
摩耗するパラダイム

一
は
じ
め
に

方
法
論
の
検
証
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
、
わ
た
し
に
与
え
ら
れ
て
い

る
課
題
は
「
作
品
論
の
視
点
か
ら
ｌ
そ
の
批
判
的
検
証
を
通
し
て
」
で

あ
る
。
本
特
集
の
ね
ら
い
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
が
自
己
目
的
化
し
て
、

作
品
の
「
読
み
」
が
正
し
く
な
さ
れ
て
い
る
か
、
作
品
の
本
質
・
意
味
が

正
し
く
読
み
取
ら
れ
て
い
る
か
の
保
証
に
不
安
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
」

の
で
、
「
具
体
的
な
作
品
に
即
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
が
何
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
か
を
、
批
判
的
に
検
討
し
て
み
る
」
と
い
う
こ
と
の
よ
、
フ
で

あ
る
。
思
う
に
、
批
判
す
べ
き
こ
と
が
ら
の
一
端
は
す
で
に
こ
こ
に
現
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
こ
の
種
の
企
画
は
時
期
を
え
て
お
り
、
あ
え
て
そ
の
意
義
を
疑

う
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
す
こ
し
ば
か
り
気
に
か
か
る
の
は
、
「
作
品

の
読
み
取
り
云
々
」
だ
と
か
「
作
品
の
本
質
・
意
味
云
々
」
「
具
体
的
な

作
品
に
即
し
て
云
々
」
等
の
言
い
方
そ
の
も
の
が
、
「
批
判
的
に
検
証
し

て
み
る
」
た
め
の
手
ご
ろ
な
材
料
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
、
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
作
品
と
い
う
も
の
が
あ
た
か
も
無
前
提
に
成

り
立
つ
か
の
ど
と
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
だ
。

摩
耗
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム

特
集
・
方
法
論
の
検
証
ｌ
古
代
文
学
の
「
読
み
」
を
保
証
す
る
も
の

ｌ
作
品
論
と
は
何
で
あ
っ
た
か
？
Ｉ

あ
る
い
は
、
こ
の
特
集
は
作
品
論
の
有
効
性
を
よ
り
強
化
す
る
意
図
か
ら

企
画
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
作
品
論
批
判
と

い
う
の
は
、
そ
う
い
っ
た
作
品
の
自
明
性
を
疑
う
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
作
品
と
し
て
読
み
取
る
前
に
、
作
品
と
い
う
概
念
を
成
り

立
た
せ
て
い
る
根
拠
を
問
う
こ
と
ｌ
こ
れ
が
わ
た
し
に
与
え
ら
れ
て
い

る
課
題
で
あ
ろ
う
。

二
作
品
論
の
時
代

作
品
か
ら
テ
ク
ス
ト
ヘ
と
い
う
標
語
は
ひ
と
こ
ろ
の
輝
き
を
失
い
、
か

な
り
色
あ
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
日
本
文
学
の
研
究
者
に

与
え
た
シ
ョ
ッ
ク
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
学
問
と
し
て
の
文

学
研
究
は
作
品
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
成
り
立
つ
と
い
う
神
話

が
、
テ
ク
ス
ト
概
念
の
輸
入
に
よ
っ
て
ま
る
で
一
夜
の
う
ち
に
ひ
つ
く
り

返
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
現
代
文
学
は
も
と
よ
り
古
典
文
学
の

方
で
も
王
朝
物
語
を
中
心
に
し
て
白
熱
し
た
論
争
が
交
わ
さ
れ
た
の
は
当

然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
舶
来
思
想
の
移
入
と
消
費
を
繰
り
返
し
て
き
た

日
本
文
学
研
究
の
不
毛
な
パ
タ
ー
ン
を
、
ど
れ
ほ
ど
脱
却
し
え
た
か
は
覚

束
な
い
に
し
て
も
…
…
。

西

條

勉
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ひ
と
た
び
テ
ク
ス
ト
論
の
洗
礼
を
受
け
て
し
ま
え
ば
、
文
学
作
品
を
読

む
行
為
は
、
も
は
や
信
頼
す
べ
き
羅
針
盤
な
ど
は
望
み
え
な
く
な
る
。
読

み
手
は
ま
る
で
不
案
内
な
場
所
に
投
げ
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
慣
れ
親
し
ん

で
き
た
作
品
が
、
ま
っ
た
く
別
な
相
貌
で
立
ち
現
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付

く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
論
の
席
捲
は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト

や
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
な
ど
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
者
の
論
著
が

翻
訳
さ
れ
出
し
た
一
九
八
○
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
三

谷
邦
明
の
「
物
語
文
学
の
方
法
Ｉ
。
Ⅱ
」
（
一
九
八
六
年
）
や
、
小
森
陽

一
の
「
構
造
と
し
て
語
り
』
（
一
九
八
八
年
）
な
ど
が
相
次
い
で
刊
行
さ

れ
、
日
本
文
学
の
研
究
は
開
放
的
な
賑
わ
い
を
み
せ
た
の
で
あ
る
。
三
谷

や
小
森
の
著
作
は
「
国
文
学
界
」
の
旧
い
縄
張
り
を
縦
横
に
踏
み
に
じ
っ

て
新
世
代
の
研
究
者
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
幸
か

不
幸
か
、
上
代
文
学
研
究
の
分
野
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
う
し
た
外
来
系

の
思
想
と
対
時
し
た
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
幸
い
し
た

の
は
、
賛
沢
な
舶
来
品
を
飽
食
し
た
後
の
空
虚
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
論
の
衝
撃
を
免
れ
た
こ
と
が
、
結
果
と

し
て
「
作
品
」
の
概
念
を
点
検
す
る
好
機
を
失
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
か
な
ら
ず
し
も
手
放
し
で
慶
べ
る
事
態
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
上
代
文
学
研
究
の
分
野
で
は
、
古
事
記
に
し
る
万
葉
集
に
し

ろ
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
ス
タ
イ
ル
は
も
と
よ
り
脱
ア
カ
デ
ミ
ー
を
自
認
す

る
研
究
で
も
、
主
流
も
し
く
は
基
底
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

作
品
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
の
実
践
形
態
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
る

の
が
、
い
、
フ
ま
で
も
な
く
読
み
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
人
麻
呂
や

家
持
の
作
品
を
読
む
と
い
っ
た
素
朴
な
レ
ベ
ル
か
ら
、
作
品
と
し
て
読
む

と
い
う
か
た
ち
で
、
方
法
論
的
な
自
覚
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
ま
で
、
そ

の
内
実
は
種
々
様
々
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
昨
今
の
状
況
を
み
る
と
作
品

研
究
を
志
向
し
、
ま
た
そ
れ
を
標
楴
す
る
論
著
が
や
た
ら
と
目
に
付
く
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
わ
た
し
だ
け
の
偏
見
で
は
な
い
と
思

う
。
い
ま
や
作
品
論
は
文
学
研
究
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
作
品

の
読
み
を
目
指
さ
な
い
よ
う
な
論
文
は
文
学
研
究
の
名
に
値
し
な
い
と
い

っ
た
通
念
が
、
わ
た
し
た
ち
の
脳
裏
に
根
付
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

、フか。と
こ
ろ
が
、
明
治
以
降
の
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
上
代
文
学

の
領
域
に
お
い
て
作
品
論
の
観
点
が
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
の
は
そ
れ
ほ
ど

古
い
こ
と
で
は
な
い
。
古
事
記
は
神
話
論
的
な
研
究
が
先
行
し
史
学
や
民

俗
学
な
ど
も
関
わ
り
あ
っ
て
、
研
究
の
方
法
に
複
合
的
な
曲
折
が
み
ら
れ

る
が
、
万
葉
集
の
ば
あ
い
は
、
近
世
国
学
の
遺
産
を
引
き
継
い
で
文
献

学
・
注
釈
学
か
ら
解
釈
学
的
な
領
域
に
展
開
し
て
、
そ
れ
な
り
に
内
発
的

な
軌
跡
を
た
ど
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
明
治
・
大
正
期
の
研
究
者
に
は

「
作
品
論
」
と
い
う
の
は
ま
だ
未
知
の
領
域
で
あ
っ
た
。
き
ち
ん
と
し
た

調
査
を
す
る
暇
が
な
い
の
で
、
手
っ
取
り
早
く
分
か
り
易
い
目
安
と
し
て

代
表
的
な
研
究
集
成
を
並
べ
て
み
よ
う
。

一
九
三
三
年
（
昭
８
）
春
陽
堂
『
万
葉
集
講
座
』

①
作
者
研
究
篇
②
研
究
方
法
篇
③
言
語
研
究
篇
④
史

的
研
究
篇
⑤
万
葉
美
論
篇
⑥
編
纂
研
究
篇

一
九
五
三
年
（
昭
朋
）
平
凡
社
『
万
葉
集
大
成
』

①
総
記
②
文
献
篇
③
④
訓
話
篇
⑤
歴
史
社
会
篇
⑥

言
語
篇
⑦
様
式
研
究
篇
・
比
較
文
学
篇
⑧
民
俗
篇
⑨

⑩
作
家
研
究
篇
⑪
～
⑭
本
文
篇
⑮
～
⑲
索
引
篇
⑳
美

論
篇
⑳
風
土
篇
⑳
研
究
書
誌
・
年
表
・
索
引
篇
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一
九
七
五
年
（
昭
別
）
有
精
堂
『
万
葉
集
講
座
』

①
成
立
と
影
響
②
思
想
と
背
景
③
言
語
と
表
現
④
歌

体
と
歌
風
⑤
⑥
作
家
と
作
品

そ
れ
ぞ
れ
万
葉
研
究
に
一
時
代
を
画
し
た
叢
書
で
、
春
陽
堂
講
座
は
佐

佐
木
信
綱
、
平
凡
社
大
成
は
澤
潟
久
孝
を
監
修
代
表
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

が
、
ど
ち
ら
に
も
「
作
者
・
作
家
研
究
」
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
「
作
品

研
究
」
と
い
う
篇
目
は
ま
だ
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
設
け
ら
れ
る

の
は
有
精
堂
版
の
講
座
か
ら
で
あ
る
。
世
に
作
品
論
が
広
ま
っ
て
い
く
の

は
、
そ
の
間
の
お
よ
そ
二
十
年
間
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
点
で
、
有
精
堂
の
講
座
が
伊
藤
博
・
中
西
進
・
橋
本
達
雄
・
渡
瀬
昌
忠

ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
こ
と
に
象
徴
的
で
あ
る
。
万
葉
研

究
に
作
品
論
の
風
潮
を
定
着
さ
せ
た
の
は
、
こ
こ
に
名
を
連
ね
た
人
々
の

研
究
で
あ
っ
た
と
み
て
誤
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
世
代
の
万
葉
学
者
は

「
大
東
亜
戦
争
」
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
万
葉
学
を
再
建
す
べ
く
強
固
な
使

命
感
を
も
っ
て
お
り
、
万
葉
集
を
覆
っ
て
い
た
不
透
明
な
神
話
の
ベ
ー
ル

を
剥
ぎ
取
っ
て
、
個
々
の
歌
人
の
生
活
史
を
洗
い
出
し
な
が
ら
、
か
れ
ら

の
文
学
活
動
を
実
証
的
に
探
求
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
作
品

論
の
優
位
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
導
火
線
に
な

っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
一
九
五
八
年
（
昭
銘
）
に
刊
行
さ
れ
た
西
郷
信

綱
の
『
万
葉
私
記
』
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。

．
ま
ず
重
ん
ず
べ
き
は
、
作
品
を
作
品
た
ら
し
め
て
い
る
モ
チ
ー
フ

と
、
作
品
そ
の
も
の
で
あ
り
云
々

・
作
品
を
追
体
験
す
る
と
か
い
う
ば
あ
い
、
作
品
を
ダ
シ
に
し
て
自

己
を
語
る
例
が
多
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
邪
道
だ
と
思
う
。
作
品

の
よ
び
か
け
た
同
時
代
の
読
者
や
聴
衆
の
立
場
、
こ
と
ば
の
そ
の

時
代
に
お
け
る
固
有
な
意
味
論
的
約
束
に
忠
実
で
な
い
と
、
作
品

を
理
解
で
き
な
い
云
々

こ
の
よ
う
に
『
万
葉
私
記
』
の
な
か
で
、
西
郷
は
「
作
品
そ
の
も
の
」

だ
と
か
「
作
品
に
即
し
て
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ

の
著
作
は
万
葉
集
の
読
み
方
を
一
新
さ
せ
た
も
の
と
し
て
今
日
で
も
高
い

評
価
を
保
っ
て
い
る
が
、
そ
の
新
し
さ
は
要
す
る
に
作
品
に
即
し
て
読
む

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
当
然
そ
こ
で
は
、
注
釈
的
な
手
法
が
フ
ル
に

導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
の
読
み
方
は
、
乱
暴
に
い
え
ば
、

た
と
え
ば
斎
藤
茂
吉
の
『
柿
本
人
麿
」
（
一
九
三
四
年
）
だ
と
か
武
田
祐

吉
の
「
柿
本
人
麻
呂
孜
」
（
一
九
四
三
年
）
を
想
起
す
れ
ば
分
か
る
よ
う

に
、
歌
人
の
生
き
様
を
文
脈
に
し
て
歌
を
解
読
し
て
い
く
の
が
主
流
で
、

歌
の
読
み
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
歌
人
論
を
優
位
と
す
る

か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
思
え
ば
、
西
郷
の
提
言
は
万
葉

歌
の
読
み
方
を
根
本
か
ら
ひ
っ
く
り
返
す
も
の
で
あ
っ
た
。
近
代
の
万
葉

研
究
に
お
け
る
歌
人
論
か
ら
作
品
論
へ
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
革
命
は
西
郷

信
綱
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
背
景
に
は
歌

人
論
そ
の
も
の
の
変
質
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
に
な
っ
て
勃
興
し

た
歴
史
社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
歌
人
は
歴
史
的
も
し
く
は
社

会
的
な
次
元
で
捉
え
ら
れ
た
た
め
、
従
来
、
素
朴
に
表
裏
一
体
で
捉
え
ら

れ
て
い
た
歌
人
と
作
品
が
分
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
作
品

を
作
品
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
下
地
は
、
ま
ず
、
そ
う
し
た
流
れ
の
な

か
で
醸
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
万
葉
集
研
究
に
そ
う
し
た
歴
史
社
会

学
的
な
観
点
を
導
入
し
た
の
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
西
郷
信
綱
そ
の
人
な
の
で

あった。
そ
こ
で
も
、
フ
少
し
だ
け
『
万
葉
私
記
」
の
方
法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
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と
、
西
郷
は
作
品
の
意
味
を
歌
人
の
実
人
生
か
ら
切
り
離
し
た
の
で
あ
る

が
、
歌
人
の
関
与
を
ま
っ
た
く
度
外
視
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
．
な
ぜ
な
ら
、
作
品
そ
の
も
の
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の

は
表
現
様
式
だ
と
か
詩
的
な
韻
律
構
造
で
あ
る
が
、
歌
人
は
そ
う
し
た

種
々
の
技
法
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
表
現
を
生
み
出
す
主
体
と
し
て
再
措

定
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
西
郷
の
切
り
ひ
ら
い
た
こ
の
創
作
主
体
と
し
て

の
歌
人
と
い
う
概
念
は
、
人
麻
呂
を
問
題
と
す
る
と
き
に
よ
り
際
立
っ
た

効
力
を
発
揮
し
、
「
人
麻
呂
に
お
け
る
作
詩
の
技
術
の
問
題
」
に
し
っ
か

り
と
焦
点
が
定
め
ら
れ
、
口
承
と
記
載
、
音
楽
と
詩
の
あ
い
だ
を
往
還
し

な
が
ら
獲
得
さ
れ
る
人
麻
呂
の
創
作
技
術
が
多
面
的
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
、
作
歌
論
を
補
佐
す
る

新
し
い
タ
イ
プ
の
歌
人
論
と
し
て
し
か
る
べ
き
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ

った。と
も
か
く
「
万
葉
私
記
」
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
作
品
に
即
し
た
研
究
が

活
発
に
な
り
、
一
九
六
五
年
（
昭
㈹
）
に
は
、
た
ぶ
ん
は
じ
め
て
「
作
品

研
究
」
を
標
傍
す
る
こ
と
に
な
る
清
水
克
彦
『
柿
本
人
麻
呂
１
１
作
品
研

究
ｌ
』
が
上
梓
さ
れ
た
。
「
あ
と
が
き
」
で
清
水
は
「
本
書
は
、
柿
本

人
麻
呂
の
作
品
を
、
主
と
し
て
そ
の
作
品
の
言
語
に
即
し
つ
つ
、
分
析

し
、
総
合
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
麻
呂
作
歌
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
が
、
い
わ

ゆ
る
学
界
的
に
公
認
さ
れ
た
作
品
論
の
共
通
認
識
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
な
ど
を
皮
切
り
に
し
て
、
昭
和
四
十
年
代
に
は
、
伊
藤
博
や
中

西
進
・
橋
本
達
雄
・
渡
瀬
昌
忠
・
稲
岡
耕
二
・
阿
蘇
瑞
枝
な
ど
に
よ
っ
て

万
葉
集
の
作
品
研
究
を
代
表
す
る
傑
作
論
文
が
次
々
に
執
筆
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
は
、
一
九
七
七
年
（
昭
駆
）
か
ら
刊
行
さ

れ
る
有
斐
閣
『
万
葉
集
を
学
ぶ
」
（
全
八
冊
）
に
よ
っ
て
一
応
の
ピ
ー
ク

を
迎
え
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
「
作
品
な
ら
び
に
歌
人
単
位
」
で
項
目
を

設
定
し
、
「
作
品
の
構
成
や
意
図
、
作
品
成
立
の
場
や
歴
史
的
背
景
、
文

学
史
的
位
相
」
な
ど
を
問
題
と
し
た
も
の
で
、
万
葉
集
の
全
巻
に
わ
た
っ

て
主
要
な
歌
々
が
作
品
論
の
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
の
は
画
期
的
で
あ
っ

た
。
注
釈
の
細
密
化
も
手
伝
っ
て
、
こ
の
時
期
、
万
葉
研
究
は
ま
さ
に
作

品
論
の
時
代
を
調
歌
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
を
経
た
現
在
、
和
泉
書
院
『
セ
ミ
ナ
ー
万

葉
の
歌
人
と
作
品
』
全
十
二
冊
が
刊
行
中
で
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」
の
冒

頭
で
「
本
シ
リ
ー
ズ
の
企
画
は
、
主
と
し
て
昭
和
四
十
年
代
以
降
の
『
万

葉
集
』
研
究
を
振
り
返
り
、
そ
の
成
果
を
集
約
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い

展
開
の
方
向
を
示
そ
、
フ
と
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
ち
ょ
う
ど
作
品
論
の
勃
興
か
ら
現
在
に
至
る
お
よ
そ
四
十
年
間
に
焦

点
が
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
針
は
、
次
の
よ
、
フ
に
述
べ
ら
れ
て
い

ヲ（》◎

研
究
の
基
本
は
あ
く
ま
で
も
作
品
を
読
む
こ
と
に
あ
る
。
作
品
か
ら

遊
離
し
、
作
品
の
外
で
幻
想
を
広
げ
る
よ
う
な
議
論
は
意
味
を
も
た

な
い
。
『
万
葉
集
」
研
究
が
注
釈
的
研
究
を
つ
ね
に
中
心
と
し
て
き

た
の
は
、
正
道
を
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
向
を
継
承
し
て
、

本
シ
リ
ー
ズ
は
、
「
歌
人
と
作
品
」
と
題
し
、
歌
人
ご
と
に
作
品
を

見
て
ゆ
く
か
た
ち
で
各
巻
を
編
成
し
た
。
作
品
別
研
究
史
を
積
み
上

げ
な
が
ら
、
同
時
に
作
者
（
歌
人
）
論
と
し
て
総
括
す
る
こ
と
を
め

ざ
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
作
品
論
の
時
代
を
引
き
継
ぎ
、
そ

れ
の
一
層
の
発
展
を
期
す
る
所
信
で
あ
ろ
う
。
注
釈
に
裏
打
ち
さ
れ
た
作
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作
品
論
を
成
り
立
た
せ
る
前
提
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
作
品
」
と
い
う

概
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
代
文
学
の
研
究
に
お
い
て
は
、
前
節
に
引

い
た
諸
論
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
用
語
は
ほ
と
ん
ど
定
義
ら
し
い

定
義
も
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
ん

な
こ
と
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
〈
学
〉
を
標
傍
す
る
言
説
に
お
い
て
は
珍

し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
じ
じ
つ
と
し
て
そ
、
フ
し
た
風
潮
が
支
配
し
て
い
る

の
は
、
そ
れ
な
り
の
事
情
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
う
。
ま
ず
考
え
ら
れ

る
の
は
暗
黙
の
了
解
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
常
識
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る

わ
け
で
、
作
品
は
あ
え
て
定
義
づ
け
す
る
ま
で
も
な
い
自
明
の
存
在
と
み

な
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

そ
う
し
た
常
識
の
核
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
作
品
は
そ
れ
を
作
り
出
し

た
歌
人
（
作
者
）
の
所
有
物
で
あ
る
と
す
る
見
方
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

パ
ラ
ダ
イ
ム

っ
て
、
作
品
の
根
拠
は
作
者
に
あ
る
と
い
う
根
強
い
観
念
が
定
着
す
る

こ
と
に
な
る
。
和
泉
書
院
セ
ミ
ナ
ー
の
「
万
葉
の
歌
人
と
作
品
」
と
い
う

名
称
が
、
そ
う
し
た
通
念
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

品
研
究
に
対
す
る
揺
る
ぎ
な
い
信
念
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
日
本
文
学
研
究
の
他
の
分
野
を
襲
っ
た
テ
ク
ス
ト
論
の
衝
撃
は
、
本

当
に
上
代
文
学
の
研
究
に
は
無
縁
と
み
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
に

「
作
品
か
ら
遊
離
し
、
作
品
の
外
で
幻
想
を
広
げ
る
よ
う
な
議
論
は
意
味

を
も
た
な
い
」
と
あ
る
の
は
、
文
字
表
現
と
し
て
存
在
す
る
作
品
を
自
己

完
結
し
た
も
の
、
閉
じ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
発
想
は
、
万
葉
集
の
歌
を
読
む
と
き
に
ど
れ
ほ
ど
有
効
な
の
で

ある、フか。
三
作
品
の
根
拠

い
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
万
葉
研
究
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
近
代
文
学
研

究
に
お
い
て
も
、
「
作
品
の
主
題
（
テ
ー
マ
）
と
、
そ
の
テ
ー
マ
を
必
然

と
し
た
作
家
の
意
図
（
モ
チ
ー
フ
）
を
正
確
に
知
悉
す
る
こ
と
」
（
三
好

行
雄
「
作
品
論
の
試
み
』
一
九
六
七
年
）
が
作
品
論
の
理
念
と
し
て
公
認

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
〈
作
者
の
死
〉
を
宣
告
し
た
テ
ク
ス

ト
論
か
ら
批
判
を
浴
び
て
、
作
者
と
作
品
を
め
ぐ
る
議
論
が
と
め
ど
も
な

く
昏
迷
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な

嵐
は
万
葉
研
究
の
領
域
に
は
波
及
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
万
葉
集
に
お
い
て
作
者
が
安
定
し
た
基
盤
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
す
こ
し
考
え
て
み
れ
ば
分
か
る

よ
う
に
、
万
葉
集
ほ
ど
作
者
の
問
題
で
頭
を
悩
ま
す
書
物
は
な
い
の
で
あ

つく》Ｏそ
の
理
由
は
ふ
た
つ
ほ
ど
あ
る
。
ひ
と
つ
は
額
田
王
や
柿
本
人
麻
呂
・

山
部
赤
人
と
い
っ
た
著
名
な
万
葉
歌
人
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
作
者

に
関
す
る
資
料
の
絶
対
的
な
不
足
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
じ
た
い

は
た
ん
に
資
料
不
足
と
い
う
障
害
以
上
の
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
作
者
の
実
在
に
信
懇
性
が
も
た
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
作
者
と
作
品
の

因
果
関
係
に
疑
い
が
挾
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
万
葉
集
に
お
い
て

作
者
の
問
題
が
厄
介
に
な
る
理
由
は
、
ま
っ
た
く
万
葉
集
と
い
う
書
物
そ

の
も
の
の
性
格
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
、
個
々
の
歌
を
そ
の
題

詞
に
書
か
れ
て
い
る
作
者
の
も
の
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
の

か
ど
、
フ
か
、
こ
の
点
に
ま
ず
疑
い
が
も
た
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

単
純
な
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
巻
頭
歌
は
題
詞
に
「
天
皇
御

製
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
歌
が
雄
略
天
皇
の
実
作
と
は
と
て
も

考
え
ら
れ
な
い
が
、
一
方
で
、
二
十
九
番
歌
は
「
近
江
の
荒
た
る
都
を
過
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ぎ
し
時
、
柿
本
人
麻
呂
の
作
れ
る
歌
」
と
あ
る
題
詞
に
よ
っ
て
人
麻
呂
の

実
作
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
違
い
を
区
別
す
る
客
観
的
な
基
準
が
あ
る

の
か
と
い
え
ば
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
ど
こ
に
も
な
い
。
ご
く
健
全
な
常
識
に

基
づ
い
て
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
、
フ
な
判
断
方

法
は
じ
っ
さ
い
に
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
し
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
有

害
で
あ
る
。
二
番
歌
の
「
天
皇
、
香
具
山
に
登
り
て
望
国
し
た
ま
ひ
し
時

の
御
歌
」
は
野
明
天
皇
の
実
作
で
あ
る
の
か
否
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
判

断
で
き
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
万
葉
集
に
一
三
首
あ

る
額
田
王
の
歌
の
な
か
で
、
実
作
と
い
え
る
の
は
何
首
あ
る
の
か
。
こ
う

い
っ
た
問
題
は
、
万
葉
集
を
読
む
ば
あ
い
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
論
じ
ら
れ
る
の
は
ま
れ

で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
は
読
み
手
の
常
識
的
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
す
ぐ
後
に
あ
げ
る
大
伯
皇
女
歌
の
よ
う
に
、
実
作
か
否
か
で

際
限
の
な
い
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

実
作
を
疑
問
視
す
る
と
き
に
導
入
さ
れ
る
の
が
代
作
も
し
く
は
仮
託
で

あ
る
が
、
そ
の
ば
あ
い
に
は
歌
の
評
価
が
ひ
つ
く
り
返
っ
て
し
ま
、
フ
ケ
ー

ス
が
少
な
く
な
い
。
作
歌
主
体
の
ゆ
れ
が
作
品
の
読
み
取
り
に
大
き
く
影

響
す
る
わ
け
で
あ
る
。
代
作
説
・
仮
託
説
と
も
実
際
の
作
り
手
を
別
に
想

定
す
る
だ
け
で
あ
り
、
実
作
説
を
補
完
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ

も
作
品
の
根
拠
は
作
者
に
あ
る
、
あ
る
い
は
作
品
は
作
者
に
帰
属
す
る
と

パ
ラ
ダ
イ
ム

い
っ
た
常
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
は
そ

の
作
者
な
の
だ
。

大
津
皇
子
の
繕
か
に
伊
勢
の
神
宮
に
下
り
て
上
り
来
ま
し
し
時
に
、

大
伯
皇
女
の
作
り
ま
せ
る
御
歌
二
首

わ
が
背
子
を
大
和
へ
遣
る
と
さ
夜
更
け
て
暁
露
に
わ
が
立
ち
濡
れ

し

（２一○五）

二
人
行
け
ど
行
き
難
き
秋
山
を
い
か
に
か
君
が
一
人
超
ゆ
ら
む

（２一○六）

こ
の
二
首
は
世
評
が
高
く
、
万
葉
集
中
の
名
歌
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
理
由
は
歌
の
表
現
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
歌
そ
の
も
の
と

し
て
は
集
中
ど
こ
に
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
平
凡
な
恋
歌
で
、

こ
と
さ
ら
個
性
的
な
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
二
首
が
名
歌
で
あ
る
理
由
は
す
べ
て
題
詞
に
よ
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
「
大
津
皇
子
の
霜
か
に
伊
勢
の
神
宮
に
下
り
て
上
り
来

ま
し
し
時
に
、
大
伯
皇
女
の
作
り
ま
せ
る
御
歌
二
首
」
と
あ
る
題
詞
の
記

述
が
こ
の
歌
を
名
歌
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
、
こ
の
歌
の
、
作
品

と
し
て
の
価
値
も
す
べ
て
題
詞
に
書
か
れ
て
い
る
作
歌
事
情
に
よ
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
特
殊
な
歌
群
に
つ
い
て
の
み
当
て
は
ま
る
と
い

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
原
理
的
に
い
え
ば
万
葉
集
全
体
を
覆
う
共
通
事
項

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
の
根
拠
は
作
者
に
あ
る
と
い
う
一
般

常
識
も
、
万
葉
集
の
ば
あ
い
は
、
題
詞
の
記
述
を
抜
き
に
し
て
は
成
り
立

た
な
い
と
い
う
特
殊
な
事
情
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

右
の
題
詞
の
真
偽
に
関
し
て
は
議
論
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
言
い
分
が

あ
っ
て
な
か
な
か
決
着
の
つ
く
問
題
で
は
な
い
が
、
た
だ
、
細
か
く
み
れ

ば
こ
れ
を
真
と
す
る
立
場
に
客
観
的
な
証
拠
が
な
い
の
に
対
し
て
、
こ
れ

を
疑
う
立
場
に
は
い
く
ら
か
有
利
な
材
料
は
あ
る
。
そ
れ
は
「
纈
」
と
い

う
用
字
で
あ
る
。
極
秘
の
行
為
が
ど
う
し
て
歌
集
に
載
る
の
か
と
い
う
俗

見
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
近
隣
す
る
歌
群
に
「
籟
」
を
用
い
る
ふ
た
つ
の

題
詞
「
大
津
皇
子
の
繕
か
に
石
川
女
郎
に
婚
ひ
し
時
云
々
」
（
２
一
○

九
）
・
「
但
馬
皇
女
の
高
市
皇
子
の
宮
に
在
し
し
時
に
、
霜
か
に
穂
積
皇
子
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に
接
ひ
て
云
々
」
（
２
二
六
）
が
、
い
ず
れ
も
虚
構
の
疑
い
を
も
た
れ

る
こ
と
か
ら
、
当
該
の
題
詞
も
事
実
を
記
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
と

い
う
意
見
は
、
一
応
筋
の
通
っ
た
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
類
歌
性
の
観
点
か
ら
二
首
目
（
一
○
六
）
を
仮
託
歌
と
す
る
見
解
も

あ
る
が
、
同
じ
観
点
か
ら
一
首
目
を
実
作
と
す
る
確
証
は
え
ら
れ
ず
、
こ

の
歌
に
関
し
て
は
大
伯
実
作
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
望
が
先
行
し
が

ち
で
あ
る
。
そ
の
よ
》
フ
に
し
て
、
エ
ン
ド
レ
ス
に
議
論
が
続
く
こ
と
に
な

つ（》◎題
詞
を
疑
号
７
に
せ
よ
、
そ
の
ま
ま
信
じ
る
に
せ
よ
、
基
本
的
に
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
題
詞
と
歌
は
分
離
し
え
な
い
も
の
と
し
て
一
体

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ご
く
簡
明
な
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
つ
も
作

者
は
題
詞
の
な
か
に
い
る
の
だ
。
作
品
の
根
拠
と
み
な
さ
れ
て
い
た
作
者

と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
題
詞
に
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の

で
あ
る
。
作
者
は
け
っ
し
て
題
詞
の
外
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
作
者
と
は
歌
の
作
り
手
そ
の
人
な
の
で
は
な
く
、

歌
の
作
り
手
と
し
て
記
述
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
か
れ
ら
は
題
詞
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
在
り

方
は
、
生
身
を
も
つ
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
書
き
こ
と
ば
と
し
て
し
か

存
在
し
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
歌
の
ば
あ
い
と
ま
っ
た
く
同
質
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
題
詞
も
ま
た
作
品
の
一
部
を
な
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
そ
う
言
っ
て
し
ま
っ
た
と
た
ん
に
、
そ
の
「
作
品
」
は
じ

し
ん
の
根
拠
を
な
く
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
題
詞
に
書
か
れ
て
い
る
作

者
は
、
そ
の
歌
の
作
り
手
と
し
て
作
品
を
外
部
か
ら
支
配
す
る
の
で
は
な

く
、
か
れ
自
身
も
ま
た
作
品
を
構
成
す
る
内
的
要
素
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な

い
の
で
、
歌
の
作
者
が
ま
っ
た
く
不
在
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

ある。お
そ
ら
く
、
こ
れ
ま
で
作
品
論
が
勘
違
い
し
て
き
た
の
は
、
題
詞
の
作

者
を
あ
た
か
も
生
身
の
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
、
こ
れ
を
題
詞
の

外
に
連
れ
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
だ
、
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
少
し
冷
静
に
考
え
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
万
葉
集
に
お

い
て
、
生
身
の
作
者
と
い
う
の
は
わ
た
し
た
ち
が
生
み
出
し
た
幻
に
す
ぎ

な
い
。
こ
の
種
の
幻
想
は
、
時
々
わ
た
し
た
ち
に
と
ん
で
も
な
い
指
示
を

出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
題
詞
の
作
者
を
生
身
の
存
在
と
み
な
し

て
、
こ
れ
が
歌
の
内
容
と
合
わ
な
い
時
に
は
「
題
詞
を
疑
え
」
と
い
、
フ
の

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
歌
が
題
詞
と
分
離
で
き
な
い
以
上
、
こ

の
指
示
は
、
じ
つ
は
「
作
品
を
疑
え
」
と
い
う
こ
と
に
等
し
い
の
だ
。
こ

う
し
た
ジ
レ
ン
マ
に
気
付
か
な
い
で
き
た
と
こ
ろ
に
、
作
品
論
の
見
え
ざ

る
落
と
し
穴
が
あ
っ
た
。

天
皇
の
、
蒲
生
野
に
遊
猟
し
た
ま
ひ
し
時
に
、
額
田
王
の
作
れ
る
歌

あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標
野
行
き
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る

（１二○）

皇
太
子
の
答
へ
ま
せ
る
御
歌

紫
草
の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ば
人
妻
ゆ
ゑ
に
わ
れ
恋
ひ
め
や

も

（１一二）

古
く
か
ら
こ
の
二
首
は
題
詞
の
記
述
に
し
た
が
っ
て
、
遊
猟
の
場
で
、

大
海
人
が
天
智
の
人
妻
で
あ
る
額
田
王
に
恋
慕
の
情
を
示
す
歌
と
さ
れ
て

い
た
が
、
現
在
の
万
葉
研
究
で
は
そ
う
し
た
読
み
方
は
否
定
さ
れ
て
お

り
、
二
首
は
宴
の
座
興
の
歌
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
題
詞
の
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
歌

を
題
詞
か
ら
分
離
し
て
読
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
か
り
に
同
じ
読
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み
手
が
、
先
の
大
伯
皇
女
歌
に
つ
い
て
は
歌
を
題
詞
に
即
し
て
読
み
取
っ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
歌
は
題
詞
に
即
し
て
読
み
、
別
の
歌
は
題
詞

を
無
視
し
て
読
む
こ
と
に
な
る
．
ま
こ
と
に
一
貫
性
を
欠
い
た
場
当
た
り

的
な
読
み
方
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
実
情
は
、
そ
う
い
っ
た
読
み
方

が
細
密
な
注
釈
に
飾
ら
れ
な
が
ら
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
群
で
題
詞
が
疑
わ
れ
て
い
る
の
は
、
作
者
を
生
身
の
存
在
に
み

よ
う
と
す
る
こ
と
と
裏
腹
で
あ
ろ
う
。
二
首
を
歌
い
交
わ
す
の
は
生
身
の

額
田
王
で
あ
り
、
大
海
人
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
が
ま
ず
あ

っ
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
場
が
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
そ
の
よ
う
な
想
定
は
読
み
手
の
恋
意
に
す
ぎ
な
い
。
く
ど
い
よ
う
だ

が
、
や
は
り
は
っ
き
り
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
歌
の
意
味
を
題
詞
か
ら

分
離
し
て
解
釈
す
る
の
は
、
〈
題
詞
十
歌
〉
を
ひ
と
つ
の
セ
ッ
ト
と
み
る

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
け
っ
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
二
首
の
意
味
は
あ
く
ま
で
も
題
詞
の
文
脈
と
連
続
し
て
お

り
、
題
詞
か
ら
切
り
離
し
て
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
題

詞
に
記
さ
れ
て
い
る
作
者
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
生
身
の
存
在
な

ど
で
は
な
い
の
だ
。

ち
な
み
に
旧
説
に
関
し
て
コ
メ
ン
ト
し
て
お
く
と
、
そ
こ
で
は
題
詞
が

尊
重
さ
れ
、
そ
の
内
容
も
素
朴
に
事
実
そ
の
ま
ま
の
こ
と
と
し
て
疑
わ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
題
詞
の
作
者
は
生
身
の
存
在
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
旧
説
と
現
行
説
は
、
作
品
の
根
拠
を
生

パ
ラ
ダ
イ
ム

身
の
作
者
に
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
、
ま
っ
た
く
共
通
の
発
想
基
盤

に
立
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
従
来
の
作
品
論
に
お
い
て
、

あ
る
歌
は
、
原
則
的
に
は
そ
の
題
詞
に
書
か
れ
て
い
る
生
身
の
作
者
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
原
則
が
う
ま
く
適
応
で
き
な

い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
代
作
だ
と
か
仮
託
と
い
う
観
点
か
ら
補
完
さ
れ
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
、
〈
題
詞
十
歌
〉
を
ひ
と
つ
の
セ
ッ
ト
と
み
る
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
在
り
方
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
も
は
や

生
身
の
作
者
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
で
は
、
作
品
が
生
身
の
作
者

に
帰
属
す
る
と
い
う
幻
想
が
断
ち
切
ら
れ
た
と
き
、
い
っ
た
い
そ
の
作
品

は
ど
こ
に
帰
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
か

り
に
右
の
二
首
が
生
身
の
作
者
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
題
詞
が
そ
の
こ
と
を
そ
の
ま
ま
記
述
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

事
実
と
し
て
い
え
る
の
は
、
〈
題
詞
十
歌
〉
の
セ
ッ
ト
を
作
り
上
げ
て
い

る
の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
目
に
し
て
い
る
万
葉
集
と
い
う
テ
ク
ス
ト
以
外

に
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
ゞ
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
え
て
テ
ク
ス
ト
と
い
う
用
語
を
使
雲
フ
の
は
、
わ
た
し
た
ち
の

目
に
し
て
い
る
対
象
が
さ
し
あ
た
っ
て
書
き
物
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
書
き
物
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
何
か
が
書
き
込
ま
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
作
者
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
も
の

と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
品
論
に
い
う
よ
う
な
「
作

品
」
と
違
っ
て
、
そ
れ
は
、
あ
ら
か
じ
め
あ
る
特
定
の
作
者
な
り
製
作
者

に
統
御
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
そ
れ
と
し
て
完
結
し
た

意
味
内
容
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
書
き
物
は
外
部
か
ら
誰
か

に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
読
ま
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
意
味
を
形
づ
く
る
の

で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
に
価
値
の
あ
る
書
き
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
読
ま

れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
た
だ
の
書
記
物
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
よ
う
す

テ
ク
ス
ト

る
に
、
書
き
物
は
そ
れ
じ
た
い
閉
じ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
つ

ね
に
外
部
の
不
特
定
者
（
読
み
手
）
に
開
か
れ
た
か
た
ち
で
存
在
し
て
い

るのである。

- ３８ -



摩耗するパラダイム

テ
ク
ス
ト
が
読
み
手
に
向
け
て
と
っ
て
い
る
構
え
は
問
い
か
け
で
あ

る
。
テ
ク
ス
ト
と
は
い
わ
ば
問
い
か
け
る
存
在
な
の
だ
。
そ
し
て
、
読
む

行
為
は
テ
ク
ス
ト
の
問
い
か
け
に
応
じ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
も
そ

も
テ
ク
ス
ト
と
は
何
も
の
か
の
職
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
何
か
を
読
み
手

に
訴
え
か
け
よ
う
と
す
る
習
性
を
も
っ
て
い
る
。
書
か
れ
た
も
の
を
書
か

れ
て
い
る
ま
ま
に
読
み
取
る
こ
と
な
ど
、
じ
っ
さ
い
に
は
あ
り
え
な
い
の

だ
。
万
葉
集
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
読
む
行
為
は
、
そ
こ
に
書
き
込
ま
れ
て

い
る
表
現
内
容
を
疑
問
形
の
か
た
ち
で
受
け
取
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ

る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
は
、
書
か
れ
て

い
る
こ
と
が
ら
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
意
図
を
読
み
解
く
こ
と
で
あ

る
。
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
背
後
に
あ
る
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
の

職
と
し
て
は
た
ら
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
の
も
つ
装
置
と
い
《
フ

も
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
額
田
王
と
大
海
人
の
唱
和
に
関
し
て
は
、
題
詞
の
文
脈
は
そ

れ
と
し
て
読
み
取
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
描
く
テ
ク
ス
ト
の
裏
の
意
図

を
探
る
と
い
う
手
順
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
額
田
王
を
め
ぐ
る
天

智
・
天
武
の
兄
弟
間
の
三
角
関
係
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
な
ら
、
読
み

手
は
、
そ
の
こ
と
を
ま
ず
率
直
に
読
み
取
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
一
見
す
る
と
旧
説
に
逆
戻
り
の
よ
う
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
そ
う
で

は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
三
角
関
係
は
な
ま
の
現
実
と
し
て
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
表
現
さ
れ
た
世
界
、
す
な
わ
ち
《
職
》
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
表
現
さ
れ
た
世
界
と
は
、

原
理
的
に
い
え
ば
非
現
実
の
世
界
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
分
か
り
や
す

い
言
い
方
で
虚
構
と
み
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
天
智
と
天
武
の
政
治
的
な
対

立
が
、
恋
愛
ざ
た
の
対
立
に
職
化
さ
れ
ら
れ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
同
じ
パ
タ
ー
ン
は
石
川
郎
女
を
め
ぐ
る
大
津
皇
子
と
草
壁
皇
子

の
三
角
関
係
を
語
る
歌
群
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
の
方
は
、
万
葉
集
と

い
う
テ
ク
ス
ト
の
仕
掛
け
が
よ
り
直
接
的
に
露
呈
さ
れ
て
い
る
よ
書
フ
だ
。

大
津
皇
子
の
石
川
郎
女
に
贈
れ
る
御
歌
一
首

あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹
待
つ
と
わ
が
立
ち
濡
れ
し
山
の
し

づ

く

に

（

２

一

○

七

）

石
川
郎
女
の
和
へ
奉
れ
る
歌
一
首

吾
を
待
つ
と
君
が
濡
れ
け
む
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
成
ら
ま

し
も
の
を

（２一○八）

大
津
皇
子
の
穎
か
に
石
川
郎
女
に
婚
ひ
し
時
に
、
津
守
連
通
の
そ
の

事
を
占
へ
露
は
す
に
、
皇
子
の
作
り
ま
せ
る
御
歌
一
首

大
船
の
津
守
が
占
に
告
ら
む
と
は
ま
さ
し
に
知
り
て
わ
が
二
人
宿

し

（２一○九）

日
並
皇
子
尊
の
石
川
郎
女
に
贈
り
賜
へ
る
御
歌
一
首

大
名
児
が
彼
方
野
辺
に
刈
る
草
の
束
の
間
も
わ
が
忘
れ
め
や

（２一一○）

こ
の
歌
群
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
所
以
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
伊
藤

博
の
『
萬
葉
集
稗
注
』
な
ど
が
解
き
明
か
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
省
く

が
、
要
す
る
に
、
大
津
皇
子
と
日
並
皇
子
の
皇
位
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
事

件
が
、
一
人
の
女
性
を
め
ぐ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
話
柄
に
職
化
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
群
を
み
れ
ば
〈
題
詞
十
歌
〉
が
分
離

し
え
な
い
セ
ッ
ト
と
し
て
仕
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
ろ
う
。
む

ろ
ん
、
背
後
に
実
作
者
が
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
り
に
そ

の
匿
名
氏
が
分
か
っ
た
と
し
て
も
、
か
れ
が
こ
れ
ら
の
歌
群
の
意
味
形
成

に
関
与
す
る
余
地
は
も
は
や
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
な

- ３９ -
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在
に
委
ね
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
フ
か
。

「
作
品
論
」
と
い
う
言
い
方
に
は
安
ら
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ

る
。
わ
た
し
自
身
、
そ
の
穏
や
か
な
ト
ー
ン
が
好
き
で
あ
る
が
、
こ
の
安

心
感
、
居
心
地
の
よ
さ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
た
ち

は
、
人
麻
呂
な
ら
人
麻
呂
の
歌
を
「
作
品
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
そ
の
表
現

の
了
解
困
難
な
部
分
を
、
暗
黙
の
う
ち
に
柿
本
人
麻
呂
と
い
う
生
身
の
存

ら
、
か
れ
は
作
品
の
所
有
権
を
放
棄
し
、
自
ら
を
不
在
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
歌
群
の
意
味
を
読
み
手
の
側
に
解
放
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
歌
を
読
む
こ
と
で
、
わ
た
し
た
ち
は
大
津
事
件
が
当
時
の
宮
廷
社

会
で
ど
の
よ
《
フ
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
よ
う
な
想
像
に
根
拠
を
与
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
歌
群
を
作
り

テ
ク
ス
ト

上
げ
て
い
る
記
述
の
仕
掛
け
な
の
で
あ
る
。

額
田
王
関
係
歌
な
ど
も
ま
っ
た
く
同
様
な
の
で
、
た
と
え
ば
、
有
名
な

「
三
山
歌
」
な
ど
も
、
こ
の
歌
の
モ
チ
ー
フ
を
額
田
王
を
め
ぐ
る
天
智
・

天
武
の
三
角
関
係
と
絡
め
な
い
よ
う
な
読
み
取
り
方
は
、
万
葉
集
と
い
う

テ
ク
ス
ト
の
読
み
取
り
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い
で
あ
ろ

う
。
三
山
の
妻
争
い
は
あ
く
ま
で
も
職
で
あ
り
、
読
み
手
へ
の
問
い
か
け

で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
応
え
よ
う
と
し
な
い
読
み
方
は
、
ど
の
よ
書
フ
に
周
到

な
注
釈
を
駆
使
し
た
と
こ
ろ
で
所
詮
は
読
み
手
の
作
り
上
げ
た
作
品
に
す

ぎ
な
い
。
作
品
論
者
が
作
品
の
根
拠
は
作
者
に
あ
る
と
言
い
続
け
て
き
た

の
は
ウ
ソ
で
、
本
当
は
、
作
品
の
根
拠
は
い
つ
だ
っ
て
読
み
手
に
あ
っ
た

のだ。万
葉
集
は
編
纂
物
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に

四
お
わ
り
に

受
け
取
ら
れ
る
の
で
、
そ
も
そ
も
書
物
と
い
う
も
の
は
編
纂
物
で
あ
る
と

い
う
大
前
提
を
敷
い
て
お
こ
う
。
作
者
の
創
造
行
為
を
そ
の
ま
ま
留
め
る

よ
う
な
書
物
な
ど
は
、
存
在
し
た
た
め
し
が
な
い
の
だ
。
作
者
の
創
造
し

た
も
の
が
作
品
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
作
品
は
書
物
に
編
纂
さ
れ

た
と
た
ん
に
作
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
編
纂
さ
れ
た
そ
れ
は

も
は
や
作
品
と
は
呼
べ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
わ
た
し
た
ち
が

テ
ク
ス
ト

目
に
し
て
い
る
そ
の
書
き
物
は
、
作
者
に
よ
る
創
造
の
産
物
な
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
作
品
が
モ
ノ
と
し
て
扱
わ
れ
る
編
纂
作
業
を
通
し
て
生
産

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

万
葉
集
の
ば
あ
い
、
こ
れ
が
編
纂
物
で
あ
る
こ
と
は
『
万
葉
集
』
と
い

う
書
名
の
〈
集
〉
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
集
は
単
純
に
作
品
を
寄

せ
集
め
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
集
は
そ
れ
じ
た
い
が
独
自
の

水
準
を
も
っ
て
い
る
。
集
の
な
か
で
個
々
の
歌
は
作
者
の
意
図
か
ら
解
き

放
さ
れ
、
集
に
固
有
の
文
脈
で
し
か
成
り
立
た
な
い
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
を
決
定
す
る
の
は
享
受
者
の
読
み
を
お
い
て
他

に
な
い
の
だ
（
西
條
「
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
〈
集
〉
ｌ
書
く
歌
の
自
立
に

つ
い
て
ｌ
」
『
国
文
学
』
平
一
四
・
三
。
そ
の
よ
う
な
書
き
物
を
な
お

「
作
品
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
作
品
を
生
み
出
す
の
は
読
み
手
で
あ
る

と
い
う
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
受
け
容
れ
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ

と
も
、
そ
の
た
め
に
は
、
作
品
の
基
盤
だ
と
か
成
り
立
ち
を
め
ぐ
る
真
面

目
な
議
論
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
。
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