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北海道大学哲学会『哲学j46号 (2010年 2月)

科
学
的
反
実
在
論
と
自
然
主
義

麻

生

尚

志

O 

は
じ
め
に

自
然
主
義
的
認
識
論
は
人
間
の
実
際
の
認
識
行
動
を
記
述
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
科
学
理
論
は
人
聞
の
認
識
行
動
の

大
き
な
成
果
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
肉
眼
で
見
え
る
物
的
対
象
を
認
識
す
る
よ
う
な
通
常
の
認
識
行
動
と
は
い
さ
さ
か
趣
を
異
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に
す
る
。
科
学
に
つ
い
て
は
、
反
実
在
論
的
捉
え
方
と
実
在
論
的
捉
え
方
の
二
つ
の
観
点
が
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
認
識
論
的
自
然
主

義
者
で
あ
り
か
つ
科
学
的
反
実
在
論
を
主
張
す
る
科
学
哲
学
者
ラ
ウ
ダ
ン
の
発
想
を
追
う
こ
と
で
、
自
然
主
義
的
認
識
論
は
科
学
に
つ
い

て
の
二
つ
の
観
点
の
う
ち
、
科
学
的
反
実
在
論
と
両
立
で
き
る
か
、
考
え
て
い
き
た
い
。

1
.
科
学
的
実
在
論
と
皮
実
在
論

科
学
的
実
在
論
と
は
、
「
成
功
し
て
い
る
科
学
理
論
は
真
で
あ
り
、
理
論
と
は
独
立
し
た
実
在
な
い
し
は
世
界
に
つ
い
て
説
明
し
て
い

る
」
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
科
学
的
実
在
論
の
こ
の
規
定
に
「
真
で
あ
る
」
と
い
う
一
一
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
不
用
意
に
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
真
理
に
つ
い
て
は
古
来
よ
り
対
応
説
や
整
合
説
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し



な
が
ら
、
反
実
在
論
と
の
対
比
を
簡
潔
明
瞭
な
も
の
に
す
る
た
め
、
あ
え
て
「
真
で
あ
る
」
と
い
う
一
言
葉
を
用
い
た
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
も
う
少
し
細
か
い
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
科
学
理
論
が
真
で
あ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
ま
た
、
理
論
と
は
独
立

し
た
実
在
な
い
し
は
世
界
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

ま
ず
、
理
論
と
は
独
立
し
た
実
在
と
い
う
も
の
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

(
1
)
 

有
名
な
議
論
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
太
陽
を
観
察
し
た
と
し
て
も
、
天
動
説
を
信
奉
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
地
動
説
を
信
奉
す
る
コ
ペ

ル
ニ
ク
ス
と
で
は
、
同
じ
対
象
を
観
察
し
た
と
は
一
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
に
を
見
て
い
る
の
か
と
い
う
の
は
、
こ
の
例
で
あ
れ
ば
ア
リ

ハ
ン
ソ
ン
や
ク

i
ン
に
よ
る
観
察
の
理
論
負
荷
性
に
つ
い
て
の

ス
ト
テ
レ
ス
は
地
球
の
周
り
を
居
る
天
体
と
し
て
太
陽
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
た
い
し
て
、

コ
ベ
ル
ニ
ク
ス
で
あ
れ
ば
太
揚
系
の
中

心
に
位
置
す
る
恒
星
と
し
て
太
陽
と
見
て
い
る
の
だ
が
、

に
は
す
で
に
理
論
が
介
在
し
て
い
る
。

と
し
て
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
、
「
ー
と
し
て
見
る
」
と
い
う
こ
と

こ
う
し
た
観
察
の
理
論
負
荷
性
に
依
拠
し
た
議
論
は
、
科
学
的
反
実
在
論
と
看
倣
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
科
学
的
実
在

論
者
は
、
実
在
が
理
論
に
依
拠
せ
ず
独
立
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
く
わ
え
て
、
そ
う
し
た
実
在
に
つ
い
て
の
観
察
や
理
解

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
科
学
的
実
在
論
者
は
主
張
す
る
。
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さ
て
も
う
一
つ
の
問
題
、
科
学
理
論
が
真
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
ま
ず
は
帰
納
の
正

当
化
の
詞
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

1
0
0
匹
の
ネ
コ
を
観
察
し
て
、

マ
タ
タ
ビ
が
好
き
だ
と
い
う
こ
と
が
、
帰
納
的
推
論
に
よ
っ
て
帰

結
し
た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
も
し
か
す
る
と

1
0
3
匹
自
に
は
マ
タ
タ
ど
が
嫌
い
な
ネ
コ
が
あ
ら
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、

帰
納
的
推
論
は
演
鐸
的
推
論
と
は
呉
、
な
り
、

で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
そ
れ
ま
で
の
種
々
の
帰
納
法
の
成
功
に
依
存
し
た
帰
納
的
推
論
の
結
果
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
過

つ
ね
に
改
訂
の
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
る
。
ま
た
、
帰
納
法
が
あ
る
程
度
成
功
し
た
説
明
方
法

ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
帰
納
法
の
推
論
と
し
て
の
身
分
は
槙
鐸
ほ
ど
確
実
な
も
の
で
は
な
い
。

さ
て
、
科
学
に
話
を
戻
そ
う
。
科
学
に
お
い
て
は
法
則
的
言
明
こ
そ
が
科
学
を
科
学
た
ら
し
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
う



し
た
法
則
則
的
一
言
明
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
「
全
て
の
物
体
は
な
ん
ら
か
の
モ
メ
ン
ト
が
加
わ
る
ま
で
は
静
止
も
し
く
は
等
速
車
線
運
動
を

し
つ
づ
け
る
」
と
い
う
法
則
に
し
て
も
、
全
て
の
物
体
の
振
る
舞
い
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
う
し
た
法
則
的
言
明
の

身
分
に
つ
い
て
は
先
の
帰
納
的
推
論
の
身
分
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
科
学
は
単
純
に
帰
納
法
に
基
づ
い
て
法
則
を
導
き
出
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
帰
納
法
の
間
難
を
科
学
の
場
面
に
お

い
て
引
き
継
い
で
い
る
の
は
、
仮
説
演
鐸
法
で
あ
る
。
仮
説
渓
緯
法
と
は
、
な
ん
ら
か
の
仮
説
を
立
て
、
そ
の
仮
説
か
ら
導
出
し
た
予
測

が
観
察
と
一
致
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
仮
説
は
事
態
を
よ
く
説
明
し
て
い
る
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
メ
ン
デ
ル
の
遺
伝
法
期
で

は
「
遺
伝
子
が
親
子
に
お
い
て
継
承
さ
れ
る
。
遺
伝
子
に
関
し
て
は
遺
伝
型
と
表
現
型
と
に
わ
か
れ
る
。
ま
た
、
遺
伝
子
に
は
優
性
遺
伝

子
と
劣
性
遺
伝
子
の
二
つ
が
あ
る
o
」
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
そ
の
仮
説
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
予
測
が
観
察
と
一
致
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

仮
説
は
事
態
を
よ
く
説
明
し
て
お
り
、
真
っ
当
な
仮
説
と
し
て
科
学
理
論
の
一
部
を
形
成
す
る
と
看
倣
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
問
題
な
の
は
、
こ
の
仮
説
演
緯
法
そ
の
も
の
の
身
分
で
あ
る
。
仮
説
演
緯
法
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
次
の
よ
う

な
推
論
を
行
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
仮
説
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
予
測
が
観
察
と
一
致
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
仮
説
は
理
論
と
し
て
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
仮
説
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
予
測
が
観
察
と
一
致
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
仮
説
は
理
論
と
し
て
受
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け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
れ
自
体
は
単
純
な
モ

i
ド
ゥ
ス
・
ポ
ネ
ン
ス
で
あ
っ
て
、
問
題
は
な
い
。
問
題
な
の
は
、
こ
の
前
提
「
仮

説
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
予
測
が
観
察
と
一
致
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
仮
説
は
理
論
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
部
分
で
あ
る
。

こ
れ
自
体
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
考
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
仮
説
の
う
ち
、
予
測
が
観

祭
と
一
致
し
た
仮
説
は
、
(
真
な
る
)
理
論
と
看
倣
す
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
種
の
帰
納
法
で
あ
っ
て
、

に
わ
か
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
自
体
が
帰
納
法
に
よ
る
も
の
か
別
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
予
澱
の
観
察

と
の
一
致
が
、
仮
説
の
認
識
論
的
身
分
を
支
え
る
も
の
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
間
違
い
が
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で
、
異
な
る
二
つ
の
立
場
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
科
学
的
実
在
論
で
あ
り
、
予
測
の
観
察
と
の
一
致
が
仮
説



の
認
識
論
的
身
分
を
、
さ
ら
に
は
仮
説
が
真
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
と
看
倣
す
立
場
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
科
学
的
反
実
在
論
で
あ
る
。

こ
れ
は
道
具
主
義
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
道
具
主
義
な
い
し
は
科
学
的
反
実
在
論
に
よ
れ
ば
、
仮
説
、
と
り
わ
け
措
定
物
を
含
ん
だ

仮
説
は
、
あ
く
ま
で
説
明
の
道
具
と
看
倣
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
説
明
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
仮
説
の
認
識
論
的
身
分
や
真
で

あ
る
こ
と
を
保
証
し
た
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

2 

ラ
ウ
ダ
ン
の
反
実
在
論

反
実
在
論
を
採
用
す
る
科
学
哲
学
者
に
ラ
ウ
ダ
ン
が
い
る
。
ラ
ウ
ダ
ン
に
よ
れ
ば
、
科
学
と
は
問
題
解
決
行
動
官
官
。

zogzgぞ
宮
m

g
t
i
q
)
で
あ
っ
て
、
説
明
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
や
導
き
出
さ
れ
た
予
測
が
観
察
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
科
学
理
論
が
真
で
あ

る
こ
と
を
合
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
が
、
科
学
が
な
に
を
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
ど
の
よ
う
な
回
答
を
与
え
る
べ
き
か
は
、

科
学
理
論
以
前
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
科
学
理
論
の
構
築
と
と
も
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

20 

さ
て
、
で
は
、
問
題
解
決
行
動
と
し
て
の
科
学
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
以
下
、
ラ
ウ
ダ
ン
『
科
学
は
合
理
的
に
進
歩
す
る
」
市

3hza

き
に
勾
師
、

3~は
な
さ
と
を
参
照
に
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

科
学
は
、
問
題
解
決
行
動
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
言
わ
れ
て
い
る
問
題
と
は
、
科
学
的
問
題
(
白
色
。
己
出
口
官
。
ず
目
。
母
国
)

の
こ
と
で
あ
る
。

科
学
的
問
題
と
は
な
に
か
。
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
科
学
理
論
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
問
題
の
こ
と
で
あ
る
。
科
学
理
論
は
そ

の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
で
あ
る
。
問
題
が
科
学
的
問
を
構
成
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
理
論
は
そ
の
解
答
を
構

成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
暖
味
さ
を
解
消
し
、
不
規
則
性
を
統
一
性
に
還
元
し
、
実
際
に
生
じ
て
い
る
こ
と
は
理
解
可
能
で
予
測
も
可
能

で
あ
る
こ
と
を
一
不
す
こ
と
が
、
理
論
の
来
た
す
役
割
で
あ
る

)
O

ま
た
、
科
学
的
問
題
は
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
経
験
的
問
題
と
概
念
的
問

題
で
あ
る
。
経
験
的
問
題
は
、

た
と
え
ば
、
物
体
が
地
面
に
落
下
す
る
の
を
観
察
し
た
り
、

コ
ッ
プ
に
残
っ
た
ア
ル
コ
ー
ル
が
蒸
発
し
た



り
す
る
の
を
観
察
し
た
と
き
に
、
な
ぜ
に
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
と
問
う
の
が
経
験
的
問
題
で
あ
る
。

き
説
明
を
要
す
る
よ
う
な
自
然
的
世
界
に
つ
い
て
の
こ
と
は
な
ん
で
あ
れ
、
経
験
的
問
題
を
構
成
す
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
概
念
的
問

一
般
に
、
我
々
の
興
味
を
惹

題
と
は
理
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
理
論
か
ら
独
立
に
は
存
在
し
な
い
。
概
念
的
問
題
は
、
あ
る
理
論
内
部
の
不

整
合
に
つ
い
て
の
内
的
概
念
的
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
あ
る
理
論
と
別
の
理
論
と
の
あ
い
だ
の
不
一
致
に
つ
い
て
の
外
的
概
念
的
問

題
と
し
て
、
と
い
う
よ
う
に
二
つ
の
仕
方
で
生
じ
る
。

科
学
の
進
歩
は
、
問
題
解
決
の
効
率
性
の
増
大
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
問
題
解
決
に
は
真
で
あ
る
こ
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

3
.
認
識
論
の
自
然
化

自
然
主
義
的
認
識
論
な
い
し
は
認
識
論
の
自
然
化
の
鴨
矢
と
な
っ
た
の
は
、
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
ク
ワ
イ
ン
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ン
の
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「
経
験
主
義
の
五
つ
の
里
程
標
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
経
験
主
義
的
認
識
論
に
お
け
る
自
然
主
義
の
消
極
的
な
源
泉
と
し
て
、

は
現
象
を
記
述
す
る
語
を
も
ち
い
て
理
論
的
な
語
一
般
を
定
義
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
そ
う つ

し
た
経
験
主
義
的
哲
学
の
窮
状
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
科
学
者
は
ひ
る
む
こ
と
な
く
実
在
論
に
与
し
て
い
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い

た
。
自
然
科
学
者
は
科
学
の
内
側
で
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
問
題
に
の
み
関
心
が
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
難
題
に
つ
い
て
は
心
を
煩
わ
せ
る

こ
と
は
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
、
他
方
で
自
然
科
学
の
知
識
を
経
験
主
義
の
立
場
か
ら
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
は
望
み

薄
で
あ
る
の
も
ま
た
明
ら
か
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
う
し
た
相
反
す
る
状
況
に
お
い
て
取
り
う
る
立
場
は
、
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
の
な
い

知
識
の
一
切
を
拒
絶
す
る
も
し
く
は
留
保
す
る
か
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
哲
学
的
基
礎
づ
け
を
求
め
な
い
か
の
い
づ
れ
か
で
あ
ろ
う
。
ひ

と
ま
ず
ク
ワ
イ
ン
の
自
然
主
義
と
は
後
者
の
立
場
で
あ
る
と
予
想
で
き
る
。

ま
、
ず
、
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
、
経
験
主
義
に
立
脚
し
た
こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
を
感
覚



的
現
象
に
基
づ
け
る
試
み
は
潰
え
た
と
の
判
定
を
ク
ワ
イ
ン
は
何
を
も
と
に
下
し
た
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
ク
ワ
イ

ン
は
ま
さ
に
「
認
識
論
の
自
然
化
」
と
い
う
論
文
で
論
じ
て
い
た
。

「
認
識
論
は
科
学
の
基
礎
に
関
わ
る
」
と
い
う
一
文
で
こ
の
論
文
は
始
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
上
で
ク
ワ
イ
ン
は
、
経
験
主
義
的

認
識
論
を
教
義
的
側
面
と
概
念
的
側
面
と
に
二
分
す
る
。
経
験
主
義
的
認
識
論
の
教
義
的
側
面
は
自
然
に
つ
い
て
の
我
々
の
知
識
を
経
験

と
い
う
基
盤
の
上
で
正
当
化
す
る
こ
と
を
自
的
と
し
、
ま
た
そ
の
概
念
的
側
面
と
は
我
々
の
外
的
事
物
に
つ
い
て
の
概
念
を
感
覚
を
表
わ

す
語
を
用
い
て
定
義
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ク
ワ
イ
ン
は
ま
ず
ヒ
ュ

i
ム
を
例
に
取
り
、
こ
の
灰
一
加
を
説
明
し
て
い
る
。
ヒ
ュ

l
ム

に
お
い
て
は
概
念
的
側
面
は
感
覚
的
印
象
と
物
体
(
ぎ
身
)
と
を
霞
接
同
一
視
す
る
こ
と
で
解
決
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
感
覚
と
は

別
個
に
物
体
が
存
在
す
る
こ
と
は
感
覚
の
み
か
ら
は
判
明
し
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
感
覚
の
外
側
に
物
体
が
存
在
す
る
と
考
え
る
す
れ

ば
、
す
で
に
感
覚
に
基
づ
か
な
い
前
提
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
そ
う
し
た
疑
わ
し
い
外
的
物
体
に
つ
い
て
語
る
の
で

は
な
く
感
覚
的
印
象
だ
け
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
よ
り
良
い
方
法
で
あ
る
と
ヒ
ュ

l
ム
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

ヒ
ュ

l
ム
は
他
方
で
教
義
的
側
面
に
お
い
て
抜
き
差
し
な
ら
な
い
立
場
に
立
た
さ
れ
た
と
い
え
る
。
我
々
の
自
然
に
つ
い
て
の
知
識
と
は
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す
な
わ
ち
外
的
世
界
に
つ
い
て
知
識
で
あ
る
。
ヒ
ュ

i
ム
の
よ
う
に
、
我
々
の
感
覚
と
は
独
立
し
た
外
的
世
界
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
放

棄
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
の
問
題
で
あ
る
自
然
に
つ
い
て
の
知
識
に
正
当
化
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
ん
ら
顧
み
ら
れ
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

認
識
論
の
械
念
的
お
よ
び
教
義
的
の
南
側
面
に
お
け
る
そ
の
後
の
発
震
を
、

ク
ワ
イ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
手
短
に
描
出
し
て
い
く
。
ま
ず
概

念
的
制
面
に
お
い
て
は
、
丈
眠
的
定
義
の
導
入
と
い
う
進
展
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
上
記
の
つ
の
里
程
標
」
に
お
い
て
は
語
か
ら
丈

へ
の
関
心
の
移
行
と
し
て
素
描
さ
れ
て
い
た
が
、
あ
る
語
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
諾
を
含
む
文
が
全
体
と
し
て
そ
の
語
を
含
ま
な

い
適
切
な
文
へ
と
翻
訳
で
き
れ
ば
よ
く
、
語
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
対
象
を
措
定
し
た
り
同
義
語
を
特
定
し
た
り
す
る
必
要
は
な
い
と
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
物
体
を
記
述
し
て
い
る
文
が
感
覚
を
記
述
し
て
い
る
丈
へ
と
翻
訳
で
き
れ
ば
よ
く
、
物
体
と
感
覚



的
印
象
と
を
直
接
同
一
視
す
る
必
要
は
な
い
。
文
脈
的
定
義
と
い
う
こ
の
方
法
を
ク
ワ
イ
ン
は
ベ
ン
サ
ム
ま
で
遡
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ

れ
を
最
大
限
有
効
に
利
用
し
た
の
は
プ
レ

i
ゲ
と
そ
れ
に
つ
、
づ
く
ラ
ッ
セ
ル
で
あ
っ
た
。

披
ら
が
知
識
の
基
礎
づ
け
と
し
て
の
認
識
論
に
用
い
た
も
う
一
つ
の
重
要
な
手
法
は
集
合
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
感
覚
的
印
象
に

つ
い
て
語
り
う
る
だ
け
で
な
く
、
印
象
の
集
合
、
さ
ら
に
は
集
会
の
集
合
ま
で
も
語
り
う
る
こ
と
に
な
り
、
物
体
を
構
成
す
る
の
に
十
分

な
だ
け
の
印
象
の
集
合
の
集
合
を
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
方
法
を
徹
底
さ
せ
た
の
が
カ
ル
ナ
ッ
プ
で
あ
る
。

カ
ル
ナ
ッ
プ
が
『
世
界
の
論
理
的
構
築
』
に
お
い
て
呂
指
し
た
の
は
、

よ
り
高
い
レ
ベ
ル
に
属
す
る
存
在
者
に
つ
い
て
語
る
丈
は
よ
り

低
い
レ
ベ
ル
に
属
す
る
存
在
者
を
語
る
丈
へ
と
還
元
可
能
で
あ
る
こ
と
、
実
質
的
に
は
物
理
的
対
象
に
つ
い
て
語
る
丈
は
感
覚
的
な
車
接

経
験
を
語
る
丈
へ
と
翻
訳
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
論
的
に
強
固
な
基
盤
を
持
っ
た
統
一
的
な
体
系

を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
認
識
的
に
先
行
す
る

(
℃
氏

5
9一
与
)
も
の
に
よ
っ
て
世
界
に
つ
い
て
の
物
理
的
な
い
し
文
化
的

な
我
々
の
知
識
に
基
盤
を
与
え
る
こ
と
が
も
く
ろ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
ル
ナ
ッ
プ
は
こ
れ
を
合
理
的
再
構
成
と
呼
び
、
人
聞
が
経
験
の
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流
れ
か
ら
実
際
ど
の
よ
う
に
し
て
世
界
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
心
理
学
的
な
研
究
と
対
比
さ
せ
た
。

か
く
し
て
経
験
主
義
的
認
識
論
の
蛾
念
的
側
面
に
お
い
て
は
、
丈
眠
的
定
義
の
導
入
、
集
合
論
の
援
用
と
い
っ
た
転
換
点
が
あ
り
、
そ

の
到
達
点
と
し
て
も
く
ろ
ま
れ
た
の
が
、

カ
ル
ナ
ッ
プ
の
吋
世
界
の
論
理
的
構
築
』
に
お
け
る
合
理
的
再
構
成
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
カ

ル
ナ
ッ
プ
の
仕
事
は
あ
く
ま
で
そ
の
全
体
の
構
想
の
輪
郭
を
素
描
す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
。

け
れ
ど
も
、
概
念
的
側
面
に
お
け
る
こ
う
し
た
発
展
に
も
関
わ
ら
ず
、
知
識
の
正
当
化
と
い
う
教
義
的
側
面
に
日
を
移
せ
ば
、
そ
の
難

点
が
変
わ
ら
ぬ
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
の
に
気
付
く
、
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
我
々
の
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
が
感
覚
か
ら
ど
の
よ
う
に
構
成
さ

れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
い
ま
だ
答
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

つ
ま
り
カ
ル
ナ
ッ
プ
が
一
不

そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
成
功
し
た
と
し
て
も
、
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
我
々
の
知
識
は
感
覚
を
表
わ
す
語
と
論
理
に
よ
っ

い
表
せ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
知
識
を
感
覚
的
現
象
と
論
理
を
用
い
て
証
明
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
よ
く
知



ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
観
察
を
感
覚
的
現
象
に
位
置
づ
け
た
と
こ
ろ
で
、
ど
れ
だ
け
穏
健
な
一
般
化
で
あ
ろ
う
と
一
般
化
さ
れ
た
文
は
お

し
な
べ
て
一
般
化
さ
れ
た
時
点
で
観
察
を
超
え
た
内
容
を
含
ん
で
し
ま
い
、
感
覚
も
し
く
は
直
接
経
験
と
い
う
基
盤
だ
け
か
ら
は
証
明
で

き
な
い
か
ら
だ
。
ク
ワ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
科
学
法
期
に
恒
常
的
連
接
以
上
の
も
の
を
見
い
だ
し
え
な
か
っ
た
ヒ
ュ

l
ム
の
結
っ
た
難
題
は
、

今
日
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ま
ず
認
識
論
を
教
義
的
側
面
か
ら
追
求
す
る
こ
と
は
無
駄
骨
折
り
で

あ
る
こ
と
を
ク
ワ
イ
ン
は
結
論
づ
け
る
。

さ
て
、
そ
う
し
た
教
義
的
側
面
の
根
本
的
失
敗
に
も
関
わ
ら
ず
、

カ
ル
ナ
ッ
プ
が
試
み
た
よ
う
な
合
理
的
再
構
成
に
は
次
の
よ
う
な
ニ

つ
の
自
的
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
、
科
学
に
と
っ
て
感
覚
的
な
証
拠
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
明
確
に
す
る
こ
と
。

一
つ
は
、
そ

う
し
た
再
構
成
に
よ
っ
て
我
々
の
世
界
に
つ
い
て
の
語
り
方
の
理
解
を
深
め
る
と
い
う
こ
と
。
正
当
化
や
証
明
と
い
っ
た
側
面
を
抜
き
に

し
て
も
こ
う
し
た
観
点
か
ら
合
理
的
再
構
成
は
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

よ
う
な
理
由
か
ら
意
義
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

カ
ル
ナ
ッ
プ
も
認
め
る
よ
う
に
、
我
々
が
実
際
に
世
界
を
構
成
す
る
の
は
感
覚
的

AH7 
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け
れ
ど
も
、

ク
ワ
イ
ン
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
疑
念
を
呈
す
る
。
な
る
ほ
ど
カ
ル
ナ
ッ
プ
が
行
っ
た
よ
う
な
合
理
的
再
構
成
は
上
記
の

現
象
か
ら
集
合
論
と
論
理
を
用
い
て
で
は
な
い
。
な
ら
ば
実
際
に
人
が
感
覚
か
ら
ど
の
よ
う
に
世
界
を
構
成
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
心

で
あ
る
と
い
う
誇
り
は
免
れ
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
く
ま
で
人
間
の
知
識
と

感
覚
的
現
象
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
だ
け
な
ら
ば
心
理
学
的
研
究
で
十
分
で
は
な
い
か
。

理
学
的
研
究
と
比
較
し
て
、
そ
れ
は
「
つ
く
り
も
の
」

そ
う
し
た
心
理
学
的
研
究
で
満
足
せ
ず
合
理
的
再
構
成
を
必
要
と
す
る
理
由
と
し
て
次
の
二
つ
の
こ
と
が
あ
る
。

一
つ
は
心
理
学
と
い

う
自
然
科
学
の
知
識
を
用
い
る
の
は
論
点
先
取
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
科
学
を
論
理
と
集
合
論
と
観
察
語
へ
と

翻
訳
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
ク
ワ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
認
識
論
の
教
義
的
側
面
す
な
わ
ち
知
識
を
正
当
化
あ
る
い
は
証
明
し
よ

う
と
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
論
部
分
に
あ
た
る
科
学
的
知
識
を
そ
の
正
当
化
の
文
脈
で
用
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
要
請
は
も
っ



と
も
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
認
識
論
の
教
義
的
側
面
を
あ
き
ら
め
た
上
で
は
、
論
点
先
取
と
い
っ
た
批
判
は
も
は
や

(
却
)

何
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
心
理
学
で
は
な
く
合
理
的
再
構
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
な

い
こ
と
と
な
る
。

で
は
後
者
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
合
理
的
再
構
成
に
よ
っ
て
科
学
が
観
察
語
お
よ
び
論
理
と
集
合
論
へ
と
翻
訳
可
能
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
理
論
上
余
剰
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
観
察
と
集
合
論
と
論
理
が
備

え
て
い
る
の
と
問
じ
程
度
に
、
そ
れ
へ
と
翻
訳
さ
れ
る
科
学
も
自
明
性
を
備
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
カ
ル
ナ
ッ

プ
の
行
っ
た
合
理
的
再
構
成
は
そ
う
し
た
翻
訳
を
与
え
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
翻
訳
の
失
敗
は
観
察
語
と
し
て
感
覚
的
現
象
を
と

る
か
外
的
物
体
を
指
示
す
る
語
を
取
る
の
か
の
い
ず
れ
に
せ
よ
被
る
破
綻
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
心
理
学
で
は
な

く
合
理
的
再
構
成
を
選
ぶ
理
由
は
な
く
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
ク
ワ
イ
ン
は
、
自
然
化
さ
れ
る
以
前
の
認
識
論
す
な
わ
ち
科
学
的
知
識
と
は
独
立
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
を
こ
こ
ろ
み
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る
認
識
論
は
そ
の
役
割
を
終
え
た
も
の
と
結
論
し
、
経
験
主
義
的
認
識
論
は
心
理
学
へ
と
そ
の
道
を
譲
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
る
。

4 

ラ
ウ
ダ
ン
の
自
然
主
義

さ
て
、
先
に
名
前
を
あ
げ
た
ラ
ウ
ダ
ン
で
あ
る
が
、
反
実
在
論
を
標
傍
す
る
一
方
、
自
然
主
義
を
も
ま
た
信
奉
し
て
い
る
。

で
は
、
そ

の
ラ
ウ
ダ
ン
の
自
然
主
義
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
辺
)
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師
団
号
H
W
m
ユ
甘
口
氏
比
百
寸
F
O

】

Mg田
宮
口
仲
田
沙
門

Z
2
5
E守
o
z
m
w

け号
mrHHHuw
に
お
け
る
ラ
ウ
ダ
ン
の
基
本
的
な
論
点
は
、
ま
ず

一
つ
は
以
下
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。
歴
史
主
義
者
な
い
し
は
相
対
主
義
者
は
、
科
学
方
法
論
が
過
去
の
偉
大
な
科
学
者
の
選
択
を
合
理

的
な
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
に
失
敗
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
退
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
申
し
立
て
て
い
る
。
そ
れ
に
答
え
て
ラ
ウ
ダ
ン



は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
そ
も
そ
も
合
理
性
と
い
う
の
は
目
的
手
段
連
関
か
ら
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
科
学
者
は
我
々
と
は

異
な
る
日
的
並
び
に
背
景
信
念
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
我
々
の
方
法
論
的
主
張
を
過
去
の
科
学
者
に
当
て
は
め
て
も
、

過
去
の
科
学
者
の
行
為
を
合
理
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
科
学
方
法
論
を
退
け
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
の
は
不
当
で
あ
る
。

二
つ
目
の
論
点
は
、
す
べ
て
の
方
法
論
的
規
則
は
、
定
一
一
一
日
命
法
で
は
な
く
、
仮
一
言
命
法
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
「

x
を
せ
よ
」
と
い
う
規
則
は
、
「
も
し
あ
る
人
の
ゴ

l
ル
が

y
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
人
は

x
を
す
べ
し
」
と
い
っ
た

も
の
に
な
る
。
す
る
と
、
そ
う
し
た
規
則
は
、
ど
の
手
段
が
ど
の
目
的
を
達
成
し
が
ち
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
事
実
的
主
張
に
依
存
す
る

も
の
と
な
り
、
方
法
論
的
規
則
と
い
う
の
は
、
経
験
的
知
識
と
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
経
験
的
知
識
の
一
部
と
な
る
。
ま
た
、

競
合
す
る
経
験
的
理
論
の
間
で
選
択
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
仕
方
で
、
競
合
す
る
方
法
論
的
規
則
の
毘
で
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

(
お
)

う
し
た
観
点
こ
そ
は
、
自
然
主
義
的
な
メ
夕
方
法
論
で
あ
る
。
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以
上
の
二
つ
の
議
論
か
ら
、
科
学
方
法
論
に
関
す
る
科
学
史
の
役
割
が
明
ら
か
に
な
る
と
ラ
ウ
ダ
ン
は
一
一
一
一
口
う
。
す
な
わ
ち
、
方
法
論
的

規
則
別
が
条
件
的
平
叙
丈
に
書
き
換
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
通
常
の
歴
史
学
に
お
け
る
過
去
に
つ
い
て
の
仮
説
が
歴
史
上
の
記
録
に
照
ら
し
て

判
定
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
方
法
論
的
規
則
も
歴
史
上
の
記
録
に
照
ら
し
て
そ
の
真
偽
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
、
論
じ
る
べ
き
こ
と
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
一
つ
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
目
的
は
異

な
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
真
な
る
知
識
を
獲
得
す
る
と
い
う
た
だ
一
つ
の
日
的
を
歴
史
上
の
す
べ
て
の
科
学
者
が
共
有
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
異
論
で
あ
る
。

(
お
)

こ
れ
に
つ
い
て
ラ
ウ
ダ
ン
は
J
R
Z
1
2
5
旦
守
0
2忠
5
m
U
2
5
w
w
に
お
い
て
、
知
識
概
念
の
多
様
性
に
訴
え
、
目
的
が
異
な
る
と
看
倣
す
ベ

き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
知
識
と
一
日
に
い
っ
て
も
、
科
学
が
求
め
て
い
る
の
は
、
な
に
が
原
因
で
あ
る
の
か
知
る
こ
と

な
の
か
、
あ
る
い
は
な
に
が
存
在
す
る
の
か
知
る
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
単
に
現
れ
に
つ
い
て
知
る
こ
と
な
の
か
、
様
々
で
あ
る
。



た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
の
場
合
は
、
確
実
で
本
質
的
な
知
識
の
形
態
を
求
め
て
い
た
。

質
や
第
一
一
原
因
な
ど
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
定
量
化
さ
れ
再
現
可
能
な
(
事
態
に
つ
い
て
の
)
知
識
を
求
め
て
き
た
、
と
ラ
ウ
ダ
ン
は

論
じ
る
。

一
方
そ
れ
に
対
し
、
近
代
科
学
は
、
本

ま
た
、
過
去
の
科
学
が
合
理
的
に
思
考
し
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
苔
か
に
つ
い
て
の
論
点
に
限
れ
ば
、
た
と
え
目
的
は
同

じ
だ
と
し
て
も
、
背
景
信
念
と
入
手
で
き
る
手
段
と
が
、
現
在
の
科
学
者
と
過
去
の
科
学
者
と
で
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、

方
法
論
的
規
則
を
保
持
し
つ
つ
も
、
過
去
の
科
学
者
の
行
動
を
合
理
的
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
遠
く
の

天
体
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
望
遠
鏡
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
(
方
法
論
的
で
は
な
い
が
)
規
則
は
、
望

遠
鏡
が
入
手
可
能
で
あ
る
場
合
に
の
み
適
吊
で
き
る
。
望
遠
鏡
が
発
明
さ
れ
る
以
前
の
科
学
者
が
、
望
遠
鏡
を
用
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
非
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

た
だ
、
一
フ
ウ
ダ
ン
が
論
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
方
法
論
が
過
去
の
科
学
者
の
合
理
性
を
確
立
す
る
こ
と
に
は
な
ん
ら
の
重
要
性
は
な
く
、
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む
し
ろ
方
法
論
が
説
明
す
べ
き
科
学
史
上
の
問
題
は
、
「
進
歩
(
喝
さ
唱
。
回
目
)
」
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
科
学
が
我
々
の
認
知
的
良

FU) 

さ
を
産
み
出
す
こ
と
に
、
驚
く
ほ
ど
成
功
し
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

5
.
科
学
的
反
実
在
論
と
自
然
主
義

自
然
主
義
的
認
識
論
に
た
い
し
、
認
識
論
を
自
然
化
し
て
し
ま
っ
て
は
認
識
論
が
そ
れ
ま
で
備
え
て
い
た
規
範
性
が
失
わ
れ
る
と
い
う

批
判
が
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
自
然
主
義
を
自
称
す
る
ラ
ウ
ダ
ン
は
、
仮
一
一
一
一
口
的
規
範
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
認
識
論
を
自
然
化
し

で
も
な
お
規
範
性
は
失
わ
れ
な
い
と
い
う
議
論
を
し
て
い
た
。

こ
、
つ
し
た
議
論
は
、

そ
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
も
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
自
然
主
義
と
科
学
的
実
在



論
と
の
関
連
性
な
い
し
は
両
立
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
仮
一
言
的
規
範
と
し
て
規
範
性
を
論
じ
て
い
た
ラ
ウ
ダ
ン
の
姿
勢
は
、
そ
の
背
後
に
科
学
的
反
実
在
論
が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
姿

勢
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
概
略
は
以
下
の
通
り
。
科
学
的
反
実
在
論
を
と
る
の
な
ら
ば
、
理
論
と
は
独
立
し
た
自
然
を
想
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
自
然
主
義
、
す
な
わ
ち
ラ
ウ
ダ
ン
の
場
合
で
あ
る
な
ら
ば
規
範
を
記
述
に
基
づ
け
よ
う
と
す
る
記
述
主
義
、
を
採
用
し

た
さ
い
に
認
識
論
の
持
つ
規
範
性
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
は
、
客
観
的
自
然
な
い
し
は
実
在
を
想
定
し
な
い
反
実
在
論
者

に
と
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
真
性
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
科
学
的
反
実
在
論
を
採
用
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
論
と
は
独
立
し
た
客
観

的
世
界
の
記
述
と
、
そ
う
し
た
記
述
に
制
約
さ
れ
な
い
規
約
な
い
し
は
規
範
と
い
う
も
の
と
は
、
そ
も
そ
も
区
別
立
て
る
必
要
が
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
客
観
的
世
界
な
い
し
は
実
在
が
、
認
識
論
的
に
も
存
在
論
的
に
も
、
特
権
的
身
分
を
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る

28-

な
に
か
し
ら
実
在
を
、
理
論
や
認
識
者
と
は
独
立
に
固
定
さ
れ
た
状
態
な
い
し
は
実
体
と
し
て
看
倣
す
の
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ

う
し
た
記
述
を
越
え
て
振
る
舞
う
よ
う
な
独
自
の
規
範
を
想
定
す
る
必
要
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
初
等
算
術
の

1
1
T
3
に
た
い
し
4
を
答

え
る
と
い
う
こ
と
を
、
規
範
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
々
の
計
算
結
果
を
た
だ
た
ん
に
記
述
す
る
だ
け
で
な
く
、
今
後
生
産
さ

れ
る
だ
ろ
う
回
答
を
あ
ら
か
じ
め
制
約
し
指
令
す
る
こ
と
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
客
観
的
振
る
舞
い

な
い
し
は
記
述
か
ら
、
規
範
が
離
反
す
る
の
は
ど
こ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
理
論
な
い
し
は
世
界
観
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
世
界
が
存
在
し
、
そ
う
し
た
記
述
が
十
全
に
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
た
と
え

ば
意
図
や
目
的
な
ど
は
、
そ
れ
ら
記
述
に
制
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
発
想
が
な
さ
れ
た
と
き
、

は
じ
め
て
、
記
述
を
越
え
た

規
範
と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
お
い
て
、

ラ
ウ
ダ
ン
の
記
述
主
義
は
、
む
し
ろ
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
規
範
が
自
然
か
ら



逸
脱
す
る
、
あ
る
い
は
逆
に
、
自
然
が
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
と
い
う
発
想
は
、
科
学
を
問
題
解
決
行
動
と
看
倣
す
ラ
ウ
ダ
ン
流
の
反
実
在

論
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
客
観
的
役
界
と
し
て
の
自
然
の
記
述
と
規
範
と
を
峻
別
す
る
契
機
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
問
題
に

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
科
学
的
反
実
在
論
で
あ
り
自
然
主
義
的
認
識
論
を
標
携
す
る
ラ
ウ
ダ
ン
に
お
い
て
は
、
認
識
論
の
規
範
的
側
面
が
喪

失
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
規
範
的
側
面
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
立
ち
返
り
た
い
論
点
が
、
仮
一
言
的
命
法
と
し
て
の
規
範
と
い
う
ラ
ウ
ダ
ン
の
発
想
で
あ
る
。
仮
一
言
的
命
法
と
し
て
の
規
範
と
は
、

「
も
し
あ
る
人
の
ゴ

l
ル
が

y
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
人
は

x
を
す
べ
し
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
手
段
が
目
的

を
達
成
し
が
ち
で
あ
る
か
、
と
い
う
記
述
的
知
識
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

こ
う
し
た
発
想
が
お
こ
な
え
る
の
も
、
科
学
的
反
実
在
論
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
実
在
論
を
採
用
し
て
し
ま
っ
て
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、

い
や
し
く
も
科
学
者
た
る
も
の
の
ゴ

l
ル
は
世
界
の
真
な
る
記
述
と
い
う
も
の
に
収
数
し
て
し
ま
う
。
仮
言
的
な
命
法
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が
仮
一
一
言
的
で
と
ど
ま
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
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