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フ

イ

レ

ヤ

ア

利
子
論
の

分

析

|
|
特
に
其
時
差
説
に
つ
い
て
|
|

古
同

田

保

馬

.園町

F
I
F
Y
4
v
f

・7
イ
ジ
ヤ
ア
乃
刊
子
翠
お
点
、

:
:
r
:
ノ

J
E
L
-
-
3
-
-
-
E
l

現
代
利
子
息
・
説
巾
、
最
も
住
日
寸
べ
き
も
の
の
一
に
隠
す
る
。

そ
れ
は
一
方
に
於
て
、

ペ
エ
ム
を
巾
心
と
す
る
時
差
設
の
流
れ
に
属
す
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
は
、
北
米
に
於

け
芯
特
有
の
利
子
息
一
・
説
、
卸
ち
後
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
所
得
資
本
設
の
一
中
心
を
な
し
て
ゐ
る
。
前
の
闘
聯
に
於
て

そ
れ
は
ペ
エ
ム
、
-
ア

y
ド
リ
と
な
ら
び
揖
併
せ
ら
れ
、
後
の
閥
聯
に
於
て
は
フ
ェ
タ
ァ
、

ナ
イ
ト
と
結
び
つ
け
得
ら

れ
る
。

一
方
に
於
て
、
共
時
差
説
的

部
分
合
分
析
し
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
又
他
方
じ
於
で
、
共
生
産
力
説
の
部
分
を
検
討
す
4
0
ム
と
が
必
要
マ

2

・
か
ヨ
る
事
情
か
ら
、

フ
ィ
シ
ヤ
ア
の
利
子
理
論
を
吟
味
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

あ
る
?
此
後
の
仕
事
は
同
時
に
、
共
生
産
力
説
的
主
張
が
所
得
を
中
心
と
し
て
展
開
せ
ら
れ
、
資
本
を
背
後
に
か

〈
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
所
得
資
本
設
の
吟
味
を
色
包
含

τる
こ
正
正
な
る
。
私
の
仕
事
は
か
〈
て
、
此
二
段

じ
分
た
忍
べ
き
で
あ
ら
う
。
而
し
て
、
落
に
ま
づ
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
犬
韓
に
於
て
前
宇
の
仕
事
、
却
ち
共

7
イ
U

ヤ
ア
利
子
論
の
分
析

第
四
十
二
巻

九
i¥ 

第
六
時
描
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第
六
勝

。

時
差
誼
的
な
る
部
分
の
吟
味
で
あ
る
。
勿
論
、

共
杢
瞳
仁
つ
い
て
若
干
の
見
通
し
を
輿
ふ
る
必
要
は
あ
る
と
思
ふ
。

ア
ィ
シ
ヤ
ア
利
子
論
の
輪
廓
を
明
白
な
ら
し
む
る
必
要
上
、
議
め

一
i

瞳
フ
イ
ジ
ヤ
ア
の
利
子
論
争
}
紹
介
す
る
こ
と
は
無
用
の
乙
と
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
す
で
に
詳
し

4
日
本
の
事

回
勿
仁
停
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
私
が
そ
れ
に
劃
し
て
如
何
な
る
態
度
を
と
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
を
、
明
日
い
す
る
こ
と
の

み
が
必
要
で
あ
る
。
に
い
〉
、
叙
越
の
順
序
上
、

フ
イ
訟
ヤ
ア
の
め

d

る
見
解
の
解
説
を
試
み
る
乙
止
が
め
る
め
弘
、

理
解
を
容
易
な
ら
し
め
よ
う
ど
す
る
用
誌
の
に
め
で
め
る
。

!
i
A
f
L一卜
u
i
l
G
I
t
-
i
z
b
i
L
t
t
ニ
ト

h
a
l
f
}
P
[
、
3
日

)
f
f
t
》

〉

O
L
I
-
-
)
ミ
3
t
E
)

づ
イ
ル
コ
i
y
z
治
活
感
市

l

山
口
市
川
抑
制
4
7
J
H訓

H
i
J
f
:
E
日
l
H
'
・
p
t
j
J
.
，L

と
l
H
K
U
H
e唱
J
T
J
J
f
t
七
割
前
引
オ
略
目
刈
4

V

L
と
で
あ
ら
う
。
山
崎
博
士
を
は
じ
め
数
多
の
撃
者
日
よ

b
て
其
貨
幣
理
論
的
方
面
が
紹
介
せ
ら
れ
批
剣
せ
ら
れ
た
の
も
、
明
治
末
期
が
ら
大
正

は
じ
め
に
か
げ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
其
経
糖
尿
論
は
最
近
喜
多
村
利
雄
氏
に
よ
っ
て
課
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

フ
イ
シ
ヤ
ア
の
利
子
理
論
の
紹
介
は
、
気
賀
割
重
博
士
気
賀
健
三
氏
誇
利
子
論
の
公
刊
に
よ
っ
て
完
了
し
た
と
見
得
Z
で
ゐ
ら
う
。
わ
れ
ら
は

こ
れ
に
よ
合
て
容
易
に
原
著
の
思
想
に
接
主
レ
得
る
こ
と
と
な
っ
だ
。
か
L

誕
る
事
情
は
忍
を
し
で
ア
イ
シ
ヤ
ア
利
子
論
の
紹
介
を
無
用
な
り
と
思

は
し
め
る
。

ーー

き
て
、

フ
ィ
シ
ヤ
ア
の
利
子
理
論
の
特
色
と
も
見
る
べ
き
も
の
、

こ
れ
を
し
て
利
子
準
設
の
接
建
史
上
に
輝
け

る
地
位
を
占
め
し
な
る
も
の
は
、
取
扱
の
形
式
か
ら
い
ふ
と
、
其
精
轍
な
る
分
析
と
精
確
な
る
撒
康
的
鍍
越
に
あ

る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
内
容
的
に
み
る
と
、
そ
れ
は
一
方
、
主
観
的
客
観
的
雨
因
子
の
作
用
ぞ
共
に
重

中
る
一
の
折
衷
説
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
、
所
得
か
ら
資
本
を
導
き
出
さ
う
と
す
る
立
場
、
即
ち
資
本
を
以
て
所

得
の
め
る
線
和
に
外
な
ら
ぬ
と
す
る
立
場
、
或
は
名
づ
け
て
資
本
所
得
設
と
も
い
ふ
べ
き
見
方
で
め
る
。
私
の
見



る
所
仁
よ
れ
ば
、

プ
ィ
シ
ヤ
ア
が
利
子
を
二
の
因
子
の
作
用
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
そ
の
も
の
は
正

し
い
。
た
い
〉
、
資
本
の
本
質
に
闘
し
て
其
所
得
資
本
詑
と
い
ふ
支
持
し
う
べ
か
ら

r-る
立
場
を
貫
き
通
さ
う
と
し

た
る
が
ゆ
ゑ
に
、
此
二
の
闘
係
乃
至
聯
絡
に
つ
い
て
、
正
し
い
洞
察
に
到
達
し
得
た
り
と
は
い
ひ
難
い
。

ヤ
ア
自
身
、
一
の
利
子
理
論
の
串
間
的
債
値
は
此
二
因
子
の
作
用
を
如
何
に
結
び
つ
け
る
か
と
い
ム
賄
に
か
N

る

と
い
ひ
、
叉
此
結
び
つ
き
に
於
で
共
見
解
の
特
債
の
存
す
る
所
以
を
主
張
し
て
ゐ
る
に
拘
は
ら
争
、
共
試
み
は
成

フ
ィ
ニ
ジ

功
し
に
・
り
と
稿
し
が
た
い
。

壁一トト
E
4
可
cbγ
主

い

y
イ

V

ヤ

F

こ

I
1
f
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2
1
ま
刊
け
士
h

コ
1
:
3
9サ
訟
が
肝

u
r
-
-下
よ
h

コ
3
0

」

V
イ
J
-
aメ

t
'
z
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-
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'
t
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ふ
n
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p
V
4
a
n
v
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に
於
て
フ
イ
ジ
ヤ
ア
の
立
場
は
プ
且

タ
ア
、

遅
れ
て
は
ナ
イ
ト
の
そ
れ
と
略
ぽ
相
一
致
す
る
。

私
は
か
冶
る
資
本

概
念
を
帯
し

τ、
資
本
所
得
読
と
い
ふ
。
資
本
と
は
所
得
の
一
面
に
外
な
ら
中
、
と
い
ふ
見
方
を
さ
す
の
で
あ
る
。

乙
れ

k
鶏
立
せ
し
か
ベ
き
資
本
蹴
愈
は
、
資
本
が
前
梯
せ
ら
れ
て
ゐ
る
費
用
で
あ
る
と
見
る
見
解
で
あ
る
、
郎
ち
、

費
本

ιは
あ
る
制
約
を
も
っ
と
こ
ろ
の
費
用
で
あ
る
、
い
び
か
ふ
れ
ば
、
費
用
L
し
し
て
早
晩
計
上
せ
ら
る
べ
き
前

梯
で
あ
3
.
L」
す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
を
資
本
費
用
語
k
い
ふ
こ
L
」
色
無
理
で
は
な
い
左
思
ふ
。
陀
後
の
見
方

じ
よ

s
k、
資
本
が
深
め
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
‘
利
子
が
そ
れ
の
結
果
止
し
て
、
ぞ
れ
の
生
産
カ
k
し
て

成
立
す
る
。
然
る
に
此
前
の
見
方
に
よ
る
と
、
資
本
は
所
得
の
結
果
、
そ
れ
の
親
和
に
外
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
、

将
来
に
於
げ
る
所
得
の
現
在
債
値
を
輿
へ
ら
れ
た
る
利
子
歩
合
に
よ
っ
て
割
引
し
た
る
勝
来
所
得
の
線
和
が
資
本
，

で
あ
る
。
然
ら
ぱ
、
所
得
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
と
資
本
と
の
闘
係
は
ど
う
い
ふ
も
の
と
し
て
考

ァ
、
イ
ジ
ヤ
ア
精
子
論
の
分
析

第
四
十
二
巻

九
八
=
一

第
大
時
珊



7
4
シ
ヤ
ア
利
子
論
の
分
析

第
六
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へ
ら
れ
て
ゐ
'
る
か
。

こ
れ
を
一
歩
、

立
入
っ
て
遮
べ
よ
う
。

フ
ィ
シ
ヤ
ア
仁
よ
れ
ば
、

且
一
定
の
期
間
に
此
富

一
定
の
時
賭
に
於
て
存
在
す
る
富
の
貯
臓
が
資
本
で
め
る
。

だ
か
ら
所
得
色
い
ふ
用
役
の
流
れ
出
づ
忍
謀
本

か
ら
一
生
や
る
用
役

(
Z
5
R凶
O
『

巴

印

g)
の
流
れ
が
所
得
で
あ
る
。

ウ
エ
巾
ス

別
資
本
氏
外
な
ー
ら
ぬ
。
此
富
主
い
ふ
の
は
人
間
に
よ
っ
て
所
有
せ
ら
る
治
、
が
物
質
的
針
象
で
め
る

月
物
質
位
、
川
抽
出

所
有
性

γ民
義
じ
於
て
は
人
間
自
睦
を
合
U
。
「
資
本
の
一
定
の
集
積
が
ぞ
れ
を
組
成
す
る
止
と
る
の
諸
種
の
財
の

数
量
に
℃
計
量
せ

ι一
る
る
場
合
に
は
、
資
本
宮
〈
円
仰
事
山
一
昔
話
一
円
お
ど
炉
、
資
本
財
産
樺

(
3
1
包
"-cJ 

o v;; 
、々
、引..-

1: 

一日

f
?
「
?
?
〉

:
2
-
h
4

、
hO

R
d
4
を
そ
ム
1
d
F
U
-
-
望
ォ
.
R
I
L
I
A

り

札

守

勢

株

(
円
世
立
正
昔
日
E
刊
)
と
名
づ
け
ら
れ
る
」
。

一
ぞ
れ
が
倒
怖
で
新
長
せ
ら
お
石
判
物
品
川
仁
一
は
資
本
側
納

か
耕
柑
」
広
れ
る
。

哉
こ
れ
は
集
賀
氏
に
よ
っ
て
利
盆
、
喜
多
村
民
に
よ
っ
て
は
傑
盆
と
謬
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
評
語
と
し
て
は
そ
れ
が
正
し
い
。
忍
は
こ
れ
が
他
の
章

者
に
よ
っ
て
す
三
日
)
と
い
は
る
る
も
の
に
賞
品
ゆ
ゑ
、
用
役
と
し
て
置
い
た
。

?
曹
「
財
産
棟
と
は
、
官
よ
り
生
十
る
と
こ
ろ
の
、
必
宇
あ
る
程
度
ま
で
蓋
然
的
な
る
将
来
用
役
に
射
す
る
権
利
で
あ
る
。
」
財
産
棋
は
人
が
所
有

者
と
し
で
宮
じ
濁
し
て
有
す
る
無
形
の
、
従
う
て
抽
象
的
な
る
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
o

」

品

恭

様

フ

イ

U
V

ヤ
ア
に
め
つ
て
は
、
屡
t
資
本
財
ぞ
の
も
の
が
資
本
k
溝
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
「
住
宅
は
資
本
で
あ
品
、
而
し
て
一
定
期
周
に
於
げ
る

其
家
の
雨
露
を
凌
「
用
役
及
び
家
賃
は
住
宅
よ
h
生
宇
る
所
得
で
め
る
。
一
園
の
鍛
造
は
資
本
で
あ
h
、
其
用
役
は
其
織
選
の
も
た
ら
す
所
得
で

め
る
。
」
資
本
が
宮
の
貯
曲
酷
で
あ
る
と
い
ふ
定
義
か
ら
み
る
と
、
此
表
現
に
は
無
理
が
な
い
。
げ
れ

E
色
、
資
本
は
ま
た
、
他
方
に
於
て
一
定
の
債

値
と
し

τ〕
罰
さ
れ
て
ゐ
る
。
・

n名目
Z
H
Z
F
O
U何
回
目
。
『

E
-
V
-
E
-
E
E
0・
Z
巴

E司
q
p
Z
E
5
3
5
品

E
B
E
E凶

2

5

。
F
2
当

ge-

S
玄

E
t
a
-も
あ
る
一
の
も
の
が
、
測
定
せ
ら
る
る
仕
方
に
よ
っ
て
一
一
の
も
の
で
あ
り
得
る
、
と
い
ふ
の
は
考
へ
に
〈
い
こ
と
で
は
な
い
。
資
本

が
ゐ
る
場
合
に
は
家
が
鍛
造
と
い
ム
物
質
財
で
あ
b
、
あ
る
場
合
に
は
何
回
と
い
ふ
貨
幣
慎
値
量
で
あ
る
と
い
ふ

ωは
、
測
定
の
仕
方
に
よ
っ
て

A

資
本
が
あ
る
場
合
に
は
甲
土
な
b
あ
る
場
合
に
は
乙
と
な
る
v

』
と
を
許
す
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
は
傍
利
資
本
と
資
本
財
と
の
混
同

τは
な
い
か
。

集賀課刺子論 1-30;すべて原文のベ h ヂの !IIJI! {r省略す。喜多村課経糖尿
l品39，45， 48. 
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従
っ
て
、
資
本
領
値
が
必
中
し
も
、
資
本
宮
の
債
値
で
な
い
場
合
が
あ
h
、
従
う
て
資
本
財
と
資
本
債
値
と
の
謝
立
が
測
定
の
仕
方
の
勢
立
と
め

み
凡
ら
れ
得
Y
る
困
難
の
存
す
る
こ
と
を
考
へ
ね
ば
な
る
ま
い
"
。
一
穂
、
資
本
が
物
質
財
・
と
し
て
の
宮
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
如
何
に
し
て
慣

値
そ
の
色
の
で
あ
り
、
所
調
「
慣
値
の
意
味
に
於
て
し
あ

h
う
る
か
。

あ
る
一
定
の
資
本
財
(
こ
れ
は
の
ち
に
、
ナ
イ
ト
に
よ
っ
て
資
本
の
あ
る
項
目
と
桶
せ
ら
れ
て
ゐ
る
)
か
ら
生

や
る
と
こ
ろ
の
所
得
は
す
べ
て
一
定
¢
利
子
歩
合
に
於
て
割
引
せ
ら
れ
、
割
引
せ
ら
れ
た
石
所
得
の
総
計
と
む
て

資
本
債
値
が
定
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
此
立
場
か
ら
い
ふ
と
、
資
本
と
は
所
得
の
綿
計
に
外
な
ら
ぬ
。
所
得
は
艦

掛
皐
の
ア
w
y

フ
ア
で
あ
り
、
ま
土
オ
メ
ガ
で
あ
る
。
資
本
の
債
値
は
そ
の
見
積
ら
れ
七
弓
将
来
の
純
所
符
の
傾
値

-

I

I

P

4

・

e

'

i

B

刈

l
》
留
事
は
斗

f

7

3

1

P

J

、L
u
叶
ノ
陪
旦
門
司

4
+
A
A
B

ーが、

c
一
件
見
+
《
戸
川
川
1

ぽ
司

J

g
油
、
ぃ
ト
川
島
コ
ヨ
T
E
P
は

u
z
;
~コアヘ
d
t
h
h
)

こ司
E
F
L
Z
J

ド
l
A
J
J
1
円
。

C

L可
μ
f
h
v
H医
3
H
l
eト

J

、
f
L

ル
n
e
イ

ヲ

T
f
u
叱

U
p
h
e
B
L
J
J
'
h
w
e

一H
4
t
t
ドれ
e
U
4
F
t「
九
円
「

M
4
P
4
7
ι
l寸
μ

i

h
判
官

1
c
l
l
t

《

'
'
'
r
d
l
M
E
a
-
J
d
F
'
J
1
1
1
1

・W川町
υ白

な
る
ほ
ど
、
所
得
は
査
本
財
か
ら
探
生
す
る
、
け
れ
y
」
色
、
所
得
の
債
値
は
資
本
財
の
債
値
か
ら
は
探
生
す
る
の

で
な
い
、
か
へ
っ
て
資
本
の
債
値
は
所
得
の
債
値
か
ら
仮
生
す
る
ご
要
す
る
に
、
資
本
債
値
の
意
味
に
於
け
る
資

本
は
所
得
の
資
本
化
せ
ら
れ
た
る
債
値
に
外
な
ら
ぬ
。
か
う
見
る
こ
と
が
、

プ
ィ
シ
ヤ
ア
に
於
け
る
所
得
資
本
設

の
骨
子
で
あ
る
。

な
ほ
、
y
f
シ
ヤ
ア
に
あ
っ
て
、
費
用
が
如
何
な
る
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
か
。
「
富
の
用
役
の
反
卦
の
も
の
は
、

宮
の
犠
牲
で
あ
忍
。
犠
牲
は
消
極
的
な
る
用
役
な
り
左
い
ひ
得
る
o
」
「
所
有
者
の
喜
ぶ
も
の
と
な
る
め
ら
ゆ
る
も

の
は
、
用
役
で
あ
り
、
所
有
者
の
喜
ば

F
る
も
の
と
な
る
あ
ら
ゆ
る
色
の
は
、
犠
牲
で
あ
る
o
」
「
用
役
が
許
量
せ

ら
る
る
が
如
〈
、
宮
叉
は
自
由
人
の
犠
牲
も
ま
た
計
量
せ
ら
れ
、
」
「
計
量
せ
ら
れ
た
る
犠
牲
は
債
値
と
か
、
債
格

左
か
に
よ
っ
て
、
明
に
貨
常
に
還
元
せ
ら
れ

ι。
」
め
る
場
合
に
は
「
負
数
の
所
得
が
費
用
で
め
る
」
と
い
ひ
、
叉
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大
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一
鍍

進
み
て
は
財
の
一
用
迭
を
と
る
潟
に
、
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
た
る
所
得
、
列
。
ぱ
る
べ
き
所
得
の
損
失
を
さ
し
で
費
用

と
い
っ
て
ゐ
る
。

ア
イ
ジ
ヤ
ア
が
所
有
者
の
喜
ば
玄
る
も
の
は
費
用
で
あ
る
、
と
す
る
見
方
か
ら
い
ふ
在
、
費
用

一
の
資
源
、

一
の
財
に
つ
い
て
の
機
曾
費
用
、
即
ち
一
財
の
他
の
用
途
に
於
て
う
べ
か
わ
し
も
の
の

は
決
し
て
、

み
を
含
む
と
は
思
は
れ
ぬ
。
費
用
の
説
明
が
頗
る
明
確
を
融
ミ
と
は
い
へ
、
ぞ
れ
は
貨
幣
費
用
そ
の
も
の
を
含
h
u

は
や
で
め
4
0
0

ぞ
れ
は
現
在
の
所
得
の
減
少
を
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味
す
る
c
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批
判
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ナ
イ
ト
の
批
判
の
分
析
か
ら
識
さ
出
尽
う
と
恩
ふ
。

ま
づ
、
ナ
イ
ト
は
、
利
子
歩
合
の
決
定
を
十
分
に
理
解
す
る
道
は
、
こ
れ
を
一
般
の
債
格
決
定
の
場
合
に
於
け

る
が
知
〈
、
需
要
供
給
の
タ
ア
ム
仁
於
て
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

フ
イ
ジ
ヤ
ア
は
こ
れ
を
な
し
と
げ
て
ゐ
な

い
と
い
ふ
。
け
れ
E
色、

プ
イ
ジ
ヤ
ア
は
あ
ま
り
に
明
確
に
需
要
と
供
給
と
の
タ
ア
ム
に
於
て
利
子
決
定
の
問
題

を
取
扱
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
所
謂
市
場
の
原
則
が
需
給
の
均
等
を
意
味
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
明
で
あ

る
。
加
之
、
其
機
舎
線
(
生
産
力
曲
線
)
、
時
差
線
(
持
家
低
償
率
曲
線
)
は
需
要
と
供
給
と
の
内
容
を
一
一
暦
立
入

つ

τ分
析
し
た
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
民
。
否
ア
イ
ジ
ヤ
ア
自
身
屡
ミ
資
本
の
需
要
供
給
に
つ
い
て
論
を
準

め
て
さ
へ
ゐ
る
。
此
動
、
ナ
イ
ト
の
い
ふ
所
は
、
ァ
ィ
シ
ヤ
ア
じ
劃
し
て
蛍
ら
ぬ
。

け
れ

E
色
、
此
賭
は
別
に
重
要
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
ま
ナ
イ
ト
の
賓
質
的
生
産
力
設
が
果
し
て
Y

平
シ
ヤ

f 、
'. J" 

利子論[53以下評者を舎略す。
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ア
読
批
評
と
し
て
十
分
に
支
持
し
得
ら
る
る
で
あ
ら
う
か
。

ナ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、

7

イ
ジ
ヤ
ア
の
利
子
訟
は
、
時

差
だ
け
に
よ
っ
て
利
子
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
(
だ
と
へ
ば
フ
ェ
タ
ア
)
と
異
な
っ
て
、
生
産
力
の
作
用
を

色
考
慮
す
5
0
陀
意
味
に
於
て
、
そ
れ
は
一
種
の
折
衷
設
で
あ
る
。
而
も
、
同
時
に
そ
れ
は
、
ニ
の
因
子
を
会
〈

同
列
の
地
位
に
置
し
。
こ
れ
に
卦
し
て
、
ナ
イ
ト
は
、
事
責
上
、
生
産
力
、
帥
ち
客
観
的
因
子
の
方
が
優
越
的
地

位
を
占
め
る
か
ら
、
利
子
歩
合
を
決
定
す
る
も
の
は
生
産
力
の
側
で
あ
る
と
す
る
。

ま
づ
こ
の
ナ
イ

F
の
批
評
を
批
評
寸
る
に
営
っ
て
.
柚
臨
め
吟
味
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
。

ナ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
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ル」
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L
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A
l
-
A』

，
圃
，
、
C

辛
目
司
自

FL'

、i
t
-
-
F
B
-
a一

な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
〉
に
は
そ
の
見
方
に
は
た
冶
ぬ
こ
と
に
す
る
J

生
産
力
の
側
は
そ
れ
の
需
要
を
決
定
す

札
。
け
れ
H
P

』
も
、
こ
の
見
方
は
、

一
方
に
於
て
、

7

f

ジ
ヤ
ア
の
立
場
で
は
な
い
、
他
方
に
於
て
、
事
費
に
背
い

て
ゐ
芯
。

ア
イ
ジ
ヤ
ア
の
立
場
で
な
い
と
い
ふ
の
は
、
次
の
理
由
に
基

t
。
y
f
h
v
ヤ
ア
に
あ
っ
て
は
‘
時
差
の

傾
向
に
基
い
て
、
資
本
の
需
要
る
あ
り
.
供
給
も
あ
る
(
此
動
、

ペ
品
ム
、
一
プ
シ

V
F
と
一
致
す
る
)
。
帥
も
共
第

一
H

次
的
考
察
に
於
け
る
需
要
と
供
給
左
の
出
合
は
、
全
〈
時
差
と
い
ふ
事
情
に
負
ふ
色
の
で
あ
る
。
ま
た
投
資
機

曾
の
原
則
卸
ち
生
産
力
の
事
情
の
み
か
ら
も
、
資
本
の
需
要
が
生
る
る
と
共
に
、
資
本
の
供
給
が
成
立
す
る
(
利
貸

資
本
の
投
資
機
舎
と
い
ふ
の
は
、
共
供
給
で
あ
ら
う
。
)

0

こ
の
こ
と
ま
た
、
詳
論
含
ま
た
ぬ
で
み
ら
う
。
だ
か
ら

時
差
の
事
情
か
ら
費
本
の
供
給
炉
、
生
産
力
の
事
情
か
ら
資
本
の
需
要
が
定
ま
る
と
い
ふ
の
は
、
ア
イ
ジ
ヤ
ア
の

立
場
に
背
〈
。

叉
ア
イ
シ
ヤ
ア
の
主
張
は
此
賄
に
闘
す
る
限
り
、
事
賓
と
相
ム
口
す
る
。
従
っ
て
ナ
イ
ト
の
主
張
は

フ
4
U
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I
ア
利
子
論
の
分
析

第
四
十
二
巻

九
凡
土

第
六
按

五

8) F. H. Knight， Fi.l町、 'Theoryof IntereSI:， quart叶 yJournal uf P. E. 193[， 

p. '93 
op. Clr・.p. 201. 9) 



フ
イ
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ヤ
ア
刺
子
論
の
分
析

第
四
十
二
巻

九
人
入

第
す
披

一一大

事
買
と
相
容
れ
ぬ
。

+
訟
に
越
べ
七
る
黙
に
於
て
フ
イ
シ
ヤ
ア
の
見
解
、
ナ
イ
ト
の
見
解
の
聞
に
差
異
が
あ
る
の
は
1

恐
ら
く
1

樫
掛

主
醐
胞
の
分
化
に
注
意
を
な

η
た
る
と
否
と
に
、
闘
係
を
も
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
(
一
般
に
資
本
含
節
約
し
て
貯
蓄

す
る
也
の

k
、
之
を
企
業
に
利
用
す
る
も
の
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
主
腫
を
な
し
て
ゐ
る
。
い
は
Y

資
本
家
と
企

業

E
の
分
化
を
考
へ
特
る
の
み
な
ら
や
、
理
論
的
考
察
じ
於
て
時
間
然
お
う
す
る
こ
と
が
許
お
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ら
う
。
$
う
す
る
と
、
簡
約
す
る
も
の
に
あ
っ
て
ほ
、
時
差
師
ち
勝
一
家
低
拝
領
丹
市
ん
は
そ
の
逆
の
)
傾
向
炉
支
配

4
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-
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r
b
H
す
1
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話

1

4
，X
1
4
'
'
-
t
j
tノ
t

e

f

d

書
官
跡

?
l
;
E
i
-
-
-

イ

4
G
額
も
あ
る
が
)
、
同
時
に
消
費
需
要
を
無
視
し
て
か
う
る
と
、
企
業
か
ら
の
資
本
の
需
要
債
格
、
需
要
裁
量
一
か
生

産
力
の
事
情
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
ゆ
〈
。

rか
ら
、
か
う
る
分
化
を
暗
部
想
し
、
叉
消
費
需
要
を
無
視
す
る
と
い
ふ

偲
定
に
立
つ
な
ら
ば
、
ナ
イ
ト
の
主
張
に
相
嘗
の
道
理
が
め
ら
う
。
七
バ
〉
フ
イ
シ
ヤ
ア
の
偲
定
に
於
て
は
、
か
、

る
主
躍
の
分
化
が
認
め
ら
れ
ぬ
。
而
し
て
同
一
の
主
腫
が
つ
ね
に
一
方
に
於
て
節
約
(
又
は
借
入
)
を
消
費
者
と

し
て
考
慮
す
る
の
み
な
ら
十
、
同
時
に
資
本
の
企
業
的
投
下
を
も
考
へ
得
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
か
冶
る
仮
定

h
T
認
む
る
こ
と
の
可
否
は
別
の
問
題
と
し
て
、
共
下
に
於
て
な
ら
ば
、
資
本
の
需
要
が
生
産
力
の
問
題
で
め
り
、

供
給
が
時
晶
表
の
問
題
で
あ
る
、
と
い
ふ
の
は
云
ひ
す
ぎ
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
主
瞳
の
分
化
、
消
費
需
要
の
無
視
、

民
こ
の
保
件
を
認

U
3
か
否
か
が
、
注
意
す
べ
き
分
岐
賄
を
な
し
て
ゐ
る
。

き
て
均
十
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
費
本
の
供
給
、
詳
し
く
云
へ
ば
新
し
き
貯
蓄
に
よ
る
供
給
は
極
度
に
非
弾
力
的
干
，



あ
り
、
そ
の
利
子
の
大
き
に
依
存
す
る
税
度
も
極
め
て
小
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
資
本
の
需
要
領
格
が
資
本

財
生
産
費
の
一
定
で
あ
る
こ
と
に
基
い
て
、
常
毅
的
に
一
定
|
|
少
〈
も
新
貯
蓄
に
闘
す
る
限
り
ー
ー
し
て
ゐ
る
。

だ
か
ら
、
利
子
歩
合
と
い
ふ
資
本
用
役
の
債
格
は
一
に
此
需
要
債
格
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
、
一
と
い
ふ
結
論
に

な
る
。
と
こ
ろ
が
此
場
合
、
ご
の
前
提
は
共
に
認
め
得
ら
る
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

叉
認
め
得
ら
る
る
場
合
に
は
、

ナ
イ
ト
の
知
〈
、
決
定
す
る
と
い
ふ
表
現
を
一
帯
す
と
し
て
色
、
そ
れ
は
二
の
側
の
事
情
の
何
れ
に
基
く
で
あ
ら
う

か
。
後
の
勅
に
つ
い
て
い
ふ
と
、
私
は
こ
れ
を
、
た
Y
需
要
債
格
が
常
数
で
め
h
ノ
、
需
要
の
弾
力
性
が
無
限
に
大
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、

設
け
た
る
ニ
の
前
提
が
そ
も
そ
も
認
め
が
た
い
。
然
る
限
り
プ
イ
シ
ヤ
ア
の
主
張
に
、
少
く
も
か
へ
っ
て
形
式
的

に
正
し
い
と
見
る
ペ
き
も
の
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
れ
ら
の
賄
に
つ
い
て
は
別
に
祢
及
し
た
る
が
故
に
諸
に

詳
論

eeさ
げ
る
。

た
日
、
，
な
は
こ
の
ナ
イ
ト
の
批
判
か
ら
、

y

f

u

ヤ
ア
利
子
論
に
於
て
如
何
な
る
貼
に
分
析
の
メ

久
を
め
つ
べ
き
か
の
要
所
を
皐
ぴ
得
る
つ
も
り
で
め
る
。

アイ
h
y

ヤ
ア
の
利
子
論
は
一
種
の
折
衷
識
で
あ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
事
賓
に
於
て
、

ヤ
ア
は
時
差
及
び
生
産
力
、
そ
の
特
有
の
用
語
を
か
れ
は
不
耐
忍
と
投
資
機
舎
と
の
主
観
的
、
客
観
的
雨
因
子
の

前
越
の
如
〈
、

ア
ィ

U
V

作
用
を
め

4
ま
で
並
列
的
封
等
的
の
も
の
と
見
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
次
の
如

t
に
い
っ
て
ゐ
る
。
「
余
の
意
見
に
よ

れ
ば
、
人
聞
の
不
耐
忍
と
投
資
機
舎
と
の
比
較
的
重
要
き
に
闘
す
る
意
見
の
細
か
い
相
違
は
、
殆
ど
取
る
に
足
る

ほ
E
の
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
己
「
爾
者
の
何
れ
が
一
一
暦
担
本
的
で
め
る
か
に
つ
い
て
の
激
L
い
論
宰

ヌ

f
u
h
u
ア
利
子
論
の
分
析

九
八
九

第
穴
貌

一じ

第
四
十
二
倉

10) 本誌前君主所載論文参照。
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は
無
用
で
あ
る
町
。
重
要
な
る
勤
は
二
の
比
率
、
限
界
的
時
差
塞

-t限
界
的
超
費
肱
盆
率
と
が
逗
績
的
な
る
差
異
、

郎
ち
無
限
小
の
差
等
の
存
在
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
等
し
く
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
」
此
主
張
を

換
言
す
れ
ば
か
う
で
あ
あ
。
羽
子
歩
合
が
一
勤
に
落
ち
つ
く
、
そ
こ
で
は
各
人
の
限
界
時
差
率
も
此
利
子
歩
合
に

等
し

t
‘
ま
た
資
本
用
役
の
限
界
生
産
力
率
も
そ
れ
に
等
し
い
。
更
に
ア
干
シ
ヤ
ア
は
進
み
て
二
の
並
列
的
な
る

所
以
を
越
ペ
品
。
者
し
「
趨
費
牧
盆
率
一
か
永
久
不
趣
仁
一
割
に
固
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
な
ら
ば
、
不
耐
忍
め
率
は
こ

れ
に
一
致
す
る
に
相
遣
な
い
。
判
子
歩
合
は
一
割
で
あ
る
外
は
な
い
o
」
(
こ
れ
炉
貨
質
的
に
は
、
ナ
イ
ト
の
利
子

ト
じ
恥
拡
h
J
昨
L
h
J
羽
山
ト
J
t
h
p
j
'
〉

J
h
j
r
E
二パ

J
f
了
、
J
'
j
a
L
1
1
司

1
一Z
E叶
JF
口
百
じ
I
J
-
J
4
4
r
L
1
r
L
1
A
M
二ペ
}
L

，

d
M
i
，t
M
l
〈

i

性
到
す
ベ
手
で
め
ろ
v
J
こ
れ
じ
航
し
て
ベ
一
一
献
品
開
mw
人口封

が
残
ら
十
一
割
の
不
耐
忍
率
を
永
久
不
離
に
維
持
し
て
ゐ
あ
と
恒
定
す
る
こ
と
が
出
来
e
G
o
か
や
う
な
場
合
に
は
、

限
界
的
趨
費
牧
盆
率
が
そ
こ
に
ま
で
調
整
せ
ら
る
る
で
あ
ら
わ
o
」

私
が
此
折
衷
的
な
る
利
子
論
に
劃
し
て
、
加
へ
よ
う
と
す
る
若
干
の
修
亙
は
衣
の
二
賭
に
障
す
る
。
此
形
式
論

以
上
、
賞
質
に
向
っ
て
更
に
一
歩
一
を
進
め
得
な
い
か
。
さ
う
す
る
と
、
第
一
に
、
二
の
因
子
の
完
全
な
る
並
列
又

は
掛
等
よ
ち
も
、
生
産
力
の
側
に
優
越
を
認

U
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
資
本
供
給
の
弾
力
性

は
極
め
て
小
で
あ
る
、
こ
の
こ
左
は
反
面
に
於
て
、
資
本
の
消
費
需
要
の
あ
る
性
質
を
示
す
は
・
?
で
あ
る
。
削
生

産
カ
の
作
用
を
・
と
り
入
れ
子
し
て
、
時
差
の
み
か
ら
今
日
の
如
き
積
極
的
な
る
利
子
歩
合
の
成
立
を
説
く
こ
と
は

間
難
で
は
な
い
か
。
第
二
。
生
産
力
の
動
仁
闘
し
で
は
、

フ
イ
シ
ヤ
ア
の
超
費
肱
益
率
に
よ
る
説
明
が
ど
う
し
て

る
成
立
し
得
、
ぎ
る
所
以
を
明
に
し
得
る
と
思
ふ
。
此
場
合
に
於
で
、

フ
ィ
ジ
ヤ
ア
の
主
張
乃
至
説
明
の
特
徴
は
、

利子論181-182.Eり



資
本
を
背
後
に
押
し
こ
め
て
、
専
ら
所
得
に
よ
っ
て
の
み
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
左
し
た
る
動
に
あ
る
。
市
ゐ
此

特
徴
そ
'
の
こ
と
の
故
に
、
共
説
明
は
支
持
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
。
ま
づ
第
一
の
動
か
ら
吟
味
し
よ
う
。

圃

フ
干
し
y

ヤ
ア
に
あ
っ
て
は
、
時
差
に
よ
る
資
本
の
供
給
(
こ
れ
と
相
な
ら
び
て
其
需
要
も
)
が
次
の
如
〈
に
説

か
れ
て
ゐ
る
。
あ
る
個
人
の
時
差
率
、
卸
ち
絡
来
財
の
低
債
率
は
、
所
得
の
時
間
的
形
態
、
卸
ち
所
得
の
現
在
と

勝
痛
と
に
亙
る
分
配
の
股
態
如
何
に
よ
っ
て
理
化
す
る
。
今
、
資
本
の
節
約
に
よ
っ
て
供
給
せ
ら
る
る
場
合
を
k

ワ
て
相
暗
へ
て
み
よ
う
。

利
子
歩
合
が
五
分
で
あ
る
の
仁
、

長
男
り
3
h
p
こ
を

:
t
f・
2
戸
Z

二

-
T
7
〉

》

/

i
J
6
1
り
t
b
F
i
b
r
fヰ
カ
二
F
7
3
1
3
4
4
2

」

J

う
ひ
一
己
併
は
嘗
然
節
約
せ
ち
れ
る
。
次
の
百
弗
に
於
け
る
時
差
率
一
か
順
次
に
三
分
、
四
分
、
五
分
で
あ
る
と
し
ょ

ぅ
。
百
聞
づ
つ
の
こ
れ
ら
の
車
位
は
み
な
節
約
せ
ら
れ
る
。
失
の
百
弗
に
於
げ
る
時
差
率
が
六
分
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
節
鞠
せ
ら
れ
な
い
。

ア
f
u
v

ヤ
ア
の
此
説
明
の
仕
方
は
精
確
で
あ
る
と
は
い
は
れ
な
い
。
第
一
の
百
弗
は
二
分
の
時
差
率
を
有
す
ろ

に
し
で
色
、
第
二
の
耳
弗
が
，
と
れ
だ
け
の
時
差
窄
を
有
す
る
か
は
、

一
に
第
一
の
百
弗
に
劃
し
て
勝
来

E
れ
行
け

支
梯
は
る
る
か
に
依
存
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
利
子
歩
合
の
高
き
如
何
に
依
存
す
る
。
同
様
な
る
こ
と
は
、
第
三
、

第
四
、
第
五
の
百
弗
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
立
入
っ
て
い
へ
ば
、
第
一
の
百
弗
に
於
け
る
時
差
率
が
二
分
の

と
き
利
子
歩
合
が
五
分
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
在
の
百
弗
に
劃
し
て
将
来
百
二
弗
を
捕
は
れ
て
色
足
る
の
に
、
百
五

弗
も
梯
は
る
石
の
で
あ
る
か
ら
、
百
五
弗
だ
け
捕
は
る
る
こ
と
を
考
ヘ
ぬ
と
き
の
一
第
二
の
百
弗
の
時
差
率
が
三
分

7
司
官
ヤ
?
測
子
論
A
W

分
析

第
六
鎗

第
四
十
二
傘
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丸
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時
制

O 

で
あ
る
な
ら
ば
、
百
五
弗
だ
け
捕
は
る
る
こ
と
に
よ
り
将
来
所
得
の
限
界
致
用
が
低
下
し
て
ゐ
る
か
ら
、
第
一
一
の

百
弗
の
時
差
率
は
三
分
よ
り
も
高
い
で
あ
ら
う
、

い
は
ぜ
現
在
の
第
二
の
百
弗
に
劃
し
一
一
暦
多
く
の
婚
家
所
得
を

い
は
ず
た
Y
同
一
な
る
希
望
曲
線
(
豆
一
-
5
m
F
5
g

市
宮
求
す
る
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
フ
イ
シ
ヤ
ア
の
此
表
現
は
、

nz
ミ
目
)
の
み
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
示
き
う
と
す
る
事
態
に
あ
て
は
ま
ら
ぬ
。
此
意

味
に
於
て
、
ぞ
れ
は
誤
ち
で
あ
る
。
り
れ
ど
も
か
く
い
ふ
こ
と
は
フ
イ
シ
ヤ
ア
の
見
解
が
根
本
か
ら
誤
っ
て
あ
る

と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
そ
の
幾
何
晶
子
的
岡
形
に
」
る
理
論
、
方
程
式
に
よ
る
理
論
仁
め
つ
て
は
、
私
の

ι
h
に
の

:
:
1
1
3
日
;
1
2
1
;
J
r
:
r
1
1
ト
E

】

L
m

〉

L

川

t
t
カ
拘
F
尋
潤
カ
」
l
d
l
4
4
4
郎

J
4
i
f
-
k，〈

真
に
準
み
て
考
ふ
る
に
、

プ
イ
ジ
ヤ
ア
の
時
差
率
に
よ
る
需
要
、
郎
ち
消
費
需
要
及
び
、
時
差
率
に
よ
る
査
本

の
供
給
に
闘
す
る
見
解
は
、
形
式
的
に
謀
り
で
な
い
に
し
て
も
、
事
態
の
異
相
を
去
る
こ
と
速
い
、

い
は
Y
内
容

的
に
見
て
、
事
貨
の
委
を
示
し
て
ゐ
な
い
。

フ
イ
シ
ヤ
ア
の
あ
る
例
に
あ
っ
て
は
、
時
差
率
の
高
さ
、
従
っ
て
資

本
の
需
要
が
利
子
二
割
に
於
て
は
第
一
の
百
弗
、

一
割
五
分
に
於
て
は
第
二
の
百
弗
二
割
に
於
て
第
三
の
百
弗
、

六
分
に
於
て
第
四
の
百
弗
、
五
分
に
於
て
第
四
の
百
弗
と
趨
べ
ら
れ
て
ゐ
か
。

フ
イ
シ
ヤ
ア
は
其
例
示
に
於
て
、
あ
る
個
人
の
時
差
率
を
示
す
場
合
、
第
一
の
百
弗
に
あ
っ
て
は
二
割
、
第
二

の
百
弗
に
あ
っ
て
一
割
五
分
、
第
三
の
百
弗
に
あ
っ
て
一
割
、
第
四
の
百
弗
に
め
っ
て
六
分
、
第
五
の
そ
れ
に
あ

つ
て
は
五
分
と
述
べ
て
ゐ
る
。

叉
正
面
か
ら
資
本
の
需
要
を
論
争
る
場
合
の
例
に
於
て
は
、
共
需
要
表
を
次
の
如

〈
に
示
じ
て
ゐ
る
。

利子論232.

利子論卯・
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利
子
の
嵩
き

苦手j

A 

分

分

互五

分

~. /、

5)-

tニ

需

要

追

加

第
一
の
官
弗

第
二
の
百
弗

第
四
の
百
弗

第
五
の
百
弗

第
三
の
百
弗

而
じ
て
、
此
表
に
つ
い
て
み
る
と
、
利
子
歩
合
五
分
な
ら
ば
、
此
主
韓
は
五
百
弗
だ
け
を
借
る
で
あ
ら
う
。
同

様
に
此
時
差
率
が
利
子
歩
合
よ
り
も
低
い
な
ら
ば
、
そ
れ
を
貸
付
け
る
で
あ
ら
う
し
、

は
五
百
弗
を
貸
き
る
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
此
叙
述
の
仕
方
は
一
一
般
商
品
、
別
し
て
消
費
財
に
劃
す
る
需
要

供
給
に
闘
す
る
も
の
を
、
資
本
の
需
要
供
給
し
ひ
き
う
っ
し
十
一
る
ま
で
じ
過
ぎ
ぬ
。
乙
う
に
は
、
査
本
の
供
給
、

一
割
の
利
子
歩
合
に
於
て

，P
』
、
ノ
同
・
、

α
“urf
勺，、

F

f
〆

'

'

〉

E

Z

3

3

b

ト

，

、

ζ
L
A
h
v
A「
ミ
ョ
，
.
，
T

、ド
1
3
'
p
e
F
h
J

、

7
】

Z

・4

、

-
ノ
〆
己
刊

7

1

J

L
川
場

h
J
B
L
d
z
r
，
F
尉
?
と
ア
ト
い
V
4
4
・7
J
K
L
h自
主

:
Tヅ
戸
晶
子
ム

F
V叫
ト
、

f
J
M
r
t
t
7
L
7
J

、
F
7
9

ー

:

-

4

6

L

(

l

'

:

l

1

;

i

l

l

-

-

{

‘

，

イ3色
、治
0) 

l陸自

力
性
は
フ
イ
シ
ヤ
ア
自
身
の
考
へ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
で
は
な
い
。
利
子
歩
合
五
分
の
時
に
百
弗
、
六
分
の
と
き

に
二
百
弗
、
八
分
の
時
四
百
弗
と
い
ふ
の
は

戸
五
分
の
と
き
の
貯
蓄
線
額
が
百
弗
で
あ
る
と
い
ふ
断
定
は
な
し
が

た
い
、
ー
陀
百
弗
は
増
加
分
で
あ
る
か
ら
、
け
れ
ど
も
、
き
う
見
て
も
甚
し
い
間
違
で
な
い
こ
と
は
他
の
部
分
の
伎

越
か
ら
4
8
知
ら
れ
る
て
あ
ま
り
大
な
る
弾
力
性
で
あ
る
。
事
賓
に
副
ふ
や
う
な
考
方
を
し
て
み
よ
う
。

ト
利
子
歩
合
の
動
き
に
つ
れ
て
節
約
従
っ
て
資
本
の
供
給
が
如
何
ゃ
う
に
動
く
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
三
様
の
見

解
が
あ
る
。
州
共
一
は
古
典
皐
源
的
な
る
理
論
で
あ
る
。
利
子
歩
合
は
資
本
供
給
の
犠
牲
に
劃
す
る
報
償
で
あ
る

か
ら
、
ぞ
の
大
と
な
る
に
つ
れ
て
節
約
に
よ
る
資
本
の
供
給
は
増
加
す
る
で
め
ら
う
と
見
る
見
解
で
あ
る
。

ザ
ア

U
F

ヤ
W
の
如
き
は
、
こ
れ
と
反
掛
の
結
果
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
事
情
を
顧
慮
し
つ
う
も
、
根
本
に
於
で
、

カぅ

ヲ

い
町
ふ
見
方
を
と
っ
て
ゐ
る
。

カ
ア
バ
ア
の
自
動
的
節
約
理
論
も
ま
た
、
こ
の
立
場
に
属
す
る
も
の
で
あ
一
る
。
制
欲

フ

f
u
ヤ
ア
利
子
論
の
分
析

第
四
十
二
巻

九九↓一一

第
六
務

車IJ子論118-119・
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第
六
競

鵠
ι
g
k
昔
、
又
は
節
約
者
絵
剰
を
認
む
る
塵
-
者
は
此
立
場
に
属
す
る
。
向
他
の
一
の
立
場
に
め
つ
て
は
、
利
子
歩

会
的
高
低
が
節
約
の
上
に
殆
ど
見
る
べ
き
作
用
を
も
も
得
な
い
と
す
る
。
而
し
て
大
躍
に
於
て
、
此
節
約
の
大
き

は
利
子
歩
合
以
外
の
事
情
に
よ
っ
て
大
鯉
決
定
せ
ら
る
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
利
子
歩
合
に
劃
し
で
は
、
ぞ
れ
の

舗
数
ま
見
ら
る
る
よ
り
も
、
一
の
常
数
と
し
て
、
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
ナ

4
ト
の
立
場
の
如
き
は
、

共
最
也
額
著
な
る
も
の
で
あ
る
。
判
シ
コ
ザ
ザ
ご
フ
ア
。
か
、
貯
蓄
の
利
子
歩
合
に
依
存
す
る
こ
と
の
少
い
こ
と
を
カ
輯

オ
オ
カ
ア
サ

ν
も
同
様
の
立
場
や
と
っ
て
ゐ
る
。
第
一
一
一
の
立
場
は
、
利
子
表

1，./ 

Tこ
る

と
は、

1.1' 
uコ
L 

~~ 
..-";:' 

j' 。

h
1
2
H
M〉
i

i

:

〉
釦

E
司

R
3
7
1
ι
'
〉
下

k
;
~
o

l
I
カ
宙
船
U
4
・4
J
2
rト
1
4
寸
無
島
忠
V
1
J
d
z
t
J
f
P
a
u
-
寸
わ
し

1
z
L

に
よ
っ
て
j

そ
れ
が
利
子
歩
合
と
必
宇
し
も
正
比
例
的
に
動
か
争
、

弱
い
こ
と
を
認
め
る
。
此
結
の
考
察
に
於
て
、

り
れ
ど
も
批
闘
棋
を
特
務
ド
分
析
す
る
と

t

又
利
子
歩
合
に
よ
っ
て
動
く
程
度
の
割
令
に

w
ノ
ヲ
チ
の
研
究
の
如
き
は
最
も
注
目
す
べ
き
結
果
を
耽
め
て
"
。
る

と
思
ふ
。

私
的
と
も
む
と
す
る
方
針
も
、

此
第
三
の
も
の
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
同
時
に
、
貸
質
的
に
は
、

資
本
棋
給
の
弾
力
性
が
極
め
て
小
で
あ
る

k
い
ふ
ナ
イ
ト
の
所
論
が
裏
書
せ
ら
れ
で
も
い
?
と
思
ふ
。

此
勤
£
於

て、
A
7
4

シ
守
ア
の
所
論
は
あ
ま
り
に
商
品
か
ら
の
類
推
に
聞
き
す
ぎ
て
ゐ
る
。

7
4ぺ
訟
ヤ
ア
の
根
本
的
な
る
立
場
か
ら
い
ふ
と
、
利
子
歩
合
が
低
い
ほ
ど
資
本
の
貯
蓄
能
っ
て
供
給
が
増
加
す

る
は
十
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
利
子
歩
合
そ
の
も
の
が
時
差
率
の
上
に
影
響
す
る
こ
と
を
ぬ
き
に
し
た
る
結

果
と
し
て
到
蓮
し
た
る
見
解
で
あ
ら
う
。
山
w
y
y
チ
の
精
密
な
る
研
究
に
よ
っ
て
知
ら
る
る
が
如
〈
、
所
得
致
用

曲
線
の
弾
力
牲
の
一
献
況
如
何
に
よ
っ
て
は
、
利
子
歩
合
の
高
い
こ
と
が
か
へ
つ
貯
蓄
を
減
少
せ
し
め
る
。
こ
れ
は
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h
v
q
ぬ

勿
論
、
資
本
利
子
に
よ
っ
て
衣
食
し
よ
う
と
す
る
も

ωが
生
活
の
魚
の
基
本
財
産
た
る
資
本
の
所
要
額
が
減
少
す

又
は
利
子
所
得
の
総
額
が
増
加
す
る
ゑ
に
貯
蓄
の
徐
裕
が
増
加
す
る
L
しか、

る
と
か
、

い
ふ
こ
と
か
ら
会
く
離
れ

て
の
考
察
で
あ
る
。

向
所
得
致
用
曲
線
の
弾
力
性
が
相
営
に
大
で
あ
り
、

従
つ
で
利
子
の
高
き
に
従
っ
て
貯
蓄
の

増
加
す
る
に
営
つ
で
も
、

貯
蓄
の
利
子
歩
合
に
闘
す
る
弾
力
性
は
、

で
め
る
、
あ
る
場
合
に
は
ナ
イ
ト
の
い
ふ
如
く
、

あ
る
と
思
は
れ
る
。

フ
イ
ジ
ヤ
ア
の
考
へ
た
る
も
の
よ
り
謹
に
小

こ
れ
を
常
数
と
見
る
こ
と
も
、
甚
だ
し
き
長
支
が
な
い
は
や
で

持
私
は
か
つ
て
斗
綬
鴨
川
市
中
問
先
」

叉
寸
経
消
問
中
新
議
」
及
び
「
同
一
市
川
原
論
」

j~、

E 

~
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・
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控
島
周
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e
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i
非

J
t
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1
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か
Z
嘆

ノ
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3
紅
白
久
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E
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l
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3
1
7
2
4
j
E
-
3
t
S
1

字
剖

L
h
h
J
R
'
h
f
ρ

・一
1

h
コ

仲

川

〆

正

f」

J

:

J

引

〉

九

叫

加

、

3
5
ヌ
4
4
F
L帆

4
、
-
U
市
叶

b
h
2
1
L
寸
百
以
「
出

M
J
M
7
U
η
L
J
d
2
'
f点

」

t
u即

B
j
f
仁
見
る
と

料
確
で
は
な
レ
ο

付
れ
と
も
貫
際
的
に
は
必
千
し
も
訣
り

て
ゐ
な
い
。

そ
の
常
数
的
性
質
を
力
説
し
て
ゐ
る
。
結
局
、

利
子
に
従
っ
て
貯
蓄
の
動
き
号
る
範
聞
は
割
合
に
狭
い
と
思
は

ナ
イ
ト
の
知
告
も
、

れ
る
。在

は
め
る
一
の
試
み
を
し
て
み
た
。
ぞ
れ
は
、
ベ
エ
ム
の
い
ふ
第
二
理
由
が
作
用
せ
宇
、
貯
蓄
が
た
Y
、
現
在
と
将
来
と
に
於
げ
る
欲
望
{
充
足

状
汎
の
世
古
臭
か
ら
来
る
も
の
と
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
現
在
に
於
げ
る
所
得
の
殺
用
曲
線
の
弾
力
性
が
無
限
に
大
で
あ
り
、
現
在
の
消
費
数
量

の
若

f
の
増
減
に
か
〉
は
ら
や
其
単
位
の
奴
用
は
漣
化
な
し
と
す
る
(
仮
定
、
こ
。
こ
れ
は
、
ご
〉
仁
詳
論
じ
得
な
い
が
、
別
子
歩
合
に
よ
る
貯
蓄

額
の
鑓
動
を
純
度
ま
で
に
大
な
ら
し
む
る
傑
件
を
輿
ふ
る
傍
の
仮
定
一
し
め
る
。
き
て
現
在
の
所
得
h
z
h
、
府
来
の
そ
れ
を
町
、
は
じ
め
の
利
子
歩

合
を
l

賛
助
し
た
る
と
き
の
ぞ
れ
を

H
と
す
る
。
現
在
の
所
得
の
殻
用
函
扱
を
札
川
将
来
の
そ
れ
を
m
で
と
し
、
r
を
利
子
1

に
於
げ
る
貯
蓄
額
、
わ
出

を
利
子
が
ー
か
ら
〆
ま
で
幽
霊
化
し
た
る
場
合
に
於
げ
る
貯
蓄
の
増
加
分
と
す
る
と
、
リ
ッ
チ
の
主
張
に
従
へ
ば
、
交
の
知
語
、
c
闘
係
が
成
立
す
る
。
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フ
イ
U
V

ヤ
ア
利
子
論
の
分
析

第
四
十
二
巻

九
九
六

第
~、

強

同

♂
+
同
(
同
士
)
H
a
u
J
+
(吋

+
h
V
H
)
(
同
+
3
H
冒
と
置
く
と
き
に
は
杓
は
け
に
害
事
改
め
ら
れ
る
。

(
H
4
3
3
宮

)
H
(同
十

3
3
3
)

レ
同
}
l
H
h
Bド
・
:
・
・
:
き

同
+
一
、
唱
同
(
自
)

次
の
如
き
貰
般
が
偲
定
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
す
る
(
仮
定
U
U
)
-
n
m
w
h
u
M
N
H
E

コ
H
H

こ
れ
行
げ
の
仮
定
の
下
に
於
て
、
利
子
歩
合
が

例
へ
ば
五
分
か
ら
大
分
又
は
二
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
る
ど
き
に
、

rれ
だ
げ
貯
蓄
が
増
加
す
る
色
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
を
知
る
が
矯
に
は
函

数
れ
の
性
質
に
つ
い
て
何
等
か
の
知
識
を
も
つ
こ
と
を
要
す
る
。
今
平
均
疎
カ
性
が
例
へ
ば
ー
で
あ
る
と
す
る
(
仮
定
c
て

回
目
同
巾
同
|
問
阜
地
区
・
・
・
:
・

J
i
-
-
j
i
-
-
i
;
;
会
)

訟
の
方
程
式
と
仮
定

fか
い
、
古
知

L
M正
義
る
。
畑
、

H

支

雪

H

U
叶

2

昨
コ
「
提
唱
V;お
即

ち

利

子

歩
合
げ
か
冗
分
か
ら
ム
ハ
分
に
ま
す
こ
と
に
よ
っ
て
此
場
合
、
貯
蓄
は
一
割
一
分
官
、
一
六
割
い
土
す
こ
と
仁
よ
u

っ
て
十
二
割
八
分
台
惜
唱
す
刊
と
じ
日

z
w
φ

た
い
〉
こ
れ
4
・
山
純
漣
ゆ
加
〈
.
現
在
所
本
!
の
技
用
曲
坤
怖
の
弼
力
性
M
M旭
町
限
に
大
ぜ
ゐ

s
l
い
L
特
殊
の
限
定
に
考
へ
た
品
に
"
」
づ
っ
叩
め
品
。

こ
の
考
察
は
、
フ
イ
シ
ヤ
ア
の
如
き
議
論
の
進
め
方
印
ち
、
時
差
率
の
利
子
歩
舎
に
酔
劃
す
る
依
存
性
を
顧
慮
せ
ぬ
方
針
に
伐
ふ
る
に
、
如
何
な
る

仕
方
を
以
て
す
べ

E
か
を
示
さ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま

五

フ
イ
ジ
ヤ
ア
が
時
差
に
よ
る
利
子
率
の
決
定
を
第
一
次
的
考
察
の
針
象
と
し
、

こ
れ
を
根
本
的
な
る
方
面
と
見

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
疑
問
を
も
ち
出
き
ゴ
る
を
得
ぬ
。
第
一
次
的
考
察
と
い
ふ
の
は
研
究
の
便
宜
上
の

順
序
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
理
論
的
重
要
性
の
順
序
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
ぬ
。
然
れ
ど
色
、
少
く
色
、
時
差
が
生

産
力
と
相
調
立
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
事
買
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
時
差
の
生
産
力
に
劃
す
る
優
位
又
は
卦
立
の

主
張
は
果
し
て
認
め
得
べ
き
も
の
で
あ
る
か
。
在
は
こ
れ
を
否
定
し
七
い
。
な
ほ
、

フ
ィ
ジ
ヤ
ア
が
時
差
率
を
極

め
て
重
要
視
し
た
と
見
る
串
者
は
極
め
て
多
い
。
蕊
に
一

大
韓
今
日
、
世
舎
に
存
す
る
資
本
は
年
ム
ザ
の
聴
所
得
の
少
〈
も
二
十
倍
に
及
ん
で
ゐ
る
。
そ
の
中
、
年
々
の
資

L
f

引
用
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
ふ
。



本
市
場
に
需
給
の
出
会
ひ
の
あ
る
も
の
は
新
貯
蓄
及
び
そ
の
他
の
割
令
に
小
な
る
数
量
に
止
ま
る
と
い
へ

E
色、

潜
在
的
供
給
量
、
早
晩
供
給
と
し
て
市
場
に
あ
ら
は
れ
得
る
も
の
は
、

い
は
Y
資
本
の
総
額
で
め
石
。
而
し
て
、

個
人
に
於
け
る
所
得
の
節
約
は
官
の
典
ふ
石
枇
曾
的
勢
力
セ
求
か
る
が
故
に
行
は
る
る
が
故
に
、
ど
こ
ま
で
も
並

行
す
る
で
あ
ら
う
。
現
在
の
年
所
得
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
査
本
が
貯
蓄
せ
ら
れ
て
ゆ
き
、
現
に
せ
ら
れ
て

ゐ
る
と
す
る
と
、
そ
の
す
べ
て
が
需
要
せ
ら
れ
つ
く
す
、
邸
ち
そ
れ
が
一
定
の
積
極
的
利
子
歩
合
に
於
て
借
ら
れ

つ
〈
す
と
い
ふ
こ
と
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
。
時
差
に
基
〈
資
本
の
需
要
は
消
費
需
要
の
外
に
出
で

中
、
前
費
需
要
は
所
得
の
時
間
的
調
節
に
外
な
ら
子
、

結
局
、
将
来
の
所
得
の
め
る
部
分
む
出
品
質
用
地
か
ら
去
ひ

か
ふ
あ
こ
と
じ
よ
っ
て
の
み
、
今
日
の
需
要
資
本
、
卸
ち
借
入
る
る
資
本
を
償
還
し
得
る
で
あ
ら
う
。
而
色
、
今

日
の
資
本
が
す
べ
て
消
費
用
途
に
む
け
ら
る
る
と
す
れ
ば
、
二
十
年
の
長
期
と
無
利
子
と
の
懐
件
に
於
て
借
入
れ

得
た
り
と
す
る
も
、
古
都
る
べ
き
時
期
に
於
て
は
所
得
の
全
部
を
消
費
か
ら

U
け
か
ふ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
は
ヨ

飲
ま
十
食
は
や
し
て
漸
く
文
姉
ひ
う
る
で
あ
ら
う

k
い
ふ
結
論
を
生
や
る
。
要
す
る
に
、
時
誌
に
」
る
消
費
需
要

は
今
日
の
資
本
需
要
の
割
合
に
小
な
る
部
分
を
占
む
る
に
す
ぎ
や
、
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
利
子
の
積
極
的
な
る
大

ぎ
を
説
明
す
る
に
足
ら
r
d

る
色
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
時
差
の
作
用
は
決
し
て
第
一
次
的
の
色
の
と
も
考
へ
ら
れ
歩
、
叉
生
産
力
主
劃
立
す
べ
き
も
の
主

色
考
へ
が
た
い
。
生
産
カ
の
作
用
さ
へ
あ
れ
ば
、
積
極
的
な
る
利
子
率
は
成
立
し
得
る
。
叉
今
日
の
利
子
は
大
瞳

此
生
産
力
に
よ
っ
て
説
明
せ
ら
る
べ
き
色
の
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
、
利
子
理
論
の
主
要
な
る
部
分
乃
至
恭
礎

フ
イ

U

ヤ
ア
利
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分
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四
十
二
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7
f
u
r
h
m

す
利
子
試
の
分
栴

第
四
十
二
巻

九
九
八

第
六
務

占ノ、

的
法
叫
が
部
分
は
h
u
b
ろ
ベ
生
産
力
に
よ
忍
利
子
歩
合
決
定
の
者
・
舗
に
あ
る
も
の
と
思
ふ
。
資
本
の
供
給
、
別
し

τ

貯
蓄
が
時
悲
の
事
情
口
よ

q
で
担
右
せ
ら
る
る
こ
と
は
、
此
際
、
自
ら
別
の
問
題
で
あ
る

Q

な
ほ
ア
イ

V

ヤ
ア
の
利
子
論
の
時
差
的
方
面
に
つ
い
て
、
連
ぺ
壷
3
な
か
っ
た
鈷
を
附
記
し
よ
う
。

フ
イ
ジ
ヤ

ア
は
ベ
ユ
ム
の
あ
げ
た
る
時
差
の
第
一
理
由
と
第
二
理
由
と
を
掛
立
せ
し
め
示
、
進
み
で
こ
れ
を
た
Y

一
の
不
耐

忍
函
数
叉
は
時
差
両
数
と
レ
て
表
現
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
此
函
数
に
於
て
は
、
時
差
率
日
一
に
所
得
の
時
間
的
形

抽
出
に
依
存
す
石
乙
B

と
と
川
ゆ
っ
て
ゐ
る
。

一
の
同
教
の
形
に
於
で
表
羽
す
る
ご
と
団
関
は
、

是
認
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ

o
wれ
ど
も
町

フ
イ
シ
ヤ
プ
の
時
主
そ
の
も
の
に
加
へ
た
る
説
明
を
ど
こ
ま
で
認
h
u
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
時
差

率
を
決
定
す
る
客
観
的
事
情
'
と
し
て
所
得
の
大
き
、
時
間
的
形
態
、
其
構
成
、
其
可
能
(
不
確
貫
性
)
を
あ
げ
、

更
に
人
格
的
要
素
の
作
用
を
の
べ
て
ゐ
る
。
ペ
エ
ム
の
銑
謹
と
こ
と
な
る
と
こ
ろ
は
、

ベ
エ
ム
に
あ
っ
て
は
何
故

に
将
来
財
が
低
く
評
償
せ
ら
る
る
か
に
重
鈷
が
置
か
れ
て
ゐ
る
が
、

ア
ィ
シ
ヤ
ア
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
よ
り
も
か

し
ろ
、
此
低
詐
偵
叉
は
一
品
評
償
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
共
程
度
又
は
率
が
如
何
に
し
て
定
ま
り
、
叉
何
に
依
存
す

る
か
を
主
と
し
て
顧
慮
し
て
ゐ
る
。
こ
の
態
度
自
鵠
に
謀
り
の
あ
ら
う
は
宇
は
な
い
。
た
パ
〉
、

フ
イ
シ
ヤ
ア
に
あ

つ
で
も
、

ペ
エ
ム
に
於
げ
る
ん
]
同
様
に
、
将
来
財
の
用
途
の
内
容
に
つ
い
て
、
謀
れ
る
見
方
が
い
だ
か
れ
て
ゐ
る
。

ペ
エ
ム
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
説
〈
ま
い
。
崎
市
来
財
は
如
何
な
る
用
金
を
も
つ
か
0
7
イ
シ
ヤ
ア
に
あ
っ
て
は
、

ぞ
れ
は
に
Y
将
来
の
消
費
削
ち
享
襲
の
た
め
の
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
貯
蓄
の
に
め
の
貯
蓄
と
い
ふ
も

の
は
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
現
在
の
所
得
か
ら
節
約
し
て
将
来
の
魚
に
貯
蓄
す
る
と
い
ふ
の
は
、
何
事
を
意
味
す



る
か
。
結
局
に
於
て
、
将
来
の
享
柴
に
む
く
る
矯
で
あ
る
。
こ
れ
が
フ
ィ
シ
ヤ
ア
の
答
解
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
事

.
寅
に
於
て
は
、
さ
う
で
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
持
来
の
疾
病
、
失
業
等
の
危
険
に
備
ふ
る
こ
ー
と
は
め
ら
う
o

し
か
し
、

こ
の
範
園
を
こ
え
た
る
貯
蓄
は
主
と
し
て
財
産
の
た
め
で
あ
る
。
克
「
い
準
み
で
は
此
財
産
か
ら
得
ら
る
る
枚
入
の

た
め
で
め
る
。
だ
と
へ
ば
、
ヨ
オ
ゼ
フ
、
ポ
オ
デ
の
如
き
山
町
、
貯
蓄
せ
ら
る
る
も
の
は
す
べ
て
将
来
永
久
に
亘
ふ

査
本
所
科
で
あ
る
と
見
る
。
十
寓
弗
が
貯
蓄
せ
ら
る
る
と
き
、
貯
蓄
せ
ら
れ
た
る
も
の
、
求
め
ら
れ
た
る
も
の
は
、

将
来
に
於
げ
る
十
寓
弗
の
消
費
所
持
で
は
な
く
し
て
、
十
世
向
婦
か
ら
の
資
本
所
件
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

此
見
方
は
ぞ
の
ま
b
L
C
ち
が
た
い
に
し
て
色
市

シ
ヤ
ア
刀
竜
持
d

た
る
ち
刀

ρι
指
摘
し
て
ゐ
る
c

〈

J

i

l

t

J

j

i

-

フ
イ
タ
ヤ

フ
ィ

ア
い
か
附
示
。
事
怖
か
〕
費
税
し
、

ぞ
れ
が
利
子
歩
合
決
定
の
根
本
的
事
情
で
あ
る
か
に
見
て
ゐ
る
の
は
、

陀
貯
蓄
観

に
基
い
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
貯
蓄
せ
ら
る
る
も
の
が
勝
来
の
泊
費
所
得
に
過
ぎ
ぬ
色
の
な
ら
ば
、

不
耐
忍
の
傾
向
の
存
在
す
る
限
り
、
必
A
V
や
そ
こ
に
、
生
産
力
の
事
情
を
ま
た
A
V
L
」
色
、
積
極
的
な
る
利
子
歩
合

が
成
立
す
る
は
宇
で
あ
る
。
時
差
を
根
本
的
な
る
も
の
と
見
る
こ
と
色
無
理
で
は
な
い
。
に
Y
此
貯
叶
古
川
糊
そ
の
も

の
が
、
根
本
か
ら
誤
っ
て
ゐ
る
。

私
は
フ
イ
シ
ヤ
ア
利
子
論
の
批
剣
に
つ
い
て
、
一
ア
Y
F
P
、
マ
ア
ザ
ヴ
ト
の
論
文
を
よ
ん
だ
が
得
る
所
は
少
な
か
っ
た
。
ナ
イ
ト
の
ア
イ
V

ヤ

ア
批
評
か
ら
も
皐
ぷ
'
と
こ
ろ
は
多
く
な
い
。
だ
す
ア
プ
シ
エ
の
見
方
に
は
撃
ぶ
べ
き
所
が
多
か
っ
た
k
思
ふ
。
こ
と
に
、
所
得
資
本
読
と
い
ふ
一

の
見
方
を
以
て
フ
イ
シ
ヤ
ァ
、
フ
エ
タ
ァ
、
ナ
イ
ト
を
栴
視
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
、
そ
れ
か
ら
の
一
示
唆
に
負
ふ
色
の
で
あ
る
。

フ千
U

ヤ
ア
利
子
論
の
分
析

第
四
十
三
巻

九
九
九

第
六
時
制
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