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【４０
】
リ
ガ
、
『純
粋
理
性
批
判
』
、
イ
マ
ヌ
エ
ル

・
カ
ン
ト
著
、　
一
七
八

一
年
、
八
五
六
頁
、
八
つ
折
り
版
。

こ
の
著
作
は
読
者
の
悟
性
を
た
え
ず
訓
練
し
つ
づ
け
―
―
い
つ
で
も
教
育
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
―
―
、
し
ば
し
ば
読
者
の
注

意
力
を
酷
使
し
て
疲
労
に
ま
で
到
ら
せ
る
も
の
だ
が
、
と
き
に
は
妙
を
得
た
例
示
が
助
け
船
を
出
し
、
ま
た
ひ
ろ
く

一
般
に
有
用
な
推

論
が
現
わ
れ
て
思
い
が
け
ず
労
が
報
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
著
作
は
、
よ
り
高
い
観
念
論
の
、
あ
る
い
は
著
者
の
い
い
か
た
で
は

超
越
論
的
な

（け『営
∽∽ｏ８
計
口
計陛
）
観
念
論
の
体
系
で
あ
る
。
こ
の
観
念
論
は
、
精
神
と
物
質
と
を
ひ
と
し
な
み
に
包
括
し
、
世
界

と
わ
れ
わ
れ
自
身
と
を
表
象

へ
と
変
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
象
に
も
と
づ
い
て
あ
ら
ゆ
る
客
体
を
成
立
せ
し
め
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

悟
性
が
現
象
を
ひ
と
つ
の
経
験
系
列
へ
と
連
結
し
、
さ
ら
に
理
性
が
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
全
体
的
で
完
全
な
世
界
体
系
へ
と
拡
大
し
、
か

つ
統

一
し
よ
う
と
試
み
る
―
―
こ
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
る
と
は
い
え
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
―
―
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

著
者
の
体
系
は
お
よ
そ
以
下
の
主
要
命
題
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
あ
る
種
の
変

様
―
―
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
感
覚
と
呼
ぶ
―
―
か
ら
発
生
す
る
。
こ
の
変
様
が
ど
こ
に
存
す
る
の
か
、
そ
し
て
ど
こ
か
ら
起
因
す
る
の

か
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
わ
れ
わ
れ
に
は
ま
つ
た
く
知
ら
れ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
実
的
な
物
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
こ
に
諸
表
象

が
内
属
す
る
と
し
て
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
独
立
し
て
い
る
現
実
的
な
諸
々
の
物
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
諸
表
象
を
う
み

だ
し
て
い
る
と
し
て
、
と
こ
ろ
が
そ
の
さ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ず
れ
の
物
に
つ
い
て
も
そ
の
述
語
を
ま
っ
た
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
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の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
客
体

〔
の
存
在
〕
を
想
定
す
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
を
、
そ
し
て
諸
物
体
を
現
実
的
な

物
と
し
て
語
り
、
そ
れ
ら
を
見
知
っ
て
い
る
と
信
じ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
原
因
は
、
多
く
の
現
象
が
た
が
い
に
共
通
す
る
或
る
も
の
を
有
す
る
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。
い」
れ
に
よ
つ

て
、
諸
現
象
は
相
互
の
あ
い
だ
で
統
合
さ
れ
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
自
身
と
呼
ば
れ
る
或
る
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
外
的
感
官
の
諸
直
観
を
、
【４‐
】
ゎ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
物
や
出
来
事
で
あ
る
と
み
な
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は

す
べ
て
、
あ
る
ひ
と
つ
の
空
間
の
な
か
で
た
が
い
に
並
ん
で
、
ま
た
あ
る
ひ
と
つ
の
時
間
の
な
か
で
た
が
い
に
続
き
な
が
ら
生
じ
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が

〈
い
つ
か
あ
る
と
き
に
あ
る
も
の
〉
か
つ

〈ど
こ
か
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
〉
と
し
て
表
象
す
る

も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
現
実
的
で
あ
る
。
空
間
と
時
間
そ
の
も
の
は
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
現
実
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た

関
係
で
も
な
く
、
ま
た
抽
象
さ
れ
た
概
念
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
能
力
の
主
観
的
法
則
で
あ
り
、
感
覚
の
形
式
で
あ
り
、
感
性

的
直
観
の
主
観
的
条
件
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
感
覚
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
変
様
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
把
握

（主
と
し
て
こ
の
点
に
も
と
づ
い
て
バ
ー
ク
リ
ー
も
ま

た
そ
の
観
念
論
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
）
、
そ
し
て
空
間
と
時
間
に
関
す
る
把
握
の
う
え
に
、
カ
ン
ト
の
体
系
の
基
柱
は
据
え
ら
れ

て

い
る
。

感
性
的
現
象
が
そ
の
他
の
現
象
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
た
だ
、
感
性
的
現
象
に
は
空
間
と
時
間
が
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
主
観
的

な
条
件
に
よ
る
の
だ
が
、
こ
の
感
性
的
現
象
か
ら
悟
性
は
客
体
を
作
る
。
悟
性
は
客
体
を
作
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
悟
性
こ
そ
が

第

一
に
、
魂
の
い
く
つ
か
の
継
起
す
る
小
さ
な
変
化
を
、
完
全
な
感
覚
の
全
体

へ
と
統

一
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

諸
々
の
感
覚
全
体
を
こ
ん
ど
は
、
そ
れ
ら
が
原
因
と
結
果
と
し
て
相
継
い
で
続
い
て
い
く
よ
う
に
時
間
の
な
か
で
結
合
す
る
の
も
、
悟

性
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
無
限
の
時
間
の
な
か
で
定
ま
っ
た
場
所
を
占
め
て
、
こ
う
し
て
す
べ
て
が
合
わ
さ
っ
て
現



実
的
な
物
の
も
つ
よ
う
な
安
定
性
と
強
度
と
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
悟
性
は
、連
結
と
い
う
新
た
な
追
加
要
素
に
よ
っ

て
、
同
時
に
存
在
す
る
諸
対
象
―
―
そ
れ
ら
は
相
方
向
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
っ
て
い
る
―
―
を
、
継
起
的
な
諸
対
象
―
―
そ
れ
ら
は

た
だ

一
方
向
的
に
そ
れ
ぞ
れ
依
存
し
て
い
る
―
―
か
ら
区
別
す
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
感
性
の
直
観
の
な
か
に
継
起
の
秩
序
と
規
則

た
だ
し
さ
、
相
互
的
影
響
を
も
ち
こ
む
こ
と
に
よ
つ
て
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
自
然
を
創
り
、
自
然
の
法
則
を
悟
性
の
法
則
に
即
し

て
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悟
性
の
法
則
が
現
象
へ
と
適
用
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
悟
性
の
法
則
は
現
象
よ
り
も
古
い
も
の
で

あ
る
。
【４２
】
そ
れ
ゆ
え
ア
プ
リ
オ
リ
な
悟
性
概
念
が
存
在
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
悟
性
の
仕
事
の
全
部
を
さ
ら
に
詳
し
く
解
明
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
試
み
に
関
し
て
は
、
考
慮
せ
ず
に
進
む
こ
と
に

し
よ
う
。
そ
れ
は
悟
性
を
四
つ
の
主
要
機
能

へ
と
、
そ
し
て
主
要
機
能
に
依
存
す
る
四
つ
の
主
要
概
念

へ
と
還
元
す
る
。
四
つ
の
主
要

概
念
と
は
す
な
わ
ち
質
、
量
、
関
係
、
様
相
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ら
に
単
純
な
概
念
を
そ
の
も
と
に
含
み
も
っ
て
お
り
、
空
間

と
時
間
の
表
象
と
結
合
し
て
経
験
認
識
の
た
め
の
諸
原
則
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
原
則
は
論
理
学
と
存
在

論
の
周
知
の
原
則
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
著
者
の
観
念
論
的
な
諸
制
約
に
し
た
が
つ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
き
に
は
、
ど

の
よ
う
に
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
そ
の
単
子
論
に
到
達
し
た
の
か
が
示
さ
れ
、
ま
た
そ
の
単
子
論
に
反
対
す
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
る
の

だ
が
、
そ
の
意
見
の
大
部
分
は
著
者
の
超
越
論
的
観
念
論
と
無
関
係
に
も
成
り
立
つ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

著
者
が
悟
性
の
仕
事
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
の
す
べ
て
か
ら
帰
結
す
る
主
要
な
結
果
は
、
そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
純
粋
悟
性
の
正
し
い
使
用
は
、
悟
性
の
概
念
を
感
性
的
現
象
に
適
用
し
、
概
念
と
現
象
と
の
結
合
に
よ
つ
て
経
験
を
形
成
す
る
と

い
う
点
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
け
つ
し
て
経
験
し
え
な
い
よ
う
な
客
体
の
現
存
在
と
特
性
を
概
念
に
も
と
づ
い
て
推
論
す

る
と
い
う
の
は
、
悟
性
の
誤
用
で
あ
り
成
功
す
る
見
込
み
の
ま
っ
た
く
な
い
仕
事
で
あ
る
。

（著
者
に
よ
れ
ば
経
験
と
は
、
た
ん
な
る
想
像
や
夢
想
と
は
異
な
っ
て
、
感
性
的
な
直
観
が
悟
性
概
念
と
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
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し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
告
白
す
る
が
、
現
実
的
な
も
の
と
、
想
像
さ
れ
た
も
の
、
た
ん
に
可
能
な
も
の
と
の
区
別
と
い
っ
た
人
間
悟
性
に

と
っ
て
一
般
に
じ
つ
に
容
易
な
区
別
が
、
感
覚
そ
の
も
の
に
お
け
る
現
実
的
な
も
の
の
徴
表
を
ひ
と
つ
も
使
わ
ず
に
、
悟
性
概
念
の
た

ん
な
る
適
用
に
よ
っ
て
、
い
か
に
し
て
十
分
に
根
拠
づ
け
ら
れ
う
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
に
は
納
得
し
が
た
い
。
と
い
う
の
は
、
夢
を
み

て
い
る
人
に
も
目
覚
め
て
い
る
人
に
も
、
た
と
え
幻
影
や
空
想
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が

【４３
】
空
間
と
時
間
に
お
け
る
外
的
な
現
象
と
し

て
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
た
が
い
に
き
わ
め
て
秩
序
た
だ
し
く
結
合
さ
れ
て
い
る
状
態
で
、
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ

る
。
と
き
に
は
外
見
上
は
現
実
の
事
象
よ
り
も
秩
序
た
だ
し
く
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。）

さ
て
こ
こ
で
悟
性
に
く
わ
え
て
、
表
象
を
加
工
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
ひ
と
つ
新
た
な
力
が
登
場
す
る
。
理
性
で
あ
る
。
悟
性
が
現

象
に
か
か
わ
る
よ
う
に
、
理
性
は
集
め
ら
れ
た
悟
性
概
念
に
関
わ
る
。
悟
性
は
、
個
々
の
現
象
を
ひ
と
つ
の
繋
が
り
あ
う
経
験
の
系
列

へ
と
も
た
ら
す
規
則
を
備
え
も
つ
の
に
対
し
て
、
理
性
は
、
こ
れ
ら
の
経
験
系
列
を
ひ
と
つ
の
完
全
な
世
界
全
体
へ
と
統
合
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
最
上
の
原
理
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
悟
性
は
感
覚
か
ら
客
体
の
連
鎖
を
作
る
が
、
そ
の
連
鎖
は
時
間
と
空
間
の
諸
部

分
の
よ
う
に
た
が
い
に
依
存
し
あ
う
の
で
あ
っ
て
、
最
後
の
要
素
は
つ
ね
に
さ
ら
に
よ
り
以
前
の
要
素
あ
る
い
は
よ
り
遠
い
要
素
へ
と

さ
し
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
理
性
は
、
連
鎖
を
そ
の
最
初
の
要
素
あ
る
い
は
も
っ
と
も
遠
い
要
素
に
い
た
る
ま
で
延

長
す
る
。
理
性
は
物
の
始
ま
り
あ
る
い
は
限
界
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

理
性
の
第

一
の
法
則
は
、
な
に
か
制
約
さ
れ
た
も
の
が
あ
れ
ば
、
制
約
者
の
系
列
が
完
全
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
、
も
し
く
は
系
列

は
な
に
か
無
制
約
的
な
も
の
に
ま
で
登
り
つ
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
、
理

性
は
二
重
の
し
か
た
で
経
験
を
超
え
出
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
第

一
に
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る
物
の
系
列
を
理
性
は
、
系
列
の
完
結

に
到
達
せ
ん
が
た
め
に
、
経
験
そ
の
も
の
が
及
ぶ
範
囲
を
超
え
て
さ
ら
に
遠
く
へ
と
延
長
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
第
二
に
理
性
は
、
そ

れ
に
似
た
よ
う
な
も
の
さ
え
も
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
物
へ
と
、
す
な
わ
ち
無
制
約
的
な
も
の
、
絶
対
的
に
必
然
的
な
も
の
、



制
限
さ
れ
ざ
る
も
の
へ
と
、
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
い
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
理
性
の
原
則
は
、
現
実
の
物
や
そ
の
性
質
を
示
す

と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
と
、
仮
象
あ
る
い
は
矛
盾
に
逢
着
す
る
。
と
い
う
の
も
理
性
の
原
則
は
、
【４４
】
自
然
の
探
究
に

お
い
て
は
終
わ
り
な
く
探
究
を
前
進
さ
せ
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
と
し
て
の
み
、
悟
性
の
役
に
立
つ
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な

一
般
的
な
判
定
を
著
者
は
、
思
弁
的
な
心
理
学
、
宇
宙
論
、
心
理
学
の
す
べ
て
の
主
要
な
研
究
課
題
に
対
し
て
適
用
し

て
ゆ
く
。
著
者
が
随
所
で
ど
の
よ
う
に
こ
の
判
定
を
確
定
し
、
正
当
化
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
完
全
と
は
い
か
な

い
が
あ
る
程
度
は
以
下
の
論
述
で
把
握
で
き
る
だ
ろ
う
。

心
理
学
に
お
い
て
は
、
た
ん
に
思
想
と
し
て
の
思
想
に
帰
さ
れ
る
諸
規
定
が
思
考
す
る
存
在
者
の
性
質
だ
と
み
な
さ
れ
る
と
き
、
誤

謬
推
理

（弓
〓
蓼
多
一雰
∽ｅ

が
成
立
す
る
。
「私
は
考
え
る
」
と
い
う
命
題
は
合
理
的
に
推
論
す
る
心
理
学
全
体
の
唯

一
の
源
泉
で
あ

る
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

〈私
〉
と
い
う
存
在
者
そ
の
も
の
に
関
す
る
述
語
を
含
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
は
た
ん
に
、
思
想
の
あ
る
種
の
規

定
を
、
す
な
わ
ち
意
識
に
よ
る
思
想
の
連
関
を
言
い
表
わ
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
命
題
か
ら
は
、
〈私
〉
と
い
う
こ
と

で
表
象
さ
れ
る
べ
き
存
在
者
の
実
在
的
な
性
質
に
つ
い
て
な
に
も
推
論
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

〈私
〉
と
い
う
概
念
は
多
く
の
命
題
の
主
語
で
あ
り
、
な
ん
ら
か
の
命
題
の
述
語
に
な
る
こ
と
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
、
と
い
う

こ
と
か
ら
、
思
考
す
る
存
在
者
で
あ
る

〈私
〉
は
実
体
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が

〔誤
っ
て
〕
推
論
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
実
体
と
い

う
言
葉
は
、
た
ん
に
外
的
直
観
に
お
け
る
持
続
的
な
も
の
だ
け
を
表
示
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
の
思
想
に
お
い
て
は
離
れ
ば
な
れ
の
諸
部
分
が
見
あ
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
魂
の
単
純
性
が
推
論
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現

実
的
で
あ
る
と
、
す
な
わ
ち
外
的
な
直
観
の
客
体
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
お
い
て
は
、
単
純
性
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
条
件
と
は
、
そ
れ
が
空
間
の
な
か
に
あ
り
、
あ
る
空
間
を
充
た
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
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か
ら
で
あ
る
。

意
識
の
同

一
性
か
ら
は
魂
の
人
格
性
が
推
論
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
系
列
を
な
す
諸
実
体
が
、
ち
ょ
う
ど
運
動
を
伝
達
す
る
の
と

同
様
に
、
た
が
い
に
そ
の
意
識
や
思
想
を
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
（こ
の
反
論
を

【４５
】
ヒ
ユ
‐
ム
も
ま

た
も
ち
い
た
の
だ
が
、
す
で
に
ヒ
ュ
ー
ム
以
前
の
と
う
の
昔
か
ら
あ

つ
た
反
論
で
あ
る
。）

最
後
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
意
識
と
外
的
な
物
の
直
観
と
の
区
別
か
ら
、
外
的
な
物
の
観
念
性

へ
の
誤
謬
推
理
が
な
さ
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
外
的
な
感
覚
が
物
体
に
関
す
る
絶
対
的
な
述
語
を
教
え
な
い
の
と
同
様
に
、
内
的
な
感
覚
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
関
す
る
絶

対
的
な
述
語
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
普
通
の
観
念
論
、
あ
る
い
は
著
者
の
い
い
か
た
で
は
経
験
的
な
観
念
論

は
打
破
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
物
体
の
実
存
在
が
証
明
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
み
ず
か
ら
の
実
存
在
に
つ
い

て
の
確
信
が
物
体
の
実
存
在
つ
い
て
の
確
信
に
対
し
て
有
し
て
い
た
は
ず
の
優
位
が
消
滅
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
―
―

わ
れ
わ
れ
が
世
界
を
客
観
的
な
実
在
性
と
み
な
し
、
完
全
な
全
体
と
し
て
掌
握
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
宇
宙
論
に
お
け
る
矛
盾
は

不
可
避
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
世
界
の
過
ぎ
去

っ
た
持
続
の
無
限
性
、
世
界
の
延
長
と
可
分
性
の
無
限
性
は
、
悟
性
に
と

っ
て
理

解
し
が
た
く
、
侮
辱
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
悟
性
は
、
探
し
て
い
る
休
止
地
点
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
理
性
は
、
ど
こ
か
で
立
ち
留
ま
る
た
め
の
十
分
な
根
拠
を
ど
こ
に
も
見
出
さ
な
い
の
で
あ
る
。

著
者
が
こ
こ
で
発
見
し
た
統
合
協
定
、
す
な
わ
ち
理
性
の
真
の
法
則
は
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
著
者
を
た
だ
し
く
理
解
し
て
い
る
の
な

ら
、
以
下
の
点
に
存
す
る
。
た
し
か
に
理
性
は
、
物
の
体
系
の
完
全
性
を
実
現
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
原
因
の
さ
ら
な
る
原
因
を
、

部
分
の
さ
ら
な
る
部
分
を
、
終
わ
り
な
く
探
究
す
る
よ
う
悟
性
に
対
し
て
指
令
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
ま
た
理
性
は
、
悟
性
が

そ
の
つ
ど
経
験
に
よ
っ
て
見
出
す
よ
う
な
原
因
や
部
分
を
、
け
つ
し
て
最
後
や
最
初
の
部
分

。
原
因
だ
と
受
け
と
っ
て
は
な
ら
な
い
と

警
告
し
て
も
い
る
。
そ
れ
は
近
似

（＞
ｏ
「
ｏ
ｘ
一口
”け一ｏ
じ

の
法
則
で
あ

っ
て
、
到
達
不
可
能
性
と
た
え
ま
な
い
接
近
と
を
同
時
に
含
み



も

つ
の
で
あ
る
。

自
然
神
学
に
対
す
る
批
判
の
結
果
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
よ
く
似
て
い
る
。
現
実
性
を
言
い
表
わ
す
よ
う
に
見
え
る
命
題
は
、
悟
性

に
対
し
て
あ
る
種
の
手
続
き
を
指
示
す
る
に
す
ぎ
な
い
規
則
へ
と
変
え
ら
れ
る
。
【４６
】
こ
こ
で
著
者
が
付
け
加
え
た
新
し
い
論
点
は
、

思
弁
が
二
つ
の
天
秤
皿
の
重
さ
を
等
し
く
し
た
ば
あ
い
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
両
方
と
も
空
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
ば
あ
い
、
実
践
的
な

関
心
の
助
け
を
借
り
て
、
道
徳
的
理
念
が
決
定
権
を
も
つ
よ
う
に
し
た
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

思
弁
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
制
限
さ
れ
た
実
在
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
は
、

制
限
さ
れ
た
空
間
に
つ
い
て
の
思
想
に
似
て
い
る
。
無
限
な
普
遍
的
空
間
が
な
け
れ
ば
、
制
限
さ
れ
た
空
間
は
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
よ
う
に
、
普
遍
的
で
無
限
な
実
在
的
な
も
の
―
―
そ
れ
が
個
別
的
な
物
の
規
定
す
な
わ
ち
制
限
の
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
―
―
が
な

け
れ
ば
、
規
定
さ
れ
た
有
限
な
実
在
的
な
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
空
間
に
関
し
て
も
実
在
的
な
も
の
に
関
し
て
も
、
そ
れ
は

た
だ
わ
れ
わ
れ
の
概
念
に
と
っ
て
真
実
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
程
度
ま
で
あ
る
表
象
は
別
の
あ
る
表
象
を
前
提
す
る

の
か
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
の
法
則
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
―
―

よ
り
多
く
の
こ
と
を
証
明
す
る
は
ず
の
そ
の
他
す
べ
て
の
証
明
は
、
著
者
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
証
明
に
欠
陥
が
あ
っ
た
り
、

不
十
分
で
あ
っ
た
り
す
る
。
著
者
が
最
後
に
、
普
通
の
思
考
様
式
か
ら
思
弁
的
概
念
を
奪
い
と
っ
た
あ
と
に
、
道
徳
的
概
念
に
よ
つ
て

普
通
の
思
考
様
式
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
ま
っ
た
く
省
略
し
て
先
に
進
み
た
い
。
と

い
う
の
も
こ
の
論
点
は
ほ
と
ん
ど
論
評
に
耐
え
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
真
な
る
も
の
の
概
念
や
思
考
の
き
わ
め

て
普
遍
的
な
法
則
を
、
正
し
い
行
動
に
関
す
る
き
わ
め
て
普
遍
的
な
概
念
や
原
則
に
結
び
つ
け
る
方
法
は
あ
り
は
す
る
。
こ
れ
は
わ
れ

わ
れ
の
自
然
本
性
に
根
拠
を
も
ち
、
思
弁
の
逸
脱
に
対
し
て
防
御
し
、
あ
る
い
は
逸
脱
か
ら
連
れ
戻
す
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
著
者
の
言
い
か
た
や
表
現
方
法
の
な
か
に
は
見
出
さ
な
い
の
で
あ
る
。
〔改
行
〕
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こ
の
著
作
の
最
後
の
部
門
は
方
法
論
を
含
む
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
理
性
が
な
に
に
対
し
て
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
示
さ
れ

る
が
、
こ
れ
が
訓
練
で
あ
る
。
【４７
】
第
二
に
は
理
性
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
則
が
示
さ
れ
、
こ
れ
は
純
粋
理
性
の
規
準
で
あ

る
。
方
法
論
の
内
容
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
く
わ
し
く
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
、
す
で
に

そ
の
大
部
分
は
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
著
書
は
全
体
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
思
弁
哲
学
の
も
つ
厄
介
き
わ
ま
る
諸
困
難
に
精
通
す
る
の
に
役
立
ち
う
る
し
、
ま
た
あ
ま

り
に
も
高
慢
か
つ
大
胆
に
み
ず
か
ら
の
想
像
さ
れ
た
純
粋
理
性
を
頼
り
に
し
て
形
而
上
学
的
体
系
を
構
築
す
る
者
や
擁
護
す
る
者
に
対

し
て
、
治
療
効
果
の
あ
る
考
察
の
た
め
の
多
く
の
材
料
を
提
供
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
度
を
超
え
て
逸
脱
す
る
懐
疑

論
と
独
断
論
と
の
中
央
路
を
、
そ
し
て
ま
た
、
た
と
え
ま
っ
た
く
満
足
し
て
で
は
な
い
に
せ
よ
安
心
し
て
も
っ
と
も
自
然
な
思
考
様
式

へ
と
連
れ
も
ど
す
よ
う
な
正
し
い
中
道
を
、
著
者
が
選
ん
だ
よ
う
に
は
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
考
え
で
は
、
ど
ち
ら
の
道
も
確
か
な
標
識
で
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
最
初
に
、
悟
性
の
正
し
い
使
用
は
、
正
し

い
行
動
の
も
っ
と
も
普
遍
的
な
概
念
に
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
自
然
本
性
の
根
本
法
則
に
、
し
た
が
っ
て
幸
福
の
増
進
に
、

適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
悟
性
は
そ
の
固
有
の
根
本
法
則
に
し
た
が
っ
て
適
用
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
根
本
法
則
に
よ
っ
て
矛
盾
は
我
慢
で
き
な
い
も
の
に
な
り
、
ま
た
賛
同
に
は
根
拠
が
必
要
で
、
反
対
根
拠

の
ば
あ
い
に
は
賛
同
の
根
拠
に
優
越
す
る
持
続
的
な
根
拠
が
必
要
と
な
る
。
同
じ
く
こ
こ
か
ら
つ
ぎ
の
こ
と
も
ま
た
帰
結
す
る
。
す
な

わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
も

つ
と
も
強
く
て
持
続
的
な
感
覚
、
あ
る
い
は
も
っ
と
も
強
く
て
持
続
的
な
仮
象
を
、
わ
れ
わ
れ
の
最
終
的
な
実
在

性
と
し
て
頼
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
普
通
の
人
間
理
性
の
な
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
か
に
し
て
合
理
的
推
論
者
は
こ
こ
か
ら
逸
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
感
覚
の
二
つ
の
種
類
、
す
な
わ
ち
内
的

感
覚
と
外
的
感
覚
と
を
並
列
的
に
置
い
て
、
【４８
】

一
緒
に
し
て
融
合
あ
る
い
は
変
形
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
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そ
こ
か
ら
し
て
、
内
的
感
覚
の
認
識
が
外
的
感
覚
の
形
式

へ
と
変
形
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
混
同
さ
れ
る
と
、
唯
物
論
や
擬
人
観
そ

の
他
が
生
ず
る
。
そ
し
て
ま
た
、
内
的
感
覚
に
く
わ
え
て
外
的
感
覚
が
正
当
に
成
立
し
、
そ
の
固
有
の
特
徴
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と

に
異
義
が
唱
え
ら
れ
る
と
き
、
観
念
論
が
生
ず
る
。
懐
疑
論
は
、
す
べ
て
を
乱
雑
に
混
乱
さ
せ
て
動
揺
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
る
と
き
は

一
方
を
お
こ
な
い
、
ま
た
あ
る
と
き
は
他
方
を
お
こ
な
う
。

わ
れ
わ
れ
の
著
者
も
ま
た
あ
る
程
度
は
そ
う
で
あ
る
。
実
体
と
現
実
性
の
概
念
を
、
外
的
感
覚
に
の
み
属
す
る
と
み
な
さ
れ
る
も
の

と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
著
者
は
内
的
感
覚
の
正
当
性
を
見
誤
っ
て
い
る
。
し
か
し
著
者
の
観
念
論
が
い
っ
そ
う
抵
抗
し
て

争

っ
て
い
る
の
は
、
外
的
感
覚
の
法
則
に
対
し
て
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
に
即
し
て
そ
こ
か
ら
成
立
す
る
表
象
様
式
と
言
葉
遣
い

に
対
し
て
で
あ
る
。
も
し
著
者
自
身
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
悟
性
は
た
だ
感
覚
を
加
工
す
る
の
み
で
あ
り
、
新
た
な
知
識
を
わ
れ
わ
れ

に
も
た
ら
さ
な
い
と
す
る
な
ら
、
悟
性
が
そ
の
第

一
法
則
に
則
し
て
働
い
て
い
る
と
い
え
る
の
は
、
現
実
性
に
関
わ
る
す
べ
て
の
も
の

に
お
い
て
、
感
覚
を
管
理
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
感
覚
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
も
し
、
観
念
論
者
が
主

張
し
よ
う
と
す
る
も
っ
と
も
過
激
な
こ
と
を
想
定
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
な
に
か
知
っ
た
り
言
っ
た
り
で
き
る
こ
と
の
一

切
は
、
表
象
と
思
考
法
則
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
な
る
表
象
が
あ
る
種
の
法
則
に
し
た
が
っ
て

変
様
さ
れ
秩
序
づ
け
ら
れ
た
も
の
こ
そ
が
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
が
客
体
や
世
界
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
い
つ
た

い
な
ん
の
た
め
に
、
こ
の
普
通
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
言
葉
遣
い
に
対
す
る
争
い
が
な
さ
れ
る
の
か
。
い
っ
た
い
な
ん
の
た
め
に
、

そ
し
て
ど
こ
か
ら
観
念
論
的
な
区
別
が
な
さ
れ
る
の
か
。

ゲ
ツ
テ
ィ
ン
グ
ン
書
評

（ガ
ル
ヴ
エ
／
フ
エ
ー
ダ
ー
に
よ
る
カ
ン
ト

「純
粋
理
性
批
判
』
の
書
評
）



【解
題
】

以
上
に
訳
出
し
た
の
は
、
表
題
裏
の
ペ
ー
ジ
に
記
し
た
よ
う
に
、　
一
七
八
二
年

一
月

一
九
日
付

『ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
学
報
』
に
匿
名

で
掲
載
さ
れ
た
、
カ
ン
ト

『純
粋
理
性
批
判
』
に
対
す
る
書
評
で
あ
る
。

匿
名
で
は
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
は
、
著
名
な
通
俗
哲
学
者
で
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
教
授
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

・
ガ
ル
ヴ
ェ

６
ギ
一”け一営

の
”【お
。「
お
‐８
）
が
書
い
た
批
評
文
を
、
『学
報
』
の
編
集
者
で
あ
っ
た
ゲ
ッ
テ
イ
ン
グ
ン
大
学
教
授
の
ヨ
ハ
ン

。
ゲ

オ
ル
ク

。
フ
ェ
ー
ダ
ー

（ぢ
Ｆ
”
日

の
８
品

国
①一Ｒ
一魯

『
ａ
ｑ
Ｌ
凝
ｏ‐“
Ｎ
）
が
三
分
の

一
ほ
ど
に
切
り
詰
め
、
ま
た
文
体
や
内
容
な
ど

に
添
削

。
改
気
を
加
え
て
成
り
立

っ
た
も
の
で
あ
る
。
（な
お
、
書
評
の
成
立
の
事
情
な
ど
に
つ
い
て
は
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

『カ
ン

ト
の
生
涯
と
学
説
』
（門
脇

・
高
橋

・
浜
田
監
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
三

一
頁
以
下
）
に
も
描
か
れ
て
い
る
し
、
書
評
者
を
名
の
り
出

る

一
七
八
三
年
三
月

一
三
日
付
ガ
ル
ヴ
ェ
の
カ
ン
ト
宛
書
簡
に
詳
し
い
。）

こ
の
書
評
は
、　
一
七
八

一
年
の

『純
粋
理
性
批
判
』
上
梓
の
後
、
カ
ン
ト
が
待
ち
に
待

っ
た
最
初
の
書
評
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
よ

う
や
く
現
わ
れ
た
書
評
は
、
冒
頭
か
ら

『批
判
』
を
観
念
論
で
あ
る
と
決
め
つ
け
て
バ
ー
ク
リ
ー
に
な
ぞ
ら
え
、
ま
た
い
た
る
と
こ
ろ

高
慢
な
調
子
で
大
ま
か
に
①
●
鴨
８
判
断
し
て
批
判
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
カ
ン
ト
の
激
昂
を
ま
ね
き
、
結
果

『プ
ロ

レ
ゴ
メ
ナ
』
の
執
筆
へ
と
到
る

一
因
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
こ
の
書
評
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
形
成
史
上
、
最
重
要
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

で
あ
る
。

こ
の
書
評
の
眼
目
は
や
は
り

「観
念
論
」
に
あ
る
。
書
評
者
は
、
「感
覚
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
変
様
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
点
に
観

念
論
の
主
要
契
機
を
認
め
、
ま
た
カ
ン
ト
の
観
念
論
を

「
よ
り
高
い
観
念
論
の
、
あ
る
い
は
著
者
の
い
い
か
た
で
は
超
越
論
的
な

↑
轟
房
∽ｏ８
オ
●
計陛
）
観
念
論
の
体
系
」
で
あ
る
と
評
し
た
。
「よ
り
高
い
」
と
い
う
の
は
、
バ
ー
ク
リ
ー
が
認
め
て
い
た

「精
神
」



の
実
在
性
を
も
否
定
し
て

「世
界
と
わ
れ
わ
れ
自
身
と
を
表
象
へ
と
変
え
る
」
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に

一
切
を
超
越
し
て
包
括

す
る
観
念
論
が

「超
越
論
的
観
念
論
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
の
意
図
が
誤
解
さ
れ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
、
『プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
第

一
三
節
注
解
二
、
三
で
、
感
覚
で
は
な
く
空
間
時
間
の
観
念
性
を
あ

ら
た
め
て
主
張
し
、
ま
た

「付
録
」
で
は
直
接
、
書
評
の
こ
の
箇
所
に
言
及
し
て
、
璽
日評
者
に
は
ま
つ
た
く
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
」
「超

越
論
的
」
と
い
う
術
語
に
注
意
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
観
念
論
問
題
は
こ
れ
で
決
着
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
れ
以
降

も
カ
ン
ト
の
思
考
を
触
発
し
つ
づ
け
、
第
二
版

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る

「観
念
論
論
駁
」
の
改
稿

・
追
加

へ
と
繋
が
り
、
『オ
ー

プ
ス
・
ポ
ス
ト
ウ
ム
ム
』
に
い
た
る
ま
で
カ
ン
ト
哲
学
の
中
心
問
題
に
な
っ
た
。

な
お
、
こ
の

「ゲ
ッ
テ
イ
ゲ
ン
書
評
」
に
触
れ
た
本
邦
の
研
究
と
し
て
は
、
石
川
文
康

「論
争
家
と
し
て
の
カ
ン
ト
ー
ー

「観
念
論

論
駁
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『現
代
思
想
』
一
九
九
四
年
三
月
臨
時
増
刊
号

「カ
ン
ト
」
）
が
、
「恒
常
的
仮
象
は
真
理
な
り
」
と
す
る
フ
ェ
ー

ダ
ー
の
議
論
に
対
峙
す
る
論
争
家
の
す
が
た
を
描
き
だ
し
て
い
る
。ま
た
『カ
ン
ト
全
集
６

純
粋
理
性
批
判

下

・
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』

（岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
に
お
け
る
、
久
呉
高
之
の

『プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
解
説
に
は
、
「ゲ
ツ
テ
ィ
ン
グ
ン
書
評
」
と

『プ
ロ
レ

ゴ
メ
ナ
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
と
く
に

「超
越
論
的

（けヽ
日
∽∽８
●
計
ユ
望
と

と
書
評
末
尾
の

「観
念
論
的
な
区
別
」
に
関
し
て
、

詳
細
な
分
析
が
加
え
ら
れ
て
お
り
参
考
に
な
っ
た
。

こ
の
邦
訳
の
底
本
に
は
、
哲
学
文
庫
版

『プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
バ
ロ
け」
Ｓ
ヽヽ
電
ミ
ミヽ

７
■
ギ
“
Ｌ
ｏ●
バ
８
∽計曽
け〓
「
望
昇
ヽ
口
∪
盟
ｐ

『
①一オ
〓
①一お
『
く
①【一”
”
国
”日
σ
日
”
８
８

に
付
録
”
＆
”
明

と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
用
い
た
が
、
ラ
ン
ダ
オ
編
の
カ
ン
ト
哲

学
）
書
二
評

一集
ヽ
べヽ

もヽ」οヽ
ヽヽ

ミ
ヽ
Ａ
コミ
なヽ
お
ヽヽ
ヽ
ミ
οヽな
に
ミ
い
ヽ
ヽ
卜
ヽ
Ｎ
〕卜
∞
Ｎ
Ｆ
あ
”
く
ｏ
●
＞
夢
①ュ
ｒ
”●
ヽ
”
Ｆ
＞
ご
①
詳
ｒ
”●
ヽ
”嘔
く
①【一”
”

Ｗ
σ
８
８
８

も
参
照
し
た
。
ま
た
、
サ

ツ
セ
ン
訳
編

に
よ
る
批
評
集
さ
１
吻
や
さ

？
諄
，
黒
ヽ
中
ミ

諄
ミ

？
ヽヽ
ミ

ヽ
Ｒ
ゃ

ゲ
ツ
テ
イ
ン
グ
ン
書
評

（ガ
ル
ヴ
エ
／
フ
エ
ー
ダ
ー
に
よ
る
カ
ン
ト

『純
粋
理
性
批
判
』
の
書
評
）



早
ヽ
い
と
ヽ
６
ミ

■
一き
』ミ
ご
Ｌ
Ｆ

【
∽
①
け洋

●
■
月
∽
”
遜

口
”
Ｌ
咀
け〔ｏ
Ｆ

∽
∽
８

Ъ

”
〓
げ
ュ
ヽ
鴨

Ｃ
口
】静

一
浄
く
聟

ｏ
多

Ｎ
８
ｏ
に
収

め

ら

れ

た

英

訳

を
参
考

に
す

る
こ
と
が
で
き

た
。

な
お
原
文
は
、
訳
文
中
に
注
記
し
た

一
箇
所
を
除
き
改
行
な
し
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
適
宜
改
行
し
た
Ю

訳
文
中
の
記
号
に
つ
い
て
は
、
【　
】
内
の
数
字
は

「学
報
」
の
お
よ
そ
の
ペ
ー
ジ
数
で
あ
り
、
〔　
〕
は
訳
者
に
よ
る
補
足
な
ど
で
あ

２０
。

（城
戸
　
淳
）




