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原
因
と
理
由

わ
れ
わ
れ
が
営
む
言
語
ゲ
ー
ム
に
は
、
三
つ
の
種
類
の
「
な
ぜ
」
と

い
う
問
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

1
，
主
張
・
信
念
な
ど

の
根
拠
を
問
う
「
な
ぜ
」
、

2
，
因
果
連
関
に
お
け
る
原
因
を
問
う
「
な

ぜ」、

3
，
行
為
の
理
由
を
問
う
「
な
ぜ
」
、
の
三
つ
で
あ
る
。
本
論
は
、

こ
の
う
ち
、

2
と
3
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

『
青
色
本
』
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
原
因
」
と

(
l
)
 

「
理
由
」
の
概
念
を
峻
別
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
見
解
は
多
く
の
哲
学

者
に
影
響
を
与
え
て
き
た
。
行
為
の
理
由
は
行
為
の
原
因
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
の
主
張
が
、
行
為
の
反
因
果
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

反
因
果
説
の
趨
勢
に
対
し
、
一
九
六
0
年
代
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
を
は

じ
め
と
す
る
因
果
説
論
者
が
反
旗
を
翻
し
た
。
彼
ら
は
こ
う
主
張
す
る
。

「
原
因
」
と
「
理
由
」
は
異
質
の
概
念
で
は
な
い
、
む
し
ろ
「
理
由
」

と
い
う
（
曖
昧
な
）
概
念
の
意
味
は
、
「
原
因
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
説
明
さ
れ
る
の
だ
、
と
。
そ
う
し
た
彼
等
の
主
張
の
背
後

に
あ
る
の
は
、
「
原
因
」
こ
そ
が
、
心
的
な
も
の
と
物
的
な
も
の
、
つ

ま
り
世
界
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
あ
げ
る
最
も
基
礎
的
な
概
念
で
あ
る
、

と
い
う
自
然
主
義
的
な
世
界
観
で
あ
る
。

本
論
に
お
い
て
、
こ
の
因
果
説
と
反
因
果
説
の
争
点
は
、
三
つ
の
異

な
っ
た
レ
ヴ
ェ
ル
に
分
類
さ
れ
る
。
第
一
は
、
行
為
と
理
由
の
関
係
を

説
明
す
る
因
果
関
係
と
は
別
の
種
類
の
関
係
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
争
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
反
因
果
説
が
そ
の

完
全
な
妥
当
性
に
積
極
的
な
論
拠
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う

か
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
。
こ
の
争
点
に
つ
い
て
は
、
因
果
関
係
と

は
異
な
っ
た
関
係
を
提
示
す
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
現

状
に
お
い
て
は
、
反
因
果
説
は
譲
歩
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と

が
主
張
さ
れ
る
。
第
二
は
、
行
為
の
「
理
由
」
が
「
原
因
」
で
あ
る
と

仮
定
し
た
と
き
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
ま
で
妥
当
な
の
か
、
と
い
う
争
点

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
反
因
果
説
が
因
果
説
の
主
張
を
ど
の
程
度
ま
で
批

ー
行
為
の
因
果
説
と
反
因
果
説
の
対
立
の
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
ー

重

田

謙
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判
で
き
る
の
か
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
批
判
が

及
ば
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
因
果
説
の
妥
当
性
は
容
認
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
争
点
に
つ
い
て
は
、
因
果
説
の
妥
当
範
囲
を
大
幅
に
限
定

す
る
立
場
（
ア
ン
ス
コ
ム
）
を
支
持
し
、
そ
の
論
拠
を
与
え
る
こ
と
が

試
み
ら
れ
る
。
第
三
の
争
点
は
、
行
為
の
理
由
は
全
て
原
因
で
あ
り
う

る
の
か
ど
う
か
と
い
う
争
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
因
果
説
が
そ
の
完
全

な
妥
当
性
に
積
極
的
な
論
拠
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と

い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
。
こ
の
争
点
は
、
第
一
の
争
点
と
対
称
を
な
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
争
点
に
つ
い
て
は
、
因
果
説
は
論
点
を
先
取

り
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
完
全
な
妥
当
性
を
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

以
上
の
点
を
論
じ
る
前
に
、
行
為
の
因
果
説
の
主
張
内
容
を
簡
単
に

確
認
し
て
お
こ
う
。

行
為
の
因
果
説
の
主
張
内
容
と
そ
の
論
拠

何
を
意
図
的
な
行
為
の
原
因
と
み
な
す
か
に
よ
っ
て
、
行
為
の
因
果

説
は
い
く
つ
か
の
種
類
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
次
の

よ
う
な
見
解
を
共
有
し
て
い
る
。
「
意
図
的
な
行
為
と
は
、
そ
の
生
起

が
行
為
の
生
起
を
説
明
す
る
特
定
の
心
的
な
状
態
あ
る
い
は
出
来
事
に

(
2
)
 

よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
」
。
本
論
で
検
討
さ
れ
る
デ
イ

ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
因
果
説
は
行
為
の
「
主
た
る
理
由
」
（
賛
成
的
態
度
あ

C1 

る
い
は
欲
求
、
と
信
念
）
を
意
図
的
な
行
為
の
原
因
と
み
な
し
て
い
る
。

そ
の
説
は
、
行
為
の
因
果
説
の
中
で
最
も
有
力
で
説
得
力
に
富
む
見
解

だ
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
因
果
説
の
主
張
内
容
と

そ
の
論
拠
を
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。

あ
る
行
為
が
意
図
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
為
者
は
そ
の
行
為
を
合
理

化
す
る
（
説
明
す
る
）
理
由
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え

ば
、
あ
る
人
が
指
を
動
か
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ス
イ
ッ
チ
を

ひ
ね
り
、
明
か
り
が
つ
く
よ
う
に
し
、
部
屋
を
明
る
く
し
、
空
き
巣
狙

い
に
警
告
を
与
え
た
と
し
て
み
る
。
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
指
を
動
か
し

た
の
か
」
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
「
ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね
る
た
め
に
」
と

彼
は
答
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
と
き
、
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
は
い

な
い
が
、
指
を
そ
の
よ
う
に
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね

る
こ
と
が
で
き
る
と
彼
は
信
じ
て
い
た
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
前
者
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
賛

成
的
態
度
（
欲
求
）
で
あ
り
、
後
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
が
信

念
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
両
者
が
、
行
為
の
「
主
た
る
理
由
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
こ
で
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
因

果
説
を
定
式
化
し
て
お
こ
う
。
彼
の
主
張
は
、
次
に
示
す
C
,
C
と
い

う
二
つ
の
テ
ー
ゼ
か
ら
成
っ
て
い
る
。

A
が
記
述
d
の
も
と
で
意
図
的
行
為
X
を
行
う
な
ら
ば
、

A

は
記
述
d
の
も
と
で

X
を
合
理
化
（
説
明
）
す
る
主
た
る
理
由
を
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行
為
者
が
、

d
と
い
う
記
述
を
与
え
ら
れ
た
行
為
X
を
な
す
際

の
主
た
る
理
由
が
R
で
あ
る
の
は
、
以
下
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。

R
は
、
あ
る
性
質
を
備
え
た
行
為
に
対
す
る
行
為
者
の
賛
成
的
態

度
（
欲
求
）
と
、

d
と
い
う
記
述
を
与
え
ら
れ
た

X
が
そ
の
性
質

を
備
え
て
い
る
と
い
う
行
為
者
の
信
念
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

c
行
為
の
主
た
る
理
由
は
行
為
の
原
因
で
あ
る
。

そ
の
特
徴
と
妥
当
性
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
三
つ
の
観
点
か
ら
こ

の
定
式
化
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
第
一
に
、
な
ぜ

C
が
付
加
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
意
図
的
な
行
為
を
お
こ
な
う
と
き
、
わ

れ
わ
れ
は
そ
れ
を
合
理
化
す
る
複
数
の
理
由
を
同
時
に
も
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、

C
だ
け
で
は
、
そ
の
複
数
の
理
由
の
中

か
ら
実
際
の
理
由
を
選
び
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
よ

う
な
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
あ
る
人
に
財
産
家
で
子
供
の
い
な
い
叔
父

が
い
る
と
す
る
。
彼
は
叔
父
の
財
産
を
相
続
し
た
い
と
思
っ
て
お
り

（
欲
求
）
、
彼
を
殺
す
こ
と
が
こ
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
の
最
も
良
い

方
法
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
（
信
念
）
と
し
よ
う
。
一
方
で
、
彼
は
、

そ
の
叔
父
が
ア
ル
バ
ニ
ア
の
ス
パ
イ
で
あ
る
と
信
じ
て
お
り
、
彼
の
国

か
ら
ア
ル
バ
ニ
ア
の
干
渉
を
跡
形
も
な
く
消
し
去
る
こ
と
に
異
常
な
情

熱
を
も
っ
て
お
り
（
欲
求
）
、
叔
父
を
殺
す
こ
と
が
こ
の
欲
求
を
満
た

(
4
)
 

す
た
め
の
最
も
良
い
方
法
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
（
信
念
）
と
す
る
。

も
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
i
で
き
る

彼
は
、
欲
求
、
信
念
を
主
た
る
理
由
と
し
て
実
際
に
叔
父
を
殺
害
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
と
き
C
の
み
で
は
、
い
ず
れ
が
実
際
の
主
た
る
理
由
で

あ
る
の
か
を
区
別
で
き
な
い
。
そ
し
て
、

C
を
付
け
加
え
る
と
き
、
こ

の
困
難
を
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

C
に
よ
れ
ば
主

た
る
理
由
と
は
実
際
に
行
為
を
惹
き
起
こ
し
た
原
因
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
主
た
る
理
由
と
し
て
、
実
際
に
行
為
を
惹
き
起

こ
し
た
、
欲
求
と
信
念
を
選
び
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
行
為
の
原
因
と
し
て
主
た
る
理
由
が
選
ば
れ
て
い
る
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
見
解
は
、

R
・
チ
ザ
ム
の
意
図
的
行
為
に
関
す

(
5
)
 

る
洞
察
に
基
づ
い
て
い
る
。
意
図
的
な
行
為
、

(can)
」
「
自
由
に

i
で
き
る

(
b
e
free to do)
」
を
、
因
果
的
条
件

法
に
よ
っ
て
分
析
す
る
試
み
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
因
果

的
条
件
法
の
候
補
と
し
て
最
初
に
思
い
つ
く
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ

ろ
う
。
「

i
で
き
る
」

11

「
も
し
あ
る
人
が

i
し
よ
う
と
意
図
す
る
な

ら
ば
、
彼
は

I
す
る
だ
ろ
う

(
A
p
e
r
s
o
n
 w
o
u
l
d
 -

if 
h
e
 i
n
t
e
n
d
e
d
 

t
o
-
)
」
。
こ
の
分
析
が
正
し
い
な
ら
ば
、
こ
の
条
件
法
の
前
件
「
ー
し

よ
う
と
す
る

(intend
to do)
」
を
意
図
的
な
行
為
の
原
因
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
分
析
に
は
困
難
が
存
在
す
る
。
「
も
し

あ
る
人
が

i
し
よ
う
と
意
図
す
る
な
ら
ば
、

i
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う

こ
と
自
体
は
真
で
あ
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
「
i
し
よ
う
と
意
図
す
る
こ

と
」
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
「
（
自
由
に
）
！
で
き
る
」
と
い
う
こ
と

は
偽
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
先
の
条
件
法
が
「
（
自
由
）
に

I
で
き
る
」
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の
原
因
に
選
ぶ
理
由
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
の
正
し
い
分
析
で
あ
る
と
し
た
ら
、
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
条
件
法
は
「
（
自
由
）
に
ー
で
き
る
」

こ
と
、
つ
ま
り
意
図
的
な
行
為
の
正
し
い
分
析
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ

の
こ
と
は
「

i
し
よ
う
と
意
図
す
る
」
の
代
わ
り
に
「
i
す
る
こ
と
を

選
択
す
る
」
「
i
し
よ
う
と
す
る
(
w
i
l
l
)
」
「
i
し
よ
う
と
試
み
る

(try)
」

を
用
い
た
と
し
て
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
意
図

的
な
行
為
（
「
（
自
由
に
）

i
で
き
る
」
）
の
分
析
を
企
図
す
る
因
果
的

条
件
法
の
前
件

(

i

f

節
）
に
は
、
主
要
な
動
詞
と
し
て
、
行
為
の
動
詞
、

つ
ま
り
そ
れ
に
つ
い
て
「
あ
る
ひ
と
は

i
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」

と
有
意
味
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
動
詞
は
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
そ
の
分
析
は
先
に
指
摘
さ
れ
た
の
と

同
様
の
困
難
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
も
し
な
に
か
が
意
図
的
な
行
為
の
原
因
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
行
為
か
ら
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
で
、

先
述
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
行
為
か
ら
明
瞭
に
区
別
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ

れ
に
つ
い
て
「
i
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
問
う
こ
と
が
有
意
味
で

あ
る
よ
う
な
も
う
ひ
と
つ
の
行
為
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

明
ら
か
に
、
賛
成
的
態
度
（
欲
求
、
信
念
）
は
そ
の
二
つ
の
条
件
を
満

足
し
て
い
る
。
以
上
が
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
、
主
た
る
理
由
を
行
為

最
後
に
C
が
意
図
的
な
行
為
成
立
の
必
要
条
件
に
限
定
さ
れ
て
い
る

の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
因
果
説
に
お
い
て
意
図
的
行
為
の
十

分
条
件
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
。

A
が
記
述
d
の
も
と
で
X
を
合
理
化
し
、
か
つ
（
実
際
に
）

X
の
原
因
で
あ
る
主
た
る
理
由
を
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
、

A
は
記

述
d
の
も
と
で
意
図
的
行
為
X
を
行
う
。

こ
の
十
分
条
件
の
前
件
が
満
足
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
後
件
が
成
立
し
な

い
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
逸
脱
的
な
い
し
非
標
準
的
因
果
連
鎖

(
w
a
y
w
a
r
d
 causal chain)

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

C
が
意
図
的
な

行
為
成
立
の
必
要
条
件
に
限
定
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
逸
脱
的
な
因
果
連

鎖
が
存
在
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
示
そ
う
。

あ
る
登
山
家
が
、
ロ
ー
プ
で
も
う
ひ
と
り
の
人
を
支
え
る
重
さ
と

危
険
か
ら
逃
れ
た
い
と
思
い
、
ロ
ー
プ
を
握
る
手
を
緩
め
れ
ば
重

さ
と
危
険
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
し

よ
う
。
こ
の
よ
う
な
信
念
と
欲
求
が
彼
を
ひ
ど
く
狼
狽
さ
せ

(
u
n
n
e
r
v
e
)
、
彼
に
手
を
緩
め
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は

あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
場
合
、
彼
は
、
決
し
て
手
を
緩
め

よ
う
と
決
め
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
意
図
的
に
そ
う
し
た

(
6
)
 

わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

Cs 
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も
っ
て
い
る
。

3
 c

 

こ
の
逸
脱
的
な
連
鎖
の
事
例
を
取
り
除
く
た
め
に
、

C
に
、
信
念
と

欲
求
が
結
合
し
て
行
為
者
に

X
を
し
た
い
と
思
わ
せ

(
c
o
m
b
i
n
e
to 

c
a
u
s
e
 h
i
m
 to w
a
n
t
 to d
o
 x
)
~
:
t
s
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
を

付
加
し
て
も
役
に
立
た
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
信
念
と
欲
求
が
い
か

に
し
て
第
二
の
欲
求
を
惹
き
起
こ
す
の
か
、
ま
た
「
X
を
し
た
い
」
と

い
う
こ
と
が
い
か
に
し
て
「
X
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
惹
き
起
こ
す

(
7
)
 

の
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
が
依
然
と
し
て
残
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

現
在
に
至
る
ま
で
、
逸
脱
的
な
因
果
連
鎖
を
取
り
除
く
よ
う
な
C
の
洗

練
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
で
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
る
行
為
の
因
果
説
の
特
徴
お
よ
び

そ
の
論
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
で
は
本
節
の
締
め
く
く
り

に
、
行
為
の
反
因
果
説
の
定
式
化
を
与
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
次

の
よ
う
な
二
つ
の
条
件
C
、
C
か
ら
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ

れ
る

(
C
は
、
行
為
の
因
果
説
と
共
有
さ
れ
て
い
る
）
。

A
が
記
述
d
の
も
と
で
意
図
的
行
為
X
を
行
う
な
ら
ば
、

A

は
記
述
d
の
も
と
で
X
を
合
理
化
（
説
明
）
す
る
主
た
る
理
由
を

行
為
の
主
た
る
理
由
は
、
行
為
者
が
行
為
の
合
理
化
（
説
明
）

を
求
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
彼
が
誠
実
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
に
か
ぎ
る
。

Ci 

C
を
付
け
加
え
れ
ば
、
「
原
因
」
と
い
う
概
念
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、

見
か
け
上
の
「
主
た
る
理
由
」
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

先
の
叔
父
殺
害
の
ケ
ー
ス
で
は
、
彼
が
誠
実
に
行
為
を
合
理
化
す
る
場

合
、
欲
求
（
あ
る
い
は
信
念
）
で
は
な
く
、
欲
求
（
あ
る
い
は
信
念
）

を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

因
果
説
と
反
因
果
説
の
対
立
点
日

第
一
の
対
立
点
を
示
す
た
め
に
は
、
理
由
と
意
図
的
な
行
為
が
示
す

文
法
的
な
特
徴
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
私
は
、
ス
イ
ッ
チ
を

ひ
ね
り
、
電
灯
を
つ
け
、
部
屋
を
明
る
＜
し
て
、
空
き
巣
狙
い
に
警
告

を
与
え
る
。
こ
の
と
き
、
な
ぜ
、
「
ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね
っ
た
の
か
」
と

問
わ
れ
る
な
ら
ば
「
電
灯
を
つ
け
る
た
め
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
、
「
ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね
る
」
と
い
う
行
為
が
「
電
灯
を
つ
け
る
た
め
」

と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
合
理
化
（
説
明
）
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
に

よ
っ
て
、
「
ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね
る
こ
と
」
が
意
図
的
な
行
為
で
あ
る
こ

と
も
明
ら
か
に
な
る
。
同
様
の
関
係
が
、
「
電
灯
を
つ
け
る
こ
と
」
と
「
部

屋
を
明
る
く
す
る
た
め
」
、
「
部
屋
を
明
る
く
す
る
こ
と
」
と
「
空
き
巣

狙
い
に
警
告
を
与
え
る
た
め
」
と
い
う
記
述
の
間
に
も
成
立
す
る
。
こ

の
よ
う
に
記
述
さ
れ
た
意
図
的
な
行
為
と
理
由
と
の
関
係
は
、
目
的
と

手
段
の
関
係
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。
「
電
灯
を
つ
け
る
」
と
い

う
未
来
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
目
的
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
が
「
ス
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イ
ッ
チ
を
ひ
ね
る
」
と
い
う
現
在
の
行
為
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
i
す
る
た
め
に

i
す
る
」
と
記
述
さ
れ
る
〈
理
由
ー
行
為
〉
関
係
は
、

目
的
論
的
関
係
、
ま
た
、
時
間
的
に
は
未
来
視
向
型

(forward-

(
8
)
 

l
o
o
k
i
n
g
)

の
関
係
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

今
の
例
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
の
〈
理
由
ー
行
為
〉
関
係
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
理
由
を

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
電
灯
を
つ
け
る
こ
と
」
と
し
て
、
さ
ら

に
「
部
屋
を
明
る
く
す
る
こ
と
」
等
々
と
し
て
再
記
述
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
同
一
の
行
為
が
、
異
な
っ
た
記
述
の
下
に
お

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
理
由
ー
行
為
〉
関
係
は
、
（
同

一
行
為
の
）
再
記
述
の
関
係
、
ま
た
時
間
的
に
は
同
時
的
な
関
係
と
称

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
「
電
灯
を
つ
け
た
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、

ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね
っ
た
」
「
部
屋
を
明
る
く
し
た
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、

電
灯
を
つ
け
た
」
と
い
う
よ
う
に
「
ゆ
え
に

(
b
e
c
a
u
s
e
)
」
と
い
う

接
続
詞
を
用
い
て
記
述
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
。
こ
の
関
係
に
つ
い
て
、

因
果
説
論
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
の
文
は
、
行
為
者
が
そ
の
理

由
を
も
つ
が
ゆ
え
に
当
の
行
為
を
な
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
ゆ
え
に
」
は
二
つ
の
文
を
た
ん
に
並
列

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
あ
る
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
関
係
と
し
て
因
果
関
係
以
外
に
適
切
な
関
係
は
あ
り

え
な
い
。
よ
っ
て
、
行
為
の
主
た
る
理
由
は
そ
の
原
因
で
あ
る
。
つ
ま

り
因
果
説
論
者
は
、
「
ゆ
え
に
」
を
用
い
て
記
述
さ
れ
た
命
題
は
す
べ
て
、

次
の
よ
う
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
「
電
灯
を
つ
け
た
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
イ
ッ
チ
を
ひ

．
．
．
．
．
．
．
 

ね
る
と
い
う
こ
と
が
惹
き
起
こ
さ
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
。

こ
の
議
論
に
対
し
て
、
反
因
果
説
論
者
か
ら
は
、
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル

の
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
の
反
論
は
、
こ
の
「
ゆ
え
に
」
を
説
明

す
る
も
の
と
し
て
、
因
果
関
係
以
外
に
説
得
力
の
あ
る
な
ん
ら
か
の
関

係
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
反
論
は
、
こ
の
「
ゆ
え
に
」
が

因
果
関
係
で
あ
る
と
仮
定
し
た
場
合
の
理
論
的
な
欠
陥
を
指
摘
す
る
こ

と
で
あ
る
。
第
一
の
反
論
ー
こ
れ
は
「
正
面
か
ら
の
反
論
」
と
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
る
ー
に
つ
い
て
は
、
反
因
果
説
論
者
か
ら
説
得
力
の
あ
る
議

論
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
ゆ

．
．
．
．
．
．
．
．
 

え
に
」
を
説
明
す
る
の
は
因
果
関
係
以
外
あ
り
え
な
い
と
い
う
因
果
説

論
者
の
強
硬
な
主
張
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
応
答
が
一
般
的
に
な

さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
理
由
と
行
為
の
関
係
は
た
ん
な
る
並
列
の
接

続
詞
で
は
な
い
「
ゆ
え
に
」
を
用
い
て
記
述
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
こ

と
が
示
し
て
い
る
の
は
、
行
為
の
理
由
は
そ
の
行
為
を
説
明
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
説
明
の
種
類
が
因
果
的
な
も

の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
も
の
、
例
え
ば
目
的
論
的
な
も

(
9
)
 

の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
依
然
と
し
て
未
解
決
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
ゆ
え
に
」
が
目
的
論
的
な
関
係
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
論
拠

と
な
る
か
も
し
れ
な
い
点
を
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
先
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に
述
べ
た
と
お
り
、
理
由
と
行
為
の
間
に
成
立
す
る
「
ゆ
え
に
」
の
関

係
は
、
全
て
「
た
め
に
」
を
用
い
て
書
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
例
え
ば
、
「
電
灯
を
つ
け
た
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね
っ

た
」
を
「
電
灯
を
つ
け
る
た
め
に
、
ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね
っ
た
」
へ
、
と

い
う
よ
う
に
）
。
し
か
し
、
通
常
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ

う
な
書
き
換
え
は
不
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
「
そ
の
物
体
は
水
の
中
に

置
か
れ
た
が
ゆ
え
に
、
水
に
溶
け
た
」
を
「
そ
の
物
体
は
水
の
中
に
置

か
れ
る
た
め
に
、
水
に
溶
け
た
」
へ
と
置
換
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き

な
い
。
こ
の
文
法
的
な
事
実
は
、
こ
の
「
ゆ
え
に
」
が
目
的
論
的
関
係

の
た
ん
な
る
言
い
換
え
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
因
果
説
論
者
は
次
の
よ

う
に
反
論
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
ゆ
え
に
」
の
意
味
が
目
的
論
的
関

係
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も
そ
の
目
的
論
的
関
係
と

は
一
体
い
か
な
る
関
係
な
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
が
与

え
ら
れ
な
い
限
り
こ
の
反
論
は
有
効
で
は
な
い
、
と
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
説
得
力
の
あ
る
「
正
面
か
ら
の
反
論
」
を
提
示
で

き
な
い
限
り
、
反
因
果
説
論
者
は
、
第
二
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
反
論
に
向
か

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
次
節
で
は
、
そ
う
し
た
因
果
説
批
判
の
ひ
と
つ
を

検
討
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
る
の
は
そ
れ
が
反
論
と
し
て

有
力
だ
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
対
す
る
再

反
論
を
通
じ
て
因
果
説
の
主
張
内
容
を
明
確
に
把
握
で
き
る
か
ら
な
の

で
あ
る
。

主
た
る
理
由
は
賛
成
的
態
度
（
欲
求
）
と
信
念
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
は
状
態
な
い
し
傾
向
性
で
あ
っ
て
出
来
事
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
原
因
と
は
な
り
え
な
い
。

こ
の
批
判
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
（
前
提
①
）
原
因
は
出
来
事

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
前
提
②
）
行
為
の
主
た
る
理
由
で
あ
る
賛

成
的
態
度
（
欲
求
）
お
よ
び
信
念
は
状
態
あ
る
い
は
傾
向
性
で
あ
っ
て
、

出
来
事
で
は
な
い
。
（
結
論
）
よ
っ
て
主
た
る
理
由
は
原
因
と
は
な
り

え
な
い
。

こ
の
批
判
に
対
し
て
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

状
態
や
傾
向
性
は
し
ば
し
ば
出
来
事
の
原
因
と
し
て
実
際
に
名
指
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
「
そ
の
橋
は
構
造
的
な
欠
陥
の
ゆ
え
に
倒
壊
し
た
」
「
そ

の
飛
行
機
は
気
温
が
異
常
に
高
か
っ
た
が
ゆ
え
に
離
陸
時
に
墜
落
し

た
」
「
そ
の
皿
は
ひ
び
が
入
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
割
れ
た
」
等
々
。
し

か
し
、
た
ん
に
そ
う
し
た
事
実
に
基
づ
い
て
、
状
態
や
傾
向
性
は
原
因

で
あ
り
う
る
と
結
論
づ
け
る
の
は
早
計
で
あ
る
こ
と
を
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ

ン
は
認
め
て
い
る
。
状
態
や
傾
向
性
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
「
あ
る

そ
の
批
判
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

行
為
の
因
果
説
の
定
式
化

87 



出
来
事
の
因
果
的
条
件
に
言
及
す
る
こ
と
が
そ
の
原
因
を
与
え
た
こ
と

に
な
る
の
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
あ
る
出
来
事
も
存
在
し
た
と
い
う
前

(10) 

提
の
下
に
お
い
て
の
み
な
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
の
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ

ン
の
反
論
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
行
為
の
主
た
る
理
由
は
、
た

し
か
に
傾
向
性
あ
る
い
は
状
態
で
あ
る
（
前
提
②
の
容
認
）
。
し
か
し
、

傾
向
性
あ
る
い
は
状
態
を
原
因
と
す
る
因
果
的
な
説
明
は
不
可
能
で
は

な
い
。
た
だ
し
、
傾
向
性
あ
る
い
は
状
態
に
訴
え
た
説
明
が
因
果
的
な

説
明
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
出
来
事
が
存
在

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
主
た
る
理
由
に
先
行
す
る
出
来
事
と
し
て
い
か
な
る
出
来
事

が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
二
つ
の
種
類
の
出
来
事
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
種
類
は
、
傾
向
性
や
状
態
つ
ま
り

欲
求
や
信
念
の
突
然
の
出
現
で
あ
る
。
「
状
態
や
傾
向
性
は
そ
れ
自
体

と
し
て
は
出
来
事
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
状
態
や
傾
向
性
の
突
然
の

出
現

(
o
n
s
l
a
u
g
h
t
)

は
出
来
事
で
あ
る
。
あ
な
た
が
私
を
怒
ら
せ
た

そ
の
瞬
間
、
あ
な
た
の
感
情
を
害
し
よ
う
と
い
う
欲
求
が
わ
き
あ
が
る

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
何
か
に
気
づ
い
た
り
、
そ
れ
を
認

め
た
り
、
知
っ
た
り
、
思
い
出
し
た
り
す
る
瞬
間
に
信
念
が
生
ず
る
か

(11) 

も
し
れ
な
い
」
。
第
二
の
種
類
は
、
な
ん
ら
か
の
知
覚
で
あ
る
。
例
え

ば
あ
る
人
が
、
交
差
点
に
近
づ
き
、
合
図
を
す
る
た
め
に
腕
を
上
げ
た

と
す
る
。
因
果
説
論
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
「
合
図
を
し
た
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
腕
を
上
げ
る
と
い
う
こ
と
を
惹
き
起
こ
し
た
」
と
記

テ
ー
ゼ

c
あ
る
人
が
も
っ
て
い
る
主
た
る
理
由
（
欲
求
・
信
念
）

が
、
そ
れ
が
合
理
化
す
る
行
為
を
惹
き
起
こ
し
た
。
••••••• 

テ
ー
ゼ

c成
立
の
条
件
少
な
く
と
も
、
次
の
二
つ
の
条
件
の
い

．．． 

ず
れ
か
が
満
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
①
主
た
る
理
由
の
突
然
の
出

現
が
出
来
事
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
②
主
た
る
理
由
に

密
接
に
関
連
し
た
出
来
事
が
存
在
す
る
こ
と
。

条
件
②
の
「
密
接
に
関
連
し
た
」
と
い
う
表
現
に
は
曖
昧
な
と
こ
ろ

が
あ
る
。
そ
の
曖
昧
さ
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
次
の
規
準
を
付
け
加

え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

＜ 〇

規
準
C

「
主
た
る
理
由
に
密
接
に
関
連
し
た
出
来
事
」
と
は
、

次
の
種
類
の
問
い
に
対
し
て
行
為
者
当
人
が
与
え
る
こ
と
が
で
き

こ
こ
ま
で
の
議
論
に
基
づ
い
て
因
果
説
の
主
張
を
定
式
化
し
て
お

述
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
主
た
る
理
由
「
合
図
を
し
た
い
こ
と
」

に
先
行
す
る
出
来
事
は
、
「
交
差
点
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
の
認
知
」

と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
知
覚
は
、
視
覚
・
聴
覚
な
ど

の
外
的
な
知
覚
に
限
ら
れ
な
い
。
心
像
を
伴
な
っ
た
り
伴
な
わ
な
か
っ

た
り
す
る
想
起
な
ど
の
内
的
な
知
覚
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
う
。
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四

る
も
の
に
限
る
。
「
あ
な
た
は
何
を
見
た
り
聞
い
た
り
、
感
じ
た

り
し
て
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
考
え
や
心
像
が
生
じ
て
そ
れ
を

(12) 

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
」
。

意
図
的
な
行
為
の
中
で
、
テ
ー
ゼ

C
の
条
件
①
を
満
足
す
る
ケ
ー
ス

は
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
述
べ
る
と
お
り
「
多

く
の
場
合
、
主
た
る
理
由
に
密
接
に
関
連
し
た
出
来
事
を
見
出
す
の
は

少
し
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
。

S
・
シ
ュ
ロ
ー
ダ
ー
は
、
「
礼
儀
正

し
く
あ
り
た
い
」
と
い
う
傾
向
的
な
欲
求
か
ら
隣
人
に
挨
拶
す
る
よ
う

な
場
合
は
行
為
の
因
果
説
に
な
じ
ま
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
さ
え
、
例
え
ば
、
そ
の
隣
人
が
近
づ
い
て
く

る
の
に
気
づ
く
と
い
う
出
来
事
が
条
件
②
を
満
足
す
る
た
め
、
因
果
説

が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
再
反
論
は
妥

当
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
ア
ン
ス
コ
ム
に
よ
る
因
果
説
批
判
を

手
が
か
り
に
、
再
々
反
論
を
試
み
た
い
と
思
う
。

行
為
の
因
果
説
と
反
因
果
説
の
対
立
点
口

ア
ン
ス
コ
ム
は
反
因
果
説
論
者
だ
が
、
因
果
説
を
完
全
に
否
定
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
女
は
特
定
の
要
件
を
満
た
す
主
た
る
理
由
（
あ

る
い
は
意
図
）
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
原
因
で
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
そ
う
し
た
ア
ン
ス
コ
ム
の
立
場
は
、
次
の
よ
う
な
叙
述
に
明
瞭

あ
る
人
間
の
明
確
で
同
定
可
能
な
あ
る
状
態

(a
distinct a
n
d
 

identifiable 
state 
of a
 h
u
m
a
n
 b
e
i
n
g
)
、
ナ
フ
が
5
わ
心
セ
っ
袖
広
ぶ
“
点
3

る
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ー
そ

の
中
に
は
そ
の
意
図
が
そ
れ
を
な
す
た
め
の
意
図
で
あ
っ
た
こ
と

を
行
う
こ
と
さ
え
含
ま
れ
る
の
だ
が
ー
の
生
起
を
惹
き
起
こ
す

．
．
．
．
．
．
 

か
も
し
れ
な
い
、
と
言
う
こ
と
。
一
方
で
、
あ
る
行
為
が
（
行
為

の
以
前
に
存
在
し
た
）
特
定
の
意
図
の
充
足
に
お
い
て
為
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
そ
の
先
行
す
る
意
図

に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
。

(15) 

そ
れ
ら
は
全
く
別
の
事
柄
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
前
者
が
ア
ン
ス
コ
ム
の
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
女
は
、

特
定
の
意
図
（
信
念
・
欲
求
）
が
意
図
的
な
行
為
を
惹
き
起
こ
す
可
能

性
を
容
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
節
の
因
果
説
の
定
式
化
に
基
づ
け

ば
、
彼
女
の
立
場
は
次
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
。
テ
ー
ゼ

C
が
成
立
す

る
可
能
性
は
認
め
る
が
、
そ
れ
は
テ
ー
ゼ

C
の
条
件
①
が
満
足
さ
れ
る

場
合
に
限
る
。
つ
ま
り
彼
女
は
、
テ
ー
ゼ

C
の
条
件
②
の
み
が
満
足
さ

れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
因
果
説
は
妥
当
し
な
い
と
み
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
（
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
大
多
数
の
意
図
的
行
為

に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
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は
こ
の
ケ
ー
ス
に
属
す
る
）
。

彼
女
自
身
が
挙
げ
る
例
を
通
じ
て
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
あ

る
人
が
電
話
を
か
け
て
な
か
な
か
通
じ
な
い
の
で
、
電
話
の
ダ
イ
ヤ
ル

盤
に
余
計
な
力
を
加
え
る
。
な
ぜ
そ
う
し
た
の
か
と
尋
ね
ら
れ
た
な
ら

ば
、
「
電
話
を
通
じ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
」
と
彼
は
答
え
る
。
つ
ま

り
ダ
イ
ヤ
ル
盤
に
余
計
な
力
を
加
え
た
こ
と
は
、
電
話
を
通
じ
る
よ
う

に
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
特
別
な
力
を
加
え
る
と
い
う
出
来
事
の
後
で
形
成
さ
れ
た
事
実
に

す
ぎ
な
い
。
内
省
と
観
察
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
は
、
電
話
が
通
じ
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
か
ら
余
計
な
力
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
だ
け

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
に
は
、
電
話
を
通
じ
さ
せ
よ
う
と
い
う
思

考
も
そ
の
よ
う
な
欲
求
の
感
覚

(
a
n
y
feeling of desire)

も
生
じ

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ン
ス
コ
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
、
主
た
る

理
由
が
明
確
で
も
同
定
可
能
で
も
な
い
場
合
、
つ
ま
り
テ
ー
ゼ

C
の
条

件
①
が
満
足
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
れ
は
意
図
的
な
行
為
の
原
因
に
は
な

り
え
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
信
念
・
欲
求
が
明
確
で
同
定
可
能
な
の
は
（
テ
ー
ゼ

c

の
条
件
①
が
満
足
さ
れ
る
の
は
）
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
だ
ろ

う
か
。
ア
ン
ス
コ
ム
に
よ
れ
ば
、
意
図
・
信
念
な
ど
が
明
確
で
同
定
可

能
な
の
は
、
意
図
し
た
こ
と
が
特
定
の
と
き
に
心
の
前
に
あ
る
場
合
で

(16) 

あ
る
。
意
図
し
た
こ
と
が
特
定
の
と
き
に
心
の
前
に
あ
る
場
合
と
し
て

は
、
1

，
意
図
（
欲
求
•
信
念
）
を
外
的
あ
る
い
は
内
的
に
実
際
に
言

例
え
ば
、
私
が
テ
レ
ビ
の

C
M
を
見
て
い
て
、

る。 明
し
た
場
合
、

2
，
意
図
さ
れ
た
こ
と
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連
し
た
な

ん
ら
か
の
像
が
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
、

3
，
あ
る
欲
求
、
信
念
の
出
現
を

同
定
す
る
の
に
十
分
な
な
ん
ら
か
の
感
覚
を
感
じ
た
こ
と
、
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
こ
れ
を
以
降
、
規
準
C
と
称
す
る
）
。

以
上
で
見
た
よ
う
に
ア
ン
ス
コ
ム
は
因
果
説
の
妥
当
範
囲
を
大
幅
に

限
定
す
る
の
だ
が
、
こ
の
立
場
を
支
持
す
る
こ
と
は
は
た
し
て
可
能
な

の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
以
下
で
、
そ
の
立
場
を
支
持
す
る
論
拠
を

示
し
た
い
と
思
う
。

の
ど
の
渇
き
の
感
覚

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
述
べ
る
と
お
り
、
状
態
や
傾
向
性
は
し
ば
し
ば

出
来
事
の
原
因
と
し
て
名
指
さ
れ
て
い
る
（
「
そ
の
橋
は
構
造
的
な
欠

陥
の
ゆ
え
に
倒
壊
し
た
」
等
々
）
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
原

因
と
し
て
名
指
さ
れ
る
状
態
や
傾
向
性
に
は
、
二
つ
の
特
徴
が
認
め
ら

れ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
ら
の
状
態
等
は
「
明
確
で
同
定
可
能
な
」
状
態

あ
る
い
は
傾
向
性
で
あ
る
、
と
い
う
点
。
第
二
に
、
そ
れ
ら
の
状
態
等

は
、
そ
れ
が
妥
当
す
る
対
象
の
外
に
あ
る
な
に
ご
と
か
に
言
及
す
る
こ

と
な
し
に
、
そ
の
対
象
に
妥
当
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
橋

の
構
造
的
欠
陥
」
「
飛
行
機
内
の
気
温
の
異
常
な
高
さ
」
「
皿
の
ひ
び
割

れ
」
等
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
ふ
た
つ
の
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
信
念
や
欲
求
の
場
合
、
そ
の
二
つ
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
は
、

テ
ー
ゼ

C
の
条
件
①
（
規
準
C
)
が
満
足
さ
れ
る
場
合
の
み
な
の
で
あ
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を
感
じ
な
が
ら
、
心
の
中
で
「
ビ
ー
ル
が
飲
み
た
い
な
あ
」
と
言
う
。

そ
し
て
、
ビ
ー
ル
を
買
い
に
出
て
、
そ
れ
を
買
い
、
飲
む
。
こ
の
場
合

の
欲
求
（
の
出
現
）
は
あ
る
特
定
の
時
に
明
確
に
同
定
可
能
で
あ
り
、

そ
し
て
、
そ
れ
は
私
の
中
で
生
じ
た
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
条
件

①
が
満
足
さ
れ
な
い
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。
私
は
電
話
が
通
じ
な
い
と

思
い
、
ダ
イ
ヤ
ル
盤
に
余
計
な
力
を
加
え
る
。
な
ぜ
と
問
わ
れ
る
な
ら

ば
「
電
話
を
通
じ
る
よ
う
に
す
る
た
め
」
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
時
、
生
起
し
た
こ
と
と
し
て
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
電
話
が
通
じ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
こ
と
と
余
計
な
力
を
加
え

た
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
明
確
に
同
定
可
能
で
、

し
か
も
私
の
中
で
生
じ
た
出
来
事
や
状
態
な
ど
何
も
存
在
し
な
い
の
で

あ
る
。そ

れ
で
も
因
果
説
論
者
は
こ
う
反
論
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
と
も

か
く
そ
の
理
由
を
問
わ
れ
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
君
の

心
の
中
に
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
明
確
で
同
定
可
能
な
状
態
が
あ
っ

た
に
違
い
な
い
」
。
そ
れ
で
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
考
え
て
み
よ
う
。

あ
る
人
が
私
に
、
「
な
ぜ
、
あ
の
時
あ
そ
こ
に
い
た
の
か
」
と
尋
ね
る
。

私
は
、
そ
の
と
き
そ
こ
に
い
た
こ
と
は
覚
え
て
い
る
の
だ
が
、
な
ん
の

用
事
で
あ
っ
た
の
か
は
失
念
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
思
い

出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
に
す
る
の
は
、
例
え
ば
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
帳

を
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
前
後
の
自
分
の
行
動
や
自
分
の
周
囲

で
起
こ
っ
た
出
来
事
の
想
起
で
あ
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
自
分

が
そ
の
と
き
、
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
思
い
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
の
と
き
の
自
分
の
内
的
過
程
ー
内
語

で
あ
れ
、
心
像
で
あ
れ
、
感
覚
で
あ
れ
ー
を
思
い
出
そ
う
と
は
し
な
い

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
先
の
反
論
に
は
、
こ
う
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
行

為
の
理
由
を
答
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
明
確
で
同
定
可
能
な
状
態
と

は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
行
為
者
が
身
を
置
い
て
い
た
状
況
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
行
為
者
の
心
の
中
に
あ
る
状
態
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
行
為
者

(11
主
た
る
理
由
が
妥
当
す
る
対
象
）
の
外
に
あ
る
こ
と
な
の
だ
、
と
。

し
か
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
行
為
者
が
自
身
に
な
ん
ら
か
の
主
た
る
理
由
を
帰
属
す
る
そ
の
根
拠

が
外
的
な
状
況
で
あ
ろ
う
が
、
内
的
な
過
程
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
主
た

る
理
由
が
帰
属
さ
れ
た
と
き
の
行
為
者
の
状
態
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
の
状
態
こ
そ
が
意
図
的
な
行
為
を
惹
き
起
こ
し
た
原
因
な
の
で
あ

る
」
と
。

内
的
な
過
程
を
根
拠
に
し
て
主
た
る
理
由
が
行
為
者
に
帰
属
さ
れ
る

場
合
、
そ
の
状
態
が
、
そ
れ
が
合
理
化
す
る
意
図
的
な
行
為
を
惹
き
起

こ
し
た
、
と
主
張
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
外
的
な
状
況
を
根
拠
に
主
た
る
理
由
が
行
為
者
に
帰
属
さ
れ
る
場

合
は
そ
う
で
は
な
い
。
次
の
よ
う
な
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
あ
る
人
が
、

異
な
る
場
所
と
異
な
る
時
に
、
車
を
運
転
し
て
い
て
、
交
差
点
に
近
づ

き
、
合
図
を
す
る
た
め
に
手
を
上
げ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
、
当
人
に
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五 意
識
さ
れ
て
い
た
内
的
な
過
程
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

十
分
想
定
可
能
だ
ろ
う
。
あ
る
場
合
は
、
特
に
ど
ん
な
思
考
も
映
像
も

生
起
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
別
の
場
合
に
は
、
反
対
車
線

の
車
が
途
切
れ
な
い
こ
と
に
苛
立
た
し
さ
を
感
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
さ
ら
に
別
の
場
合
に
は
、
す
ぐ
に
右
折
で
き
そ
う
な
の
で
ち
ょ
っ

と
し
た
安
堵
を
感
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
同

じ
ク
ラ
ス
に
属
し
て
い
る
の
は
、
交
差
点
に
近
づ
い
て
手
を
あ
げ
た
、

と
い
う
行
為
者
を
取
り
巻
く
外
的
な
状
況
の
み
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
行
為
者
は
、
「
合
図
を
し
た
か
っ
た
が

ゆ
え
に
手
を
あ
げ
た
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
「
そ
の
と

き
の
内
的
過
程
が
手
を
上
げ
る
と
い
う
こ
と
を
惹
き
起
こ
し
た
」
と
は

言
わ
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
先
の
よ
う
な
反
論
は
や
は
り
無
効
だ

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
が
、
ア
ン
ス
コ
ム
の
立
場
を
支
持
す
る
論
拠
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
議
論
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
因
果
説
が
適
用
さ
れ
る
意

図
的
な
行
為
の
範
囲
は
極
端
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

行
為
の
因
果
説
と
反
因
果
説
の
対
立
点
国

こ
の
節
で
は
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
前
節
の
批
判
を
克
服
で
き
た
と

し
て
も
、
因
果
説
が
意
図
的
な
行
為
全
般
に
妥
当
す
る
こ
と
を
論
証
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
。
そ
の
困
難
は
、

わ
れ
わ
れ
の
意
図
的
行
為
の
中
に
は
、
テ
ー
ゼ

C
の
条
件
①
あ
る
い
は

②
を
満
足
す
る
こ
と
の
な
い
行
為
が
た
し
か
に
存
在
す
る
、
と
い
う
点

(17) 

に
あ
る
。
次
の
よ
う
な
例
を
考
え
て
み
よ
う
。

あ
る
人
が
、
コ
ー
ヒ
ー
を
作
り
、
そ
れ
を
机
の
脇
に
置
き

(
A
)
、

部
屋
の
周
囲
か
ら
本
と
コ
ピ
ー
さ
れ
た
論
文
と
ノ
ー
ト
と
紙
を
集
め

(
A
)
、
机
の
う
え
に
灰
皿
と
タ
バ
コ
を
置
き
（
A
）、

B
G
M
の
た
め

の
C
D
を
選
び
、
ス
テ
レ
オ
の
電
源
を
入
れ
、

C
D
を
か
け

(
A
)
、
ワ
ー

プ
ロ
の
電
源
を
入
れ

(
A
)
、
机
に
向
か
う
。
こ
の
一
連
の
行
為
は
「
論

文
を
書
く
準
備
を
す
る
」
行
為
と
記
述
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
行

為
の
間
、
「
論
文
を
書
く
準
備
を
す
る
」
と
い
う
意
図
は
一
定
で
あ
る
。

彼
は
、
こ
の
順
序
で
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
な
ん
ら
か

の
欲
求
•
信
念
を
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
こ
の
順
序
で
準
備

す
る
こ
と
が
完
全
に
習
慣
化
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

た
い
て
い
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
準
備
の
順

番
に
つ
い
て
意
図
も
習
慣
も
成
立
し
て
い
な
い
し
、
欲
求
•
信
念
の
出

現
を
経
験
し
て
も
い
な
い
と
仮
定
す
る
。

さ
て
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
各
行
為
は
意
図
的
な
行
為
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
な
ぜ
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
一
様
に
「
論
文
を
書
く

準
備
を
す
る
た
め
」
と
い
う
答
え
が
帰
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
主
た

る
理
由
に
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
出
来
事
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（
例

え
ば
、
時
計
を
見
て
「
そ
ろ
そ
ろ
始
め
よ
う
」
と
独
り
言
を
言
っ
た
こ

と
）
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
順
番
で
準
備
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
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そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
信
念
が
主
た
る
理
由
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
「
論
文
を
書
く
準
備
を
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、

1

2

3

4

5

 

A
(
A
,
A
,
A
,
A
)
を
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
で
あ
る
。

そ
の
信
念
の
変
化
が
、

A
,
A
,
…
と
い
う
各
々
の
意
図
的
行
為
の
生
起

を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
信
念
も
傾
向
性
あ
る
い
は
状
態
な

の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
先
行
す
る
密
接
に
関
連
し
た
出
来
事
が
存
在
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

A
,
A
,
…
と
い
う
信
念
の
内
容
の
相
違

に
応
じ
て
別
々
の
出
来
事
の
存
在
が
要
求
さ
れ
る
。
で
は
そ
の
出
来
事

と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

コ
ー
ヒ
ー
を
作
っ
て
そ
れ
を
机
に
置
い
た
と
い
う
出
来
事

(Al)
が、

そ
れ
に
引
き
続
く
行
為

(
A
)
に
つ
い
て
の
信
念
に
先
行
す
る
出
来
事

な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
ぜ
、

A
に
よ
っ
て

A
や
A
に
関
す
る
信
念

が
惹
起
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

A
と
い
う

出
来
事
を
、

A
に
関
す
る
信
念
に
「
密
接
に
関
連
し
た
」
出
来
事
と
呼

ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
（
こ
の
場
合
と
、
交
差
点
に
近
づ
い
た
運

転
手
の
場
合
を
比
較
し
て
み
よ
。
合
図
し
よ
う
と
い
う
欲
求
に
密
接
に

関
連
し
た
出
来
事
と
し
て
は
、
交
差
点
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
の
認
知

と
い
う
出
来
事
で
十
分
で
あ
る
）
。
し
た
が
っ
て
、

A
以
外
に
、

A
に

関
す
る
信
念
の
生
起
を
説
明
す
る
別
の
出
来
事
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
行
為
者
は
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
信
念
に
「
密
接
に
関
連

し
た
」
出
来
事
を
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（
例
え
ば
、
行
為
の
流

れ
の
中
で
た
ま
た
ま
灰
皿
が
目
に
付
い
た
こ
と
等
）
。
し
か
し
こ
の
よ

う
な
ケ
ー
ス
で
は
「
特
に
何
も
思
い
当
た
ら
な
い
」
と
い
う
答
え
が
与

え
ら
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
普
通
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
あ
る
人
が
な
ん
と
な
く
窓
際
に
出
て
、
外
の
風
景
を
眺

め
る
。
彼
が
、
そ
う
し
た
の
は
、
雨
音
ら
し
き
も
の
に
気
づ
い
て
外
の

天
候
を
確
認
し
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
も
、
戸
外
の
騒
音
が
気
に
な
っ

た
か
ら
で
も
な
く
、
ま
た
「
外
の
風
景
を
眺
め
よ
う
」
と
決
心
し
た
わ

け
で
も
な
い
。
彼
に
「
な
ぜ
」
と
問
う
な
ら
ば
「
外
の
風
景
を
眺
め
る

た
め
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
に
「
あ
な
た
は
何
を
見
た
り
聞

い
た
り
、
感
じ
た
り
し
て
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
考
え
や
心
像
が
生

じ
て
窓
際
に
出
た
の
か
」
と
尋
ね
て
も
、
「
別
に
特
に
」
と
い
う
答
え

が
帰
っ
て
く
る
ば
か
り
で
あ
る
。
た
だ
な
ん
と
な
く
窓
の
外
を
眺
め
た

だ
け
な
の
で
あ
る
。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
自
身
は
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
の
存
在
を
認
め
て
、
そ

れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

意
図
的
行
為
で
あ
り
な
が
ら
も
、
自
分
が
現
に
行
為
し
た
と
き
な

ぜ
そ
う
し
た
の
か
を
全
く
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
も
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
主
た
る
理
由
に
よ
る
説

明
は
、
構
造
的
な
欠
陥
に
よ
る
橋
の
倒
壊
の
説
明
に
類
似
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
倒
壊
に
ま
で
導
い
た
（
そ
れ

を
惹
き
起
こ
し
た
）
原
因
も
し
く
は
因
果
の
連
鎖
を
知
ら
な
い
が
、

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
原
因
も
し
く
は
因
果
の
連
鎖
が
あ
っ
た
と
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こ
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
主
た
る
理
由
に
密
接
に
関
連
し
た
先
行
す
る

出
来
事
を
見
出
し
え
な
い
場
合
に
つ
い
て
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
こ
う
考

え
て
い
る
。
主
た
る
理
由
に
よ
る
行
為
の
説
明
は
、
因
果
的
説
明
で
あ

る
以
上
、
た
と
え
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に

先
行
す
る
出
来
事
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

し
か
し
、
こ
の
議
論
は
明
ら
か
に
論
点
先
取
に
陥
っ
て
い
る
。
と
い

う
の
も
、
そ
こ
で
は
論
証
さ
れ
る
べ
き
結
論
、
主
た
る
理
由
に
よ
る
説

明
が
因
果
的
説
明
で
あ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
先
行
す
る
出
来
事
を
見
出
し
え
な
い
場
合
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン

の
主
張
と
は
反
対
に
、
主
た
る
理
由
（
傾
向
性
あ
る
い
は
状
態
）
に
よ

る
説
明
は
因
果
的
説
明
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ

ろ
う
。
そ
の
結
論
を
避
け
る
た
め
に
は
、
論
点
を
先
取
り
せ
ず
に
、
そ

う
し
た
場
合
で
も
先
行
す
る
出
来
事
が
存
在
す
る
こ
と
を
論
証
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
論
証
を
与
え
る
こ
と

は
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
に
は
、
因
果
説
の
主
張

（
「
主
た
る
理
由
は
原
因
で
あ
る
」
）
を
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ

れ
を
論
証
す
る
に
は
逆
に
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
先
行
す
る
出
来
事
が

存
在
す
る
こ
と
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
般
的
な
論
証
は
不
可
能
だ
と
し
て
も
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
属
す
る
個

別
的
事
例
に
つ
い
て
、
先
行
す
る
出
来
事
を
経
験
的
に
確
定
す
る
な
ん

(18) 

い
う
こ
と
に
は
確
信
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ら
か
の
方
法
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
方
法
は
次
の

条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

1
，
行
為
者
自
身
が
主
た
る
理
由
に
密

接
に
関
連
し
た
出
来
事
を
指
摘
で
き
な
い
場
合
に
、

2
，
そ
の
主
た
る

理
由
に
先
行
す
る
出
来
事
の
中
か
ら
、
主
た
る
理
由
と
そ
れ
に
密
接
に

関
連
し
た
出
来
事
（
例
え
ば
「
交
差
点
に
近
づ
く
こ
と
の
認
知
」
と
「
合

図
を
し
よ
う
と
い
う
欲
求
」
）
と
の
間
に
成
立
し
て
い
る
の
と
同
じ
種

類
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
出
来
事
を
確
定
で
き
る
こ
と
、
で
あ
る
。

例
え
ば
、
そ
う
し
た
種
類
の
行
為
を
あ
る
行
為
者
が
な
す
場
合
、
あ

る
タ
イ
プ
の
出
来
事
が
先
行
す
る
こ
と
が
そ
の
人
の
振
舞
い
の
観
察
を

通
じ
て
判
明
し
た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
そ
の
出
来
事
が

主
た
る
理
由
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
を
知
る
に
は
行
為
者
自
身
に
確
認
す
る
以

外
方
法
が
な
く
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
行
為
者
当
人
か
ら
回
答
は
得

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
残
さ
れ
る
の
は
、
神
経
生
理
学
的
な
知
見
に

訴
え
る
道
で
あ
る
。
心
理
学
的
な
状
態
と
神
経
生
理
学
的
な
状
態
と
の

間
に
あ
る
種
の
架
橋
法
則
が
発
見
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
と
き
、
主

た
る
理
由
と
密
接
に
関
連
し
た
出
来
事
（
「
交
差
点
に
近
づ
く
こ
と
の

認
知
」
と
「
合
図
を
し
よ
う
と
い
う
欲
求
」
）
と
の
間
に
特
徴
的
な
な

ん
ら
か
の
神
経
生
理
学
的
な
過
程
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
に
基
つ
け
ば
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
種
類
の
主
た
る

理
由
に
対
し
て
「
密
接
に
関
連
し
た
」
出
来
事
を
確
定
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
道
は
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
理
論
の
枠
組
に
お
い
て
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小

結

は
予
め
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ

ン
は
、
こ
こ
で
要
請
さ
れ
る
種
類
の
架
橋
法
則
の
存
在
を
否
定
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
道
に
訴
え
る
因
果
説
論
者
は
、
少

な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
法
則
の
存
在
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

(19) 

ろ
う
。因

果
説
と
反
因
果
説
の
第
一
の
争
点
は
、
理
由
と
意
図
的
な
行
為
の

記
述
の
関
係
、
「

i
し
た
い
が
ゆ
え
に

(
b
e
c
a
u
s
e
)

-
し
た
」
の
、
「
ゆ

え
に
」
の
意
味
の
説
明
に
関
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
争
点
に
関
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
反
因
果
説
側
か
ら
は
説
得
的
な
議
論
は
提
出
さ
れ

て
い
な
い
。
「
ゆ
え
に
」
を
説
明
す
る
因
果
関
係
以
外
の
代
替
案
を
提

示
し
な
い
限
り
、
反
因
果
説
論
者
は
そ
の
立
場
の
消
極
的
な
擁
護
、
つ

ま
り
因
果
説
の
批
判
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
の
争
点
は
、
因
果
説
が
妥
当
す
る
範
囲
に
関
す
る
争
い
で
あ
っ

た
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
、
テ
ー
ゼ
C

（
あ
る
人
が
も
っ
て
い
る
主

た
る
理
由
が
、
そ
れ
が
合
理
化
す
る
行
為
を
惹
き
起
こ
し
た
）
成
立
の

条
件
と
し
て
は
、
①
（
「
主
た
る
理
由
の
突
然
の
出
現
が
出
来
事
と
し

て
経
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
）
②
（
「
主
た
る
理
由
に
密
接
に
関
連
し
た

出
来
事
が
存
在
す
る
こ
と
」
）
の
い
ず
れ
か
が
満
足
さ
れ
れ
ば
よ
い
の

か
、
①
が
満
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
争
点
で
あ
っ

注(
1
)
 

た
。
本
論
に
お
い
て
は
、
後
者
の
立
場
（
因
果
説
の
妥
当
範
囲
を
限
定

す
る
立
場
）
を
支
持
す
る
論
拠
を
示
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
定
的
な

議
論
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
因
果
説
が
妥
当
す
る
範

囲
は
流
動
的
で
あ
る
、
と
言
え
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
意
図
的
な
行
為
に
は
主
た
る
理
由
に
「
密
接
に
関

連
し
た
」
出
来
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
と

い
う
事
実
が
、
因
果
説
に
対
し
て
限
界
を
確
定
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
の
限
界
を
超
え
て
、
因
果
説
が
意
図
的
な
行
為
に
全
面
的
に
妥
当
す

る
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
因
果
説
に
は
、

そ
の
全
面
的
な
妥
当
性
を
論
点
先
取
り
に
陥
ら
ず
に
一
般
的
に
論
証
す

る
可
能
性
も
、
ま
た
科
学
の
発
展
が
そ
れ
に
経
験
的
な
確
証
を
与
え
る

可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
理
由
」
は
全
て
「
原
因
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
「
理
由
」
と
「
原
因
」
は
完
全
に
異
質
な
概
念
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
「
理
由
」
と
「
原

因
」
は
、
特
定
の
条
件
下
に
お
い
て
（
少
な
く
と
も
テ
ー
ゼ
C
の
条
件

①
が
満
た
さ
れ
る
場
合
は
）
「
家
族
的
類
似
性
」
を
示
す
概
念
で
あ
る

と
い
う
主
張
を
、
本
論
の
（
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
）
結
論
と
し
た
い
。

Cf., 
L.Wittgenstein, T
h
e
 B
l
u
e
 a
n
d
 B
r
o
w
n
 Books, 
Blackwell, 1
9
6
9
,
 

p.15. 
し
か
し
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
そ
の
後
、
若
干
見
解
を
修
正

し
て
い
る
。

Cf.,
L.Wittgenstein, 
・
C
a
u
s
e
 a
n
d
 Effect', 
in 
J.C.Klagge 
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(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(
9
)
 

(
8
)
 

(
6
 

(
7
 

(
5
)
 

(
4
)
 

(
3
)
 

(
2
)
 

a
n
d
 A
.
N
o
r
d
m
a
n
n
 (eds), P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l
 
O
c
c
a
s
i
o
n
s
 1
8
8
9
-
1
9
5
1
,
 

H
a
c
k
e
t
t
 p
u
b
l
i
s
h
i
n
g
 
c
o
m
p
a
n
y
,
 1993. 

Cf., 
R
H
u
r
s
t
h
o
u
s
e
,
 ・Inten g
 
n', 
in 
R
 Te
i
c
h
m
a
n
n
 (eds), Lo. 唸
C
9
Gミ
se

応

A
c
t
i
o
n
:
 Es
s
a
y
s
 in 
h
o
n
o
u
r
 o
f
 E
l苔
ibeth
A
苔
c
o
m
b
e
,
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 

U
n
i
v
e
r
a
i
t
y
 P
r
e
s
s
 ̀
 
2
0
0
 0
 ,p.84. 

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、
主
た
る
理
由
の
「
両
者
と
も
に
言

及
す
る
の
は
一
般
に
は
余
計
な
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
、
欲
求
の
方
が

明
示
的
に
言
及
さ
れ
、
信
念
は
言
及
さ
れ
な
い
と
い
う
例
を
挙
げ
た
が
、

も
ち
ろ
ん
そ
の
逆
で
も
そ
の
行
為
を
合
理
化
で
き
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

D
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
『
行
為
と
出
来
事
』
服
部
裕
幸
他
訳
、
勁
草

書
房
、
一
九
九

0
年
、
七
頁
、
参
照
。

以
上
で
挙
げ
ら
れ
た
ふ
た
つ
の
例
は
、

S
・
エ
ヴ
ニ
ン
『
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
』

宮
島
昭
二
訳
、
勁
草
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一

0
―
頁
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

C
f
 :
 D
.
D
a
v
i
d
s
o
n
 ̀
 
E
s
s
a
y
s
 o
n
 A
c
t
i
o
n
s
 a
n
d
 E
器
nts
`
 
C
l
a
r
e
n
d
o
n
 press, 

1980,pp.68

—73. 

ibid.
｀
 
p.79. 

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
自
身
は
、
逸
脱
的
因
果
連
鎖
の
事
例
を
取
り
除
く
よ
う

な
仕
方
で
意
図
的
行
為
に
関
す
る
十
分
条
件
を
与
え
る
可
能
性
を
断
念
し

て
い
る
。

Cf.,
D
a
v
i
d
s
o
n
,
 op. cit :
 p.79. 
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
、
前
掲
訳
書
、

三
0
四
頁
、
参
照
。

こ
の
用
語
は
、

G
.
E
.
M
・
ア
ン
ス
コ
ム
『
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン
』
菅
豊
彦
訳
、

産
業
図
書
、
一
九
八
四
年
、
四

0
頁
に
依
拠
し
て
い
る
。

Cf•• 

H
u
r
s
t
h
o
u
s
e
 ̀
 
p.96, 
S
.
S
c
h
r
o
d
e
r
,
'
A
r
e
 
R
e
a
s
o
n
s
 
C
a
u
s
e
s●

',in 

S
.
S
c
h
r
o
d
e
r
 (eds), 
Wittgenstein a
n
d
 C
o
n
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 o
f
 

Mミ
d,
P
a
l
g
r
a
v
e
,
 2
0
0
1
,
 p.152. 

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
、
前
掲
訳
書
、
一
五
頁
。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
、
前
掲
訳
書
、
一
六
頁
。

ア
ン
ス
コ
ム
、
前
掲
訳
書
、
三
一
二
頁
、
参
照
。

Cf., 
S
.
S
c
h
r
o
d
e
r
,
 op. cit. ,
 

pp.157

—

161. 

R

・
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
も
同
様
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。C
f
•
•
H
u
r
s
t
h
o
u
s
e
,
 

(18) 

(19) 

(17) 

(16) 

(15) 

（
し
げ
た
け
ん

o
p
.
c
i
i
:
 p.85. 

G
.
E
.
M
.
A
n
s
c
o
m
b
e
,
 ̀
 

T
h
e
 
C
a
u
s
a
t
i
o
n
 
of 
A
c
t
i
o
n
'
i
n
 
C
.
G
i
n
e
t
 
a
n
d
 

S
.
S
h
o
e
m
a
k
e
r
 (eds) 
,
K
n
o
w
l
e
d
g
e
 a
n
d
 M
i
n
d
 ̀
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 

P
r
e
s
s
,
 1
9
8
0
 ̀
 
p.184. 

G
.
E
.
M
・
A
n
s
c
o
m
b
e
 
`• 

E
v
e
n
t
s
 in 
M
i
n
d
 ̀
 in 

T
h
e
 Collected Philosophical 

芯
p
e
r
s
o
f
 G
.
E
.
M
A
n
s
c
o
m
b
e
 ̀00 l.II,Metaphsics a
n
d
 the P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 

o
f
 M
i
n
d
,
 B
l
a
c
k
w
e
l
l
,
 1
9
8
1
 ̀
 
p.63. 

こ
の
例
は
、
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
論
文
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
。

Cf•• 

H
u
r
s
t
h
o
u
s
e
 ̀
o
p
.
c
i
t
:
 p
p
.
9
1ー

92.

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
、
前
掲
訳
書
、
一
七
頁
。

Cf. ｀
 
D
a
v
i
d
s
o
n
,
 op. 
cit :
 p.222. 例
え
ば
、
架
橋
法
則
の
存
在
し
な
い
こ
と

の
論
証
の
一
例
と
し
て
、
ア
ン
ス
コ
ム
に
よ
る
次
の
よ
う
な
議
論
が
あ
げ
ら

れ
る

(cf.,
G
.
E
.
M
A
n
s
c
o
m
b
e
,
'
T
h
e
 C
a
u
s
a
t
i
o
n
 of Action', pp.182ー

1悠）。

あ
る
タ
イ
プ
の
神
経
生
理
学
的
な
状
態
の
成
立
が
あ
る
心
理
学
的
な
状
態
の

成
立
の
十
分
条
件
で
あ
る
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
の
心
理
学
的
状
態
を
例
え
ば

「
銀
行
B
は
木
曜
日
の

9
時
に
開
店
す
る
」
と
い
う
信
念
だ
と
し
よ
う
。

こ
の
心
理
学
的
な
状
態
の
十
分
条
件
で
あ
る
神
経
生
理
学
的
状
態
は
、
そ
の

よ
う
な
信
念
が
自
然
に
生
ず
る
状
況
の
外
で
、
人
工
的
に
産
出
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
例
え
ば
、
銀
行
も
時
計
も
存
在
し
て
い
ず
、
ま
た

曜
日
と
い
う
観
念
が
そ
の
生
活
に
お
い
て
全
く
な
ん
の
役
割
も
果
た
し
て
お

ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
も
な
い
あ
る
人
に
つ
い
て
、
そ
の

神
経
生
理
学
的
な
状
態
を
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
人

に
つ
い
て
「
銀
行
B
は
木
曜
日
の
9
時
に
開
店
す
る
」
と
い
う
信
念
を
帰

属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
自
分
が
そ
の
意
味
を
全
く
理
解
で

き
な
い
（
つ
ま
り
そ
の
環
境
に
お
い
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
使
用
し
て
よ
い

か
分
か
ら
な
い
）
命
題
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
ろ

、つ

哲
学
哲
学
史
・
博
士
後
期
課
程
）
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