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腕
の
傷
が
痛
む
と
き
、

そ
の
痛
み
は
た
し
か
に
そ
の
腕
の
傷
の
と
こ
ろ
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
傷
そ
の
も
の
が
痛
み
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
傷
は

化
膿
し
て
い
た
り
、
赤
く
腫
れ
上
が
っ
て
い
た
り
、
深
く
扶
れ
て
い
た
り
、
等
々
の
性
質
を
も
ち
う
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
と
同
じ
意
味
で
傷
が
痛
み
と
い
う
性
質
を

も
つ
わ
け
で
は
な
い
口
し
か
し
、

そ
う
か
と
い
っ
て
、

む
ろ
ん
傷
口
か
ら
脳
に
向
か
う
神
経
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
脳
の
あ
る
部
分
の
あ
る
状
態
の
う
ち
に
痛
み
が
あ
る

と
い
う
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
。
た
と
え
、
神
経
生
理
学
が
諮
る
よ
う
に
、
脳
の

c
繊
維
の
興
奮
が
痛
み
の
生
起
と
対
応
し
て
い
る
と
し
て
も
、

c
繊
維
の
興
奮
が
痛
み
で

あ
る
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
腕
の
傷
の
い
か
な
る
性
質
も
痛
み
と
似
て
も
似
つ
か
な
い
よ
う
に
、

c
繊
維
の
興
奮
も
少
し
も
痛
み
と
似
て
い
な
い
。

と
す

れ
ば
、
こ
の
物
理
的
世
界
の
う
ち
に
痛
み
の
占
め
る
場
所
は
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

痛
み
に
つ
い

る
こ
と
は
、
感
性
的
経
験
の
現
象
的
、
感
覚
的
性
質
、

い
わ
ゆ
る
感
覚
質

(25一
広
)
一
般
に
当
て
は
ま
る
。
見
え
る
色
、
関
こ
え
る
音
、
膜
が
れ

る
臭
い
、
味
わ
わ
れ
る
味
は
、
物
理
的
世
界
の
ど
こ
に
も
存
在
の
場
所
を
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り

そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
物
理
的
性
質
と
も

ヰ小

た
物
理
的
性
質
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
ど
の
よ
う
な
高
次
の
機
能
的
性
質
と
さ
え
、
同
一
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
感
覚
質
の
存
在
は
物
理
主
義
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
大
き
な
障
害
と
な
る
口
じ
っ
さ
い
、
感
覚
質
の
存
在
に
基
づ
い
て
物
理
主
義
を
批
判
す
る
論
者
も
い
る
。

し
か
し
、

か
れ
ら
の
議
論
は
批
判
と
し
て
は
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
も
つ
も
の
の
、
積
極
的
な
説
明
と
な
る
と
は
な
は
だ
こ
こ
ろ
も
と
な
い
。

か
れ
ら
は
、
感
覚
質
と
物

理
的
世
界
の
関
係
、

ひ
い
て
は
心
身
問
題
一
般
に
た
い
し
て
、
何
か
積
極
的
な
展
望
を
与
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
展
望
が
与
え
ら
れ
な
い

か
ぎ
り
、
物
理
的
世
界
の
因
架
的
完
結
牲
や
無
機
物
か
ら
有
機
物
へ
の
進
化
と
い
っ
た
点
を
考
え
て
み
た
だ
け
で
も
、

そ
う
簡
単
に
物
理
主
義
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
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か
な
い
だ
ろ
う

D

じ
っ
さ
い
、
反
物
理
主
義
者
の
議
論
に
た
い
し
て
は
、
物
理
主
義
者
の
側
か
ら
い
く
つ
か
の
応
答
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
応
答
は

反
物
浬
主
義
者
を
納
得
さ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
石
う
か
。
本
稿
で
は
、
物
理
主
義
者
の
応
答
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
感
覚
実
の
存
在
は
物
理
主
義
に
と
っ

て
依
然
と
し
て
問
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
「
知
識
論
法
」

ま
ず
感
覚
質
の
存
在
に
基
づ
い
て
物
理
主
義
を
批
判
す
る
議
論
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う
古
そ
の
よ
う
な
議
論
と
し
て
は
、
ネ

l
ゲ
ル
の
も
の
と
そ
れ
を
洗
練
し
た
ジ
ャ

ク
ソ
ン
の
議
論
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
と
で
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

た
だ
し
、
乙
こ
で
言
う
物
理
的
情
報
に
は
、
物
理
学
や

化
学
、
生
物
学
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
情
報
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
脳
状
態
の
機
能
的
役
割
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
の
情
報
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
心
的
状

ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
ま
ず
、
物
理
主
義
を
、

す
べ
て
の
情
報
は
物
理
的
情
報
で
あ
る
と
い
う
説
と
し
て
規
定
す
る
。

態
に
か
ん
す
る
い
わ
ゆ
る
機
能
主
義
も
ま
た
こ
こ
で
は
物
理
主
義
に
算
入
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
物
理
主
義
を
広
く
規
定
し
た
う
え
で
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
思
考
実
験
を
展
開
す
る
。

い寺小、

メ
ア
リ
!
と
い
う
途
方
も
な
く
有
能
な
科
学
者

が
い
る
と
し
よ
う
。
彼
女
は
、
あ
る
理
由
で
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
モ
ノ
ク
ロ
の
部
屋
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、

モ
ノ
ク
ロ
の
テ
レ
ピ
を
通
じ
て
の
み
外
界
と
接
触
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
は
ま
だ
一
度
も
モ
ノ
ク
ロ
以
外
の
色
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
彼
女
は
視
覚
の
神
経
生
理
学
を
専
攻
し
、
視
覚
に
か
ん
す
る
あ

ら
ゆ
る
物
理
的
情
報
を
習
得
す
る
。
た
と
え
ば
、
空
か
ら
ど
の
よ
う
な
波
長
の
光
が
網
膜
に
達
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
網
膜
の
神
経
細
胞
が
ど
の
よ
う
に
興
奮
し
、

そ
の
興

奮
を
伝
え
ら
れ
た
視
覚
中
枢
が
ど
う
変
化
し
、

そ
の
変
化
が
ど
の
よ
う
に
し
て
や
が
て
声
帯
を
震
わ
せ
て
「
空
が
青
い
L

と
い
う
音
声
を
発
せ
さ
せ
る
か
を
す
べ
て
知
っ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
人
が
空
を
見
て
「
空
が
青
い
」
と
言
う
と
き
、

そ
こ
で
生
起
す
る
こ
と
に
か
ん
す
る
あ
ら
ゆ
る
物
理
的
情
報
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る

D

そ
の

よ
う
な
彼
女
が
モ
ノ
ク
ロ
の
部
屋
か
ら
解
放
さ
れ
て
青
や
赤
の
色
を
見
た
と
き
、
彼
女
は
何
か
新
た
な
情
報
を
獲
得
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
、
彼
女
は

明
ら
か
に
新
た
な
情
報
を
獲
得
す
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
は
そ
の
と
き
初
め
て
、
青
く
見
え
る
と
い
う
こ
と
が
、ど
の
よ
う
な
乙
と
で
あ
る
か
を
知
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

モ
ノ
ク
ロ
の
部
屋
を
出
る
前
の
彼
女
は
視
覚
に
か
ん
し
て
す
べ
て
の
物
理
的
情
報
を
も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
情
報
は

視
覚
に
か
ん
し
て
完
全
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
物
理
的
情
報
で
は
な
い
よ
う
な
情
報
が
あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
物
理
主
義



の
否
定
で
あ
る
。

こ
の
議
論
は
、
単
純
化
す
れ
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

(
1
)
 
メ
ア
リ

l
は
物
理
的
情
報
を
す
べ
て
知
っ
て
い
る
。

2 

メ
ア
リ

l
は
背
く
見
え
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
。

ゆ
え
に

(3) 
物
理
的
な
情
報
で
は
な
い
よ
う
な
情
報
が
あ
る
。

な
お
知
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
物
理
主
義
批
判
の
絞
呂
で
あ
る
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
こ
の
議
論
を
み
ず
か
ら
「
知
識
論
法
(
穴
口
。
宅
-
包
問
。
〉

a
c
E
O
E
)
」
と
称
す
る
の
も
そ
の

こ
こ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
「
知
る
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
物
理
的
な
こ
と
が
ら
を
す
べ
て
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

た
め
で
あ
る
。
が
、
局
知
の
よ
う
に
、
「
知
る
」
と
い
う
概
念
は
き
わ
め
て
多
義
的
で
綬
昧
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
概
念
に
厳
密
な
論
証
の
役
割
を
担
わ
せ
る
の
は
、
少
々

荷
が
重
す
ぎ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、

ジ
ャ
ク
ソ
ン
へ
の
反
論
も
こ
の
概
念
の
多
義
性
に
集
中
し
て
い
る
。

な
お
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
、
感
覚
質
を
物
理
的
な
性
質
で
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、
感
覚
質
に
か
ん
し
て
随
伴
現
象
説
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
質
は
何
ら
か
の
脳
状
態

に
よ
っ
て
引
き
起
ζ

さ
れ
る
が
、

い
か
な
る
物
理
的
な
結
果
も
引
き
起
こ
さ
な
い
口

つ
ま
り
、
物
理
的
世
界
に
た
い
し
て
ま
っ
た
く
無
力
で
あ
る
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
こ
の

よ
う
な
考
え
方
の
奇
妙
さ
を
何
と
か
緩
和
し
よ
う
と
さ
ま
ざ
ま
な
弁
明
を
行
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
立
ち
入
ら
な
い
。
む
し
ろ
、

か
れ
の
知
識
論
法
そ
の
も
の
を
吟

味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
論
法
そ
れ
自
体
が
け
っ
し
て
確
固
た
る
も
の
で
は
な
く
、
深
刻
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

命
題
知
か
、

そ
れ
と
も
能
力
か

荷主

カ

説

局
知
の
よ
う
に
、
「
知
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
命
題
的
な
知
識
を
表
す
場
合
と
、
技
術
的
な
知
識
つ
ま
り
能
力
を
表
す
場
合
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
地
球
が
ま
る
い

こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
地
球
が
ま
る
い
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
あ
る
一

の
事
実
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
命
題
知
で
あ
る
。
こ
れ

は
た
い
し
て
、
自
転
車
の
乗
り
方
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
何
ら
か
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
転
車
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
、

つ
ま
り
そ
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(6) 

の
よ
う
な
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(1) 

ネ
ミ
ロ
ウ
に
よ
れ
ば
、
均
一
月
く
見
え
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
命
題
知
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
背

く
見
え
る
と
い
う
経
験
を
そ
の
よ
う
な
経
験
と
し
て
直
接
的
に
識
別
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
経
験
を
想
起
し
た
り
、
想
像
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
青
く
見
え
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
に
つ
い
て
の
知
識
は
こ
の
種
の
能
力
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
特
殊
な
事
実
に
つ
い
て
の
知
識
で
は
な
い
。

つ

ま
り
、
背
く
見
え
る
と
い
う
経
験
が
あ
る
一
定
の
感
覚
質
を
も
っ
と
い
う
特
殊
な
事

E

笑
が
あ
っ
て
、

そ
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
と
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

経
験
の
感
覚
質
に
つ
い
て
の
知
識
を
能
力
と
し
て
浬
解
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
知
識
論
法
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
容
易
に
看
取
で
き
る
。
青
く
見
え
る
と
い
う
経
験

を
も
っ
て
初
め
て
、

そ
の
経
験
を
も
つ
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
を
メ
ア
リ
ー
が
知
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
と
き
メ
ア
リ

1
が
得
た
の
は
、
物
理
的
な
事
実
で

は
な
い
よ
う
な
あ
る
特
殊
な
事
笑
に
つ
い
て
の
知
識
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
能
力
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
物
理
的
な
事
実
で
は
な
い
よ
う
な
事
実
が
あ
る
と
い
う

」
と
は
帰
結
し
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
あ
る
経
験
を
も
っ
て
初
め
て
そ
の
経
験
の
感
覚
質
を
知
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
と
と
に
つ
い
て
も
、
容
易
に
説
明
が
つ
く
。
そ
れ
は
、
感
覚
質
が
じ
っ
さ
い
に

そ
れ
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
知
ら
れ
な
い
よ
う
な
主
観
的
な
性
質
だ
か
ら
で
は
な
く
、
命
題
知
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
能
力
は
獲
得
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

自
転
車
の
乗
り
方
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
口
頭
で
説
明
を
受
け
、

ま
た
そ
の
説
明
を
完
全
に
理
解
し
た
と
し
て
も
、
自
転
車
に
乗
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

ご
、
ノ
こ
斗
1

品、

斗
/
ぃ
0
1
v
p
t

じ
っ
さ
い
に
自
転
車
に
乗
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
青
く
見
え
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
と
と
か
に
つ
い
て
の
知
識
が
能
力
だ

と
す
れ
ば
、
青
く
見
え
る
と
い
う
経
験
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
命
題
知
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

じ
っ
さ
い
に
そ
の
経
験
を
し
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

そ
の
経
験

を
そ
れ
と
し
て
直
接
的
に
識
別
し
た
り
、
想
起
し
た
り
、
想
像
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
物
理
的
な
知
識
は
命
題
知
で
あ
る
。
し
た

A
V

、A

、ノ
p

，、

品川
N

J

M

ヴ‘、

メ
ア
リ
ー
は
ど
れ
ほ
ど
完
全
な
物
理
的
知
識
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
青
く
見
え
る
と
い
う
経
験
を
じ
っ
さ
い
に
も
た
な
け
れ
ば
、

そ
の
経
験
の
感
覚
質
に

つ
い
て
の
知

J

誠
、
す
な
わ
ち
能
力
を
獲
得
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

経
験
の
感
覚
質
に
つ
い
て
の
知
識
を
能
力
と
み
な
そ
う
と
す
る
人
は
、
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
流
の
考
察
を
援
用
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
言
葉
の
意
味
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、

そ
の
一
一
一
一
同
葉
を
適
切
に
使
用
で
き
る
と
い
う
乙
と
に
ほ
か
な
ら
い
。
言
葉
の
意
味
を
知
っ
て
い



る
か
ら
、

そ
の
言
葉
を
適
切
に
使
用
で
き
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
両
者
は
同
じ
と
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
葉
に
は
何
か
意
味
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
を

知
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
「
意
味
な
る
も
の
」
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
一
一
一
商
業
が
あ
る
一
定
の
意
味
を
も
っ
と
い

う
何
か
あ
る
特
殊
な
事
実
が
あ
っ
て
、

そ
れ
を
知
る
と
と
が
そ
の
言
葉
の
適
切
な
使
用
を
可
能
に
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

(
8
)
 

け
で
あ
り
、

こ
の
能
力
を
も

つ
こ
と
が
言
葉
の
意
味
を
知
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る。

た
だ
言
葉
の
適
切
な
使
用
能
力
が
あ
る
だ

能
力
説
へ
の
反
論

こ
う
し
て
、
経
験
の
感
覚
質
に
つ
い
て
の
知
識
を
能
力
と
し
て
理
解
す
る
と
と
に
よ
り
、
あ
る
'
経
験
が
あ
る
一
定
の
感
覚
質
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
特
殊
な
事
実
、
非

物
理
的
で
主
観
的
な
事
実
の
存
在
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、

は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
能
力
が
物
理
主
義
的
に
説
明

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
非
物
理
的
で
主
観
的
な
事
実
の
存
在
を
前
提
せ
ず
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
可
能
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
一
一
一
一
同
業
の
意
味
と
の
類
比
を
山
服
す
こ
と
は
そ
う
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
た
し
か
に
、

言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
し
て

あ
る
の
か
理
解
し
が
た
く
、

そ
れ
ゆ
え
そ
の
存
在
が
疑
わ
れ
で
も
仕
方
が
な
い
が
、
経
験
の
感
覚
質
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
は
そ
れ
を
経
験
し
た
こ
と
の

あ
る
者
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
の
知
識
を
そ
の
言
葉
の
使
用
能
力
と
み
な
す
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
経

験
の
感
覚
一
質
に
つ
い
て
の
知
識
を
あ
る
種
の
能
力
と
み
な
す
こ
と
が
妥
一当
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
む
し
ろ
『
、
こ
の
場
合
は
、

そ
の
よ
う
な
知
識
を
前
提
に
し
て
初
め

て
、
そ
の
種
の
能
力
も
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。

か
れ
に
よ
れ
ば
、
痛
み
の
経
験
を
痛
み
の
そ
れ
と
し
て
直
接
的
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
痛
み
の
経
験
が
ど
の
よ
う

な
感
覚
一
演
を
も
っ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
に
つ
い
て
の
知
識
そ
れ
自
体
が
能
力
だ
と

ウ
オ
ー
ナ
ー
は
ま
さ
に
そ
う
考
え
る
。

い
う
の
で
は
な
く
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
命
題
知
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
命
題
知
に
よ
っ
て
、
痛
み
の
経
験
の
直
接
的
な
識
別
能
力
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
爪
切
り

が
ど
こ
に
あ
る
か
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
爪
切
り
を
探
す
こ
と
な
く
直
ち
に
そ
れ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ

る
か
を
知

っ
て
い
る
か
ら
乙
そ
、
痛
み
の
経
験
を
そ
れ
と
し
て
直
接
的
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。

こ
の
考
え
を
補
強
す
る
た
め
に
、

ウ
オ
ー
ナ
ー
は
直
接
的
識
別
能
力
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
物
理
主
義
的
説
明
も
、
感
覚
に
か
ん
す
る
訂
正
不
可
能
性
テ
ー
ゼ
に
抵
触
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す
る
か
ら
、

そ
の
能
力
を
適
切
な
仕
方
で
物
理
主
義
的
に
説
明
す
る
と
と
が
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
か
れ
は
訂
正
不
可
能
性
テ

i
ゼ
を
無
条
件
に
-
認
め
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
あ
る
条
件
を
付
け
て
そ
れ
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、

寸
あ
る
人
が
自
分
は
痛
み
を
感
じ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
人
の
痛
み
の
識
別
能
力
が
損
な
わ
れ
て

い
な
い
か
ぎ
り
、
必
然
的
に
そ
の
人
の
信
念
は
真
で
あ
る

|
|
つ
ま
り
じ
っ
さ
い
に
痛
み
を
感
じ
て
い
る
」
と
い
う
と
と
を
認
め
る
。
し
か
も
こ
こ
で
の
必
然
性
は
た
ん

な
る
因
果
的
な
必
然
性
で
は
な
く
、

そ
れ
よ
り
も
強
い
必
然
性
、

い
か
な
る
も
の
も
臼
く
か
っ
透
明
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
の
必
然
性
に
匹
敵
す
る
よ

う
な
「
厳
格
な
必
然
性
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
訂
正
不
可
能
性
テ
ー
ゼ
が
直
接
的
識
別
能
力
に
か
ん
す
る
物
理
主
義
的
説
明
と
両
立
し
な
い
と
主
張
さ
れ
る
の
は
、
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ォ

1

ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
物
理
主
義
的
な
説
明
で
は
、
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
も
ま
た
ひ
と
つ
の
物
理
的
状
態
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
外
界
の
物
理
的
状
態
の
場
合
と
同
様
、
痛
み

の
経
験
に
か
ん
す
る
直
接
的
な
識
別
能
力
も
、
あ
る
物
理
的
状
態
か
ら
あ
る
一
定
の
信
念
を
因
果
的
に
産
出
す
る
物
理
的
機
構
と
い
う
ζ

と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
外
界
の
物
理
的
状
態
の
場
合
と
同
様
、
痛
み
の
場
合
に
も
訂
正
不
可
能
性
テ
ー
ゼ
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
あ
る
動
物
を
見

て
、
そ
れ
が
キ
ツ
ネ
で
あ
る
こ
と
を
直
接
的
に
識
別
す
る
場
合
、

キ
ツ
ネ
に
か
ん
す
る
識
別
能
力
が
損
な
わ
れ
て
い
な
く
て
も
、

し
た
が
っ
て
そ
の
動
物
が
と
れ
以
上
キ

ツ
ネ
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
く
ら
い
キ
ツ
ネ
に
見
え
た
と
し
て
も
、

そ
の
動
物
が
キ
ツ
ネ
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
。
そ

の
も
の
は
キ
ツ
ネ
に
似
た
犬
か
も
し
れ
な
い
し
、

ま
た
木
製
の
人
形
で
さ
え
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
キ
ツ
ネ
の
場
合
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
信
念
が
誤
り
う

る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
痛
み
の
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
痛
み
の
経
験
も
ま
た
物
理
的
状
態
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
信
念
も

ま
た
誤
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
痛
み
の
経
験
の
場
合
は
別
だ
と
す
れ
ば
、

な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
痛
み
の
経
験
が
あ
る
一
定
の
感
覚
質
を
も
っ
と
い
う
事
実
の
特
殊
性
の
ゆ
え
で
は

(は
)

ウ
オ
ー
ナ
ー
は
さ
ら
に
、
機
能
主
義
的
な
見
解
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
訂
正
不
可
能
性
テ
ー
ゼ
は
説
明
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
。

た
し
か
に
、
痛
み
を
感
じ
る
と
い
う

信
念
に
た
い
し
て
機
能
主
義
的
な
定
義
を
試
み
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
こ
の
信
念
の
訂
正
不
可
能
性
を
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
痛
み
を
感
じ
る
と
い

う
信
念
の
機
能
的
役
割
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
痛
み
を
感
じ
る
と
い
う
状
態
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
り
ば
、
痛
み
を
感
じ
る
と
い
う
信
念
を
も

っ
と
き
に
は
、
必
ず
痛
み
の
経
験
が
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
信
念
は
痛
み
を
感
じ
る
と
い
う
内
容
の
信
念
で
は
な

く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
に
た
い
し
て
ウ
ォ
!
ナ
!
は
、

な
ぜ
痛
み
に
つ
い
て
の
信
念
に
の
み
、

そ
の
よ
う
な
特
別
な
機
能
的
役
割
が
認
め
ら



れ
る
の
か
、

と
反
論
す
る
。
キ
ツ
ネ
に
つ
い
て
の
信
念
の
場
合
に
は
、
こ
の
動
物
は
キ
ツ
ネ
だ
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、

そ
の
信
念
は
こ

の
動
物
は
キ
ツ
ネ
だ
と
い
う
内
容
の
信
念
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
ζ

と
は
な
い
。
な
ぜ
痛
み
の
場
合
は
別
な
の
か
。
そ
れ
は
ふ
た
た
び
、

そ
の
経
験
が
あ
る

一
定
の
感
覚
質
を
も
っ
と
い
う
事
実
の
特
殊
性
の
ゆ
え
で
は
な
い
か
。
こ
う
ウ
才

l
ナ

1
は
反
論
す
る
の
で
あ
る
。

訂
正
不
可
能
性
の
物
理
主
義
的
説
明

だ
が
、
物
理
主
義
に
た
い
す
る
ウ
ォ

i
ナ
ー
の
こ
の
よ
う
な
反
論
は
、

ど
の
程
度
説
得
力
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。

か
れ
は
、
痛
み
の
経
験
を
物
理
的
状
態
と
同
一
視
し
、

こ
の
経
験
に
か
ん
す
る
非
物
理
的
で
主
観
的
な
事
実
を
認
め
な
い
か
ぎ
り
、
訂
正
不
可
能
性
テ

i
ゼ
は
説
明
さ
れ
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
特
殊

き
し
、

な
事
実
を
認
め
れ
ば
、
訂
正
不
可
能
性
テ
ー
ゼ
は
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
オ
ー
ナ
ー
は
正
直
に
も
、
現
段
階
で
は
か
れ
に
は
そ
の
よ
う
な
説
明
は
で
き
な
い
と
告

た
ん
な
る
挑
戦
に
と
ど
ま
る
と
い
う
。
だ
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
訂
正
不
可
能
性
テ

l
ぜ
は
物
理
主

そ
れ
ゆ
え
か
れ
の
批
判
は
物
理
主
義
の
論
駁
で
は
な
く
、

義
に
と
っ
て
問
題
な
だ
け
で
は
な
く
、
反
物
理
主
義
に
と
っ
て
も
問
題
な
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
訂
正
不
可
能
性
テ
ー
ゼ
は
ほ
ん
と
う
に
物
理
主
義
的
に
説
明
す
る
ζ

と
が
不
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
オ
ー
ナ
ー
の
批
判
の
限
白
は
、

物
理
主
義
的
説
明
で
は
、
痛
み
の
経
験
も
ま
た
物
理
的
状
態
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
キ
ツ
ネ
の
場
合
と
向
じ
く
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
信
念
は
誤
り
う
る
は
ず
だ
と
い
う
点

で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
痛
み
の
経
験
を
物
理
的
状
態
と
解
す
る
か
ぎ
り
、

一
方
の
信
念
を
不
可
謬
に
し
て
他
方
の
信
念
を
可
謬
に
す
る
よ
う
な
、

そ
の
よ
う
な
違
い
を
痛

み
と
キ
ツ
ネ
の
あ
い
だ
に
見
い
だ
す
と
と
は
で
き
な
い
と
い
う
と
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

ほ
ん
と
う
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
吟
味
す
る
た
め
に
、

キ
ツ
ネ
と
痛

み
の
場
合
を
も
っ
と
詳
し
く
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。

あ
る
キ
ツ
ネ

a
を
直
接
的
に
識
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、

a
は
キ
ツ
ネ
だ
と
い
う
信
念
が
生
じ
る
と
き
、

そ
乙
に
は
ふ
た
つ
の
過
程
、
す
な
わ
ち
、

a
が
キ
ツ
ネ
で
あ
る

と
しユ

ら

a
が
キ
ツ
ネ
に
見
え
る
と
い
う
知
覚
状
態
が
産
出
さ
れ
る
知
覚
過
程
と
、
こ
の
知
覚
状
態
か
ら

a
が
キ
ツ
ネ
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
産
出
さ
れ
る
信
念

確
定
過
程
と
が
区
別
さ
れ
よ
う
ο

い
ま
問
題
に
し
て
い
る
直
接
的
な
識
別
の
場
合
に
は
、
信
念
確
定
過
程
は
比
較
的
単
純
な
過
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は

a
が
キ
ツ
ネ
に
見
え
る
と
い
う
状
態
か
ら
、
他
の
い
か
な
る
情
報
も
参
照
せ
ず
に

a
が
キ
ツ
ネ
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
産
出
す
る
よ
う
な
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
過
程
は
、
そ
こ
に
巽
常
が
な
い
か
ぎ
り
、

P
に
見
え
る
と
い
う
状
態
が
成
立
し
て
い
る
と
き
に
の
み
、

P
と
い
う
信
念
を
産
出
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
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興
特
巾
が
な
い
の
に
、

P
に
見
え
る
と
い
う
状
態
か
ら

p
と
は
別
の
内
容
の
信
念
が
産
出
さ
れ
る
の
は
、
他
の
情
報
が
参
照
さ
れ
る
間
接
的
な
識
別
の
ケ

l
ス
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
水
に
突
き
刺
し
た
棒
は
曲
が
っ
て
見
え
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
棒
は
ま
っ
す
ぐ
だ
と
い
う
信
念
が
産
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

他
の
d情
報

た
と
え
ば
光
の
屈
折
に
か
ん
す
る
情
報
な
ど
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
直
接
的
な
識
別
の
ケ

l
ス
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

直
接
的
な
識
別
の
場
合
、
信
念
確
定
過
程
に
異
常
が
な
い
か
ぎ
り
、

a
が
キ
ツ
ネ
に
見
え
る
と
き
に
の
み
、

a
が
キ
ツ
ネ
だ
と
い
う
信
念
が
産
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
識
別
能
力
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
の
に
な
お
こ
の
信
念
が
誤
り
う
る
の
は
、
知
覚
過
程
に
問
題
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
知
覚

過
程
に
お
い
て
は
、

そ
こ
に
奥
常
が
な
く
て
も

a
が
キ
ツ
ネ
で
は
な
い
の
に
、

キ
ツ
ネ
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
と
で
、

つ
ぎ
に
こ
の
よ
う

な
ζ

と
が
い
か
に
し
て
生
じ
う
る
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

知
覚
過
程
は
、
詳
細
に
見
れ
ば
、

さ
ら
に
ふ
た
つ
の
過
程
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
事
実
か
ら
感
覚
器
官
に
あ
る
一
定
タ
イ
プ
の
刺
激
状
態
が
生

じ
る
ま
で
の
過
程
と
、
こ
の
刺
激
状
態
か
ら
あ
る
一
定
の
知
覚
状
態
が
生
じ
る
ま
で
の
過
程
と
で
あ
る
。
後
者
は
、
異
常
が
な
い
か
ぎ
り
、

一
定
の
刺
激
状
態
が
あ
る
場

合
に
の
み

一
定
の
知
覚
状
態
を
生
じ
る
。
し
か
し
、
前
者
は
識
別
能
力
の
範
囲
外
に
あ
る
過
程
で
あ
り
、
あ
る
一
定
タ
イ
プ
の
刺
激
状
態
が
通
常
の
事
実
と
は
別
の
事

実
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
し
て
も
、
識
別
能
力
に
異
常
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

a
、が
キ
ツ
ネ
に
見
え
る
と
い
う
知
覚
状
態
を
産
出
さ
せ
る
あ
る

定
タ
イ
プ
の
刺
激
状
態
を

S
と
す
る
と
、
識
別
能
力
に
異
常
が
な
く
て
も
、

a
が
キ
ツ
ネ
で
な
い
の
に
(
た
と
え
ば
キ
ツ
ネ
に
似
た
犬
な
の
に
)
、

S
が
生
じ
る
と
い
う
こ

と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

a
が
キ
ツ
ネ
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

S
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
、

そ
れ
を
識
別
能
トカ
の
異
常
の
せ
い
に
で
き
な
い
と
こ

ろ

「'-

a
が
キ
ツ
ネ
だ
と
い
う
信
念
の
誤
謬
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

キ
ツ
ネ
の
直
接
的
識
別
が
訂
正
可
能
で
あ
る
の
は
、

わ
れ
わ
れ
の
感
覚
器
官
に
か
ん
す
る
あ
る
偶
然
的
な
事
情
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

も
し
も
、

わ
れ
わ
れ
の
感
覚
器
官
が
対
象
と
じ
か
に
つ
な
が
っ
て
い
て
、
感
覚
器
官
へ
の
入
力
が
対
象
か
ら
の
刺
激
で
は
な
く
、
対
象
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

識
別
能
力
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、

a
が
キ
ツ
ネ
で
な
い
の
に
、

キ
ツ
ネ
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
。

そ
の
よ
う
な
と
と
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
す
べ
て

識
別
能
力
の
異
常
の
せ
い
に
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

キ
ツ
ネ
の
直
接
的
識
別
に
お
い
て
も
、
訂
正
不
可
能
性
は
成
り
立
つ
の
で

あ
る
。で

は
、

つ
ぎ
に
、
痛
み
の
直
接
的
識
別
に
お
い
て
は
、
事
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
に
は
、
痛
み
を
感
じ
る
と
と
と
、
痛
み
を
感
じ
て
い
る
よ



う
に
思
え
る
こ
と
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
区
別
で
き
る
の
は
、
痛
み
を
感
じ
る
乙
と
と
、
痛
み
を
感
じ
る
と
信
じ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
よ

キ
ツ
ネ
の
場
合
の
知
覚
過
程
に
相
当
す
る
も
の
は
な
く
、
た
だ
痛
み
の
経
験
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
の
信
念
へ
の
信
念
確

う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
は
、

定
過
程
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
乙
の
過
程
は
、
異
常
が
な

い
か
ぎ
り
、
痛
み
を
感
じ
る
と
き
に
の
み
、
痛
み
を
感
じ
る
と
い
う
信
念
を
産
出
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
痛
み
の
直
接
的
識
別
に
お
い
て
は
、
訂
正
不
可
能
性
テ
ー
ゼ
が
成
り
立
つ

の
で
あ
る
。

ウ
オ
ー
ナ
ー
は
痛
み
の
直
接
的
識
別
に
お
い
て
も
、

痛
み
を
感
じ
る
こ
と
と
、

痛
み
を
感
じ
る
よ
う
に
思
え
る
こ

と
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る。

そ
し
て
、
識
別
能
力

が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
痛
み
を
感
じ
て
い
な
い
の
に
、
痛
み
を
感
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
こ
の
点
に
キ
ツ
ネ
の
場
合
と
の
違

い
を
、
そ
れ
ゆ
え
訂
正
不
可
能
性
の
根
拠
を
見
ょ
う
と
す
る
。
だ
が
、
痛
み
を
感
じ
る
と
い
う
状
態
と
は
区
別
さ
れ
た
、
痛
み
を
感
じ
る
よ
う
に
思
え
る
と
い
う
状
態
と

は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
。
そ
れ
は
、
痛
み
を
感
じ
る
と
い
う
信
念
か
ら
も
区
別
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な
信
念
状
態
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
バ
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
り
う
る
の
か
。
ウ
オ
ー
ナ
ー
は
、

極
度
の
疲
労
に
よ

っ
て
識
別
能
力
に
支
障
が
あ
る
場
合
に
は
、

ど
ん
な
感
覚
も
痛
み
の
よ
う
に
思
え
る
こ

と
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
じ
っ
さ
い
に
は
痛
み
を
感
じ
て
い
な
い
の
に
、
痛
み
を
感
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
痛
み
を
感
じ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
の
な
ら
、
そ
の
と
き
ど
ん
な
体
調
で
あ
れ
、
痛
み
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
通
常
は
痛
み
と
は
別
の
感
覚
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
刺
激
に
よ
っ

て
痛
み
を
感
じ
る
よ
う
に
思
え
る
と
い
う
状
態
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
痛
み
を
感
じ
る
よ
う
に
思
え
る
以
上
、
痛
み
を
感
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
痛
み
に
か
ん
し
て

は
、
そ
れ
を
感
じ
る
こ
と
と
、

そ
れ
を
感
じ
る
よ
う
に
思
え
る
こ
と
と
を
区
別
す
る
ζ

と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
区
別
を
認
め
れ

ば
、
じ
っ

さ
い
に
痛
み
を
感
じ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

そ
の
よ
う
に
は
思
え
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
と

い
う
こ
と
も
ま
た
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
ろ
う
。

し
か

し
、
こ
れ
は
結
局
、
無
意
識
的
な
痛
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
口

つ
ま
り
、

た
と
え
ば
痛
み
止
め
の
麻
酔
注
射
を
打
っ

て
も
ら
っ
て
、
痛
み
を
感
じ
る

よ
う
に
思
え
な
く
な
っ
て
も
、

じ
っ
さ
い
は
痛
み
を
感
じ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
な
い
か
。

痛
み
の
直
接
的
識
別
に
お
い
て
訂
正
不
可
能
性
が
成
り
立
つ
の
は
、
識
別
能
力
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
痛
み
を
感
じ
る
と
き
に
の
み
、
痛
み
を
感
じ
る
よ
う

に
思
え
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

そ
も
そ
も
こ
の
ふ
た
つ
の
状
態
を
区
別
し
え
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
痛
み
の
場
合
に
は
、
知
覚
過
程
を

経
る
こ
と
な
く
、

た
だ
ち

に
信
念
確
定
過
程
に
よ
っ

て
信
念
が
産
出
さ
れ
る
。
キ
ツ
ネ
の
場
合
と
の
違
い
は
、
ζ

の
点
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
物
理

的
状
態
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
キ
ツ
ネ
の
場
合
と
は
識
別
の
さ
れ
方
が
違
う
の
で
あ
る
。
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だ
が
、
な
ぜ
識
別
の
さ
れ
方
が
違
う
の
か
、

と
ウ
オ
ー
ナ
ー
な
ら
さ
ら
に
問
う
で
あ
ろ
う
。
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
物
理
的
状
態
で
あ
る
な
ら
、

キ
ツ
ネ
の
場
合
と
向

じ
よ
う
に
識
別
さ
れ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
痛
み
が
脳
の

c
繊
維
の
興
奮
で
あ
る
な
ら
、
自
分
の
脳
に
フ
ァ
イ
バ
ー
ス
コ
!
プ
を
挿
入
し
て
、

そ
れ
を
通

し
て

c
繊
維
の
興
奮
を
識
別
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、

c
繊
維
の
興
奮
に
か
ん
す
る
信
念
は
キ
ツ
ネ
に
つ
い
て
の
信
念
と
同
様
、
誤
り
う
る
。

痛
み
に
か
ん
し
て
誤
り
え
な
い
信
念
が
成
り
立
つ
の
は
、

つ
ま
り
、

そ
の
よ
う
な
信
念
が
成
り
立
つ
よ
う
な
仕
方
で
特
別
な
識
別
が
行
な
わ
れ
る
の
は
、

や
は
り
痛
み
を

感
じ
る
こ
と
が
非
物
理
的
な
特
殊
な
状
態
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。

た
し
か
に
、
痛
み
の
経
験
が
物
理
的
状
態
だ
と
す
れ
ば
、

キ
ツ
ネ
の
場
合
と
同
様
の
訂
正
可
能
な
識
別
の
さ
れ
方
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
乙
と
は
、
そ
れ
と
は
別
に
訂
正
不
可
能
な
識
別
の
さ
れ
方
が
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
状
態
に
つ
い
て
の
信
念
が
訂
正
可
能
か
ど
う
か
は
、

そ
の
状
態
そ
れ
自
体
の
性
格
(
た
と
え
ば
物
理
的
か
、
非
物
理
的
か
)

に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
識
別
の
さ
れ
方
に
よ
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
も
述

べ
た
よ
う
に、

キ
ツ
ネ
の
場
合
で
も
、
訂
正
不
可
能
な
信
念
を
産
出
す
る
よ
う
な
識
別
機
構
を
考
え
る
ご
と
は
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
は
要
す
る
に
、
信
念
の
誤
り
が
識
別

機
構
の
異
常
に
帰
さ
れ
る
よ
う
な
識
別
機
構
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
識
別
機
構
は
物
理
主
義
的
に
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
反
物
理
主
義
者
は
、
な
お
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
状
態
が
ふ
た
通
り
の
仕
方
で
識
別
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
で
識
別
さ
れ
る
の
は
ま
っ

た
く
別
の
状
態
で
は
な
い
か
。

一
方
は
痛
み
の
経
験
で
あ
る
が
、
他
方
は

c
繊
維
の
興
奮
で
あ
る
。

c
繊
維
の
興
奮
に
つ
い
て
ど
ん
な
信
念
を
も
と
う
と
も
、

そ
れ
は
痛

み
の
経
験
に
つ
い
て
の
信
念
と
は
ま
っ
た
く
別
で
は
な
い
か
。
ご
う
反
物
理
主
義
者
は
言
い
た
く
な
ろ
う
。
そ
し
て
ふ
た
た
び
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
知
識
論
法
を
唱
え
た
く
な

ろ
う
。
し
か
し
、
物
理
主
義
者
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
反
論
は
ま
っ
た
く
の
論
点
先
取
で
あ
る
。
そ
れ
は
痛
み
と

c
繊
維
の
興
奮
が
異
な
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
が
、

そ
の
点
こ
そ
が
ま
さ
に
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

結
局
、
物
理
主
義
に
た
い
す
る
ウ
オ
ー
ナ
ー
の
反
論
は
そ
れ
ほ
ど
の
説
得
力
を
も
っ
と
は
言
え
な
い
。
あ
る
経
験
を
も
つ
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
に
つ
い
て
の
知

識
が
そ
の
経
験
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
識
別
能
力
な
ど
と
同
一
視
さ
れ
る
と
き
、

そ
の
種
の
能
力
を
物
理
主
義
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
直
接
的
識
別
能
力
し
か
検
討
し
な
か
っ
た
が
、

そ
の
他
の
想
起
能
力
や
想
像
能
力
に
つ
い
て
も
物
理
主
義
的
説
明
は
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、

ウ
オ
ー
ナ
ー
の
よ
う
に
、

そ
の
よ
う
な
能
力
を
経
験
の
感
覚
質
に
つ
い
て
の
命
題
知
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
ほ
う
が
よ
ほ
ど
奇
妙
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
ζ

と
が
可
能
だ
と
す
れ
ば

ル
イ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
耳
を
び
く
び
く
動
か
す
能
力
す
ら
、
耳
を
ぴ
く
ぴ
く
動
か
す
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
ζ

と
か
を
知
っ
て
い
る
と
い



う
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
づ
り
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
お
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
す
べ
て
の
能
力
は
命
題
知
に
基
づ
く
と
い
う
途
方
も
な
い
結
論
に
至
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
は
い
え
、
耳
を
動
か
す
こ
と
が
あ
る
一
定
の
感
覚
質
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
想
定
す
る
こ
と
は
た
し
か
に
馬
鹿
げ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

そ
れ
に
た
い

し
て
痛
み
を
感
じ
る
と
と
が
あ
る
一
定
の
感
覚
質
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
た
し
が
痛
み
を
感
じ
る
と
き
、
こ
れ

こ
そ
痛
み
の
感
じ
だ
と
い
い
た
く
な
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
事
実
は
物
理
的
世
界
の
ど
こ
に
も
位

置
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
み
え
る
事
実
で
あ
る
。
物
理
主
義
者
が
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
知
識
論
法
を
否
定
し
、
ま
た
ウ
オ
ー
ナ
ー
の
挑
戦
を
か
わ
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
、
反
物
理
主
義
者
の
棋
底
に
あ
る
こ
の
直
観
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
感
覚
質
に
か
ん
す
る
こ
の
強
固
な
直
観
を
払
拭
す

る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
こ
の
点
を
考
』
祭
し
て
み
よ
う
。

感
覚
質
は
消
去
可
能
か

デ
ネ
ッ
ト
の
感
覚
質
の

「
ク
ワ
イ
ン
化
」

感
覚
質
と
い
う
、
物
理
的
世
界
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
あ
る
特
異
な
性
質
が
存
在
す
る
と
い
う
直
観
を
払
拭
す
る
に
は
、

ふ
た
つ
の
道
が
考
え
ら
れ
る
。

ひ

と
つ
は
、
感
覚
一
演
の
存
在
を
一
認
め
た
う
え
で
、

そ
れ
を
物
理
主
義
的
に
説
明
す
る
道
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
感
覚
質
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
道
で
あ
る
。

し〉

ず
れ
の
道
も
険
し
い
が
、
後
者
は
と
り
わ
け
険
し
い
よ
う
に
み
え
る
。
と
い
う
の
も
、

わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
経
験
が
あ
る
一
定
の
感
覚
質
を
も
つ
こ
と
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
自
明
な
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
げ
}

し
か
し
、
デ
ネ
ッ
ト
は
果
敢
に
も
と
の
「
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
的
」
と
も
思
え
る
道
を
選
ぶ
。

か
れ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
質
の
概
念
は
あ
ま
り
に
も
混
乱
し
て
い

て
、
そ
の
概
念
に
対
応
す
る
よ
う
な
性
質
は
じ
つ
は
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
概
念
を
放
棄
し
て
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
っ
と
整
合
的
な
物
理
的
概
念
を
採

(
川
山
)

用
す
べ
き
で
あ
る
。
デ
ネ
ッ
ト
は
こ
の
よ
う
に
、
感
覚
質
に
か
ん
し
て
消
去
的
唯
物
論
の
立
場
を
と
る
。
し
ば
ら
く
、
か
れ
の
議
論
を
追
っ
て
み
よ
う
。

め
で
あ
っ
た
。
デ
ネ
ッ
ト
は
ま
ず
こ
の
点
に
疑
問
を
向
け
、

感
党
質
は
従
来
、
意
識
に
よ
っ
て
直
接
把
握
可
能
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
感
覚
質
に
か
ん
す
る
一
人
称
の
判
断
が
訂
正
不
可
能
と
み
な
さ
れ
た
の
も
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
巧
妙
な
例
を
考
え
出
す
。

ア
「
、
「
ノ
?
』

フ
布
、

/υ
ナ
/
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〔

h
u
}

チ
ェ
イ
ス
と
サ
ン
ボ

i
ン
は
長
年
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
社
の
コ
ー
ヒ
ー
を
愛
飲
し
て
き
た
が
、
最
近
ど
う
も
お
い
し
く
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

チ
ェ
イ
ス
の

ほ
う
は
、
自
分
に
感
じ
ら
れ
る
コ
ー
ヒ
ー
の
味
そ
の
も
の
は
以
前
と
変
わ
ら
な
い
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
か
れ
は
、
自
分
の
噌
好
が
変
わ
っ
た
た
め
に
ま
ず
く
思
う
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
解
釈
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
サ
ン
ボ
!
ン
は
、
自
分
に
感
じ
ら
れ
る
コ
ー
ヒ
ー
の
味
そ
の
も
の
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
。
そ
の
た
め
、
自
分

の
噌
好
は
変
わ
ら
な
い
が
、

ま
ず
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
解
釈
し
た
。

こ
の
よ
う
に
コ

i
ヒ
!
の
味
が
以
前
と
同
じ
か
ど
う
か
に
か
ん
す
る
こ
人
の
内
観
的
な
判
断
は
異
な
る
の
だ
が
、

そ
れ
で
も
デ
ネ
ッ
ト
は
両
者
と
も
つ
ぎ
の
ふ
た
つ
の

可
能
性
が
あ
る
と
言
う
。

(

a

)

 

コ
ー
ヒ
ー
の
味
は
変
わ
ら
な
い
が
、
晴
好
が
変
わ
っ
た
。

(
b
)
 
コ
ー
ヒ
ー
の
味
が
変
わ
っ
た
が
、
晴
好
は
変
わ
ら
な
い
。

両
者
と
も
こ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
の
は
、

コ
ー
ヒ
ー
の
味
に
か
ん
す
る
識
別
判
断
が
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、

コ
ー
ヒ
ー
の
味
が
お
い
し
く
な
く
な
っ
た
と
い
う
一
許
価
的
判
断
だ
け
か
ら
は
、

コ
ー
ヒ
ー
の
味
が
変
わ
っ
た
か
ど
う
か
は
一
概
に
言
え
な
い
と
い
う
点
に
注
意

し
よ
う
。
コ
ー
ヒ
ー
の
味
が
ま
ず
く
な
っ
た
の
は
、
コ
ー
ヒ
ー
の
味
が
変
わ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
晴
好
が
変
わ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
コ
1

ヒ
ー
の
味
に
か
ん
す
る
評
価
的
判
断
に
は
、

コ
ー
ヒ
ー
の
味
と
噌
好
と
い
う
ふ
た
つ
の
要
因
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

コ
!
ヒ
!
の
味
に
か
ん
す
る
内
観
的
な
識
別
判
断
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
デ
ネ
ッ
ト
は
言
う
。
識
別
判
断
も
評
価
的
判
断
と
同
じ
く
感
覚
質
に
た
い
す
る
一
種
の

反
応
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
反
応
に
は
感
覚
質
だ
け
で
は
な
く
、
感
覚
質
か
ら
反
応
を
産
出
す
る
過
程
も
関
係
し
て
い
る
。

コ
ー
ヒ
ー
の
味
に
か
ん
す
る
識
別
判
断
で
い

え
ば
、

コ
ー
ヒ
ー
の
味
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
味
を
識
別
す
る
た
め
の
基
準
が
関
係
す
る
。

コ
ー
ヒ
ー
の
味
が
同
じ
で
も
、
識
別
基
準
が
変
わ
れ
ば
、
味
の
判
断
は
変
わ

り
う
る
し
、
逆
に
味
が
変
わ
っ
て
も
、
そ
れ
を
相
殺
す
る
形
で
識
別
基
準
が
変
わ
れ
ば
、
味
の
判
断
は
同
じ
で
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、

チ
ェ
イ
ス
が
コ
ー
ヒ
ー
の
味

は
変
わ
ら
な
い
と
思
っ
て
も
、

そ
れ
は
か
れ
の
識
別
基
準
が
変
わ
っ
た
た
め
に
味
の
変
化
が
相
殺
さ
れ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
サ
ン
ボ

l
ン
が
コ
ー
ヒ
ー
の
味

が
変
わ
っ
た
と
思
っ
て
も
、

そ
れ
は
味
が
変
わ
っ
た
た
め
で
は
な
く
、

た
だ
た
ん
に
識
別
基
準
が
変
わ
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

iJ~ 

れ
ら
の
判
断
は
内
観
的
な
判
断
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
対
的
に
正
し
い
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、

コ
ー
ヒ
ー
の
味
に
た
い
す
る
識
別
も
ま
た



味
の
評
価
と
同
様
、
意
識
に
よ
る
直
接
的
な
把
握
で
は
な
く
、
識
別
基
準
を
媒
介
に
し
た
間
接
的
な
把
握
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
を
補
強
す
る
た
め
に
、
デ
ネ

ッ
ト
は
感
覚
質
の
反
転
に
た
い
す
る
順
応
現
象
を
引
き
合
い
に
出
す
。
い
ま
、
チ
ェ
イ
ス
の
味
覚
神
経
系
に
外
科
手
術
を
施
し
て
、

砂
糖
が
辛
く
、
塩
が
甘
く
感
じ
る
よ
う
に
し
た
と
し
よ
う
。
手
術
後
チ
ェ
イ
ス
は
、
最
初
の
う
ち
、
砂
糖
は
辛
く
、

塩
は
甘
く
感
じ
ら
れ
る
と
思
っ
た
が
、

そ
の
う
ち
慢

れ
て
く
る
と
、
神
経
系
に
適
当
な
変
化
が
起
こ
っ
て
、

ふ
た
た
び
砂
糖
は
甘
く
、
塩
は
辛
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
乙
の
と
き
や
は
り
、

つ

ぎ
の
ふ
た
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

(
1
)
 
チ
ェ
イ
ス
の
感
覚
質
は
依
然
と
し
て
反
転
し
て
い
る
が
、
感
覚
質
の
識
別
基
準
が
変
わ
っ
た
。

2 

チ
ェ
イ
ス
の
感
覚
質
が
元
に
一
戻
り
、
識
別
基
準
は
以
前
と
変
わ
ら
な
い
。

こ
の
ふ
た
つ
の
可
能
性
の
う
ち
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
チ
ェ
イ
ス
は
内
線
の
み
に
よ
っ
て
は
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

か
れ
は
た
だ
、
感
覚
質
が
元
に
一
戻
っ
た
と

思
う
ば
か
り
で
あ
り
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
、

そ
れ
と
も
識
別
基
準
が
変
わ
っ
た
だ
け
な
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
感
覚
質
は
意
識
に
よ
っ
て
直

接
的
に
把
握
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
デ
ネ
ッ
ト
の
考
え
に
従
う
な
ら
、

さ
き
の
ウ
ホ

1
ナ

i
の
条
件
付
き
訂
正
不
可
能
性
は
感
覚
質
を
さ
ほ
ど
意
識
に
近
づ
け
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か

ろ
う
。
ウ
オ
ー
ナ
ー
は
、
識
別
能
力
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
感
覚
質
に
か
ん
す
る
信
念
は
必
然
的
に
正
し
い
と
主
張
す
る
が
、

た
と
え
こ
の
よ
う
な
条
件
付
き

の
訂
正
不
可
能
性
が
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
識
別
能
力
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
と
と
が
内
観
的
に
知
ら
れ
な
け
れ
ば
、
感
覚
質
に
つ
い
て
の
信
念
が
正
し
い

か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
。
デ
ネ
ッ
ト
な
ら
、
識
別
能
力
の
正
常
さ
を
内
観
的
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
に
従
う
か
ぎ
り
、

結
局
、

チ
ェ
イ
ス
や
サ
ン
ボ

i
ン
は
コ
ー
ヒ
ー
の
味
が
変
わ
っ
た
、
あ
る
い
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
う
だ
け
で
あ
り
、

じ
っ
さ
い
に
変
わ
っ
た
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
や
は
り
、
条
件
付
き
の
訂
正
不
可
能
性
が
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
か
れ
ら
の
意
識
は
直
接
か
れ
ら
の
感
覚
質
に
届
き
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
帰
結
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
は
、
感
覚
質
に
た
い
す
る
反
応
が
そ
の
感
覚
質
の
本
質
に
関
係
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
デ
ネ
ッ
ト
は
指

摘
す
る
。
あ
る
感
覚
一
演
が
ど
う
評
価
さ
れ
、
ど
う
識
別
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
感
覚
一
演
が
ど
の
よ
う
な
感
覚
質
で
あ
る
か
は
そ
う
し
た
評
価
や
識
別
の
以
前
に
そ
れ
ら
と

は
無
関
係
に
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
。
チ
ェ
イ
ス
が

コ
ー
ヒ
ー
の
味
が
ま
ず
く
な
っ
た
と
思
っ
て
も
、

ま
た
コ
ー
ヒ
ー
の
味
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
い
と
思
っ
て
も
¥

そ
の
よ
う
な
反
応
は
チ
ェ
イ
ス
の
感
じ
た
味
が
ど
の
よ
う
な
感
覚
質
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
無
関
係
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
感
覚
質
と
反
応
の
間
に
必
然
的
な
対
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応
関
係
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
感
覚
質
は
意
識
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
感
覚
質
に
た
い
す
る
反
応
が
そ
の
感
覚
質
に
た
い
し
て
構
成
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
う
か
と
い
う
考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
あ
る
感
覚
質

が
ど
の
よ
う
な
感
覚
質
で
あ
る
か
は
そ
れ
に
た
い
す
る
反
応
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
依
存
す
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
デ
ネ
ッ
ト
は
み
ず
か

そ
れ
を
批
判
す
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
考
え
は
た
し
か
に
一
応
の
説
得
力
を
有
す
る
。
た
と
え
ば
、
初
め
て
ピ

l
ル
を
欽
ん
だ
と
き
は

ら
こ
の
考
え
を
提
示
し
て
、

と
て
も
お
い
し
い
と
は
思
わ
な
い
が
、
何
度
も
欽
む
機
会
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
次
第
に
ピ

i
ル
が
お
い
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
と
き
、

ビ
ー
ル
の
味
に
た
い
す

る
評
価
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
ビ
ー
ル
の
味
そ
の
も
の
が
変
わ
っ
た
と
考
え
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
感
覚
質
に
た
い
す
る
反
応
が
感
覚
質

の
本
質
に
関
係
す
る
と
考
え
れ
ば
、
感
覚
質
に
か
ん
す
る
評
価
的
判
断
や
識
別
判
断
が
変
わ
れ
ば
、
感
覚
質
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
感
覚
質
は

意
識
に
よ
っ
て
直
接
的
に
把
握
で
き
る
も
の
と
な
る
。
し
か
し
デ
ネ
ッ
ト
は
、
乙
の
よ
う
な
仕
方
で
意
識
に
よ
る
感
覚
質
の
直
接
的
把
握
可
能
性
を
取
り
戻
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
大
き
な
代
償
を
払
う
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
感
覚
質
に
た
い
す
る
反
応
を
感
覚
質
の
本
質
に
関
係
さ
せ
れ
ば
、
感
覚
質
は
も
は
や
経
験
の
内
在

的
な
性
質
で
は
な
く
、
外
在
的
、
関
係
的
な
性
質
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
感
覚
質
が
内
在
的
な
性
質
で
あ
る
こ
と
は
、
意
識
に
よ
る
直
接
的
な
把

握
可
能
性
と
な
ら
ん
で
、
感
覚
質
の
基
本
的
な
特
徴
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
意
識
に
よ
る
直
接
的
把
握
可
能
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

内
在
性
と
い
う
別
の
基
本
的
特
徴
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
デ
、
不
ッ
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
質
の
概
念
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
混
乱
を
極
め
て
お
り
、
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
な
性
質
は
見
い
だ

せ
な
い
こ
と
が
分
か
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
代
わ
る
物
理
的
な
概
念
を
提
唱
し
、
感
覚
質
の
概
念
は
そ
の
よ
う
な
概
念
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
言
う

の
で
あ
る
。

意
識
に
よ
る
直
接
的
把
握

以
上
、
デ
ネ
ッ
ト
の
議
論
を
か
な
り
詳
し
く
見
て
き
た
が
、

つ
ぎ
に
そ
の
問
題
点
を
探
っ
て
み
よ
う
。
デ
ネ
ッ
ト
は
感
覚
質
に
か
ん
す
る
内
観
的
な
識
別
判
断
が
誤
り

う
る
こ
と
か
ら
、
意
識
に
よ
る
感
覚
質
の
直
接
的
把
握
可
能
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
少
し
考
え
て
み
れ
ば
、

じ
つ
に
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
感
覚
一
寅

は
そ
も
そ
も
、

そ
の
識
別
に
先
だ
っ
て
意
識
的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
チ
ェ
イ
ス
が
コ

i
ヒ
l
を
飲
ん
で
そ
の
味
を
感
じ
る
と
き
、

」
の
経
験
は
意
識
的
な
経



験
で
あ
り
、
こ
の
経
験
に
内
在
す
る
感
覚
質
(
つ
ま
り
チ
ェ
イ
ス
の
感
じ
る
コ
ー
ヒ
ー
の
味
)
も
意
識
的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

チ
ェ
イ
ス
が
そ
の

感
覚
質
を
ど
う
識
別
す
る
か
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
意
識
的
な
も
の
と
な
っ
た
り
な
ら
な
か
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
識
別
に
先
だ
っ
て
す
で
に
意
識
的

な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
は
フ
意
識
に
よ
る
直
接
的
抱
握
」
が
何
を
意
味
す
る
か
で
あ
る
。
デ
ネ
ッ
ト
は
そ
れ
を
内
観
に
よ
る
訂
正
不
可
能
な
識
別
判
断
と
同
一
視
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
識
別
判
断
が
誤
り
う
る
こ
と
か
ら
，
意
識
に
よ
る
直
接
的
把
握
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
「
意
識
に
よ
る
直
接
的
把
握
」

が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
人
を
憎
ん
で
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
な

場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
あ
る
心
的
状
態
を
意
識
す
る
乙
と
は
そ
の
心
的
状
態
と
は
別
の
メ
タ
的
な
心
的
状
態
を
も
つ
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
物
理

主
義
者
が
意
識
を
自
己
走
査
装
置

(ω丘町
i
ω
2
5
2
一
さ
と
し
て
説
明
す
る
と
き
、
か
れ
ら
は
意
識
を
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、

J
忠
誠
に
よ
る
直
接
的
把
握
」
に
は
も
う
ひ
と
つ
別
の
意
味
が
あ
る
。

そ
れ
は
意
識
的
な
心
的
状
態
に
特
有
の
意
識
的
と
い
う
性
格
を
特
徴
、
つ
け
る
よ
う
な
意

味
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
痛
み
の
場
合
、
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
と
痛
み
を
感
じ
る
よ
う
に
思
え
る
こ
と
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
、

痛
み
を
感
じ
る
こ
と
、
な
い
し
そ
う
感
じ
る
よ
う
に
思
え
る
こ
と
と
、
痛
み
を
感
じ
る
と
信
じ
る
こ
と
と
が
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
と
と
で
は
な
い
。
痛
み
の
場
合
に
も
、

痛
み
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
識
別
判
断
は
ふ
た
つ
の
異
な
る
心
的
状
態
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、

き
の
う
痛
か
っ
た
こ
と
と
、

き
の
う
痛
か
っ
た
と
い
ま
信
じ
る
こ

と
と
が
区
別
さ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
痛
み
の
場
合
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
痛
み
を
感
じ
る
乙
と
と
そ
う
感
じ
る
よ
う
に
思
え
る
こ
と
と
が
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
点

だ
け
で
あ
る
。
痛
み
の
場
合
、
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
は
即
、
痛
み
を
感
じ
る
よ
う
に
思
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
は
痛
み

を
感
じ
る
と
意
識
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
痛
み
が
意
識
に
よ
っ
て
直
接
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
場
合
、

そ
れ
は
こ
の
意
味
で
、

つ
ま
り
痛
み
が
そ
れ
自
'
身
の
意
識
を
含
む
と
い
う
意
味
で
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
結
局
、
痛
み
が
意
識
的
な
状
態
だ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
意
識
的

な
状
態
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
そ
れ
自
身
の
意
識
を
含
み
、

モ
の
意
味
で
意
識
に
よ
っ
て
直
接
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

感
覚
質
が
意
識
に
よ
っ
て
直
接
的
に
把
握
可
能
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
場
合
、

そ
れ
は
意
識
的
と
い
う
意
味
で
の
意
識
に
よ
る
直
接
的
把
彊
の
可
能
性
を
意
味
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、

そ
れ
は
感
覚
質
が
意
識
に
よ
っ
て
訂
正
不
可
能
な
仕
方
で
識
別
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
感
覚
質
が
そ
れ
自
身
の
意
識
を
含
む
、

つ

ま
り
意
識
的
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
意
識
に
よ
る
直
接
的
把
握
の
可
能
性
は
識
別
判
断
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
、

哲
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識
別
判
断
が
誤
り
う
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
と
と
は
な
い
。
識
別
判
断
が
訂
正
可
能
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、

そ
れ
と
は
無
関
係
に
、
感
覚
質
は

意
識
的
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
意
識
に
よ
っ
て
直
接
的
に
抱
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
デ
、
不
ッ
ト
の
議
論
は
的
外
れ
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

意
識
に
よ
る
直
接
的
把
握
を
意
識
的
と
い
う
一
意
味
に
解
す
れ
ば
、
感
覚
質
が
意
識
に
よ
っ
て
直
接
的
に
把
握
さ
れ
な
い
と
い
う
奇
妙
な
結
論
に
焔
ら
ず
に
済
み
そ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
あ
る
別
の
奇
妙
な
事
態
が
起
こ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
感
覚
質
が
意
識
さ
れ
て
い
る
な
ら
、

な
ぜ
感
覚
質
に
つ
い
て
の
識
別
判
断
が
誤

る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
。
痛
み
を
意
識
し
つ
つ
、

そ
れ
を
痔
い
と
思
う
と
い
っ
た
こ
と
が
、

い
っ
た
い
い
か
に
し
て
起
こ
り
う
る
の
か
。
痛
み
を
意
識
し
て
い

る
な
ら
、
当
然
痛
い
と
思
う
は
ず
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
こ
の
疑
問
は
痛
み
の
意
識
を
痛
み
の
認
識
と
混
同
す
る
と
と
か
ら
生
じ
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
痛
み
を
意
識
す
る
こ
と
は
た
ん
に
痛
い
と
感
じ
る
こ
と
に
す
ぎ

ず
、
痛
み
を
痛
み
と
し
て
識
別
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
識
別
を
行
な
う
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、

た
し
か
に
痛
み
を
意
識
し
な
が
ら
、
浮
い
と
思
う
こ
と
は

あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
痛
み
を
意
識
す
る
こ
と
が
す
で
に
痛
い
と
思
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
痛
み
を
意
識
す
る
こ
と
が
痛
み
を
識
別
す
る
こ
と
と
別
だ
と
す

れ
ば
、
痛
み
を
意
識
し
な
が
ら
、
痔
い
と
思
う
こ
と
は
、

け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
し
か
に
そ
れ
は
識
別
能
力
に
異
常
が
あ
る
場
合
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ

え
異
常
な
ケ
1
ス
で
は
あ
る
が
、
あ
り
え
な
い
と
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
足
を
踏
ま
れ
て
激
し
い
痛
み
を
感
じ
な
が
ら
、

ど
う
い
う
わ
け
か
痔
い
と
思
っ
て
し
ま
う

こ
と
は
、
け
っ
し
て
想
像
不
可
能
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、

そ
の
と
き
本
人
は
変
だ
と
思
う
だ
ろ
う
が
、
痛
み
を
意
識
し
つ
つ
痔
い
と
思
う
と
い
う
乙
と
だ
け
か
ら
、

そ

の

よ
う
に
変
だ
と
思
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
考
え
る
乙
と
は
ふ
た
た
び
痛
み
の
意
識
を
痛
み
の
認
識
と
混
同
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
人
が
異
常
に
気
づ
く
の
は
一
人
称
的

な
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
三
人
称
的
な
観
点
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
足
を
踏
ま
れ
た
こ
と
や
、
自
分
が
顔
を
し
か
め
て
「
イ
タ
ッ
!
」
と
叫
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
を
考

慮
し
て
初
め
て
、
浮
い
と
い
う
思
い
が
起
と
る
の
は
変
だ
と
思
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
よ
う
に
し
て
異
常
に
気
づ
い
た
と
し
て
も
、
内
観
的
に
は
痔
い

と
患
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
は
変
わ
ら
な
い
口

つ
ま
り
、
識
別
能
力
が
正
常
に
一
戻
ら
な
い
か
ぎ
り
、
変
だ
と
思
い
つ
つ
も
、
痛
み
を
感
じ
な
が
ら
内

観
的
に
は
浮
い
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
感
覚
質
に
つ

い
て
の
内
観
的
な
識
別
判
断
が
誤
り
う
る
し
で
も
、
感
覚
質
が
意
識
に
よ
っ
て
直
接
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
意
味
で
(
つ

ま
り
感
覚
質
は
意
識
的
だ
と
い
う
意
味
で
)
何
と
か
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
消
去
的
唯
物
論
を
退
け
る
う
え
で
と
り
わ
け
大
き
な
拠
点
と
な
る
。



消
去
的
唯
物
論
は
、
意
識
の
直
接
的
所
与
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
存
在
を
消
去
す
る
場
合
に
は
、

る
乙
と
を
論
証
し
、

そ
の
う
え
で
そ
れ
を
措
定
し
た
理
論
を
別
の
も
っ
と
良
い
理
論
に
置
き
換
え
る
、

ま
ず
そ
の
よ
う
な
存
在
で
す
ら
じ
つ
は
理
論
的
に
措
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

と
い
っ
た
戦
略
を
と
る
。
だ
が
、
感
覚
質
に
つ
い
て
は
、
デ
ネ
ツ

ト
の
攻
撃
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

さ
し
あ
た
っ
て
意
識
の
直
接
的
所
与
と
い
う
性
格
は
何
と
か
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

む
す
び

青
空
を
見
る
と
背
く
見
え
、
足
を
踏
ま
れ
る
と
痛
み
が
走
り

コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
と
ほ
ろ
苦
い
味
が
す
る
。
感
性
的
経
験
が
あ
る
一
定
の
感
覚
質
を
も
つ
こ
と
は
明
白

な
事
実
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
局
、
物
理
主
義
に
と
っ
て
残
さ
れ
た
唯
一
の
道
は
、
感
覚
質
を
物
理
主
義
的
に
説
明
す
る
と
い
う
本
来
の
課
題
に
真
正
面
か
ら
取

り
組
む
と
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
説
明
が
は
た
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
物
理
的
世
界
に
は
、
色
も
、
痛
み
も
、
味
も
な
い
。
そ
こ
か
ら
ど
う
や
っ
て
色
や
痛

み
や
味
を
作
り
出
せ
る
の
か
口
そ
ん
な
錬
金
術
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
感
覚
質
は
物
理
的
性
質
に
還
元
さ
れ
そ
う
も
な
い
し
、
物
理
的
性
質
に
よ
っ
て
実
現

さ
れ
る
高
次
の
機
能
的
性
質
と
も
同
一
視
で
き
そ
う
に
な
い
。
物
理
的
性
質
を
ど
う
複
合
し
て
み
て
も
、
物
理
的
シ
ス
テ
ム
を
ど
の
高
次
の
水
準
で
捉
え
て
み
て
も
、
物

理
的
世
界
は
少
し
も
「
色
づ
い
て
」
こ
な
い
。
感
覚
質
を
物
理
主
義
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
絶
望
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

だ
が
、
感
覚
質
の
存
在
に
瞬
い
て
物
理
主
義
を
放
棄
し
た
と
こ
ろ
で
、
困
難
は
い
さ
さ
か
も
軽
減
さ
れ
な
い
。
感
覚
質
を
物
理
的
世
界
に
位
置
づ
け
る
の
が
困
難
で
あ

る
の
と
同
程
度
に
、

い
や
こ
と
に
よ
る
と
そ
れ
以
上
に
、
物
理
的
世
界
か
ら
追
放
さ
れ
た
感
覚
質
を
物
理
的
世
界
に
関
係
づ
け
る
こ
と
も
ま
た
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
二
元
論
的
な
道
よ
り
は

一
元
論
的
な
物
理
主
義
の
ほ
う
が
ま
だ
し
も
希
望
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
む
ろ
ん
、
と
と
に
よ
る
と
、

一
元
論
l

対
1

二
元
論
の
よ

う
な
旧
態
依
然
た
る
枠
組
み
を
解
体
し
て
ま
っ
た
く
新
し
い
道
を
見
い
だ
す
こ
と
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
道
に
た
ど
り
つ
く
た
め
に
も
、

物
現
主
義
の
道
を
そ
の
限
界
ま
で
突
き
進
む
ほ
う
が
よ
ほ
ど
希
望
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
感
覚
質
の
存
在
は
物
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Physicalism and Qualia 

Yukihiro NOBUHARA 
物
理
主
義
と
感
覚
質

一
五

QuaJja， the phenomenal qualities of conscious experiences， have been an obstacle to the 

physicalist view of the world. They don't seem to be reducible to any physical or functional 

properties. Some anti-physicalists thus proposed an aTgument against physicalism by appeal-

ing to the existence of qualia. 1n this paper 1 take up F.] ackson's Knowledge Argument as one 

of those arguments. ]ackson argues that you cannot know what it is like to see red even if you 

Jmow everything physical. But this argument has been attad:ed by many physicalists. They 

argue that Knowledge Argument depends on the ambiguity of the term 'know' and that 

knowing what it is like is not a propositional knowledge but an abili土yof some kind. But E. 

Warner rejects this response. He argues that the physicalist explanation of that ability is 

inconsistent with the incorrigibility thesis that one cannot be mistaken in believing that one 

feels pain. 1 examine these controversies and conclude that although physicalists can reject the 

anti-physicalist objections， they cannot dispeL our persitent conviction that there are 

physicalistically unreducible qualia 

Some physicalists try to deny the existence of qualia. 1 take up D. C. Dennett's powerful 

attempts to eliminate qualia. He argues that our concept of qualia is so confused that there is 

no property corresponding to that concept. Particularly he i1lustrates that one can make 

mistakes about qualia， and concludes from this that qualia are not directly apprehensible in 

consCIousness. But 1 claim that even if one can make mistakes about pain， feeling pain is a 

conscious state and in this sense it is directly apprehensible 1n consciousness. 1 think even 

physicalists must approve the existence of qualia， and so they should be able to locate qualia 

in their physica! world. My conclusion is that qualia sti1l remain the problem to physicalism. 
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