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1��　

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

　

言
葉
の
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
へ
よ
う
こ
そ

─
私
た
ち
の
生
き
る
社
会
は
言
葉
の
悪
用
に
満
ち
て
い
る
。
記
憶
に
あ
り
ま
せ
ん
と
嘘
を

つ
く
こ
と
で
処
罰
か
ら
逃
れ
る
。
女
性
の
話
は
長
い
か
ら
会
議
時
間
が
長
引
く
の
だ
と
言
う
こ
と
で
女
性
か
ら
発
言
機
会
を
奪
う
。

議
事
堂
へ
行
こ
う
と
叫
ぶ
こ
と
で
民
衆
を
扇
動
す
る
。
印
象
操
作
だ
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
張
る
こ
と
で
印
象
操
作
す
る
。
安
心
安
全

の
大
会
と
い
う
の
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
説
明
し
な
い
こ
と
で
、
安
心
安
全
の
大
会
の
実
現
に
全
力
を
尽
く
す
と

い
う
約
束
に
よ
っ
て
生
じ
る
自
分
の
責
任
を
不
明
確
な
ま
ま
に
し
て
お
く
（
私
た
ち
は
一
体
何
を
約
束
さ
れ
た
の
だ
？
）。
幅
広
く
募

っ
て
い
た
が
募
集
し
て
は
い
な
い
と
言
い
張
る
こ
と
で
、
自
分
が
語
っ
た
内
容
を
歪
め
、
自
身
の
発
言
を
正
当
化
す
る
。
フ
ェ
イ
ク

ニ
ュ
ー
ス
は
正
確
な
情
報
に
基
づ
く
自
由
な
議
論
と
い
う
民
主
主
義
の
根
幹
を
揺
る
が
し
、
犬
笛
（
分
か
る
人
に
し
か
分
か
ら
な
い
よ

う
な
仕
方
で
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
差
別
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ
っ
そ
り
伝
え
る
発
話
）
や
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
社
会
の
分
断
を
よ
り

深
刻
な
も
の
に
す
る
。
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フ
ォ
ー
ス
の
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
言
葉
の
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
も
強
力
で
、
人
を
そ
こ
へ
と
引
き
ず
り
込
む
魅
力

が
あ
る
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
言
葉
の
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
言
葉
の
ダ
ー
ク

サ
イ
ド
と
対
峙
す
る
た
め
に
は

─
他
者
が
用
い
る
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
の
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
も
、
そ
し
て
自
分
が
ダ
ー
ク
サ
イ
ド

に
陥
ら
な
い
た
め
に
も

─
そ
れ
を
よ
く
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
よ
り
よ
い
社
会
の
構
築
に
役
立
つ
は
ず

だ
。『
バ
ッ
ド
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ

─
悪
い
言
葉
の
哲
学
入
門
』
は
、
こ
れ
ま
で
主
流
の
言
語
哲
学
が
見
過
ご
し
て
き
た
実
社
会
で
の

様
々
な
言
葉
の
悪
用
に
着
目
し
、
実
践
的
な
言
語
の
問
題
を
考
え
る
近
年
の
言
語
哲
学
の
新
機
軸
へ
の
格
好
の
入
門
書
で
あ
る
。

　

本
訳
書
はCappelen,�H

.�and�J.�D
ever�

（201�9

）�Bad Language,�O
xford:�O

xford�U
niversity�Press

の
全
訳
で
あ
る
。

原
著
は
同
著
者
に
よ
る
言
語
哲
学
入
門
シ
リ
ー
ズ
（Contem

porary Introduction to Philosophy of Language

）
の
一
冊
で
あ
り
、

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
本
書
を
含
め
て
三
冊
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
残
る
二
冊
の
タ
イ
ト
ル
は
そ
れ
ぞ
れContext and Com

m
unica-

tion�

（201�6

）、Puzzles of R
eference�

（201�8

）
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
言
語
哲
学
に
お
け
る
現
在
の
ホ
ッ
ト
ト
ピ
ッ
ク
を
分
か
り
や

す
く
紹
介
す
る
優
れ
た
入
門
書
で
あ
る
。

　

ご
く
簡
単
に
二
人
の
著
者
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ハ
ー
マ
ン
・
カ
ペ
レ
ン
は
、
哲
学
方
法
論
、
概
念
工
学
、
文
脈
依
存
性
な
ど
に

関
す
る
仕
事
で
知
ら
れ
る
言
語
哲
学
者
で
あ
る
。
代
表
的
な
著
作
に
、Fixing Language: A

n E
ssay on Conceptual E

ngi-
neering�

（O
xford�U

niversity�Press,�201�8

）、Philosophy w
ithout Intuitions�

（O
xford�U

niversity�Press,�201�2

）、Insensi-
tive Sem

antics�

（O
xford�U

niversity�Press,�2004

。
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ル
ポ
ア
と
の
共
著
）
が
あ
り
、
他
に
も
多
数
の
編
著
書
が
あ
る
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
リ
ー
校
でPh.�D

を
取
得
、
オ
ス
ロ
大
学
、
セ
ン
ト
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ス
大
学
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
を
経
て
、
現
在
は
香
港
大
学
で
主
任
教
授
を
務
め
て
い
る
。

　

ジ
ョ
シ
ュ
・
デ
ィ
ー
バ
ー
は
、
言
語
哲
学
、
論
理
学
の
哲
学
を
専
門
と
し
て
お
り
、
特
に
合
成
性
や
直
接
指
示
論
な
ど
に
関
す
る

研
究
で
知
ら
れ
て
い
る
。
カ
ペ
レ
ン
と
共
著
で
、
先
述
の
言
語
哲
学
入
門
シ
リ
ー
ズ
の
三
冊
の
他
に
、M

aking A
I Intelligible�

（O
xford�U

niversity�Press,�2021�

）、T
he Inessential Indexical�

（O
xford�U

niversity�Press,�201�4

）
の
二
冊
を
出
版
し
て
い
る
。
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カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
リ
ー
校
でPh.�D

を
取
得
、
現
在
は
テ
キ
サ
ス
大
学
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
校
哲
学
科
で
教
授
を
務
め
て
い

る
。

　

以
下
で
は
、
本
書
の
概
略
を
紹
介
し
つ
つ
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
る
言
語
哲
学
の
新
機
軸
が
言
語
哲
学
全
体
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
ち
う
る
の
か
を
簡
単
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

2�　

理
論
的
理
想
化
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
の
悪
い
言
葉

　

言
葉
を
使
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
。「
明
日
の
天
気
は
？
」
と
尋
ね
る
友
人
に
「
晴
れ
だ
よ
」
と

あ
な
た
が
答
え
る
、
と
い
う
場
面
を
考
え
よ
う
。
友
人
と
あ
な
た
は
何
の
た
め
に
こ
の
や
り
と
り
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ろ
ん
な

目
的
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
分
か
り
や
す
い
の
は
、
明
日
の
天
気
に
関
す
る
情
報
を
共
有
す
る
た
め
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

目
的
の
た
め
に
、
あ
な
た
は
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
を
、
嘘
つ
く
こ
と
な
く
友
人
に
伝
え
る
。
友
人
は
あ
な
た
の
言
っ
た
こ
と
を

信
頼
す
る
。
結
果
、
明
日
の
天
気
は
晴
れ
だ
と
い
う
こ
と
が
二
人
の
間
で
共
有
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
た
と
え

ば
「
明
日
」
は
明
日
を
意
味
し
、「
天
気
」
は
天
気
を
意
味
し
、「
晴
れ
」
は
晴
れ
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
あ
な
た
と
友
人
が
ま
さ

に
そ
の
意
味
で
そ
れ
ら
の
表
現
を
使
い
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
描
写
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い

て
は
話
し
手
た
ち
に
共
通
の
目
標
が
あ
り
、
話
し
手
た
ち
は
そ
の
共
通
の
目
標
の
達
成
を
目
指
し
互
い
に
協
力
し
あ
う
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
共
通
の
目
標
は
知
識
の
共
有
に
あ
る
。
話
し
手
た
ち
の
間
に
は
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
の
か
の
共
通
了
解
が
あ
り
、

そ
れ
は
場
面
場
面
で
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

　

現
代
の
言
語
哲
学
、
意
味
論
、
語
用
論
は
、
七
〇
年
代
に
な
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
重
要
な
仕
事
に
理
論
的
な
基
礎
を
も
つ
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
仕
事
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
さ
に
今
描
い
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
ポ
ー
ル
・
グ
ラ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
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会
話
と
い
う
の
は
根
本
的
に
協
調
的
な
も
の
で
あ
り
、
会
話
の
協
調
性
は
量
、
質
、
関
係
、
様
態
と
い
う
四
つ
の
格
率
の
遵
守
に
よ

っ
て
確
保
さ
れ
る
（Grice �

（1�975

）。
こ
れ
は
一
九
六
七
年
に
行
わ
れ
た
講
演
に
基
づ
い
て
い
る
）。
ロ
バ
ー
ト
・
ス
タ
ル
ネ
イ
カ
ー
と
デ

イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
間
で
の
様
々
な
共
通
了
解
（
共
通
基
盤
、
会
話
の
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
）
の
更
新
と
い
う

観
点
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
会
話
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
た
め
の
動
的
な
枠
組
み
を
提
示
し
た
（Stalnaker �

（1�978

）,�Lew
is �

（1�979

））。
言
葉
の
意
味
の
成
立
の
基
礎
に
は
、
話
し
手
は
真
な
る
こ
と
を
言
い
聞
き
手
は
話
し
手
を
信
頼
す
る
と
い
う
慣
習
が
存

在
す
る
と
考
え
た
の
も
ま
た
ル
イ
ス
で
あ
っ
た
（Lew

is �

（1�975

））。
最
近
で
は
、
人
は
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
主
張
す
べ

き
だ
と
す
る
テ
ィ
モ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
の
主
張
理
論
が
注
目
を
集
め
て
い
る
（W

illiam
son �（2000

））。

　

カ
ペ
レ
ン
と
デ
ィ
ー
バ
ー
は
、
こ
う
し
た
理
論
的
想
定
は
理
論
構
築
の
た
め
に
な
さ
れ
た
理
想
化
の
想
定
な
の
だ
と
喝
破
す
る

─
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
像
も
あ
く
ま
で
理
想
化
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
（
第
一
章
）。
確
か

に
現
実
の
言
語
使
用
は
そ
ん
な
お
行
儀
の
よ
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
人
は
と
き
に
、
嘘
を
つ
い
た
り
、
で
た
ら
め
を
言
っ
た
り
、

あ
る
い
は
話
を
は
ぐ
ら
か
し
た
り
す
る
。
あ
る
い
は
言
葉
は
他
人
を
非
難
し
た
り
、
悪
口
を
言
っ
た
り
、
差
別
の
た
め
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
知
識
の
共
有
を
目
的
と
し
な
い
非
協
調
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ

も
言
葉
を
同
じ
意
味
で
使
っ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
生
じ
る
す
れ
違
い
を
目
に
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
や
り
と
り
の
中

に
は
、
あ
え
て
言
葉
の
意
味
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
が
言
い
た
い
こ
と
を
言
え
な
く
し
た
り
、
あ
る
い
は
自
分
の
有
利
な

よ
う
に
こ
っ
そ
り
こ
と
を
運
ぼ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
す
ら
あ
る
。

　

本
書
の
主
題
は
、
こ
う
し
た
悪
い
言
葉

0

0

0

0

や
言
葉
の
悪
用

0

0

0

0

0

に
代
表
さ
れ
る
、
従
来
の
言
語
哲
学
に
お
け
る
理
想
化
の
想
定
か
ら
の

様
々
な
逸
脱
的
事
例
で
あ
る
。
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
伝
わ
る
内
容
の
す
べ
て
が
は
っ
き
り
と
表
立
っ
て
言
葉
に
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ず
る
い
話
し
手

は
と
き
に
、
何
か
し
ら
の
悪
い
内
容

─
差
別
的
な
内
容
、
犯
罪
に
つ
な
が
る
よ
う
な
内
容
、
真
偽
の
定
か
で
な
い
内
容
、
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等
々

─
を
、
は
っ
き
り
と
言
葉
に
す
る
こ
と
な
く
、
会
話
に
こ
っ
そ
り
忍
び
込
ま
せ
る
。
た
と
え
ば
賄
賂
を
も
ち
か
け
よ
う

と
す
る
話
し
手
は
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
言
葉
に
せ
ず
、
言
外
の
意
味
と
し
て
伝
達
し
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、

当
た
り
前
で
な
い
こ
と
を
当
然
視
す
る
よ
う
し
向
け
る
話
し
方
を
す
る
こ
と
で
、
相
手
が
そ
れ
に
疑
問
を
感
じ
た
り
反
対
し
に

く
い
状
況
を
作
り
だ
そ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
（「
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
人
は
服
を
一
〇
着
し
か
も
た
な
い
か
、
ご
存
知
で
す
か
？
」）。

こ
う
し
た
間
接
的
な
伝
達
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
言
葉
の
仕
組
み
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。（
第
二
章
）

・
嘘
を
つ
く
こ
と
は
必
ず
人
を
欺
く
こ
と
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
嘘
と
ミ
ス
リ
ー
ド
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
嘘
を

つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
真
な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
言
語
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
に
と
っ
て
本
質
的

な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。（
第
三
章
）

・
嘘
を
つ
く
人
は
多
く
の
場
合
自
分
が
偽
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
え
て
口
に
す
る
。
だ
が
、
自
分
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
真

な
の
か
偽
な
の
か
を
そ
も
そ
も
気
に
か
け
な
い
、
あ
る
い
は
自
分
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
意
味
を
な
す
の
か
ど
う
か
す
ら
気
に

か
け
な
い
人
も
い
る
。
そ
う
し
た
で
た
ら
め
な
語
り
は
、
ど
れ
く
ら
い
よ
く
あ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
言

葉
遊
び
や
技
巧
的
な
小
説
な
ど
に
の
み
見
ら
れ
る
特
殊
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
も
っ
と
広
く
、
た
と
え
ば
政
治
的

な
言
説
、
学
術
的
な
言
説
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。（
第
四
章
）

・
言
葉
の
意
味
は
変
化
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
言
葉
の
意
味
を
変
え
る
必
要
が
と
き
に
生
じ
る
。
た
と
え
ば
「
結
婚
」
と
い

う
言
葉
を
広
辞
苑
（
第
五
版
）
で
引
く
と
「
男
女
が
夫
婦
に
な
る
こ
と
」
と
あ
る
。
同
性
間
の
結
婚
を
意
味
上
で
排
除
し
て
し

ま
う
こ
の
意
味
を
容
認
す
る
社
会
は
、
極
め
て
排
他
的
な
社
会
だ
。
よ
り
よ
い
社
会
を
目
指
す
な
ら
「
結
婚
」
の
意
味
を
変
え

る
べ
き
で
あ
る
。
意
味
の
変
化
は
、
単
に
言
葉
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
の
あ
り
方
や
社
会
生
活
を
送
る
個
人
の
生
に
も

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
。
で
は
、
意
味
の
変
化
は
ど
れ
く
ら
い
意
図
的
に
引
き
起
こ
せ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え

ば
会
話
の
場
面
場
面
で
話
し
手
が
何
を
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
応
じ
て
言
葉
の
意
味
は
変
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る

い
は
意
味
の
変
化
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
人
の
意
図
や
思
惑
に
よ
っ
て
制
御
で
き
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る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。（
第
五
章
）

・
差
別
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
が
あ
る
。
そ
う
し
た
表
現
が
も
つ
差
別
的
な
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
内
容
な
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
あ
る
差
別
表
現
の
内
容
は
、「
銀
行
」
と
い
う
表
現
が
銀
行
を
表
す
の
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
、
物
事
の
あ
り
方
を

描
写
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
差
別
表
現
は
差
別
的
内
容
を
前
提
す
る

─
「
今
日
も0

う
ど
ん
を
食
べ
た
」
が
、
そ
の
日

よ
り
前
に
う
ど
ん
を
食
べ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
す
る
よ
う
に

─
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
差
別
表
現
の
使
用
は
、
何
か
物

事
の
あ
り
方
を
描
写
す
る
と
い
う
よ
り
も
、（
ふ
と
目
を
や
る
と
壁
を
大
き
な
ク
モ
が
は
っ
て
い
た
と
き
の
）「
お
お
っ
」
と
い
う

叫
び
が
驚
き
の
表
出
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
使
う
人
の
心
の
あ
り
様
の
表
出
な
の
だ
ろ
う
か
。（
第
六
章
）

・
言
葉
は
人
に
様
々
な
感
情
や
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
起
こ
す
。
ブ
ラ
ン
ド
名
は
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
考
慮
し
て
つ
け
ら
れ
る
し
、

感
情
や
イ
メ
ー
ジ
は
政
治
家
の
言
葉
選
び
を
左
右
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
言
葉
が
引
き
起
こ
す
感
情
や
イ
メ
ー
ジ
（
本
書
で

は
「
語
彙
効
果
」
と
呼
ば
れ
る
）
は
言
葉
の
意
味
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。（
第
七
章
）

・「
サ
メ
は
人
を
襲
う
」、「
女
の
子
は
ス
カ
ー
ト
を
は
く
」
と
い
っ
た
文
を
総
称
文
と
呼
ぶ
。
私
た
ち
は
総
称
文
を
使
っ
た
推
論

が
苦
手
だ
。
た
と
え
ば
、「
サ
メ
は
人
を
襲
う
」
と
い
う
文
を
正
し
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
に
足
る
人
食
い
ザ
メ
の
割
合

と
、
そ
の
文
か
ら
人
が
推
論
す
る
人
食
い
ザ
メ
の
割
合
を
比
べ
る
と
、
お
そ
ら
く
後
者
の
方
が
大
き
い
。
つ
ま
り
、
弱
い
証
拠

か
ら
強
い
結
論
を
引
き
出
し
て
し
ま
う
。「
女
の
子
は
ス
カ
ー
ト
を
は
く
」
と
言
わ
れ
る
と
、
女
の
子
は
ス
カ
ー
ト
を
履
く
べ

き
で
、
履
い
て
い
な
い
の
は
変
な
の
だ
、
と
つ
い
つ
い
考
え
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
間
違
い
の
原
因
は
何
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
第
八
章
）

・
不
特
定
多
数
の
人
に
向
け
ら
れ
た
発
言
は
正
確
に
言
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
聞
き
手
の
中
に
話
し
手
の
考
え

が
及
ば
な
い
よ
う
な
文
脈
に
置
か
れ
た
人
が
い
る
場
合
、
そ
の
発
言
の
内
容
は
、
話
し
手
の
意
図
を
離
れ
て
聞
き
手
の
側
に

（
も
）
委
ね
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
企
業
の
声
明
の
よ
う
に
、
あ
る
集
団
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
発
言
は
、
そ
の
集
団
を
構
成
す

る
個
々
人
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。（
第
九
章
）
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・
言
葉
に
よ
っ
て
他
者
を
抑
圧
す
る
、
あ
る
い
は
言
葉
に
よ
っ
て
他
者
の
声
を
封
殺
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し

た
抑
圧
や
声
の
封
殺
は
、
そ
れ
自
体
で
一
種
の
（
発
語
内
行
為
と
呼
ば
れ
る
狭
い
意
味
で
の
）
言
語
的
な
行
為
な
の
か
、
そ
れ
と

も
言
語
的
な
行
為
が
も
つ
何
ら
か
の
帰
結
な
の
か
。
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
言
葉
に
よ
る
抑
圧
、
言
葉
に
よ
る
声
の
封
殺
と
ど

う
関
わ
る
だ
ろ
う
か
。（
第
一
〇
章
）

・
同
意
に
は
、
明
示
的
に
言
葉
に
さ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
言
葉
に
さ
れ
ず
暗
黙
の
う
ち
に
な
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
暗
黙
の
同

意
と
明
示
的
な
同
意
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
同
意
が
虚
偽
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
、

そ
の
同
意
は
無
効
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
同
意
に
は
ど
ん
な
場
面
で
も
変
わ
ら
な
い
普
遍
的
本
質
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。（
第
一
一

章
）

　

本
書
は
こ
れ
ら
の
問
い
の
多
く
に
対
し
て
確
た
る
答
え
を
出
し
て
は
い
な
い
。
本
書
は
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
問
い
を
め
ぐ
る
い
く
つ

か
の
異
な
る
見
解
を
簡
潔
に
ま
と
め
、
読
者
が
そ
の
先
を
自
分
で
考
え
る
た
め
の
有
用
な
手
引
き
を
与
え
て
く
れ
る
。
各
章
の
最
後

に
付
さ
れ
た
論
点
の
ま
と
め
、
読
書
案
内
、
練
習
問
題
は
理
解
を
深
め
る
手
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
書
で
扱
わ
れ
る
豊
富
な
具
体

例
の
い
く
つ
か
は
日
本
語
版
の
読
者
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
語
版
の
読
者
に
と
っ

て
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
し
た
厄
介
ご
と
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
そ
う
し
た
事
例
を
自
分
に
と
っ
て
な
じ
み
の
あ
る
具
体
例
に
置
き
換
え

る
と
い
う
作
業
を
し
て
み
る
の
は
、
理
解
を
深
め
る
よ
い
課
題
に
な
ろ
う
。

3��　

応
用
言
語
哲
学
と
言
語
哲
学
の
こ
れ
か
ら

　

本
書
が
扱
う
こ
う
し
た
話
題
は
、
従
来
の
言
語
哲
学
が
主
題
的
に
扱
っ
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
言
語
哲
学
の
議
論
を
少
し

見
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
る
人
に
は
、
言
語
哲
学
と
い
え
ば
、
意
味
や
指
示
、
真
理
に
つ
い
て
、
抽
象
的
で
、
と
き
に
実
社
会
と
ほ
と
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