に

「
心
の
中
で
意
味
の
崩
壊
」
を
覚

20

)

知
す
る
と
言
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
表
現
が
他
の
場
合
に
お
い
て
果
す
機
能
を
果
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る

「無
意
味
」
の
意
味
す
る
用
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
が
こ
こ
で
検
討
し
ょ
う
と
す
る
の

は

「私
は
自
分
が
痛
み
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
」
と
い
う
場
合
の

「
知

っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
が
そ
の
機
能
を
果
し
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
次

の
様
な
場
合
は
そ
の
機
能
を
果
し
て
い
る
。
例
え
ば
私
が
頭
痛
を
他
人
に
訴
え
、
彼
は
そ
れ

は
仮
病
で
は
な
い
か
と
疑
い

「本
当
に
痛
い
の
か
」
と
尋
ね
た
場
合

「自
分
が
痛
い
と
い
う
こ
と
は
私
が

一
番
良
く
知

っ
て
い
る
」
と
答

え
た
と
す
る
と
、
こ
れ
が
正
当
な
表
現
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
様
な
表
現
を
拒
絶
す
る

21
)

わ
け

で
は
な
い
。
私
は
こ
の
命
題
に
よ

っ
て
憤
慨
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
の
問
に
対
し
て

「
馬
鹿
な
こ
と
を
言
う
な
！
」
と
い



う
意
味
で
そ
の
文
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
議
論
　

の
大
前
提
で
あ
る

「私
は
自
分

の
痛
み
を
知

っ
て
い
る
」
と
い
う
場
合
の

「
知

っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
は
憤
慨
を
表

わ
す
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
次
の
場
合
と
同
じ
意
味

(
の
つ
も
り
で
)
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
私
が

命
題

P
を
知

っ
て
い
る
と
い
う
場
合
、
私
は
命
題
P
を
主
張
す
る
根
拠
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
他
人
に
誓
言
す
る
機
能
を
果
す
、

即
ち
確
実
性
を
主
張
す
る
機
能
を
果
し
て
い
る
、
そ
の
様
な
機
能
を
果
す
も
の
と
し
て

「私
は
私

の
病
み
を
知

っ
て
い
る
」
と
い
う
場
合

の

「知

っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現

は
大
前
提

に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
様
な
機
能
を
果
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。

ω
例
え
ば
私
が

「
今
雨
が
降

っ
て
い
る
」
と
言
い
、
個
室
の

他
の
者
が

「
そ
れ
は
確
か
か
」
と
尋
ね
、
私
は

「
雨
が
降

っ
て
い
る
こ
と

を
確
か
に
知

っ
て
い
る
。
今
ま
で
窓
か
ら
外
を
眺
め
て
い
た
の
だ
か
ら
」
と
言
う
。
こ
れ
は
普
通
確
実
姓
を
表
わ
す

「
知
る
」
の
使
用
の

一
例

で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の

「
知
る
」
の
機
能
は

「
今
雨
が
降

っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
あ
る
場
合
に
は
誤

っ
た
り
、
疑

わ
し
か

っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
け
れ
ど
、
今
の
場
合
そ
の
命
題
を
主
張
す
る
根
拠
を
痔

っ
て
い
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
疑
い
の
可
能
性
を

め

退

け

て

い

る

こ
と

を
誓

言

し

て

い
る

の

で
あ

る

・.
従

っ
て

「
命

題

P

を
疑

う
」
「

P
を

信

じ

る
」

「
P
に

つ
い

て
無

知

で
あ

る

し

「
P
を

知

っ
て

い

る
と

思

っ
て

い
る

」

と

い

う
表

現

が

意

味

を

持

つ
状

況

に

お

い

て
始

め

て
、

「
P
を

知

っ
て

い
る
」

と

言

う

こ
と

が

可

能

な

の

　
ソ

で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
我
々
が
痛
い
と
い
う
言
葉

を

学
ん
で
し
ま
え
ば
、

「
私
は
私
が
痛
み
を
持

っ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
」
と
か

「私

は
痛
み
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
か

っ
た
」
と
言
う
こ
と
は
、
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
述
べ
て
い
る
様

に

(
二
八
八
)
、

意
味

を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故

「私
は
自
分
が
痛
み
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
し
と
言
う
こ
と
も
無
意
味
で
あ
る
。

即

ち
こ
こ
で
は

「知
る
」
と
い
う
概
念
を
適
用
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

②
次
に
、

「
P
を
知

っ
て
い
る
」
と
言
え
る
た
め
に
は

P
を

主
張
す
る
根
拠
を
聞
き
手
に
与
え
る
こ
と
が

可
能

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
か
つ
そ
の
根
拠
は
当
然
P
と
異
な
る
命
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば

「今
雨
が
降

っ
て
い
る
」
と
言
う

こ
と
を
主
張
す
る
根



拠
と
し
て

「今
外
を
眺
め
て
い
た
」
と
か

「
晴
雨
計
を
調
べ
た
」
と
か
言
う
様
に
。
と

こ
ろ
で

「私
は
痛
み
を
持

っ
て
い
る
」
と
言
う
こ

と
を
主
張
す
る
根
拠
と
し
て
何
を
我
々
は
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
唯

一
の
答
え
は

「
私
は
今
痛
み
を
感
じ
て
い
る
か
ら
」

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

「
私
は
痛
み
を
持

つ
」
と
い
う
命
題
と

「
私
は
痛
み
を
感
じ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
文
字
の
上
で
は
異

っ
て
も
論
理
的
に
は
等
値
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
次
の
場
合
と
較

べ
る
こ
と
に
よ

っ
て
よ
り
明
瞭
に
な
ろ
う
。

「私
は
靴
の
中
に

小
石
を
持

っ
て
い
る
」

(P
)
と
主
張
す
る
た
め
に

「
私
は
小
石
を
感
じ
て
い
る
か
ら
」

(
Q
)
と
言
う
こ
と
は
正
当
な
根
拠
づ
け
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
ら
は
独
立
し
た
命
題
で
あ
り
、
P
の
真
は
Q
の
真
を
前
提
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

「私
は
靴

の
中

に
小
石
を
感
じ
て
い
る
」
と
い
う
命
題
は

「
私
は
靴
の
中
に
小
石
を
持

っ
て
い
る
」
と
い
う
命
題
を
支
持
は
す
る
が
、

「
小
石
は
あ

っ
た

が
私
は
そ
れ
を
感
じ
な
か
っ
た
」
と
か

「小
石
を
感
じ
た
の
だ
け
れ
ど
調

べ
て
み
た
ら
無
か

っ
た
」
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か

し

「
私
は
痛
み
を
持

っ
た
が
そ
れ
を
感
じ
な
か

っ
た
」
と
言
う
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
そ
れ
故

「
私
は
痛
み
を
持

っ
て
い
る
」
と
言

う
こ
と
を
主
張
す
る
唯

一
の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
た

「
私
は
痛
み
を
感
じ
て
い
る
」
と
い
う
命
題
は

「
私
は
痛
み
を
持

っ
て
い
る
」
と

同
じ
で
あ
り
、
根
拠
で
は
あ
り
え
ず
、
従

っ
て

「私
は
痛
み
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
」
と
言
う
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
こ

24
》

と

に

な

る

。

　
と

こ
ろ

で

カ

ス
タ

ニ

ェ
ー

ダ

は
次

の
様

に

述

べ
て

い

る

。

「
他

人

に

「
私

は
自

分

が

痛

み

を

持

っ
て
い

る

こ
と

を

知

っ
て

い
る

」

と

主

張

す

る

こ
と

は
　

で
あ

る

が
故

に
余

計

な

も

の
で
あ

る

。
:
…

:
:
し

か

し

こ

の
主

張

の
　

は

そ

の
主

張

の

可

ゐ
り

解
性

(
　

)
と
調
和
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
考
え
に

対
す
る
批
判
は

「
私
は
痛
み
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
」
と
言
う
場
合
と
他
の
場
合
の
相
違
を

「
あ
ま
り
に
も
些
細
な
も
の
に

し
て
し
ま

っ
て
い
る
」
(三
三
九
)
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
我
々
が
共
に
窓
か
ら
外
を
見
て
い
る
場
合
、
我
々
の

一
人
が
他

の

一
人
に

「
私
は
今
雨
が
降

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
こ
と
は
カ
ス
タ

ニ
ェ
ー
ダ
の
言
う
ご
と
く
　

で
あ
る
。
し
か

し
今

こ
こ
に
居
な
い
人
に
対
し
て

(
例
え
ば
電
話
で
)

「
私
は
今
雨
が
降

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
」

と
主
張
す
る
こ
と
は
決
し
て



　
で
は
あ
り
え
な
い
.
こ
れ
に
対
し
て
、

「
今
私
は
痛
み
を
持

っ
て
い
る
」
と
い
う
文
に

.「
私
は
そ
れ
を
知

っ
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
を
附
加
す
る
こ
と
が
可
能
な
い
か
な
る
状
況
も
な
い
。
従

っ
て
カ
ス
タ
ニ
ェ
ー
ダ
の
言
う
　

だ
か
ら
余
計
で
あ
る
と
言

う
説
明
は
こ
の
二
つ
の
違
い
を
見
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
相
違

は
　

の
機
能

の
相
違
に
帰
着
す
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
窓
か
ら
外
を
見
て
い
る
我
々
両
人
の
内

一

人
が
他
の
人
に

「
ど
う
し
て
今
雨
が
降

っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
知

っ
て
い
る
の
か
」
と
尋
ね
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
も
う
根
拠
を
与
え
る

こ
と
は
出
来
ず
、

「
こ
の
様
に
無
数

の
水
滴
が
落
ち
て
い
る
場
合
を

『
雨
が
降

っ
て
い
る
』
と
語
る
よ
う
言
語
を
学
ん
だ
か
ら
で
あ
る
」

と
答

え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
痛
み
の
場
合
も
同
じ

で
あ
る
。

「何
故
痛
い
と
言
う
の
か
」
と
言
う
問
に
対
し
て

「
こ
う
い
う
場
合
に

「
痛
い
』
と
.い
う
言
葉
を
使
う
よ
う
に
学
ん
だ
か
ら
」
と
答
え
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し

「
雨
が
降

っ
て
い
る
」
と

言
う
場
合
、
そ
の
言
葉
を

マ
ス
タ
ー
し
て
い
て
も
、
常
に
こ
の
状
況
を

「
雨
が
降

っ
て
い
る
し
場
所
と
し
て
正
し
く
認
知
し
て
い
る
か
ど

う
か
が
問
題

に
な
る
。
即
ち
誤

っ
て
　

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

(従

っ
て
正
し
く
　

す
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
を
持

つ
)

。
し
か
し
痛
み
の
場
合
、
あ
る
人
が
そ
の
言
葉
を

マ
ス
タ
ー
し
、
彼
が

「私
は
痛
み
を
持

っ
て
い
る
」
と
言
う
場

合
、
そ
れ
が
誤

っ

て
い
る
と
言
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
我
々
に
は
理
解
出
来
な
い
。
即
ち
私
が
感
覚
を
　

す
る
場
合
常
に
正
し
い
と
言
う

お

ヒ

の
で
は
な
く
、
.正
し
い
と
か
誤

っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
意
味
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
両
者

の
　

の
相
違
を
区
別
出
来
ず
、
カ
ス
タ

ニ
ェ
ー
ダ
は
感
覚
を
本
と
か

「
雨
が
降

っ
て
い
る
し
と
い
う
事
態
と

同
じ
構
造
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従

っ
て
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
彼
の
批
判
の
対
象
と
し
て
立
て
て
い

ぼ
　

る
考
え
、
即
ち

「
私
の
感
覚
は
私
が
他
人
に
示
す
こ
と
が
出
来
な
い
対
象
で
、
そ
の
対
象
か
ら
そ
れ
の
記
述
を
引
き
だ

し
て
く
る
」
と
い

う
考
え
を
カ
ス
タ

エ
ユ
ー
ダ
は
痔

っ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヴ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
様
に
批
判
す
る
。

「
次

の
様

に
し
て
　

(
の
考
え
)
か
ら
免
れ
よ
、
そ
の
対
象
が
常
に
変
化
し
て
い
る
が
、
し
か
し
あ
な
た
の
記
憶
は
常
に

お
　

あ
な

た
を
欺
い
て
い
る
の
で
あ
な
た
は
そ
の
変
化
に
気
付
か
な
い
、
と
考
え
て
し
。
こ
こ
で
彼
が
我
々
に
悟
ら
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い



る
の
は
こ
の
想
定
の
無
意
味
さ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

一
体
何
が
私
が
今
あ
る
い
は
常
に
欺
か
れ
て
い
る
と
示
す

の
で
あ
ろ
う
か
。

「
他

の
何
物
も
動
か
さ
ず
、
そ
れ
だ
け
を
回
転
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
歯
車
は
そ
の
機
械
の
部
分
と
は
み
な
せ
な
い
」
(
二
七

一
)
。
従

っ
て

「

私
は
痛
み
を
持

っ
て
い
る
」
と

い
う
言
明
は
そ
の
言
明
か
ら
独
立
な
存
在
論
的
身
分
を
持

っ
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
の
報
告
で
は
な
く
、

29
)

そ
の
言
明
白
身
、
叫
び
や
痛
み

の
身
体
的
動
作
と
同
じ
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
取

っ
て
変
る
べ
き
感
覚
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら

「
私
は
自
分
が
痛
み
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
」
と
言
う
命
題
は
何
故
意
味
を
持
た
な
い
か
、
即
ち

「私
は
痛
み

を
持

っ
て
い
る
」
と
い
う
文
に
何
故

「私
は
そ
れ
を
知

っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
を
附
け
加
え
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
か
明
ら
か
に
な

っ

た
と
考
え
る
。

そ
れ
ら
の
命
題
が
有
意
味
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
々
は

「知
る
」

「
痛
み
」
と
言
う
言
葉
が
ど
の
様
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ

ね
　

と
、
即
ち
そ
れ
ら
の
言
葉
の

「
真
の
文
法
」
(
六
六
四
)
(
　

)
を
見
ぬ
く
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
ら
か
ら
全
然
異
な
る

「本
」
と
か

「雨
が
今
降

っ
て
い
る
」
と
い
う
概
念
の
構
造
を

モ
デ
ル
に
そ
れ
ら
の
言
葉
を
解
釈
す
る
と
い
う
混
乱
に
陥

っ
て
い
る
様
に

思
わ
れ
る
。

と

こ
ろ
で
前
節
に
お
い
て
も
、

「
二
人
の
人
は
同
じ
痛
み
を
持
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
言
う
主
張
は
、
本
や
石
な
ど
の
普
通
の

記
述
的
対
象
に
適
用
さ
れ
る

「
同
じ
」
と
い
う
概
念
を

「同
じ
」
と
い
う
概
念
の
唯

一
の
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
事

物

と
ま

っ
た
く
異
な
る
タ
イ
プ
の
概
念
で
あ
る

「痛
み
」
や

「意
見
」

へ
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
起

っ
て
き
た
混
乱
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
そ
れ
故

議
論
A
の

大
前
提

「私
は
私
の
痛
み
を
感
じ
る
故
に
私
は
痛
み
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
」
も

小
前
提

「私

は
彼
と
同
じ
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
も

混
乱
し
た
、
無
意
味
な
命
題
で
あ
り
、
従

っ
て

「
私
は
彼

の
痛
み
を
知
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
即
ち
痛
み
が
そ
の
意
味
で
　

で
あ
る
こ
と
は
成
立
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
考

え
る
。



〔
二
)

我

々
は

〔
一
)
に
お
い
て
、
二
四
三
節
か
ら
二
五
六
節

の
解
釈
を
中
心
に

「
感
覚
が
　

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す

る
か
を
尋
ね
、
　

を
認
め
る
人
々
の
言
う

「
　

」
の
意
味
は

「
痛
み
」
等
の
感
覚
を
表
わ
す
言
語
の

「
真
の
文

法

」
を
見
失

っ
た
混
乱
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
　

の
考
え
が

出
て
く
る
そ
の
根
源
を
否
定
し
え
た
と

考
え
る
。
そ
こ
で
次
に
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
叙
述
に

従

っ
て
、
　

そ
の
も
の
の
検
討
に
向
お
う
。
　

　
と
は
既
に
述
べ
た
様
に
、
自
分
の
直
接
的
な
、
内
密
な
感
覚
を

(
　

　
)
を
指
し
示
し
、
そ
れ
故
語
り
手
以
外
の
他
人
に
は
理
解
出
来
な
い
言
葉
で
あ
る
。
従

っ
て
我
々
は
感
覚
に
注
意
を
集
中
し
、
言
葉

と
感
覚
の
関
係
を
確
立
す
る
と
そ
こ
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
感
覚
を
表
わ
す
言
葉
は
こ
の
特
殊
な
作
業
に
よ

っ
て
の
み
意
味
を
得
る
わ

け
で
あ
る
。

こ
の
様
な
言
語
は
は
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
、
あ
る
言
葉
が
言
葉
で
あ
る
か
ぎ
り
、
も
と
の
い
わ
ば
　

　
に

一
致
し
た
仕
方
で
将
来
も
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
　

が
言
語
で
あ
る
た
め
の

必
要
条
件
で
あ
ろ
う
。
即
ち
言
語
と
は
規
則
な
の
で
あ
り
、
言
語
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
言
葉
の
規
則
に
従
う
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
言
葉
の
規
則
に
従
う
こ
と
と
従

っ
て
い
る
と
思

っ
て
は
い
る
が
実
際
に
は
従

っ
て
い
な
い
こ

と
と

の
区
別
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
は
ず
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
言
葉
を
使
い
誤
る
可
能
性
、
さ
ら
に
そ
の
た
め
に
は
使

い
誤

っ
た
も

の
を

訂
正
す
る
こ
と
の
可
能
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
　

は
こ
の
条
件
を
満
す
で
あ
ろ
う
か
。
ヴ

ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ

タ
イ
ン
は
二
五
八
節
で
次
の
様
な
場
合
を
考
え
る
。
そ
れ
は
私
が
あ
る
感
覚
に
記
号

「
F
」
を
宛
が
い
、
そ
れ
と
同
じ
も
の
の
再
現
を
記

録
し

ょ
う
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
場
合
私
が
F
と
し
て
認
め
る
も
の
は

(す
べ
て
)
F
に
な

っ
て
し
ま
う
。
即
ち
私
が
記

号

「
F
」
を
正
し
く
使
用
し
て
い
る
こ
と
と
、
正
し
く
使
用
し
て
い
る
と
単
に
思

っ
て
い
る
こ
と
の
区
別
が
全
く
消
え
て
し
ま
う
。
し
か



し
正
し
い
こ
と
と
正
し
い
と
思
わ
れ
る

(が
誤

っ
て
い
る
)
こ
と
の
区
別
が
消
滅
す
れ
ば
正
し
い
と
い
う
概
念
も
消
滅

す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
記
号
が
記
号

で
あ
る
た
め
に
は
私
が
規
則
に
従

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
保
証
を
私
が
従

っ
て
い
る
と
い
う
　

(
二
五

カ
　

九
)
以
外
の
、
そ
れ
か
ら
独
立
し
た
も
の
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
　

に
と

っ
て
は

へ
そ

の
定
義
に
よ

っ
て
)
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
カ
ス
タ

ニ
ェ
ー
ダ
は
記
号
が
記
号
で
あ
る
た
め
に
は
そ
の
記
号
の
誤
用
及
び
そ
の
訂
正
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
点
は
認
め
る
。
し
か
し
　

に
お
い
て
も
私
が
規
則
に
従

っ
て
い
る
と
い
う
　

か
ら
独
立
の
も
の
に

訴
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
　

で
あ
り
、
　
記
憶
で
あ
る
と
言
う

。

　
し
か
し
な
が
ら
今
私
の
前

に
あ
る
F
と
名
づ
け
た
　

に
F
と
名
づ
け
る
こ
と
の
正
当
性
を
、
即
ち
過
去
に
お
い
て

そ
れ
と
同
じ
対
象
を
F
と
名
づ
け
て
き
た
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、
そ
の
当
の
対
象
に

訴
え
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と

考
え

る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ス
タ
ニ
ェ
ー
ダ
は
次
の
様
な
指
摘
を
す
る
。
即
ち
対
象
は
一
個

で
は
な
く
、
多
く
の
異
な
る
種
類
の
対
象
が
共
存

し
て
い
て
、
そ
の
間
に
は

一
定

の
規
則
的
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
対
象
に
記
号
を
誤

っ
て
用
い
た
と
い
う
こ
と
を
別
の
対
象
の
存

あ
レ

在
、
あ
る
い
は
非
存
在
に
よ

っ
て
確
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
。
し
か
し
こ
れ
は
循
環
論
に
陥

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
例
え

ば

「
F
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
対
象
と

「
G
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
対
象
の
間
に

一
定

の
規
則
的
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
立
さ
れ
る
た

め
に
は
あ
ら
か
じ
め
、
記
号

「
F
」
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
対
象
を
ま
さ
に
そ
の
対
象
と
し
て
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の

こ
と
が
い
か
に
し
て
可
能
か
と

い
う
こ
と
が
本
来
の
問
題
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

㈲
次
に
私
が
記
号

「
F
」
を
正
し
く

使
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
記
憶
に
よ
う
て
確
め
る
と
い
う
場
合
を
考
え
て
見
よ
う
。
と
こ
ろ
が

こ
の
記
憶
は
上
の
　

の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
記
憶

に
誤
り
の
可
能
性
が
な
い
と
す
る
と
正
し
い
記
憶
と

い
う

こ
と
も
成
立
し
な
い
。
そ
れ
で
は
私

の
記
憶
が
正
し
い
か
誤

っ
て
い
る
か
を
決
定
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
又
こ
れ
も
私

の
記

憶
で
あ
ろ
う
か
、
確
か
に
あ
る
場
合
に
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば

「
私
が
汽
車
の
発
車
時
刻
を
憶
え
て
い
る
か
ど
う
か
あ
や
し
い
時



に
そ
れ
を
確
め
る
た
め
に
時
刻
表

の
ペ
ー
ジ
を
心
に
思
い
浮
べ
る
」

(
二
六
五
)
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し

『
こ
の
場
合

最
初

の
記
憶
の
正

し
さ
が
テ
ス
ト
さ
れ
る
た
め
に
は
、
時
刻
表

の
記
憶
が
実
際
正
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
二
六
五
)
と
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

言
う
。
彼
は
こ
こ
で

「
記
憶
は
疑
が
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
あ
る
記
憶
の
正
し
さ
を
保
証
す
る
た
め
に

別
の
記
憶
を
持

っ
て
く
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
、
記
憶
か
ら
独
立
の
も

の
に
よ

っ
て
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
記
憶

が

一
つ
も
な
い
と
す
る
と
、
正
し

い
記
憶
と
か
誤

っ
だ
記
憶
と
い
う
概
念
が
無
意
味
な
も
の
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の

で
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
　

の
内

で
持
ち
出
さ
れ
る
記
憶
は
そ
れ
自
身

の
内
に
、
或
る
記
憶

を
正
し
い
も
の
と
し
て

受
け
入
れ
た
り
、
誤

っ
て
い
る
も
の
と
し
て
排
除
す
る
基
準
を
持
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
　

否
定
は
記
憶
に
対
す
る
不
信

に
よ

っ
て
戒
立
し

あ
　

て
い
る
と

い
う
考
え
が
あ
り
、
そ
れ
は
重
要
な
誤
解
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
ウ
エ
ル
マ
ン
、

お
　

ス
タ
ー
ン
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
論
点
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
正
し
い
記
憶
と
誤

っ
た
記
憶
と
の
区
別
の
基
準
を
要
求
し
、
記
憶
以

外

の
と
こ
ろ
に
そ
れ
の
検
証
者
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
認
識

の
　

で
あ
る
は
ず

の
記
憶
に
対
す
る
不
信
が
あ
り
、
そ

れ
は
ド
ク
マ
と
化
し
た
意
味
の
検
証
理
論
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
実
際

の
記
憶
及
び
認
識
に
つ
い
て
の
正
し
い
考
え

で
は
な
い
。
何

故

な
ら
次
の
様
な
実
に
簡
単
な

一
例
を
考
え
て
見
よ
。
即
ち
私
は
腕
が
痒
く
て
そ
れ
を
掻

い
た
と
い
う
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
し
か
し
今

こ
こ
に
私

の
記
憶
を
検
証
す
る
何
物
も
残

っ
て
い
な
い
と
せ
よ
。
こ
の
場
合
私
の
記
憶
は
検
証
さ
れ
得
な
い
か
ら
そ
れ
は
認
識
と
し
て
の

価
値

を
持
た
な
い
と
言
う
人
は
明
ら
か
に
自
分
の
立
て
た
理
論
に
よ

っ
て
自
分
の
　

を
圧
倒
し
て
し
ま

っ
た
人
で
あ
る
。

以
上
の
ス
タ
ー
ン
の
批
判
は
重
大
な
点
で
誤

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
箇
所
で
ス
タ
ー
ン
は
非
常
に
特
殊
な
感
覚
の
記
憶
な
ら
ば

そ
れ
を
疑

っ
て
見
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
け
れ
ど

「痛
み
」
や
「
痒
み
」
な
ど
の
　

に
つ
い
て
の
記
憶
を
ど
う
し

て
確
め
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
と
反
問
し
て
い
る
。
だ
が
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
彼
と
周
様

そ
の
　
　

の
記
憶
を
認
識
と
し
て
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
大
切
な
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
我
々
が
そ
の
記
憶
を
受
け
入
れ
る
の
は
、
ま
さ



に
そ
れ
が
　

に
つ
い
て
の
記
憶
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち

「
痒
い
」
と
か

「痛
い
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
様
に
、

又
ど

の
様
な
状
況
に
お
い
て
使
用
す
べ
き
か
と
い
う
知
識
を
訓
練
に
よ

っ
て
既
に
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
理
由
に
依
る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
　

の
可
能
性
を
考
察
し
て
い
る
場
合
問
題
に
な
る
の
は
こ
の

「痒
い
」
と

か

「
痛
い
」
と
い
う
言
葉
に
ど
う
し
て
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
ど
う
し
て
獲
得
出
来
る
か
と
い
う

こ
と
な

の
で
あ
る
。
従

っ
て
ス
タ
ー
ン
は
循
環
論
に
陥

っ
て
い
て
、
証
明
の
対
象
に
な

っ
て
い
る
も
の
を
前
提
に
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ

る
言
葉
の
意
味
を
既
に
獲
得
し
た
上
で
そ
の
言
葉
即
ち
概
念
を
適
用
し
て
或
る
事
実
が
真
で
あ
る
と
知
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
記
憶

し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
言
葉

の
意
味
を
学
ぶ
こ
と
の
間
に
は
根
本
的
な
区
別
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の

記
憶

の
取
扱

い
に
対
す
る
批
判
者
達
は
こ
の
点
を
見
誤

っ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
以
上
か
ら
　

に
お
い
て
は
私
が
正
し
く
記
号
を
使
用
し
て
い
る
と
思

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
独
立
に
そ
れ
を
確

め
る
方
法
は
な
く
、
従

っ
て
記
号
を
誤
り
用
い
る
可
能
性
が
な
く
、
そ
れ
故
言
語
が
規
則
で
あ
る
と
い
う
条
件
、
即
ち
言
語
が
言
語
で
あ

る
た
め
の
条
件
を
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
考
え
る
。

※

「痛
み
」
等
の
言
葉
の
意
味
を
獲
得
す
る
場
合
に
お
け
る
記
憶
と
は
次
の
様
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
我
々
が

「痛
み
」
等
の
言
葉
を
学
ん
だ
状
況
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
言
葉
を
適
用
す
る
よ
う
に
教
え
ら
れ
た
状
況
と
現
在
の
状
況
と
が
同
じ
で
あ
る

こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
か
ら
こ
そ

「
痛
み
」
等
の
言
葉
を
正
し
く
、
即
ち
教
え
ら
れ
た
ル
ー
ル
に
従
っ
て
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
状
況
は
公
共
的
な
観
察
可
能
な
も
の
で
あ
る
。

(そ
う
で
な
け
れ
ば
我
々
は
元
来
そ
の
種
の
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
)
。

　
に
関
し
て
、

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
容
認
す
る
の
は
こ
の
観
察
可
能
な

。
　

の
記
憶
で
あ
り
　

な
所
与

と
し
て
の
痛
み
の
記
憶
で
は
な
い
。
前
者
は

「痛
み
」
と
い
う
言
葉
を
適
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
の
前
提
と
な
る
記
憶
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の

「痛

み
」
と
い
う
言
葉
を
獲
得
し
た
上
で
、
そ
の
言
葉
を
適
用
し
て
何
か
を
主
張
す
る
、
そ
の
根
拠
と
な
る
記
憶
と
は
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
故
又
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
記
憶
の
取
扱
い
に
対
す
る
誤
解
、及
び
一
般
に
彼
の
　

の
否
定
を
意
味
の
検
証
理
論
の
ド
グ

マ
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
る
誤
解
は
彼
の
後
期
の
考
え
の
中
核
に
な
る
　

と
い
う
概
念
の
誤
解
に
通
じ
て
い
る
。
即
ち
　

(基
準
)
と



註
ー
)
　

本
文
中

の
引
用
句

の
後

の
数
字
は
本
書

の
第

1
部

の
節
を
示
す

。
な
お

以
下
　

の
略
符
号
を
用
い
る
。

2
)
　

3
)
　

4
)

「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
に

つ
い
て
は
木
稿
　

5
)
　

6
)
　

7
)
　

8

)
　

9
)
　

10
)
　

(基
準
)
と

い
う
概
念
は
　

の
後
期
の
思
考
の
中
核

に
な
る
難
解
な
概
念
で
あ
る
が
私
は
次
の
様
な
解
釈
が
基
本

的
な
も

の

で
あ

る
と
考
え
る
。
　

と
は
あ
る
表
現
を
あ
る
現
象

に
適
用
す

る
こ
と
が
正
し

い
か
否
か
を

そ
れ
に
よ

っ
て
判
断
す
る
純
粋

に
言
語

的
な
、

即
ち

8
　

な
根
拠

で
あ
る
。
そ
れ
故

そ
の
表
現
に
意
味
を
与
え
る
も

の
で
あ
り
、
言
葉
の
教
授
、
学
習
の
過
程

で
問
題
に
な
る
概
念

で

あ
る
。
(
　

と
　

と
の
相

違
に

つ
い
て
は
本
稿
　

)

11
)
こ
の
痛
み

の
記
述
と

い
う
場
合

、
そ
れ
は
本
来
的
な
意
味
に
お
け

る
記
述

と
異

っ
て

い
る
。

12
)
≦
　

13
)
　o
　

　
(証
拠
)
と

の
混
同

で
あ

る
。
　

の
　

と
　

の
区
別
を
借
り
れ
ば
、
確
か
に
　

と
　

の
 

は
し
ば
し
ば

一
致
し
、
又
そ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
は
出
来

に
く
い
。

し
か
し
両
者

の
　

相
違
は
明
瞭

で
あ
る
。

と
言
う

の
は

「あ

る
も

の
が
X

で
あ
る
」

と
言
う
こ
と
を
そ
の
あ
る
も

の
が
ま

さ
に
我

々
が

「
X
」
と

い
う

記
号

で
記
述
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
と

い
う

理
由

に
よ

っ
て
主
張
す
る
こ
と

　

　

　
　

　

　

と

(
即
ち
記
号

の
用
法
、
意
味
を
与
え

る
こ
と

と
)
そ
れ
が
X
で
あ

る
と
言
う

こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
根
拠
が
あ

る
と

い
う

こ
と
は
全
然
異
な
る
。
換

言
す

れ
ば
後

者
の
様
な
、
事
実

の
確
定
、
仮
設

の
設
定
、
検
証
と
い

っ
た
営
み
と
、
そ
う

い
う
営
み
を
可
能
な
ら

し
め

る
規
準

(
　

)

を
明
示
す
る
こ

と
は
別

の
こ
と
で
あ

る
。
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