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は
じ
め
に

「授
業
の
完
全
理
論
は
完
成
し
え
な
い
」
。

一言
い
か
え
れ
ば
、
実
証
的
―
―
経
験
的
―
―

で
、
実
践
的
な
授
業
理

論
は
、
本
質
的
に
、
常
に
未
完
成
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
。

以
上
が
、
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
結
論
に
到
達
す
る
ま
で
の
議
論
の
筋
道
を
全
面
的
に

展
開
し
論
証
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
主
要
な
論
点
を
素
描
し
、
指

摘
す
る
、
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

「授
業
の
完
全
理
論
は
完
成
し
え
な
い
」
と
い
う
否
定
的
な
結
論
は
、

授
業
の
完
全
理
論
が
完
成
す
る
日
を
夢
見
て
日
夜
努
力
し
つ
つ
あ
る
実

践
者
あ
る
い
は
研
究
者
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
意
味
を
持

つ
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
、
「完
成
さ
せ
る
」
た
め
の
道
は
果
た
し
て
存
在
す
る
で
あ
ろ

う
か
。

仮
に
、
「完
成
し
な
い
」
ア」
と
を
承
認
し
た
時
、
授
業
理
論
形
成
の
道

は

一
体
い
か
な
る
理
論
を
目
標
と
し
て
追
究
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
。

以
上
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
　

ひ
と

つ
の
夢

私
は
ひ
と
つ
の
夢
を
見
た
。
時
は
、
二

一
世
紀
、
そ
れ
も
二
〇
世
紀

末
の
あ
の
陰
鬱
な
時
代
が
人
々
の
記
憶
か
ら
薄
れ
る
程
、
時
を
経
た
年

の
あ
る
日
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
教
育
科
学
も
大
変
な
進
歩
を
遂
げ
、
科
学
的
学
問
と
し
て

の
地
位
も
確
立
し
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
教
育
科
学
部
門
が
設
け
ら
れ
た
と

の
ニ
ュ
ー
ス
が
伝
え
ら
れ
た
直
後
の
こ
と
、
将
来
は
そ
の
ノ
ー
ベ
ル
賞

の
有
力
候
補
の

一
人
か
と
目
さ
れ
て
い
る
若
く
優
秀
な
教
育
科
学
者
で

あ
る
Ｘ
氏
の
訪
間
を
、
私
は
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｘ
氏
は
、
私
が
か
つ
て
授
業
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
聞
き
知

っ
て
居
て
、
氏
が
最
近
完
成
し
た

「授
業
の
Ｘ
理
論
」
―
―

「授
業
の

完
全
理
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
そ
う
だ
―
―
に
つ
い
て
、
私
に
話
を
し

た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
老
人
で
あ
る
私
は
も
と
よ
り
時
間
は
十
分

あ
る
こ
と
で
あ
る
し
、
氏
の
よ
う
な
世
界
の
教
育
科
学
の
将
来
を
担
う

若
く
優
れ
た
学
者
の
訪
間
を
受
け
る
こ
と
を
名
誉
な
こ
と
と
も
思
い
、一１
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喜
び
を
も
っ
て
、
お
迎
え
し
た
の
だ
っ
た
。

初
対
面
の
社
交
的
な
あ
い
さ
つ
の
あ
と
、
氏
は
、
早
速
本
題
に
入
っ

て
い
っ
た
。

「私
の
完
成
し
ま
し
た
授
業
理
論
Ｘ
は
、
授
業
実
践
に
関
す
る
理
論
と

し
て
は
、
画
期
的
な
も
の
で
す
。
『授
業
の
完
全
理
論
』
と
も
呼
ぶ
べ
き

も
の
な
の
で
す
。

」
額
が
広
く
、
大
き
な
鋭
く
澄
ん
だ
目
を
し
た
、
い
か

に
も
知
性
的
な
容
貌
の
持
ち
主
で
あ
る
Ｘ
氏
は
、
自
信
に
満
ち
た
面
持

ち
で
、
こ
う
切
り
出
し
た
。

私
は
、
「授
業
の
完
全
理
論
」
と
い
う
言
葉
は
聞
い
て
い
た
も
の
の
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
全
く
無
知
で
あ
っ
た
。
創
始
者
の
Ｘ
氏
か
ら

直
接
そ
の
話
を
聞
く
こ
と
に
、
知
的
な
興
奮
を
覚
え
て
い
た
。

「
こ
の
理
論
が
完
全
理
論
と
呼
ば
れ
る
主
な
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
こ
の
理
論
の
持
つ
実
証
性
―
―
経
験
性
―
―
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
そ
の
実
践
性
で
あ
り
ま
す
。
授
業
実
践
理
論
研
究
の
歴
史
に

学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
て
の
実
践
者
と
研
究
者
を
満
足
さ
せ
る
理
論

の
特
質
を
求
め
た
結
果
、
こ
の
二
つ
の
特
質
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
、
実
践
家
は
実
践
性
を
求
め
、
研

究
者
は
実
証
性
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
理
論
が
こ
の
両
者
を

満
た
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
し
た
。
Ｘ
理
論
は
こ
の
困
難
な
課
題
を

解
決
し
た
の
で
す
。

」
と
Ｘ
氏
。

「
そ
の
実
証
性
―
―
経
験
性
―
―
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い

う
こ
と
で
す
か
？
」
私
は
つ
い
待
ち
切
れ
ず
に
、
こ
う
た
ず
ね
て
い
た
。

「
そ
れ
は
、
詳
し
く
お
話
す
れ
ば
長
く
な
り
ま
す
の
で
、
簡
単
に
申
し

ま
す
と
、
こ
の
理
論
が
こ
れ
ま
で
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
総
て
の
授

業
の
総
て
の
資
料
を
分
析
し
、
ま
と
め
ら
れ
た
理
論
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。

」

「総
て
の
？
」

「
え
え
。
総
て
の
で
す
。
全
世
界
に
あ
る
総
て
の
授
業
記
録
―
―
そ
れ

は
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
に
、
記
述
的
に
記
録
さ
れ
た
も
の
、
逐
語
的

に
文
字
化
さ
れ
た
も
の
、
テ
ー
プ
に
と
っ
て
あ
る
も
の
、
Ｖ
Ｔ
Ｒ
に

記
録
さ
れ
て
あ
る
も
の
、
な
ど
の
総
て
を
含
む
の
で
す
が
、
―
―
そ

の
総
て
が
、
最
も
新
し
い
型
の
超
大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
自

動
翻
訳
装
置
で
翻
訳
さ
れ
、
そ
れ
が
自
動
分
析
装
置
に
か
け
ら
れ
、

分
析
さ
れ
た
結
果
が
、
こ
の
理
論
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
仕
事
は
、
二
〇
世
紀
末
の
段
階
で
は
ま
だ
不
可
能
だ
っ
た

の
で
す
が
、
最
近
の
研
究
技
術
の
急
速
な
進
歩
で
初
め
て
可
能
と
な

っ
た
の
で
す
。」

私
は
、
「全
世
界
の
総
て
の
授
業
」
と
い
う
こ
と
ば
の
重
み
に
圧
倒
さ

れ
つ
つ
、
何
か
物
足
ら
な
さ
を
ぼ
ん
や
り
感
じ
始
め
て
も
い
た
。
「分
析

と
い
っ
て
も
、
多
様
な
視
点
、
―
―
た
と
え
ば
、
教
師
、
子
ど
も
、
研

究
者
の
視
点
な
ど
―
―
が
あ
る
し
、
ま
た
、
分
析
方
法
に
し
て
も
、
い

ろ
い
ろ
な
視
点
に
基
づ
く
多
様
な
分
析
方
法
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
？
」
と
月
並
な
質
問
を
私
が
す
る
と
、
彼
か
ら
直
ち
に
、
次
の
よ

う
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。



「
え
え
、
そ
の
通
り
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
Ｘ
理
論
は
、
授
業
実
践
の

経
験
に
基
づ
い
た
理
論
化
の
、
考
え
ら
れ
る
限
り
の
視
点
と
方
法
の

総
て
を
駆
使
し
て
、
授
業
の
法
則
を
抽
出
し
て
い
る
の
で
す
。

つ
い

で
に
申
し
ま
す
と
、
資
料
か
ら
抽
出
さ
れ
た
授
業
の
法
則
の
数
々
を

理
論

へ
と
総
合
す
る
方
法
、
―
―

つ
ま
り
ま
と
め
方
で
す
ね
、
―
―

そ
れ
も
、
既
存
の
方
法
の
総
て
を
組
織
的
に
網
羅
し
て
採
用
し
て
い

ま
す
。

」

「
な
る
ほ
ど
。

」
私
は
、
超
大
型

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
に
よ
り
、
想
像
も

つ
か
な
い
よ
う
な
膨
大
な
作
業
が
、
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
速
さ
と
精

密
さ
で
、
組
織
的
、
多
面
的
に
、
深
く
分
析
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と

だ
け
は
、
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思

っ
た
。

「
で
は
、
Ｘ
理
論
の
実
践
性
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？
」

「
え
え
、
そ
れ
は
で
す
ね
、
簡
単
に
い
え
ば
、
こ
の
Ｘ
理
論
を
、
あ
る

教
師
が
学
ぶ
と
、
そ
の
教
師
の
授
業
実
践
の
質
が
、
飛
躍
的
に
向
上

す
る
、
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
教
師
に
よ
る
Ｘ
理
論
の
学
習
は
、

音
流
に
書
物
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
に
よ
り
統
合

さ
れ
た
最
新
の
マ
ル
チ

・
メ
デ
ィ
ヤ
に
よ

っ
て
も
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。

」

「
そ
れ
は
素
晴
し
い
。

」
私
は
思
わ
ず
う
な

っ
た
。
教
師
が
授
業
実
践

の
場
か
ら
排
除
さ
れ
、
Ｃ
Ａ
Ｉ

に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
。
Ｘ
理
論
は
優
れ
た
授
業
を
実
践
で
き
る
人
間
教
師
を
育
て
る
力

を
持

っ
て
い
る
。
教
師
に
は
、
そ
の
極
め
て
能
率
的
で
効
果
的
な
習
得

が
保
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
習
得
後
の
教
師
の
授
業
実
践
の
「
――

飛
躍
的
に
上
昇
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
感
心
す
る
ば
か
り
だ
っ

た
。
こ
れ
こ
そ
、
若
い
こ
ろ
私
が
夢
に
描
い
た
授
業
理
論
で
は
な
か
っ

た
か
、
そ
う
も
思
っ
た
。
こ
の
理
論
は
、
単
に
学
問
的
、
科
学
的
、
実

証
的
、
経
験
的
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
極
め
て
実
践
的
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
、
「思
弁
的
」
で
あ
る
と
か
「非
科
学

的
」
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
「非
実
践
的
」
だ
と
か
非
難
さ
れ
る
は

ず
も
な
い
。
実
証
性

・
実
践
性
の
極
致
に
あ
る
理
論
で
あ
る
。
ま
さ
し

く
、授
業
の
完
全
理
論
だ
。
そ
こ
で
、私
は
お
そ
る
お
そ
る
、
た
ず
ね
た
。

「老
人
で
あ
る
私
に
も
、
あ
な
た
の
理
論
を
本
で
読
む
こ
と
は
で
き
る

で
し
ょ
う
か
？
」

Ｆ
‘
え
、
実
は
今
日
お
持
ち
し
ま
し
た
こ
の
本
に
Ｘ
理
論
の
エ
ッ
セ
ン

ス
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
読
み
い
た
だ
き
、
ご
感
想
を
お
聞
か

せ
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
」
と
彼
は
、
分
厚
な

一
冊
の
書
物
を
差
し

出
し
た
。
著
者
は

ｘ
氏
で
、
「
Ｘ
理
論
―
―
授
業
の
完
全
理
論
」
と
題

さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
感
動
に
ふ
る
え
な
が
ら
、
そ
の
本
を
手
に
と
っ

た
。「

と
こ
ろ
で
」
私
は
不
勉
強
を
恥
じ
な
が
ら
、
デ
」
の
理
論
は
、
現
在

既
に
世
間

一
般
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
た
ず
ね

た
。「

い
い
え
、
そ
れ
は
ま
だ
な
の
で
す
。
な
に
し
ろ
、
理
論
が
不
完
全
な

段
階
で
不
完
全
な
ま
ま
公
表
し
て
、
社
会
に
混
乱
を
引
き
起
こ
し
て
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は
な
ら
な
い
の
で
、
最
近
や
っ
と
完
成
す
る
ま
で
、
極
秘
の
内
に
コ

ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
デ
ー
タ
処
理
と
理
論
生
成
を
し
て
き
た
の
で

す
。
も
ち
ろ
ん
、
理
論
の
実
践
性
の
検
証
の
た
め
に
相
当
数
の
教
師

に
習
得
さ
せ
る
こ
と
は
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
そ
れ
は
絶
大
な
効
果
を

収
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
教
師
以
外
に
は
、
ま
た
何
処
の

だ
れ
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
、
『秘
伝
』
の
状
態
に
保

た
れ
て
い
ま
す
。

」

「
で
は
、
Ｘ
理
論
の
普
及
は
こ
れ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

」

「
は
い
、
い
ま
こ
の
本
は
、
と
り
あ
え
ず
数
千
万
部
を
印
刷
中
で
、
全

世
界
の
教
師
の
た
め
に
各
国
語
で
、　
一
斉
に
発
売
の
予
定
に
な

っ
て

い
ま
す
。
何
し
ろ
、
長
年
渇
望
さ
れ
て
い
た
完
全
理
論
で
す
。
た
ち

ま
ち
全
世
界
の
教
師
達
の
間
に
急
速
に
普
及
す
る
こ
と
は
必
至
で
す

の
で
。

」

私
は
そ
の
よ
う
に
優
れ
た
Ｘ
理
論
が
、
全
世
界
の
教
師
の
授
業
に
役

立

つ
日
を
思
い
、
Ｘ
氏
の
研
究
に
、
若
き
日
の
私
の
夢
が
実
現
さ
れ
た

こ
と
の
喜
び
に
浸

っ
て
い
た
。

突
然
の
け
た
た
ま
し
い
音
。
目
覚
ま
し
時
計
の
音
。
夢
か
ら
私
は
目

覚
め
た
。

目
覚
め
て
か
ら
、
た
と
え
た
っ
た

一
ペ
ー
ジ
で
も
よ
か
っ
た
、
Ｘ
理

論
の
中
身
に
ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
か
見
て
お
き
た
か
っ
た
、

と
悔
ん
だ
が
、
後
の
祭
り
。
総
て
は
既
に
夢
と
共
に
消
え
去

っ
て
い
た
。

一一

「授
業
の
完
全
理
論
」
の

「実
証
性
」
と

「実
践
性
」

私
の
夢
に
現
れ
た
著
作

「
Ｘ
理
論
―
―
授
業
の
完
全
理
論
」
は
、
か

つ
て
、
武
田
常
夫
氏
が
書
い
た

「
こ
の
通
り
や
り
さ
え
す
れ
ば
き
っ
と

う
ま
く
い
く
と
い
っ
た
授
業
の
骨
法
を
知
ら
し
め
る
コ
ー
ラ
ン
の
よ
う

な
書
物
」
で
あ
り
、
「何
万
円
出
し
て
も
い
い
」
（武
田
常
夫

『真
の
授
業

者
を
め
ざ
し
て
』
国
土
社
、　
一
九
七

一
年
、
八
二
頁
）
便
利
な
書
物
か
も
知

れ
な
い
、
と
も
思
わ
れ
る
。

具
体
的
な
内
容
が
全
く
不
明
な
の
で
、
何
と
も
言
え
な
い
が
、
こ
の

理
論
の
完
全
性
の
二
つ
の
特
質
、
「実
証
性
」
と

「実
践
性
」
の
内
、
前

者
は
教
育
科
学
研
究
の
側
か
ら
、
後
者
は
教
育
実
践
の
側
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
強
く
望
ま
れ
て
い
る
特
質
で
あ
る
。
そ
の
両
者
を
兼
備
し
て
い
る

Ｘ
理
論
は
、
確
か
に
、
完
全
理
論
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
理
論
で

あ
る
、
と
思
わ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
優
れ
て
い
る
Ｘ
理
論
が
、

教
育
界
に
普
及
し
た
時
、
教
育
実
践
は
ど
う
な
る
の
か
、
理
論
と
実
践

の
か
か
わ
り
を
考
え
る
上
で
も
、
是
非
知
り
た
い
も
の
だ
、
と
思
っ
た
。

授
業
理
論
の
形
成
を
め
ざ
し
て
研
究
し
て
い
る
実
践
的
研
究
者
あ
る

い
は
研
究
的
実
践
者
に
と
っ
て
、
上
記
の
二
つ
の
特
質
を
持
つ

「
Ｘ
理

論
」
は
研
究
の
目
標
と
な
る
は
ず
の
も
の
だ
、
と
も
思
わ
れ
る
。
目
標

が
明
確
に
あ
る
こ
と
は
、
研
究
の
仕
事
に
と
っ
て
極
め
て
大
事
な
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
、
「
ｘ
理
論
」
の
夢
は
貴
重
で
あ
っ
た
、
と
も



思
わ
れ
た
。

し
か
し
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
妙
な
こ
と
が
気
に
な
り
始
め
た
。
夢

の
中
の
Ｘ
氏
の
い
っ
た
意
味
で
の
、
「完
全
な
実
証
性
」
と

Ｊ
九
全
な
実

践
性
」
と
は
、
果
た
し
て
両
立
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
不
安
に
な
り

だ
し
た
の
で
あ
る
。

「
Ｘ
理
論
」
の
具
体
的
内
容
が
不
明
で
あ
る
こ
と
は
そ
れ
に
し
て
も
何

と
も
も
ど
か
し
い
。
し
か
し
、
逆
に
、
内
容
が
全
く
不
明
で
あ
っ
て
も

成
り
立
つ
議
論
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
議
論
は
か
え
っ
て
そ
れ
だ
け
普

遍
性
、　
一
般
性
を
持
つ
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
わ
け
で
、

「
Ｘ
理
論
」
の
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
成
立
す
る

一
つ
の
問
題
を
以
下
に
提

示
し
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
と
思
う
。

そ
れ
は
、
簡
単
に
述
べ
れ
ば
、
次
の
問
題
で
あ
る
。

「
Ｘ
理
論
」
は
、
完
全
な
実
証
性
と
完
全
な
実
践
性
と
を
兼
備
し
て
い

る

「完
全
理
論
」
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
Ｘ
氏
に
よ
る

「
Ｘ
理

論
」
は
、　
一
た
ん
成
立
し
た
の
ち
は
、
以
後
永
遠
に

「完
全
理
論
」
で

あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
Ｊ
九
全
理
論
」
は
実

は
、
直
ぐ
に

「完
全
理
論
」
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
性
格
を
本
質
的

に
も
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
実
は
、
「完
全
理
論
は
成
立
し
え
な
い
」

と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
Ｘ
理
論
が
広
く
普
及
し
、
そ
の
影
響
で
授
業
実
践

の
質
が
飛
躍
的
に
向
上
し
た
時
点
を
と
ら
え
、
そ
の
状
況
を
考
え
て
み

る

こ

と

に

し

よ

う

。

そ
こ
で
は
、
確
か
に
、
授
業
実
践
の
飛
躍
的
向
上
の
事
実
に
理
論
の

完
全
な
実
践
性
が
発
現
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ

で
、
そ
の
時
点
で
見
ら
れ
る
質
の
向
上
し
た
授
業
実
践
の
数
々
は
、
「
Ｘ

理
論
」
の
形
成
に
当
た
っ
て
生
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
や
、
そ
れ
ら
の
実
践
は
、
「Ｘ
理
論
」
成
立
以
後
の
実
践
で
あ
る
か
ら

し
て
、
「
Ｘ
理
論
」
の
形
成
に
そ
れ
ら
が
生
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
は
ず

は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
点
で
は
既
に
、
「
Ｘ
理
論
」

は
も
は
や

「総
て
の
実
践
」
の
資
料
に
基
づ
く
と
い
う

「完
全
な
実
証

性
と
は
主
張
し
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
せ
い
ぜ
い
、
「
か

つ
て
完
全
な
実
証
性
を
持
っ
て
い
た
」
理
論
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
い
や
」
と
、
「
Ｘ
理
論
」
の
完
全
性
を
弁
護
す
る
論
者
は
い
う
で
あ

ろ
う
。
Ｘ
理
論
は
、
確
か
に
、
「
Ｘ
理
論
」
以
後
の
授
業
実
践
を
そ
の
資

料
と
し
て
は
い
な
い
。
が
、
そ
れ
は
時
間
的
に
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、

最
初
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「Ｘ
理
論
」

が
資
料
と
し
た
ｘ
以
前
―
―
以
下
で
は
、
コ
Ｘ
理
論
』
以
前
」
を
こ
う

略
記
す
る
、
「以
後
」
に
つ
い
て
も
同
様
―
―
の
膨
大
な
実
践
の
な
か
に

は
、
Ｘ
以
後
の
ど
の
実
践
に
対
し
て
も
そ
れ
と
類
似
な
い
し
は
同
等
の

実
践
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
的
に
は
、
「
Ｘ
理
論
」
の

「完
全
な
実
証
性
」
は
維
持
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
、
と
。

こ
の
議
論
は
自
然
科
学
理
論
の
場
合
に
は
、
成
り
立
ち
う
る
か
も
知

ｌ

ｒ

鳳

Ｉ

Ｌ

Ｆ

ｌ

ｌ

，

れ
な
い
。
自
然
科
学
に
お
い
て
は
、
理
論
の
前
後
で
、
自
然
の
見
方
は

変
わ

っ
て
も
、
自
然
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
い
と
も
考

・
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
考
え
に
た
い
す
る
反
論

（た
と
え
ば
、
ラ
マ

ニ
シ
ャ
イ
ン
、
田
中

一
彦
訳
『科
学
か
ら
メ
タ
フ
ァ
ー
ヘ
』
誠
信
書
房
、　
一
九

八
三
年
な
ど
を
参
照
）
も
あ
り
う
る
が

し
か
し
、
人
間
科
学
に
お
け
る
理
論
で
あ
る
授
業
理
論
に
か
ん
し
て

は
、
明
ら
か
に
上
の
議
論
は
成
り
立
た
な
い
。
な
ぜ
か
。
仮
に
、
Ｘ
以

後
の
ど
の
実
践
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
れ
と
極
め
て
類
似
し
た
、

な
い
し
は
、
同
等
な
実
践
が
Ｘ
以
前
に
も
存
在
し
た
と
し
て
み
よ
う
。

そ
れ
で
も
、
そ
れ
ら
の
実
践
の
間
に
は
、
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
Ｘ
以
後
の
実
践
が

「
Ｘ
理
論
」
に
よ
る

実
践
で
あ
り
う
る
の
に
対
し
、
Ｘ
以
前
の
実
践
は

「
Ｘ
理
論
」
に
よ
る

実
践
で
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
Ｘ
以

前
に
は
、
Ｘ
理
論
を
習
得
し
た
教
師
に
よ
る
実
践
は
存
在
し
え
な
い
か

ら
し
て
、
「
Ｘ
理
論
」
の
実
証
性
は
、
「
Ｘ
理
論
」
を
習
得
し
て
い
な
い
教

師
に
よ
る
実
践
の
み
に
限
定
さ
れ
た
実
証
性
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

「
い
や
」
と
、
「
Ｘ
理
論
」
の
完
全
性
を
弁
護
す
る
論
者
は

Ｘ
理
論
の

完
全
な
実
証
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
さ
ら
に
言
う
か
も
し

れ
な
い
。
「
Ｘ
以
前
と

Ｘ
以
後
の
実
践
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は

な
い
の
だ
。

」
と
。

そ
れ
は
、
し
か
し
、
直
ち
に
、
「
Ｘ
理
論
」
の
完
全
な
実
践
性
―
―
す

な
わ
ち
、
「
Ｘ
理
論
」
の
習
得
に
よ
る
授
業
実
践
の
質
の
飛
躍
的
向
上
と

‐

Ｉ

Ｊ

ＩＩ

副

ｌｌ

「

‐

Ｊ

Ｆｌ

ｌ ｌ

ｌ ｌ

Ｔ

い
う
完
全
な
実
践
性
―
―
を
否
定
す
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
て
、
完
全
な
実
践
性
を
主
張
す
る
か
ぎ
り
、
完
全
な
実
証
性

は
主
張
し
難

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

「
い
や
」
と
、
「
Ｘ
理
論
」
の
完
全
性
を
弁
護
す
る
論
者
は
さ
ら
に
ま

た
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
Ｘ
理
論
の
実
践
性
は
、
Ｘ
以
前
に
は
存
在
じ

な
か
っ
た
よ
う
な
新
種
の
実
践
を
創
り
出
す
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
は
な

く
、
Ｘ
以
前
に
既
に
存
在
し
て
い
た
実
践
の
う
ち
で
最
も
優
れ
た
種
類

の
実
践
に
向
け
て
、
そ
の
他
の
多
く
の
種
類
の
劣

っ
た
実
践
を
限
り
な

く
近
づ
け
る
と
い
う
意
味
で
、
「
飛
躍
的
な
質
の
向
上
」
を
も
た
ら
す
実

践
性
だ

っ
た
の
だ
、
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｘ
理
論
の
完
全
な
実
践
性
の
主

張
は
、
そ
の
完
全
な
実
証
性
の
主
張
と
少
し
も
、
矛
盾
も
対
立
も
し
な

い
の
だ
、
と
。

こ
れ
は
、
実
践
性
の
主
張
と
し
て
は
、
比
較
的
控
え
め
な
限
定
さ
れ

た
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
実
践
性
の
主
張
は
、
Ｘ
理
論
の
普
及

に
伴
い
、
そ
の
力
を
次
第
に
失

っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

Ｘ
理
論
が
普
及
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
も
し
そ
の
実
践
性
が
完
全
で
あ
れ

ば
、
「多
く
の
種
類
の
劣

っ
た
実
践
」
の
数
は
減
少
す
る
は
ず
で
あ
り
、

し
た
が

っ
て
、
そ
の
極
限
で
は
つ
い
に
は
、
Ｘ
理
論
の
実
践
性
が
発
揮

さ
れ
う
る
実
践
は
存
在
し
な
く
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
限
定
さ
れ
た
意
味
の
実
践
性
は
、
「劣

っ
た
実
践
」
の
存
在
に
よ
っ

て
の
み
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
Ｘ
理
論
の
実
践
性
を
維
持
す
る
た
め
に

「
劣

っ
た
実
践
」
を
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確
保
す
る
措
置
を
と
っ
た
ら
ど
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
理
論
の
普
及

を
制
限
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
措
置
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は

後
に
理
論
の

「秘
伝
化
」
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
、
完
全
理
論
が
広
範
に
普
及
す
る
と
ど
う
な
る
か
を
考

えヽ
Ｉ
い
つゝ
。〓

一

「完
全
理
論
」
普
及
の
諸
帰
結

「
完
全
理
論
Ｘ
」
の
普
及
に
つ
い
て
は
、

つ
ぎ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

第

一
に
、
何
か
特
別
の
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
、
「
Ｘ
理
論
」
は
次
第

に
普
及
し
、

つ
い
に
は
、
教
師
達
に
と

っ
て
、
周
知
の
理
論
と
な
る
段

階
が
必
ず
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
理
論
の
創
造
は
、
そ

う
し
た
普
及
の
事
態
を
め
ざ
し
て
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
普
及
そ
の
も
の
は
、
そ
の
め
ざ
さ
れ
た
事
態
と
し
て
、
望
ま
し

い
事
態
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
望
ま
れ
て
い
た
普
及
の
事
実
の
持

つ
意
味
、
そ
の
帰
結

は
何
か
？
　
Ｘ
理
論
の
完
全
性
と
の
か
か
わ
り
に
限
定
し
て
考
え
よ
う
。

す
る
と
、
そ
の
状
況
で
は
、
Ｘ
理
論
は
教
師
達
に
と
っ
て
周
知
と
な

り
自
明
と
な

っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
Ｘ
以
前
に
い
た
よ
う
な
Ｘ
理
論

に
無
知
な
教
師
達
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が

っ
て
、
Ｘ
理
論
に
よ

っ
て
、

そ
の
質
を
飛
躍
的
に
向
上
さ
せ
る
可
能
性
を
持

っ
た
実
践
も
ま
た
ほ
と

ん
ど
存
在
し
な
い
事
態
が
到
来
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
Ｘ
理
論
の
実
践
性
は
、
実
は
、
ｘ
理
論
普
及
以
前
に
お
い
て
の
み

顕
著
で
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｘ
以
後
、
殊
に
そ
の
広
範
な
普
及
以

後
は
急
激
に
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｘ
理
論
の
実
践
性
は
Ｘ
理
論

ヘ

の
無
知
の
存
在
に
よ
っ
て
の
み
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。

「
い
や
」
と
、
「
Ｘ
理
論
」
の
弁
護
者
は
さ
ら
に
ま
た
言
う
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
、
そ
の
段
階
で
、
Ｘ
理
論
に
よ
っ
て
、
直
接
に
質
を
飛
躍
的
に

向
上
さ
せ
る
実
践
は
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
既
に
質

の
向
上
し
た
実
践
の
質
の
維
持
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
Ｘ
理
論
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
Ｘ
理
論
の
実
践
性
は
主
張
し
う
る
の
で
あ
る
、

と
。
い
い
か
え
れ
ば
、
も
し
、
Ｘ
理
論
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
す

れ
ば
、
容
易
に
そ
の
質
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
多
数
の
実
践
の

質
を
高
い
水
準
に
維
持
し
て
い
る
の
が
、
Ｘ
理
論
で
あ
る
限
り
、
た
と

え
、
Ｘ
理
論
に
よ
っ
て
直
ち
に
質
を
向
上
さ
せ
る
実
践
が
全
く
存
在
し

な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
Ｘ
理
論
は
や
は
り
実
践
的
だ
と
い
え
る
の
で

あ
る
、
と
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
Ｘ
理
論
普
及
の
状
況
下
で
、
更

に
多
く
の
授
業
に
新
た
な
質
の
向
上
を
も
た
ら
す
こ
と
の
で
き
る
理
論

は
も
は
や
Ｘ
理
論
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
Ｘ
理
論
は
前
述
の
意
味
で
の

「完
全
な
実
践
性
」
を
備
え
た
完
全

理
論
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、

完
全
理
論
と
し
て
は
、
Ｘ
理
論
に
代
わ
る
別
の
完
全
理
論
の
出
現
、
あ

る
い
は
Ｘ
理
論
を
完
全
に
す
る
変
化
―

修
正
、
改
良
、
変
革
な
ど
―
―

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｘ
理
論
の
完
全

性
は
永
遠
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
そ
の
完
全
性
の
喪
失
が
、
Ｘ
理
論
の
広
範
な
普
及
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
ぁ
る
。

も
う
ひ
と
つ
問
題
が
起
こ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
Ｘ
理
論
の
広
範
な

普
及
の
状
況
に
お
い
て
起
こ
る
変
化
は
、
決
し
て
教
師
に
の
み
限
定
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
ぁ
る
。
Ｘ
理
論
の
普
及
に
伴

い
、

理
論
の
周
知
化
と
い
う
変
化
が
次
第
に
授
業
を
実
践
す
る
教
師
だ
け
で

は
な
く
、
授
業
を
受
け
る
子
ど
も
、
更
に
は
父
母
に
も
及
ん
で
行
く
こ

と
は
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
変
化
は
、
ひ
と
っ
は
、
Ｘ
理
論
に
基
づ
く
実
践
を
子
ど
も
が
体

験
す
る
な
か
で
、
子
ど
も
自
身
の
変
化
と
し
て
起
こ
っ
て
く
る
場
合
が

考
え
ら
れ
る
。
た
と
ぇ
ば
、
教
師
が
も
し
同
種
の
着
限
に
よ
る
発
間
を

繰
り
返
し
用
い
て
い
る
と
、
子
ど
も
は
そ
れ
に
慣
れ
、

つ
い
に
は
教
師

の
発
間
を
先
取
り
し
始
め
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
例
に
、
こ

の
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
が
自
ら
の
授
業
体
験
を
通
じ

て
、
授
業
理
論
を
い
わ
ば

「
暗
黙
知
」
と
し
て
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
子

ど
も
に
変
化
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ぁ
る
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
っ
の
変
化
は
、
子
ど
も
が
、
「
Ｘ
理
論
」
そ
の
も
の

に
親
し
む
こ
と
に
よ
り
、
ぁ
る
い
は
、
既
に
周
知
の

「
Ｘ
理
論
」
的
見

方
に
、
そ
の
子
ど
も
向
け
解
説
書
を
読
む
な
ど
し
て
、
親
し
む
こ
と
に

よ
り
子
ど
も
に
起
こ
る
変
化
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
教
師
に
と
っ
て
Ｘ

以
前
と
は
異
な
る
状
況
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
な
る
。
Ｘ
理
論
を
知
っ

た
子
ど
も
は
、
Ｘ
理
論
に
基
づ
く
教
師
の
働
き
か
け
を
Ｘ
理
論
的
見
方

で
理
解
し
、
時
に
は
先
取
り
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
Ｘ
以
前
、
あ
る
い
は
、
Ｘ
理

論
の
普
及
と
周
知
化
以
前
に
は
全
く
あ
り
え
な
か
っ
た
事
態
な
の
で
あ

′つ
。こ

れ
と
類
似
的
な
変
化
は
、
日
常
生
活
で
は
い
く
ら
で
も
起
こ
っ
て

い
る
。
た
と
ぇ
ば
、
教
育
に
お
け
る
「
ピ
グ

マ
リ
オ
ン
効
果
」
（自
己
充

足
的
予
言
の

一
例
）
の
理
論
も
、
そ
れ
を
教
師
が
知
り
、
そ
し
て
更
に

子
ど
も
達
が
知
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
に
な

っ

た
時
、
そ
の
効
果
は
ヽ
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
ヽ
著
し
く
異
な

っ
て
く
る

で
あ
ろ
う
。

ま
た
た
と
え
ば
、
身
近
に
お
き
た

一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
小
学
生
の

子
ど
も
が

『子
ど
も
の
し
つ
け
方
』
な
る
本
を
見
付
け
て
読
ん
だ
。
そ

し
て
、
「
な
―
ん
だ
、
お
母
さ
ん
は
こ
れ
ま
で
こ
ん
な
風
に
考
え
て
私
を

し
つ
け
よ
う
と
し
て
ぃ
た
の
か
！
」
と
言

っ
た
。
親
が
そ
の
本
を
読
む

前
と
後
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
が
読
む
前
と
後
で
も
、
親
子
の
関
係
の

状
況
に
は
、
親
の
し
つ
け
の
持

つ
意
味
と
効
果
に
関
し
て
、
変
化
が
生

じ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
た
と
ぇ
ば
、
精
神
科
医
が
精
神
医
学
お
よ
び
理
論
に
つ
い
て
全

く
無
知
な
患
者
の
治
療
に
当
た
る
場
合
と
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
精

神
科
医
を
患
者
と
し
て
迎
え
て
そ
の
治
療
に
当
た
る
場
合
と
で
は
、
著
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し
く
異
な
る
状
況
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
の
場
合
、
診
断

・
治
療

９
　
に
つ
い
て
、
担
当
医
師
が
な
に
を
考
え
て
い
る
か
を
、
患
者
が
時
に
は

察
知
し
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
が
治
療
過
程
に
変
化
を
も
た
ら
す
し
、

医
師
は
そ
の
変
化
を
考
慮
に
入
れ
て
治
療
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
手
品
や
奇
術
で
も
、
観
客
に
そ
の
種
を
知
ら
せ
な
い
こ
と
が
、

驚
か
す
た
め
に
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

更
に
ま
た
、
戦
争
に
お
い
て
、
実
践
的
に
有
力
な
戦
術

・
戦
略
理
論

を
、
対
戦
す
る
双
方
が
知
ら
な
い
状
況
、　
一
方
の
み
が
知

っ
て
い
る
状

況
、
そ
し
て
双
方
が
知

っ
て
い
る
状
況
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
そ
の
特

定
の
理
論
の
実
践
性
は
著
し
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

同
様
の
構
造
は
、
後
に
触
れ
る
、
武
道
に
お
け
る
秘
伝
、
芸
道
に
お

け
る
秘
伝
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
Ｘ
理
論
の
無
制
限
の
公
開
、

広
範
な
普
及
と
周
知
化
は
、
Ｘ
理
論
の
実
践
性
の
完
全
性
を
崩
壊
さ
せ

て
行
く
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
？
　
と
す
れ
ば
、
逆
に
、
Ｘ
理
論

の
公
開

・
普
及
を
制
限
す
る
こ
と
で
、
理
論
の
実
証
性
と
実
践
性
の
完

全
性
を
保
持
す
る
可
能
性
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
？

こ
こ
で
、
し
ば
ら
く
、
Ｘ
理
論
の
公
開

・
普
及
を
制
限
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
Ｘ
理
論
を

「秘
伝
化
」
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
意
味
を
考

え
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

書
』、
『五
輪
書
』
、
『風
姿
花
伝
』
（花
伝
圭
こ

な
ど
を
念
頭
に
お
き
つ

つ
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

以
下
の
考
察
で
は
、
そ
の
秘
伝
を
知
る
こ
と
が
、
そ
の
道
の
実
践
に

お
い
て
、
格
段
の
差
異
を
生
む
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
秘
伝
が
実
践
的
で

あ
る
こ
と
を
仮
定
し
よ
う
。
非
実
践
的
な
―
―

つ
ま
り
実
効
を
持
た
な

い
、
無
力
な
―
―
秘
伝
で
も
、
秘
伝
化
し
て
お
く
こ
と
は
そ
れ
な
り
の

意
味
を
生
ず
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
場
合
の
意
味
に
つ
い
て
論

ず
る
こ
と
は
措
く
こ
と
に
す
る
。

さ
て
あ
る
実
践
的
な
理
論
を
秘
伝
と
し
て
お
く
こ
と
に
は
、
少
な
く

と
も
次
の
よ
う
な
積
極
的
な
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
第

一
に
、
実
践
的
な
意
味
。
秘
伝
と
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、

理
論
の
実
践
性
を
保
持
で
き
る
こ
と
。
逆
に
い
え
ば
、
秘
伝
と
し
な
い

と
、
理
論
の
実
践
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
。

た
と
え
ば
、
も
し
剣
術
に
お
い
て
、
自
分
の
流
派
の
秘
伝
を
公
開
し
、

総
て
他
流
派
の
剣
士
に
知
ら
れ
た
と
す
る
と
、
他
流
派
の
剣
士
も
同
じ

術
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
自
流
派
の
剣
士
の
相
対
的
な
強
さ
は
低
下
す

る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
た
と
え
、
他
流
派
の
剣
士
が
同
じ
術
を
そ
の

「秘
伝
」
か
ら

学
ぶ
の
で
な
い
と
し
て
も
、
秘
伝
が
既
知
と
な
れ
ば
、
自
流
派
の
剣
士

の
術
に
対
抗
す
る
術
が
、
他
流
派
で
編
み
出
さ
れ
、
「裏
を
か
か
れ
る
」

可
能
性
が
出
て
き
て
、
秘
伝
の
実
践
性
―
―
効
カ
ー
ー
が
減
ず
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
危
険
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
秘
伝
と
し
て
お
く
必
要
が
あ

四
　
理
論
の

「秘
伝
化
」
の
意
味

現
代
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
所
で
、
総
て
の
情
報
の
公
開
、
公
共
化

が
求
め
ら
れ
、
総
て
の
人
々
が
総
て
を
知
る
権
利
を
主
張
し
、
ま
た
そ

の
権
利
が
尊
重
さ
れ
て
も
い
る
時
代
で
あ
る
。
従

っ
て
、
秘
密
が
守
ら

れ
に
く
い
時
代
で
あ
る
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
総

て
の
知
が
公
開
さ
れ
、
自
由
に
流
通
し
、
普
及
す
る
こ
と
が
、
望
口」
で

あ
る
と
の
前
提
が
い
つ
の
間
に
か
自
明
の
こ
と
と
し
て
広
く
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
前
提
の
自
明
性
を
検

討
な
し
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
良
い
も
の
か
ど
う
か
。

授
業
理
論
を
秘
密
に
す
る
と
か
、
秘
伝
化
す
る
と
か
い
う
こ
と
は
、

普
通
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
も
し
真
面

目
に
提
案
し
た
と
し
た
ら
、
コ
」
の
情
報
化
の
時
代
に
何
を
言
う
か
」
と

一
笑
に
付
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
時

代
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
授
業
理
論
の
公
開

・
流
通

・
普
及
を
制
限
し
、
理

論
を
秘
密
に
し
、
秘
伝
化
す
る
可
能
性
と
、
そ
の
こ
と
の
も
つ
意
味
を
、

少
な
く
と
も

一
度
は
検
討
し
て
お
く
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「秘
伝
」
と
は

「秘
密
に
し
て
た
や
す
く
人
に
伝
え
な
い
こ
と
。
ま

た
、
そ
の
も
の
。
奥
義
」
あ
る
い
は

「秘
密
に
し
て
特
定
の
人
だ
け
に

伝
授
す
る
奥
義
」
と
、
あ
る
国
語
辞
典
の
説
明
に
あ
る
。

こ
こ
で
は

「秘
伝
」
と
す
る
こ
と
―
―

「秘
伝
化
」
―
―
の
も
つ
意

味
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
事
例
と
し
て
、
『兵
法
家
伝

Ｚ
つ

。

さ
ら
に
ま
た
、
「秘
伝
」
が
総
て
の
人
び
と
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
と
、

そ
れ
に
基
づ
く
実
践
そ
の
も
の
の
効
力
が
減
じ
て
し
ま
う
と
い
う
場
合

も
あ
る
。
『風
姿
花
伝
書
』
（岩
波
文
庫
、　
一
〇
三
頁
）
に
こ
う
あ
る
。

「秘
す
る
花
を
知
る
事
。
秘
す
れ
ば
花
な
り
。
秘
せ
ず
ば
花
な
る
べ
か

ら
ず
、
と
な
り
。
こ
の
分
け
目
を
知
る
事
、
肝
要
の
花
な
り
。
そ
も
そ

も
、　
一
切
の
事
、
諸
道
芸
に
お
い
て
、
そ
の
家
々
に
秘
事
と
申
す
は
、

秘
す
る
に
よ
り
て
大
用
あ
る
が
故
な
り
。
し
か
れ
ば
、
秘
事
と
い
ふ
こ

と
を
顕
は
せ
ば
、
さ
せ
る
事
に
て
も
な
き
も
の
な
り
。
こ
れ
を
さ
せ
る

事

（に
て
）
も
な
し
と
云
ふ
人
は
、
未
だ
、
秘
事
と
云
ふ
事
の
大
用
を

知
ら
ぬ
が
故
な
り
。

」

つ
ま
り
、
さ
ほ
ど
た
い
し
た
事
柄
で
な
く
と
も
秘
す
る
事
自
体
が
重

大
な
効
用
を
持
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
「秘
す
れ
ば
花
、
秘
せ
ず
ば
花
な

る
べ
か
ら
ず
。

」
と
す
る
立
場
で
は
、
秘
す
る
こ
と
な
し
に
花
は
な
い
と

言
う
こ
と
に
な
る
。

授
業
理
論
に
つ
い
て
も
、
そ
の
公
開
が
そ
れ
に
基
づ
く
実
践
の
効
果

を
失
わ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
、
そ
の
実
践
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、

「秘
伝
化
」
す
る
こ
と
の
積
極
的
意
味
は
存
在
す
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
第
二
に
、
教
育
的
な
意
味
。
理
論
を
秘
伝
化
す
る
と
、
そ

の
伝
授
者
は
、
（
ａ
）
「だ
れ
が
そ
れ
を
学
ぶ
か
―
―
だ
れ
に
そ
れ
を
伝

え
る
か
」
、
（ｂ
）
「
い
つ
そ
れ
を
学
ぶ
か
―
―
い
つ
伝
え
る
か
」、
（
ｃ
）

「何
の
た
め
に
そ
れ
を
学
ぶ
か
―
―
伝
え
る
か
」、
を
限
定
し
、
制
限
し
、
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調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、
公
開
さ
れ
て
い
る
と
、
そ
の
よ
う

な
限
定
、
制
限
、
調
節
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
剣
術
に
お
い
て
、
も
し
、
秘
伝
が

「
お
お
ら
か
に
」
あ

る
い
は

「
み
だ
り
に
」
公
開
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
精
神
的
伝

統
を
継
承
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
人
物
が
秘
伝
を
小
手
先
の
技
術

と
し
て
盗
み
、
「邪
険
」
を
生
む
危
険
が
増
大
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
秘

伝
化
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
学
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
見

定
め
て
、
限
定
し
て
伝
授
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
公
開
さ
れ
て
い
れ
ば
、
秘
伝
の
意
味

・
価
値
を
分
か
る
こ
と

の
で
き
な
い
早
す
ぎ
る
時
期
に
、
秘
伝
を
こ
と
ば
で
学
び
知
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
浅
い
知
識
と
し
て
の
み
覚
え
て
し
ま
い
、
そ
れ
で
分
か
っ
た

つ
も
り
に
な
り
、
結
果
と
し
て
、
進
歩
が
妨
げ
ら
れ
た
り
、
止
ま
っ
た

り
す
る
可
能
性
が
生
ず
る
。
秘
伝
化
は
、
伝
授
者
が
、
教
育
効
果
を
最

大
に
す
べ
く
、
伝
授
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
時
期
を
選
ぶ
こ
と
を
可
能
に

す
る
。
剣
術
の
秘
伝
は
、
初
心
者
に
は
伝
授
し
な
か
っ
た
。
実
践
力
に

お
い
て
あ
る
段
階
に
到
達
し
、
秘
伝
の
意
味
と
価
値
を
分
か
る
こ
と
の

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
者
に
限
定
し
て
、
「免
許
皆
伝
」
と
し
て
、
伝
授

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
公
開
さ
れ
て
い
る
と
、
初
心
者
は
、
そ
の
意
味
も
価
値
も
分

か
ら
ず
、
表
面
的
に
し
か
理
解
で
き
な
い
ま
ま
に
、
本
人
は
す
っ
か
り

理
解
し
た
つ
も
り
に
な
る
結
果
、
修
業
の
道
の
奥
行
き
を
浅
い
も
の
と

錯
覚
し
、
そ
の
道
を
真
剣
に
追
究
す
る
動
機
づ
け
を
失

っ
て
し
ま
う
こ

す
な
わ
ち
、
習
得
困
難
な
知
識
が
限
ら
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ

る
場
合
、
結
果
的
に
、
秘
伝
の
伝
授
に
近
い
状
況
が
生
ず
る
。
逆
説
的

に
は
、
現
代
に
お
け
る
秘
伝
化
は
理
論
を
習
得
困
難
に
す
る
こ
と
で
も

達
成
で
き
る
、
と
い
え
る
。
し
か
し
、
―
―
知
識
と
し
て
の
「
Ｘ
理
論
」

を
含
む
―
―
総
て
の
知
識
の
習
得
を
容
易
に
す
る
は
ず
の

「
Ｘ
理
論
」

は
、
そ
れ
自
身
の
特
質
に
よ
り
、
現
代
に
お
け
る
意
味
の

「秘
伝
化
」

さ
え
も
崩
壊
さ
せ
る
働
き
を
持
つ
、
と
も
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
た
と
え
、
秘
伝
化
に
積
極
的
な
意
味
が
あ
り
う
る
と
し
て

も
、
情
報
の
公
開
を
至
上
の
価
値
と
す
る
現
代
の

「情
報
化
社
会
」
に

お
い
て
は
、
い
か
な
る
授
業
理
論
に
せ
よ
、
秘
伝
化
し
、
そ
れ
を
い
つ

ま
で
も
秘
伝
と
し
て
維
持
し
続
け
る
こ
と
は
現
実
に
は
極
め
て
困
難
な

こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
授
業
理
論
形
成
の
道
は
、
形
成
さ
れ
た

理
論
の
公
開

・
普
及
を
前
提
と
し
て
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
、
実
証

性
と
実
践
性
を
兼
備
し
た
、
授
業
の
完
全
理
論
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ

と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

「
い
や
」、
ま
た
し
て
も
、
Ｘ
理
論
の
弁
護
者
は
更
に
言
う
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
、
公
開
と
普
及
に
よ
り
完
全
性
を
喪
失
す
る
理
論
も
た
し

か
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
総
て
の
理
論
が
常
に
そ
う
で

あ
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
、
と
。
理
論
の
周
知
化
が
そ
の
実
践
性
を
減

少
さ
せ
る
場
合
も
確
か
に
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
増
大
さ
せ
る
場

合
も
あ
る
の
だ
、
と
。
そ
し
て
、
Ｘ
理
論
は
周
知
化
が
実
践
性
を
増
大

と
も
起
こ
り
う
る
。
道
を
奥
行
き
の
あ
る
も
の
と
し
て
体
験
さ
せ
る
の

は
、
進
む
た
び
に
新
し
い
地
平
が
開
か
れ
、
そ
し
て
、
進
む
こ
と
で
更

に
新
し
い
地
平
が
開
か
れ
て
く
る
と
の
期
待
が
持
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。

も
し
、
歩
み
始
め
る
前
に
、
道
の
終
着
点
を
総
て
見
て
し
ま
っ
た
と
考

え
て
も
、
な
お
そ
の
道
を
真
剣
に
追
究
し
つ
づ
け
る
情
熱
を
失
わ
な
い

で
い
る
こ
と
が
果
た
し
て
で
き
よ
う
か
。

授
業
理
論
に
つ
い
て
も
、
そ
の
周
知
化
が
教
師
教
育
に
お
い
て
、
教

師
の
修
業
の
道
に
お
い
て
、
以
上
述
べ
て
き
た
意
味
に
通
じ
る
い
ず
れ

か
の
意
味
で
、
実
践
の
質
の
向
上
の
妨
げ
と
な
る
な
ら
、
そ
の

「秘
伝

化
」
に
は
積
極
的
意
味
が
存
在
す
る
と
言
え
よ
う
。

次
ぎ
に
、
第
二
に
、
社
会
的
な
意
味
。
秘
伝
は
そ
れ
を
共
有
す
る
人
々

の
―
―
特
権
的
な
―
―
立
場

・
地
位

・
利
益
を
守
る
と
い
う
意
味
も
当

然
あ
る
。
こ
れ
は
、
伝
統
的
な
家
あ
る
い
は
流
派
に
お
い
て
生
き
続
け

て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
、
医
師

・
弁
護
士
な

ど
の
専
門
職
の
職
業
的
利
益
が

「免
許
状
」
に
よ
り
守
ら
れ
て
い
る
と

い
う
点
に
も

一
部
生
き
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、

教
師
の
専
門
性
が
、
授
業
理
論
の
秘
伝
化
に
よ
り
果
た
し
て
守
れ
る
か

ど
う
か
？
　
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
守
る
べ
き
か
ど
う
か
？

さ
て
、
秘
伝
化
に
以
上
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
Ｘ
理
論

は
秘
伝
化
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
文
字
通
り
の

「秘
伝
化
」
で
は
な
く
、
実

質
的
、
機
能
的
に
、　
一
時
的
な

「秘
伝
化
」
が
起
こ
る
場
合
が
あ
る
。

さ
せ
る
特
質
を
持
つ
の
で
、
秘
伝
化
の
必
要
は
な
い
、
と
。
で
は
、
こ

の
差
異
を
生
む
理
論
の
特
質
は
な
に
か
。

た
と
え
ば
、
教
師
が
子
ど
も
を
支
配

・
管
理

・
統
制
す
る
た
め
の
理

論
で
は
ど
う
か
。
教
師
が
子
ど
も
を
理
解
し
、
解
放
す
る
た
め
の
理
論

で
は
ど
う
か
。
教
師
と
子
ど
も
が
対
立
関
係
に
あ
る
時
と
、
協
力
関
係

に
あ
る
時
と
で
は
ど
う
か
。
「秘
す
れ
ば
花
な
り
」
に
学
べ
ば
、
子
ど
も

に
新
鮮
な
驚
き
を
体
験
さ
せ
る
た
め
の
理
論
で
は
ど
う
か
。

ま
た
、
授
業
の
完
全
理
論
が
完
成
し
た
と
さ
れ
た
途
端
、
そ
の
理
論

は
授
業
実
践
の
質
を
む
し
ろ
あ
る
段
階
に
止
め
て
し
ま
う
働
き
を
も
ち

始
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
い

ず
れ
を
も
、
今
後
の
問
題
と
し
て
の
み
提
起
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
こ
で
、
筆
者
は
、
授
業
の
完
全
理
論
は
不
可
能
で
あ
る
と
、
敢
え

て
断
定
し
て
お
こ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
断
定
が
、
い
つ
の
日
か
授
業
の

完
全
理
論
の
完
成
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
み
た
い
。

五
　
授
業
の
完
全
理
論
の
不
可
能
性
の
意
味

授
業
の
完
全
理
論
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
な
る
意

味
を
も
つ
か
？

授
業
実
践
者
も
、
授
業
理
論
研
究
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
て
い
る

時
代

ｏ
社
会

・
文
化
の
制
約
を
受
け
て
い
る
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
が
授
業
の
完
全
理
論
の
不
可
能
性
の
根
底
に
あ
る
。
そ
れ
を
超

え
る
こ
と
を
試
み
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
は
不

IL



可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
制
約
の
も
と
に
生
き
る
人
間
と
し

て
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「実
践
的
。実
証
的
な
教
師
は
、
苦
し
み
骨
折

っ
て
実
践
し
、
そ
の
実

践
の
な
か
か
ら
、
実
践
を
背
景
と
し
た
自
分
の
理
論
を
生
み
だ
し
、
そ

の
理
論
の
支
え
、
理
論
の
武
装
に
よ

っ
て
、
自
分
の
実
践
を
前
方

へ
押

し
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
…
…
。
理
論
の
め
ざ
す
と
こ
ろ

へ
み

ず
か
ら
の
実
践
が
行
き
つ
い
た
と
き
、
ま
え
の
理
論
は
消
滅
し
、
新
し

い
実
践
の
な
か
か
ら
ま
た
新
し
い
理
論
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
う
い
う

こ
と
を
く
り
か
え
し
て
、
次
か
ら
次

へ
と
実
践
が
生
ま
れ
理
論
が
生
ま

れ
て
い
く
の
が
ほ
ん
と
う
の
実
践
家
の
態
度
で
あ
り
、
実
践
か
ら
学
ぶ

も
の
の
態
度
で
あ
る
。

」
（斎
藤
喜
博

『授
業
以
前
』
斎
藤
喜
博
全
集
第
二

巻
、
九
六
頁
）

授
業
理
論
は
歴
史
的
存
在
で
あ
る
。
授
業
理
論
創
造
の
道
も
、
授
業

実
践
創
造
の
道
と
同
様
に
、
そ
の
地
平
が
無
限
に
開
か
れ
て
い
る
限
り

の
な
い
道
な
の
で
あ
る
。
授
業
の
完
全
理
論
完
成
の
夢
は
、
や
は
り

一

つ
の
夢
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。


