
 

言
い
訳
、
い
い
わ
け
、
ま
っ
た
く
の
言
い
訳 

「
ち
ょ
っ
と
怪
し
げ
な
哲
学
入
門
」
が
ま
っ
た

く
言
い
訳
の
哲
学
入
門
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

「
ア
ド
ラ
ー
心
理
学
入
門
」
と
あ
と
二
冊
ほ
ど

読
ん
で
、
ぜ
ひ
、
お
話
を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

「
予
習
で
創
る
授
業
づ
く
り
」
が
佳
境
に
入
っ
て

い
て
、
趣
味
の
卓
球
も
休
止
し
、
誘
惑
も
す
べ
て

断
ち
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
子
ど
も
の
ノ
ー
ト
と
教

科
書
を
読
ん
で
は
原
稿
を
打
っ
て
い
ま
す
。 

ア
ド
ラ
ー
の
原
因
論
、
目
的
論
の
考
え
方
は
私
に

と
っ
て
は
目
か
ら
鱗
の
衝
撃
で
し
た
。 

 

も
う
一
つ
「
ア
ド
ラ
ー
心
理
学
入
門
」
を
読
ん

で
い
て
気
付
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ

は
「
モ
チ
モ
チ
の
木
」
で
の
豆
太
の
行
動
に
つ
い

て
の
分
析
で
す
。
自
己
受
容
、
他
者
信
頼
、
他
者

貢
献
と
い
う
こ
と
が
見
事
に
モ
チ
モ
チ
の
木
で
は

描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
僕
は
ア
ド
ラ
ー
を
読
み

な
が
ら
「
た
ぬ
き
の
糸
車
」「
ス
イ
ミ
ー
」「
モ
チ

モ
チ
の
木
」「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」「
大
造
じ
い
さ
ん
と

ガ
ン
」「
海
の
命
」
の
教
材
分
析
を
し
て
い
る
の
で

す
。
ま
だ
う
ま
く
語
れ
ま
せ
ん
が
、
き
っ
と
い
つ

か
み
な
さ
ん
に
語
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

言
い
訳
で
申
し
訳
な
い
で
す
が
、「
予
習
で
創
る

授
業
づ
く
り
」
の
ご
ん
ぎ
つ
ね
の
教
材
分
析
を
お

詫
び
の
つ
も
り
で
掲
載
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
お

役
に
た
て
ば
な
に
よ
り
で
す
。
ま
た
ご
意
見
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。 

二
、
物
語
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
教
材
分
析 

 

主
人
公
の
ご
ん
は
こ
の
物
語
の
中
で
、
三
度
の

成
長
、
変
革
を
と
げ
ま
す
。
ま
ず
、
い
た
ず
ら
好

き
の
ご
ん
が
「
死
ん
だ
の
は
、
兵
十
の
お
っ
か
あ

だ
」
と
気
づ
き
、
自
分
の
い
た
ず
ら
を
後
悔
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。「
夜
で
も
、

昼
で
も
、
辺
り
の
村
に
出
て
き
て
、
い
た
ず
ら
ば

か
り
し
ま
し
た
。」
と
い
う
ご
ん
に
と
っ
て
、
後
悔

な
ど
と
い
う
こ
と
は
皆
無
だ
っ
た
に
違
い
な
い
か

ら
で
す
。
そ
の
ご
ん
が
後
悔
し
た
の
で
す
。 

し
か
し
、
こ
の
変
革
は
序
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し

た
。
次
に
「
お
れ
と
同
じ
、
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
の
兵

十
か
。」
と
知
っ
た
と
き
、
ご
ん
は
ほ
ん
と
う
に
兵

十
の
寂
し
さ
や
悲
し
み
が
解
り
、
大
き
く
変
革
を

と
げ
る
の
で
す
。
ご
ん
の
行
動
は
こ
れ
以
後
大
き

く
か
わ
り
ま
す
。
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
の
兵
十
へ
の
お

も
い
や
り
、
な
ん
と
か
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
同
士
か
か

わ
り
合
え
な
い
も
の
か
と
い
う
切
な
い
思
い
が
読

む
側
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

し
か
し
、
こ
の
思
い
は
伝
わ
ず
、
ご
ん
の
行
い
は

神
様
の
せ
い
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
ご
ん 

は
「
・
・
神
様
に
お
礼
を
言
う
ん
じ
ゃ
あ
、
お

れ
は
引
き
合
わ
な
い
な
あ
」
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら

も
、「
そ
の
あ
く
る
日
も
」
く
り
を
持
っ
て
兵
十
の

う
ち
に
出
か
け
て
い
く
の
で
す
。
こ
れ
は
ご
ん
の

兵
十
へ
の
思
い
が
か
か
わ
り
合
い
た
い
、
自
分
と

気
づ
い
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
を
持
ち
つ
つ
も
、

無
償
の
愛
へ
変
革
を
と
げ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

ま
す
。 

ご
ん
が
こ
の
よ
う
に
変
革
を
と
げ
成
長
し
て
高

み
へ
と
た
ど
り
着
き
つ
つ
あ
っ
た
と
き
、
こ
と
も

あ
ろ
う
に
愛
し
て
止
ま
な
い
。
唯
一
か
か
わ
り
た

ま
っ
た
く
怪
し
げ
な
哲
学
入
門 
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か
っ
た
兵
十
に
撃
た
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
こ

に
こ
の
物
語
の
悲
劇
の
大
き
さ
が
あ
る
の
で
す
。 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
悲
劇
は
ご
ん
の
側
に
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
一
瞬
に
し
て
す
べ
て
を
悟
っ
た
兵
十

の
側
に
も
深
い
悲
し
み
を
も
た
ら
す
物
語
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
。 

子
ど
も
た
ち
は
、こ
の
悲
劇
を
ご
ん
の
側
か
ら
も
、

兵
十
の
側
か
ら
も
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
で
、
そ
れ
な
り
の
感
想
や
ご
ん
、

兵
十
へ
の
お
手
紙
な
ど
を
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

し
か
し
、
こ
の
物
語
の
主
題
、「
こ
の
物
語
で
新

美
南
吉
さ
ん
は
読
者
に
ど
ん
な
こ
と
を
伝
え
た
か

っ
た
の
で
し
ょ
う
。」「
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
悲

劇
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
問
っ

て
み
る
と
な
か
な
か
芳
し
い
意
見
が
出
て
こ
な
い

の
で
す
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
指
導
に
何
か
問
題
点

が
あ
る
の
で
す
。
私
た
ち
指
導
す
る
側
が
十
分
に

主
題
を
把
握
し
て
い
な
い
か
ら
子
ど
も
た
ち
も
主

題
を
把
握
で
き
な
い
と
言
っ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
す
。 

 

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
悲
劇
が
起
こ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
兵
十
や
加
助
や
中
山
の
人
た

ち
の
ご
ん
に
対
す
る
偏
見
が
悲
劇
の
根
本
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ご
ん
は
「
い
た
ず
ら
な
や

つ
」
で
「
く
り
や
ま
っ
た
け
を
持
っ
て
く
る
よ
う

な
や
つ
」
で
は
な
い
。
人
の
た
め
に
よ
い
こ
と
を

す
る
の
は
人
間
か
そ
う
で
な
け
れ
ば
神
様
・
・
・

動
物
が
人
間
の
た
め
に
良
い
こ
と
を
す
る
な
ん
て

あ
り
得
な
い
」
こ
ん
な
偏
見
が
す
べ
て
の
考
え
や

気
づ
き
を
停
止
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。 

こ
の
悲
劇
的
展
開
の
伏
線
は
初
め
の
大
段
落
に

ち
ゃ
ん
と
作
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
が
こ
の
三
つ
の
い
た
ず
ら
で
す
。 

・
い
も
を
掘
り
散
ら
す 

・
菜
種
が
ら
に
火
を
つ
け
る 

・
と
ん
が
ら
し
を
む
し
り
と
る 

こ
れ
を
茂
平
じ
い
さ
ん
か
ら
聞
い
た
お
話
と
い
う

設
定
か
ら
類
推
す
る
と
、
な
ん
ぼ
い
た
ず
ら
ぎ
つ

ね
と
は
言
え
、「
菜
種
が
ら
に
火
を
つ
け
る
」
ま
で

は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
村
人
の
き
つ
ね
に
対
す
る

偏
見
が
多
分
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
読
み
が

で
き
ま
す
。 

子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
三
つ
の
い
た
ず
ら
に
焦
点

を
あ
て
て
や
る
と
ち
ゃ
ん
と
村
人
た
ち
の
偏
見
状

態
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

物
語
の
中
で
、
ご
ん
は
ど
ん
ど
ん
変
革
し
高
み

へ
上
っ
て
い
く
の
に
、
兵
十
を
は
じ
め
村
人
は
な

に
一
つ
変
革
す
る
こ
と
な
く
偏
見
を
持
ち
続
け
て

い
る
の
で
す
。
唯
一
、
兵
十
が
気
づ
い
て
く
れ
る

の
で
は
と
、
ご
ん
も
読
者
も
期
待
し
、「
月
の
い
い

ば
ん
」
か
ら
「
お
念
仏
が
す
む
」
ま
で
わ
く
わ
く

す
る
の
で
す
が
、
加
助
の
言
葉
で
そ
の
思
い
も
打

ち
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。 

 

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
公
開
授
業
で
は
最
後
の
場

面
が
よ
く
扱
わ
れ
ま
す
が
、
主
題
を
確
か
な
も
の

に
す
る
た
め
に
は
そ
の
前
の
「
月
の
い
い
ば
ん
」

か
ら
「
お
念
仏
が
す
む
」
ま
で
の
読
み
深
め
が
大

切
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
す
。

こ
の
場
面
の
授
業
で
「
な
ぜ
気
づ
か
な
い
の
だ
ろ

う
」
と
問
い
か
け
、
ご
ん
を
取
り
巻
く
状
況
を
考

え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
立
ち
ど
ま
り

が
、
子
ど
も
た
ち
の
読
み
を
深
め
、
主
題
へ
の
ア

プ
ロ
―
を
深
め
る
き
っ
か
け
を
つ
く
る
と
確
信
し

て
い
ま
す
。 

 

兵
十
を
含
め
た
村
人
の
ご
ん
と
い
う
よ
そ
者
、

異
質
な
も
の
へ
の
偏
見
が
事
実
を
み
る
こ
と
を
妨

げ
、結
局
は
二
人
を
悲
劇
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
。 

こ
の
よ
う
に
主
題
を
考
え
て
い
く
と
「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
で
作
者
が
読
者
に
訴
え
る
も
の
は
私
た
ち

の
身
近
に
あ
る
課
題
と
し
て
、
ま
た
人
類
の
克
服

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今
日
の
課
題
と
し
て
普
遍

性
を
持
っ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
す
。 


