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本
稿
は
、
拙
著
『
自
由
意
志
の
向
こ
う
側
―
決
定
論
を
め
ぐ
る

哲
学
史
』（
木
島
二
〇
二
〇
年
）
で
提
起
し
た
、
あ
る
い
は
そ
の
背

景
に
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
ト
ピ
ッ
ク
を
取
り
出
し
、
同
書
の
「
基
礎

論
」
と
で
も
い
う
べ
き
、
拙
著
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
主
義
プ
ロ
グ
ラ

ム
―
自
由
意
志
も
目
的
論
も
な
い
力
の
形
而
上
学
』（
木
島

二
〇
二
一
年
）
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
同
書
で
論
じ
き

れ
な
か
っ
た
論
点
を
よ
り
明
確
に
し
た
い
。
同
時
に
、
副
題
に
も
掲

げ
た
よ
う
に
、
こ
の
考
察
の
位
置
づ
け
を
探
る
た
め
に
、
青
山
拓
央

氏
の
『
時
間
と
自
由
意
志
』（
青
山
二
〇
一
六
年
）
を
我
田
引
水
的

に
参
照
し
て
み
た
い
。

一　

�

ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
二
本
柱�

―
目
的
論
的
自
然
観
批
判
と
自
由
意
志
説
批
判

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
付
録
で
、
人
々
が
ス
ピ
ノ
ザ
の

必
然
主
義
を
受
け
入
れ
な
い
大
き
な
理
由
と
し
て
、（
現
代
の
一
般

的
な
呼
称
を
用
い
れ
ば
）
目
的
論
的
自
然
観
が
あ
り
、
こ
の
目
的
論

的
自
然
観
を
「
自
由
意
志
」
と
い
う
錯
覚
と
共
に
人
々
に
深
く
根
付

い
た
偏
見
と
見
な
し
、
批
判
す
る
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
偏
見
へ
の

批
判
の
企
図
を
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
呼
ぶ
。

こ
こ
で
改
め
て
定
式
化
し
直
せ
ば
、
そ
れ
は
、
人
々
が
本
性
的
に
陥

り
が
ち
な
偏
見
あ
る
い
はw

ishful thinking

の
根
底
に
、
自
由
意

自
由
意
志
の
「
向
こ
う
側
」
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
　

―
青
山
拓
央
氏
の
「
無
自
由
」
概
念
と
の
対
照
を
手
引
に

木　
　

島　
　

泰　
　

三
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志
と
目
的
論
の
共
犯
関
係
を
突
き
止
め
、
例
外
な
き
必
然
主
義
と
没

目
的
論
の
原
理
に
照
ら
し
て
そ
の
種
の
偏
見
を
打
ち
消
し
て
い
く
企

図
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

筆
者
は
こ
こ
で
、〈
必
然
主
義
に
よ
る
自
由
意
志
説
批
判
〉
と

〈
目
的
論
的
自
然
観
の
批
判
〉
と
い
う
二
様
の
批
判
的
企
図
が
、
切

り
離
さ
れ
ず
に
一
体
の
も
の
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
性
格

に
重
要
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
デ
モ
ク
リ
ト
ス
的
な
決
定
論
を
前
に
し
た
人
は
、
し
ば
し

ば
、
他
で
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
眼
の
前
の
「
唯
一
無
二
の
世

界
」
が
他
で
も
な
く
こ
れ
で
あ
っ
た
「
意
味
」
や
「
目
的
」
を
思
い

描
き
、
そ
こ
に
超
越
者
の
意
志
や
「
運
命
」
を
読
み
取
ろ
う
と
す

る
。
ス
ト
ア
派
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
考
察
か
ら

決
定
論
と
目
的
論
を
結
び
つ
け
、「
こ
の
世
界
の
最
善
性
」
を
主
張

す
る
。
し
か
る
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
的
論
批

判
は
、
決
定
論
や
必
然
主
義
が
も
た
ら
し
得
る
こ
の
よ
う
な
偏
見
を

退
け
、
こ
の
世
界
が
他
で
も
な
く
こ
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
唯
一
無

二
性
を
定
め
て
い
る
の
は
未
来
の
最
善
性
を
配
慮
す
る
目
的
論
的
原

理
で
は
な
く
、
所
与
の
、
あ
る
い
は
現
在
に
先
立
つ
、
非
人
格
的
な

法
則
、
前
提
、
諸
原
因
で
あ
る
、
と
い
う
現
実
を
つ
き
つ
け
る
。

　

目
的
論
的
自
然
観
の
支
持
者
は
、
こ
の
よ
う
な
必
然
主
義
に
「
盲

目
の
偶
然
」
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
嫌
悪
す
る
。
一
つ
の
例
は
プ
ラ

ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
こ
で
プ
ラ
ト
ン

は
、
今
風
に
言
え
ば
宇
宙
の
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
」

た
る
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
に
抗
う
原
理
と
し
て
の
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
決

定
論
的
宇
宙
を
暗
に
想
定
し
た
「
必
然
（
ア
ナ
ン
ケ
ー
）」
を
位
置

づ
け
、「
理
性
の
助
け
を
借
り
て
、
立
派
な
も
の
、
善
い
も
の
を
制

作
す
る
原
因
」
と
対
比
さ
れ
た
そ
の
よ
う
な
「
必
然
（
ア
ナ
ン

ケ
ー
）」
を
「
思
考
を
欠
い
て
た
だ
出
ま
か
せ
の
も
の
を
無
秩
序
に
、

そ
の
時
そ
の
時
に
作
り
出
す
原
因
」（
四
六D

―E

、
プ
ラ
ト
ン

一
九
七
五
年
六
九
―
七
〇
頁
）
と
呼
び
、
別
の
場
所
で
は
そ
れ
を

「
彷
徨
す
る
種
類
の
原
因
」（
四
八A

、
前
掲
訳
書
七
二
頁
）
と
も

呼
ぶ
。
現
代
の
解
釈
者
は
そ
れ
を
、「
無
秩
序
の
源
泉
と
し
て
の
ラ

ン
ダ
ム
性
ま
た
は
偶
然
（
テ
ュ
ケ
ー
）
に
等
し
い
」（Carone 

2005, p.37

）、
あ
る
い
は
、「
偶
然
と
し
て
の
盲
目
的
必
然
」
な
い

し
「
偶
然
性
と
い
う
意
味
で
の
必
然
性
」
と
特
徴
づ
け
る
（
シ
ュ

ペ
ー
マ
ン
／
レ
ー
ヴ
一
九
八
七
年
三
〇
頁
）。
同
じ
方
向
の
批
判
は
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
必
然
主
義
批
判
に
お
い
て
も
見

い
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
予
定
調
和
的
な
目
的
論
を
認
め
な

い
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
的
必
然
性
は
「
幾
何
学
的
で
盲
目
的
な
必
然
性
」

で
あ
り
、「
む
き
出
し
の
必
然
性 nécessité brute

」
で
あ
る
（『
弁

神
論
』
三
五
一
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
一
九
九
一
年
一
〇
一
頁
。
邦
訳
で

は
「
獣
的
必
然
性
」）。
こ
の
「
盲
目
的
」
や
「
む
き
出
し
の
」
と
は

ま
さ
に
、
目
的
と
は
無
関
係
に
、
所
与
の
前
提
と
諸
原
因
と
諸
法
則

の
み
か
ら
幾
何
学
的
、
機
械
的
に
諸
結
果
が
帰
結
す
る
と
い
う
必
然



15

性
の
あ
り
か
た
、
す
な
わ
ち
そ
の
没
目
的
性
を
指
し
て
お
り
、
こ
の

没
目
的
性
こ
そ
、
プ
ラ
ト
ン
が
デ
モ
ク
リ
ト
ス
的
「
必
然
＝
ア
ナ
ン

ケ
ー
」
を
「
で
た
ら
め
」
と
呼
ん
だ
と
き
の
核
心
に
置
か
れ
て
い
た

意
味
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
世
界
の
「
偶
然
性
」
の
強
調
、
あ
る
い
は
運

命
＝
目
的
の
否
定
は
、
必
然
的
な
秩
序
そ
の
も
の
の
否
定
と
見
な
さ

れ
る
と
き
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
の
「
原
子
の
逸
れ
」
や
、
あ
る
い
は

現
代
の
ケ
イ
ン
（K

ane 1996
）
に
代
表
さ
れ
る
「
量
子
論
的
な
リ

バ
タ
リ
ア
ン
」
の
よ
う
な
、
非
決
定
論
と
そ
れ
に
基
づ
く
自
由
意
志

を
呼
び
寄
せ
る
。
し
か
る
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

第
二
の
柱
、
つ
ま
り
必
然
主
義
は
、
こ
こ
で
の
こ
の
よ
う
な
誘
惑
と

誤
認
を
矯
正
す
る
役
割
を
果
た
す
。

　

こ
こ
で
有
益
と
思
わ
れ
る
の
は
、
九
鬼
周
造
『
偶
然
性
の
問
題
』

「
仮
説
的
偶
然
」
の
三
つ
の
下
位
区
分
の
内
の
二
つ
で
あ
る
「
因
果

的
偶
然
」
と
「
目
的
的
偶
然
」
の
区
別
で
あ
る）

1
（

。
つ
ま
り
、
デ
モ
ク

リ
ト
ス
や
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
観
が
目
的
論
者
た
ち
か
ら
「
偶
然
」
の

容
認
の
か
ど
で
批
判
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
偶

然
」
は
「
目
的
的
偶
然
」
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
万
事
が
物
理
法

則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
因
果
的
偶
然
の
否
定
」
と

両
立
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
と
関
連
し
て
注
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
目
的
論
的
自
然

観
に
最
終
的
な
打
撃
を
与
え
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
選
択
説
が
依
拠

す
る
「
ラ
ン
ダ
ム
な
変
異
」
は
ま
さ
に
「
目
的
的
偶
然
」
で
あ
り
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
の
「
逸
れ
」
や
現
代
の
量
子

論
が
導
入
す
る
非
決
定
論
的
な
過
程
で
あ
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
モ
ノ
ー
の
よ
う
な
現
代
の
進

化
論
者
の
中
に
も
幾
分
の
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
モ

ノ
ー
は
、
ラ
プ
ラ
ス
的
な
決
定
論
が
成
り
立
っ
て
い
る
、
そ
れ
ゆ
え

偶
然
の
余
地
の
存
在
し
な
い
世
界
に
お
い
て
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
進
化

は
不
可
能
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
が
（
モ
ノ
ー
一
九
七
二
年
一
三
五

頁
）、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ネ
ッ
ト
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に

は
短
絡
が
あ
る
（
デ
ネ
ッ
ト
二
〇
二
〇
年
二
一
九
頁
）。
筆
者
な
り

に
整
理
す
れ
ば
、「
偶
然
」
と
は
必
ず
し
も
非
決
定
論
的
な
「
因
果

的
偶
然
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
必
要
な
の
は
「
目

的
的
偶
然
」
で
十
分
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
者
で
あ
る
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
も
、
ス
ピ
ノ
ザ

も
、
動
植
物
の
構
造
を
含
む
自
然
の
合
目
的
性
と
い
う
認
識
そ
の
も

の
に
懐
疑
的
で
あ
る
。
例
え
ば
両
者
と
も
、
目
は
「
見
る
た
め
に
」

与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
を
目
的
論
的
な
偏
見
と
し
て
嘲
笑
す

る
（
ル
ク
レ
ー
テ
ィ
ウ
ス
一
九
六
一
年
、
第
四
巻
、
八
三
六
―

八
四
二
節
、
一
九
二
頁
、
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
付
録
）。

こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
後
知
恵
を
も
っ
て
み
れ
ば
、

生
物
界
の
合
目
的
性
の
認
識
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
目
の
構
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造
は
光
学
的
装
置
と
し
て
の
「
設
計
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
説
明
が

可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
説
明
を
求
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
デ
ザ
イ
ン
論
証
を
は
じ
め
と
す
る
目
的
論
的
な
自

然
理
解
は
長
き
に
渡
り
説
得
力
を
も
ち
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
や
ス
ピ

ノ
ザ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
反
目
的
論
は
広
い
支
持
を
受
け
な
か
っ
た

の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
の
「
盲
目
の
偶
然
」
＝
目
的
的

偶
然
を
基
礎
に
し
た
自
然
選
択
説
が
見
か
け
上
合
目
的
的
で
あ
る
よ

う
な
自
然
現
象
の
非
目
的
論
的
説
明
を
提
起
し
た
と
き
に
、
エ
ピ
ク

ロ
ス
主
義
や
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
の
根
本
的
な
正
し
さ
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
自
然
が
根
底
に
お
い
て
目
的
論
的
原

理
を
含
ま
な
い
と
い
う
認
識
を
あ
く
ま
で
徹
底
さ
せ
た
点
で
は
、

ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
は
あ
く
ま
で
彼
ら
と
同
じ
側
に
属
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
以
後
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
自
然
選
択
説
の
登
場
に

よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
神
学
が
衰
退
し
て
以
降
も
、
生
気
論
的
思
想
と
結

び
つ
い
た
目
的
論
的
自
然
観
は
な
お
も
残
存
し
た
と
見
ら
れ
る
（
こ

れ
は
拙
著
で
は
「
非
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
進
化
論
」
と
「
歴
史
主
義
的
決

定
論
＝
目
的
論
」
の
共
依
存
関
係
と
し
て
指
摘
し
て
お
い
た
）。
生

命
現
象
の
機
械
論
的
な
把
握
の
見
通
し
が
本
格
的
に
立
つ
の
が
二
〇

世
紀
半
ば
の
「
進
化
の
総
合
説
」
の
成
立
と
そ
の
し
ば
ら
く
後
の
分

子
生
物
学
の
発
展
の
時
期
以
降
で
あ
り
、
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら

八
〇
年
代
に
か
け
て
の
「
社
会
生
物
学
論
争
」
を
経
て
、
進
化
心
理

学
や
進
化
倫
理
学
の
よ
う
な
学
を
筆
頭
と
す
る
人
文
・
社
会
科
学
へ

の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
、
つ
ま
り
機
械
論
的
な
生
命
理
解
・
人
間
理
解
の

浸
透
が
進
行
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
自
由
意
志
と
目
的
論
と
い
う
思
想
の

共
犯
関
係
を
共
に
暴
き
、
退
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
自
然
主
義
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
依
然
と
し
て
有
効
な
手
引
と
な
っ
て
い
る
、
と
筆
者
は
考
え

る
。
次
に
こ
の
点
を
詳
し
く
見
て
お
こ
う
。

二　

�

ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
見
た

現
代
の
自
由
意
志
問
題

　

自
由
意
志
と
目
的
論
の
共
犯
関
係
の
暴
露
、
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の

自
然
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
現
代
に
お
け
る
錯
綜
し
た
「
自
由
意
志

論
争
」
な
い
し
「
自
由
意
志
と
決
定
論
」
問
題
を
読
み
解
く
際
に
も

有
益
な
手
引
に
な
る
。

　

最
初
に
明
確
に
し
て
お
く
と
、
筆
者
は
「
自
由
意
志
と
決
定
論
の

問
題
」
と
は
、
基
本
的
に
過
去
の
問
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

「
自
由
意
志
と
決
定
論
の
問
題
」
は
、
基
本
的
に
は
一
七
世
紀
以
降

の
機
械
論
的
世
界
像
が
決
定
論
的
世
界
像
を
肯
定
し
て
き
た
こ
と
を

背
景
に
し
て
重
大
に
な
っ
た
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
後
物
理
学
に
お

い
て
、
量
子
論
の
知
見
に
依
拠
し
た
非
決
定
論
的
世
界
像
の
優
位
が

確
立
し
て
い
る
、
と
い
う
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
前
提
の



17

相
違
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
物
理

学
者
渡
辺
慧
氏
の
次
の
考
察
が
適
切
で
あ
る
限
り
、
単
に
ミ
ク
ロ
な

相
互
作
用
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
可
視
的
で
マ
ク
ロ
な
意
思
決
定

の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
す
ら
、
決
定
論
的
世
界
像
は
す
で
に
維
持
で
き

な
く
な
っ
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
、
と
思
わ
れ
る
。

　

一
キ
ロ
先
の
赤
信
号
の
光
子
の
一
つ
二
つ
が
眼
球
に
は
い
る

か
、
は
い
ら
な
い
か
は
、
量
子
論
的
不
確
定
性
の
故
に
決
定
し

な
い
こ
と
が
十
分
あ
り
う
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
の
眼
は
、
一

つ
二
つ
の
光
子
も
感
じ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
赤
信
号
の

光
子
が
眼
に
は
い
れ
ば
、
列
車
の
運
転
手
は
ブ
レ
ー
キ
を
か

け
、
光
子
が
眼
に
は
い
ら
な
け
れ
ば
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
な
い
と

い
う
こ
と
は
充
分
あ
り
え
ま
す
。
そ
の
結
果
、
言
え
る
こ
と

は
、
何
百
人
の
生
命
の
生
死
が
、
量
子
論
的
不
確
定
性
で
左
右

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
渡
辺
一
九
八
〇
年
一
八
六
頁
）

こ
れ
は
、
現
代
で
は
「
複
数
の
未
来
へ
の
分
岐
」
の
可
能
性
、
し
か

も
単
な
る
論
理
的
な
可
能
性
で
は
な
く
、
物
理
的
な
可
能
性
が
、
マ

ク
ロ
な
意
思
決
定
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
す
ら
肯
定
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
で
き
る
。
従
っ
て
ま
た
、〈
物
理
法

則
は
単
線
的
で
た
だ
一
つ
の
世
界
経
過
し
か
許
容
せ
ず
、
物
理
法
則

を
踏
ま
え
る
限
り
世
界
の
経
過
は
他
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
〉
と
い

う
古
典
的
な
決
定
論
的
世
界
像
は
、
現
代
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る

か
、
少
な
く
と
も
非
常
に
問
題
含
み
な
テ
ー
ゼ
で
し
か
な
く
な
っ
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
、
と
思
わ
れ
る
。

　

物
理
法
則
が
あ
る
時
点
以
降
の
未
来
の
経
過
と
し
て
唯
一
の
単
線

的
経
過
の
み
を
許
容
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
複
数
の
「
枝
分
か
れ
」

の
余
地
を
認
め
る
の
か
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
專
門
知
の
趨
勢
が
前

者
か
ら
後
者
へ
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
は
そ
れ
と
し
て
重
要

な
形
而
上
学
的
な
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
の
後
立
ち
戻

る
。
し
か
し
こ
こ
で
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
認
識
を
踏
ま
え
る
と

き
、
伝
統
的
な
「
自
由
意
志
と
決
定
論
の
問
題
」
が
必
ず
し
も
「
決

定
論
を
め
ぐ
る
問
題
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
？

と
い
う

可
能
性
が
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
要
と
な
る
の
は
、
物
理
学
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
決
定
論

的
世
界
像
の
否
定
が
、
直
ち
に
「
自
由
意
志
と
決
定
論
の
問
題
」
の

反
決
定
論
サ
イ
ド
、
つ
ま
り
は
決
定
論
と
相
容
れ
な
い
タ
イ
プ
の
自

由
意
志
を
肯
定
す
る
「（
哲
学
的
）
リ
バ
タ
リ
ア
ン
」
に
好
ま
し
い

帰
結
を
も
た
ら
す
よ
う
に
は
と
て
も
思
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
論
点
だ
が
、
や
は
り
大
き
な
問

題
で
あ
り
、
筆
者
の
関
心
に
も
深
く
関
わ
る
点
な
の
で
、
詳
し
く
見

て
お
き
た
い
。

　

こ
の
問
題
を
率
直
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
量
子
論
に
基
づ

く
非
決
定
論
的
宇
宙
像
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
が
開
か
れ
る
前
の
段
階
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で
、
非
決
定
論
的
宇
宙
像
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
抱
か

れ
て
い
た
の
か
を
見
て
お
く
の
が
有
益
で
あ
る
。
そ
し
て
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
二
〇
世
紀
初
頭
の
講
演
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
を

例
示
し
て
い
る
。

人
間
の
未
来
を
意
志
す
る
働
き
は
、
事
実
上
、
あ
い
ま
い
な

〔
＝
非
決
定
論
的
な
〕
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
そ
う
な
、

唯
一
の
事
柄
で
あ
る
。（
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
九
六
一
年
二
〇
二
頁
、

訳
語
一
部
改
変
）

つ
ま
り
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
人
間
の
意
志
の
働
き
こ
そ
が
、
こ
の
宇
宙

に
見
い
だ
さ
れ
そ
う
な
唯
一
の
非
決
定
論
的
な
働
き
で
あ
る
、
と
い

う
考
え
方
を
当
然
の
よ
う
に
前
提
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が

一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
二
〇
世
紀
の
物
理
学
は
、

そ
れ
ま
で
見
込
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
と
は
ま
る
で
別
の
と
こ
ろ
か

ら
、
予
想
外
の
形
で
、
決
定
論
的
宇
宙
観
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
（
そ
れ
が
古
代
以
降
一
貫
し
て
支
持
者
を
広
げ

た
こ
と
の
な
か
っ
た
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
な
逸
れ
」
と
奇
妙
に
類
似
し

て
い
る
の
は
、
こ
の
全
体
的
傾
向
の
例
外
で
あ
る
）。
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
か
つ
て
非
決
定
論
に
期
待
さ
れ
て
い
た
役
割
を
思
う
よ
う
に

果
た
せ
ず
に
い
る
こ
と
も
ま
た
、
納
得
で
き
る
。

　

量
子
論
的
な
非
決
定
性
は
端
的
に
ラ
ン
ダ
ム
な
過
程
で
あ
り
、
行

為
者
が
「
意
の
ま
ま
に
」
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
な
過
程
で
は

な
い
と
い
う
点
で
、（
哲
学
的
）
リ
バ
タ
リ
ア
ン
が
求
め
て
い
る
自

由
意
志
の
非
決
定
性
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

逸
脱
で
あ
る
か
は
こ
の
後
考
察
す
る
が
、
こ
こ
で
、
現
代
の
リ
バ
タ

リ
ア
ン
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
非
決
定
性
を
自
由
意
志
の
必
要
条
件
で

は
あ
っ
て
も
十
分
条
件
と
は
見
な
し
て
い
な
い
、
と
い
う
点
に
注
目

す
る
こ
と
が
ま
ず
は
必
要
で
あ
る
。

　

例
え
ば
ロ
バ
ー
ト
・
ケ
イ
ン
は
量
子
論
的
非
決
定
論
に
依
拠
し
た

（
哲
学
的
）
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
提
起
す
る
が
、
そ
こ
で
単
な
る

非
決
定
性
の
み
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
」
と
自

ら
の
立
場
を
慎
重
に
区
別
す
る
（K

ane 1996, pp.170 -1

）。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
が
「
自
由
意
志
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て

い
た
か
を
見
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
単
な
る
「
決
定
論
か
ら
の
自

由
」
と
い
う
、（
バ
ー
リ
ン
の
用
語
を
借
用
す
れ
ば
）「
消
極
的
自

由
」
に
留
ま
ら
な
い
、「
積
極
的
自
由
」
概
念
が
理
解
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
自
由
と
は
、
自
分
自
身
の
目

標
ま
た
は
目
的
の
創
造
者
で
あ
り
維
持
者
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
行
為
者
の
諸
能
力
」（K

ane 1996, p.4

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
ケ

イ
ン
は
「
自
分
自
身
の
目
的
の
創
造
者
か
つ
維
持
者
で
あ
る
こ
と
」

へ
の
能
力
と
し
て
、
自
ら
の
自
由
な
い
し
自
由
意
志
概
念
を
定
位
し

て
い
る
。
あ
る
い
は
、
も
う
一
人
の
代
表
的
な
リ
バ
タ
リ
ア
ン
で
あ

る
E
・
J
・
ロ
ウ
も
、
人
間
の
意
志
が
因
果
的
閉
鎖
性
（causal 
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closure

）
を
は
み
出
す
能
力
、
つ
ま
り
「
自
発
的
力
（spontaneous 

pow
er

）」
で
あ
る
こ
と
を
放
射
性
物
質
の
崩
壊
を
引
き
合
い
に
出

し
て
論
じ
、
こ
の
点
で
意
志
の
「
消
極
的
自
由
」
を
確
保
し
つ
つ
、

さ
ら
に
意
志
と
は
「
合
理
的
力
」
で
あ
り
、
し
か
も
、
単
に
「
理
由

に
適
っ
て
（in accordance w

ith reasons

）」
働
く
だ
け
で
な
く
、

「
理
由
の
た
め
に
（for a reason

）」
働
く
こ
と
が
で
き
る
能
力
で

あ
る
、
と
い
う
点
に
そ
の
積
極
的
性
格
を
認
め
る
（Low

e 2008, 
pp. 155 -6, 176 -7

）。
こ
こ
で
ロ
ウ
が
「
積
極
的
自
由
」
と
呼
べ
る

も
の
の
根
拠
と
し
て
い
る
「
理
由
」
な
い
し
「
理
由
の
た
め
に
」
と

い
う
概
念
も
ま
た
、
望
ま
し
い
未
来
の
目
的
と
解
さ
れ
る
（cf. 

ibid. ch. 10

）。

　

こ
の
よ
う
な
現
代
の
（
哲
学
的
）
リ
バ
タ
リ
ア
ン
た
ち
の
自
由
概

念
を
見
て
い
く
と
、
彼
ら
が
真
に
希
求
し
て
い
る
も
の
は
、
未
来
の

望
ま
し
い
目
的
を
設
定
し
実
現
し
得
る
と
い
う
積
極
的
能
力
な
の
で

あ
っ
て
、「
決
定
論
か
ら
の
自
由
」
と
い
う
消
極
的
な
規
定
は
、
こ

の
積
極
的
能
力
の
実
現
を
確
保
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
の
み
求
め

ら
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
自
由
意
志
論
争
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に

つ
い
て
の
、
一
つ
の
視
角
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
意
志
と

は
一
定
の
未
来
の
目
的
を
設
定
し
そ
の
実
現
を
目
指
す
と
い
う
目
的

論
的
な
営
み
と
一
体
不
可
分
の
能
力
で
あ
り
、
決
定
論
は
そ
の
よ
う

な
能
力
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
限
り
で
問
題
と
な

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
近
代
の
自
由
意
志
論
争
と
は
、
近
代
科

学
が
切
り
開
い
た
決
定
論
的
な
機
械
論
的
自
然
像
の
中
で
、
人
間
の

こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
能
力
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
あ
る

い
は
そ
も
そ
も
そ
れ
を
保
持
で
き
る
か
に
関
す
る
問
題
、
言
い
換
え

れ
ば
自
然
主
義
的
人
間
理
解
の
問
題
と
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
認
識
を
得
る
こ
と
で
、
自
由
意
志
論
争
に
つ
い
て
二
つ
の
見

通
し
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

　

第
一
に
、
こ
の
認
識
は
、
意
志
と
い
う
能
力
を
あ
く
ま
で
も
目
的

の
達
成
、
あ
る
い
は
広
義
の
善
の
獲
得
と
関
連
づ
け
て
理
解
し
よ
う

と
す
る
と
い
う
、
西
洋
の
「
意
志
」
概
念
の
ご
く
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な

認
識
に
立
ち
返
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
は
様
々
な
技
巧
的
な
思

考
実
験
な
ど
に
よ
り
本
質
的
な
問
題
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
現

在
の
自
由
意
志
論
争
の
錯
綜
し
た
状
況
を
解
き
ほ
ぐ
す
助
け
と
な
り

得
る
。

　

そ
し
て
第
二
に
、
自
由
意
志
が
本
質
的
に
目
的
論
的
な
能
力
で
あ

る
、
と
い
う
こ
の
認
識
を
得
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
目
的
論
的
自
然
観

の
退
潮
と
機
械
論
的
自
然
観
の
拡
張
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
に
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
自
由
意
志
と
は
、
科
学
革

命
、
お
よ
び
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
革
命
」
を
経
て
退
潮
を
続
け
て
き
た
目

的
論
的
な
自
然
過
程
の
最
後
の
砦
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
今
や
神
経
科
学
や
進
化
論
的
認
知
研
究
の
猛
攻
を
受
け
つ
つ
あ



20

る
と
い
う
の
が
現
状
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
恐
ら
く

同
じ
認
識
は
、
現
代
の
行
為
論
に
お
け
る
「
理
由
」
と
「
原
因
」
の

関
連
付
け
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
本
質
が
見
え
に
く
か
っ
た
の
は
、
一
七
世
紀
に
近
代
的
な

「
決
定
論
と
自
由
意
志
」
問
題
が
問
わ
れ
始
め
た
時
期
、
そ
れ
が
よ

り
伝
統
的
な
「
運
命
論
と
自
由
意
志
」
と
呼
ぶ
べ
き
問
題
と
重
ね
合

わ
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。
先
ほ
ど
ス
ト
ア
派
や
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
に
関
連
づ
け
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
神
的
な
「
予
定

（predestination

）」
を
含
む
講
義
の
「
運
命
」
と
は
、
あ
る
定
め

ら
れ
た
結
末
を
目
指
し
て
進
む
と
い
う
意
味
で
本
質
的
に
目
的
論
的

な
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
（
神
的
予

定
に
つ
い
て
言
え
ば
）
人
間
の
自
由
意
志
と
い
う
目
的
論
的
な
働
き

と
神
の
自
由
意
志
と
い
う
目
的
論
的
な
働
き
を
ど
の
よ
う
に
調
停
す

る
か
と
い
う
問
い
か
け
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
自
然
主
義
的
な

「
決
定
論
」
と
人
間
の
自
由
意
志
の
関
係
へ
の
問
い
と
は
区
別
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　

自
由
意
志
、
と
り
わ
け
、
決
定
論
と
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
て
き
た
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
な
自
由
意
志
と
は
、
あ
る
種
の
目

的
論
的
自
然
過
程
で
あ
る
、
と
い
う
そ
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
こ

と
で
、
そ
れ
が
い
か
に
維
持
し
難
い
思
想
で
あ
る
か
が
よ
り
明
確
に

な
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
あ
る
人
間
の
利
害
関
心
に
照
ら
し
て
望
ま

し
い
目
的
論
的
過
程
が
、
そ
の
人
間
に
と
っ
て
望
ま
し
い
タ
イ
ミ
ン

グ
と
場
所
で
、
因
果
律
を
無
視
し
て
発
生
す
る
、
と
い
う
過
程
で
あ

り
、
自
然
的
世
界
が
こ
の
よ
う
な
虫
の
よ
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
見
込
み
は
皆
無
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　

同
時
に
ま
た
、
こ
の
図
式
に
照
ら
す
と
き
、
因
果
律
と
量
子
論
的

な
不
確
定
性
は
、
目
的
と
は
無
関
係
に
進
行
す
る
自
然
過
程
で
あ
る

と
い
う
点
で
、
共
に
「
目
的
的
偶
然
」
に
属
す
る
過
程
と
し
て
、
目

的
論
的
な
リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
自
由
意
志
と
対
立
す
る
過
程
で
あ
る
こ

と
が
明
確
に
な
る）

2
（

。
そ
れ
は
、
必
然
的
法
則
の
み
な
ら
ず
純
然
た
る

因
果
的
偶
然
を
も
含
む
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
プ
ラ
ト
ン
が
デ
モ
ク

リ
ト
ス
に
見
い
だ
し
た
「
ア
ナ
ン
ケ
ー
」
の
性
格
を
ほ
ぼ
す
べ
て
受

け
継
い
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
認
識
を
踏
ま
え
て
「
自
由
意
志
問
題
」
を
見
直

す
こ
と
で
、
従
来
気
づ
か
れ
に
く
か
っ
た
状
況
の
把
握
も
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

三　

�

青
山
拓
央
氏
の
『
時
間
と
自
由
意
志
』
に
お
け

る
「
分
岐
問
題
」
と
「
無
自
由
」

　

こ
こ
で
、
表
題
に
掲
げ
た
青
山
拓
央
氏
の
『
時
間
と
自
由
意
志
』

を
一
つ
の
比
較
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
実
を
言
う
と
、
こ
の

比
較
が
明
ら
か
に
す
る
氏
と
筆
者
の
立
場
の
差
異
が
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
、
筆
者
に
は
確
信
が
も
て
て
い
な
い
。
こ
れ
は
氏
が
最
終
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的
に
目
指
し
て
い
る
も
の
を
筆
者
が
十
分
に
把
握
で
き
て
い
な
い
こ

と
と
恐
ら
く
関
わ
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
氏
の
認
識
と
筆
者
の
認

識
に
は
大
き
な
一
致
点
と
無
視
で
き
な
い
相
違
点
が
あ
り
、
そ
の
意

味
の
検
討
を
今
後
の
課
題
と
し
つ
つ
、
そ
の
一
致
点
と
相
違
点
の
確

認
を
し
て
お
き
た
い
（
な
お
、
注
記
し
て
お
け
ば
以
下
は
青
山
氏
の

著
書
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
紹
介
で
は
な
く
、
筆
者
の
関
心
に
結
び

つ
い
た
論
点
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
）。

・『
時
間
と
自
由
意
志
』
の
大
き
な
骨
格

　

青
山
氏
は
「
分
岐
問
題
」
と
い
う
問
題
を
自
由
意
志
問
題
を
考
え

る
た
め
の
導
入
に
据
え
る
。
分
岐
問
題
と
は
、
我
々
の
、
複
数
の
選

択
肢
＝
可
能
な
複
数
の
未
来
の
分
岐
点
か
ら
一
つ
の
道
を
選
択
し
、

決
定
す
る
、
と
い
う
営
み
を
子
細
に
見
つ
め
て
い
く
と
、
ど
の
決
定

に
つ
い
て
も
先
立
つ
根
拠
が
見
つ
か
り
、
最
終
的
に
「
複
数
の
可
能

な
分
岐
」
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
仮
に
分
岐
が
存

在
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
無
根
拠
な
偶
然
の
分
岐
で
し
か
な
い

か
、
こ
の
二
つ
の
「
解
」
し
か
残
ら
な
く
な
る
、
と
い
う
考
察
で
あ

る
。
青
山
氏
は
こ
の
よ
う
な
考
察
の
果
て
に
見
い
だ
さ
れ
る
自
由
意

志
の
不
可
能
性
は
「
不
自
由
」
で
は
な
く
、「
不
道
徳
（im

m
oral

）」

に
対
す
る
「
無
道
徳
（am

oral

）」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
「
無
自

由
（afree

）」
で
あ
る
、
と
す
る
。

・
分
岐
問
題
に
つ
い
て

　

冒
頭
で
提
起
さ
れ
る
「
分
岐
問
題
」
は
非
常
に
印
象
深
い
議
論
で

あ
り
、
い
わ
ゆ
る
自
由
意
志
問
題
の
導
入
方
法
と
し
て
有
用
で
あ

る
。
と
は
い
え
そ
の
実
質
は
、「
充
足
理
由
律
」
に
基
づ
く
決
定
論
、

あ
る
い
は
運
命
論
の
論
証
を
、
出
発
点
を
変
え
て
提
示
し
た
も
の
に

帰
着
す
る
、
と
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
。

　

古
典
的
な
因
果
的
決
定
論
は
、
あ
る
時
点
の
世
界
の
状
況
か
ら
複

数
の
未
来
が
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
中
の
唯
一

「
他
で
は
な
く
こ
の
」
因
果
系
列
の
み
が
実
現
す
る
こ
と
の
根
拠
を

因
果
律
が
与
え
る
、
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
こ
で
因
果
的
決
定
論

は
、
複
数
の
「
枝
分
か
れ
」
の
可
能
性
の
中
か
ら
唯
一
つ
を
絞
り
込

む
原
理
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
充
足
理
由
律
」
で
あ

る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
因
果
的
充
足
理
由
律
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
原
理
は
、
宇
宙
の
初
期
状
態
や
自
然
法
則
が
別
様
で
あ
っ

た
な
ら
ば
別
の
宇
宙
経
過
が
成
立
し
て
い
た
、
と
い
う
論
理
的
な
可

能
性
を
残
す
。
し
か
る
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
考
え
る
最
善
世
界
説

は
、
宇
宙
の
初
期
状
態
が
あ
れ
で
は
な
く
こ
れ
で
あ
る
と
い
う
理
由

を
創
造
者
で
あ
る
神
が
現
実
世
界
を
最
善
世
界
と
し
て
選
ん
だ
、
と

い
う
想
定
に
求
め
る
主
張
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
世
界
の
最
善
性
」

と
い
う
目
的
論
的
な
原
理
が
、
複
数
の
可
能
な
世
界
系
列
の
中
か
ら

一
つ
を
選
び
出
す
原
理
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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こ
れ
は
、
因
果
的
充
足
理
由
律
を
そ
の
上
位
で
統
制
す
る
、
目
的
論

的
充
足
理
由
律
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
取
り
図
を
与
え

た
と
き
、
量
子
論
的
不
確
定
性
は
、
目
的
論
的
充
足
理
由
律
の
み
な

ら
ず
、
因
果
的
充
足
理
由
律
に
も
縛
ら
れ
な
い
偶
然
を
導
入
す
る
も

の
と
見
ら
れ
よ
う
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
ヴ
ァ
ン
・
イ

ン
ワ
ー
ゲ
ン
（
二
〇
一
〇
年
）
の
「
帰
結
論
証
」
は
、
充
足
理
由
律

と
し
て
の
因
果
律
に
依
拠
し
た
（
自
由
意
志
の
行
使
を
唯
一
の
例
外

と
す
る
）
分
岐
不
可
能
論
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

・「
無
自
由
」
と
ア
ナ
ン
ケ
ー
＝
目
的
的
偶
然

　

ま
た
、
氏
の
「
単
線
的
決
定
論
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
説
明
不
可
能

な
（
＝
充
足
理
由
を
欠
く
）
偶
然
に
よ
る
分
岐
か
」
と
い
う
二
様
の

解
の
果
て
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
無
自
由
」
の
概
念
は
、
筆
者
が
デ
モ

ク
リ
ト
ス
―
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
「
必
然
（
ア
ナ
ン
ケ
ー
）」
と
量
子
論

的
な
偶
然
に
共
に
見
い
だ
し
た
「
目
的
的
偶
然
」
に
最
終
的
に
意
志

と
い
う
目
的
論
的
原
理
は
基
礎
を
置
い
て
い
る
（
そ
れ
は
例
え
ば
最

終
的
に
非
目
的
論
的
な
自
然
選
択
の
過
程
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
）、

と
い
う
筆
者
な
り
の
認
識
と
よ
く
一
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

氏
は
「
無
自
由
」
を
「
自
由
意
志
と
決
定
論
」
と
い
う
対
立
の
中

に
あ
る
「
不
自
由
」
と
区
別
す
る
。
か
な
り
我
田
引
水
と
は
思
う

が
、
筆
者
は
、
究
極
的
に
「
目
的
的
偶
然
」
に
帰
着
す
る
意
志
作
用

が
、
運
命
論
的
な
、
意
図
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ
る
「
支
配
」
で
は

な
く
、
無
人
格
的
な
決
定
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
、「
不
自
由
」
に

対
比
さ
れ
る
「
無
自
由
」
と
重
な
る
性
格
を
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

古
典
力
学
で
近
似
で
き
る
マ
ク
ロ
な
世
界
に
つ
い
て
言
え
ば
、
充

足
理
由
律
に
よ
る
決
定
論
は
依
然
十
分
に
有
効
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

そ
の
充
足
理
由
律
が
「
目
的
的
偶
然
」
と
し
て
の
作
用
因
に
限
定
さ

れ
る
、
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
世
界
の
経
過
が
単
線
か
ど
う

か
、
と
い
う
点
よ
り
も
、
そ
こ
で
は
ま
さ
に
デ
モ
ク
リ
ト
ス
的
な
目

的
な
き
ア
ナ
ン
ケ
ー
が
支
配
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
、
古
典
的
な

決
定
論
に
よ
る
自
由
意
志
否
定
と
し
て
「
無
自
由
」
を
見
い
だ
し
得

る
。

　

但
し
筆
者
は
、
例
え
ば
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
か
ら
、
い
き
な
り
根
底

的
な
「
無
自
由
」
の
境
地
に
飛
躍
す
る
青
山
氏
の
論
述
（
一
六
二

頁
）
に
逆
に
危
惧
を
お
ぼ
え
る
。
生
物
の
脳
は
自
然
選
択
の
産
物
と

し
て
高
度
な
疑
似
・
目
的
論
的
な
動
作
を
行
う
装
置
な
の
で
あ
り
、

我
々
の
日
常
的
な
意
思
決
定
の
場
面
で
は
、
根
底
の
「
ア
ナ
ン
ケ
ー
」

が
直
に
顔
を
出
す
こ
と
は
な
く
、
無
秩
序
を
秩
序
化
＝
目
的
論
化
す

る
装
置
が
内
的
に
も
外
的
に
も
無
数
の
層
を
な
し
て
い
る
。

　

デ
ネ
ッ
ト
は
「
意
味
論
的
エ
ン
ジ
ン
」
を
永
久
機
関
に
な
ぞ
ら

え
、
現
実
に
存
在
す
る
機
械
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
「
構
文
論
的
エ

ン
ジ
ン
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
意
味
論
的
エ
ン
ジ
ン
を
近
似
な
い
し
模

倣
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
（「
効
率
の
よ
い
機
械
」
は
永
久
機
関
を
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近
似
す
る
が
、
真
の
永
久
機
関
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
の

と
似
た
意
味
で
）
と
論
じ
る
（
デ
ネ
ッ
ト
二
〇
一
五
年
、
第
三
一

章
、
二
七
九
―
八
一
頁
）。
人
間
の
「
任
意
の
未
来
を
設
定
し
そ
れ

を
任
意
に
実
現
す
る
能
力
」
と
い
う
能
力
は
、
こ
こ
で
い
う
永
久
機

関
や
意
味
論
的
エ
ン
ジ
ン
に
似
た
実
現
不
可
能
な
イ
デ
ー
に
当
た
る

と
思
わ
れ
る
。
進
化
や
言
語
は
「
テ
レ
オ
ロ
ジ
カ
ル
・
エ
ン
ジ
ン
」

に
似
た
も
の
を
生
み
出
す
が
、
真
の
目
的
因
が
存
在
し
な
い
こ
の
現

世
で
は
、
そ
れ
ら
は
、
ア
ナ
ン
ケ
ー
的
な
物
理
的
実
在
を
寄
せ
集
め

て
作
ら
れ
る
、
純
粋
な
テ
レ
オ
ロ
ジ
カ
ル
・
エ
ン
ジ
ン
（
超
越
的
人

格
神
や
リ
バ
タ
リ
ア
ン
が
夢
想
す
る
人
間
に
宿
る
自
由
意
志
が
そ
れ

に
当
た
る
）
の
近
似
物
に
留
ま
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

こ
の
構
造
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
面
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
も
で
き
る
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
革
命
は
目
的
論
的
自
然
観
の
最
終
的
な
廃
棄
で
あ
っ
た

と
共
に
、「
目
的
論
の
自
然
化
」
で
も
あ
っ
た
。
青
山
氏
は
リ
ベ
ッ

ト
の
実
験
か
ら
い
き
な
り
無
自
由
の
世
界
へ
の
ジ
ャ
ン
プ
す
る
が
、

そ
の
間
に
は
こ
の
「
自
然
化
さ
れ
た
目
的
論
」
の
分
厚
い
層
が
存
在

し
て
い
て
、
こ
の
層
を
無
視
し
な
け
れ
ば
、
た
と
え
世
界
の
実
相
が

無
自
由
（
な
い
し
ア
ナ
ン
ケ
ー
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

人
間
は
無
力
で
受
動
的
な
運
命
の
奴
隷
で
も
、
真
空
中
で
対
生
成
と

対
消
滅
を
繰
り
返
す
粒
子
の
よ
う
な
「
起
こ
る
ま
ま
に
起
き
る
」
だ

け
の
存
在
（
青
山
二
〇
一
六
年
一
六
四
頁
）
で
も
な
い
、
と
言
い
続

け
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
　
　
《
注
》

（
1
） 

も
う
一
つ
の
「
理
由
的
偶
然
」
の
対
応
物
を
ス
ピ
ノ
ザ
や
ラ
プ
ラ

ス
の
中
に
見
い
だ
す
作
業
も
『
自
由
意
志
の
向
こ
う
側
』
で
は
行
っ

た
が
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。「
離
接
的
偶
然
」
の
よ
う
な
、

九
鬼
の
よ
り
深
い
洞
察
と
結
び
つ
い
た
概
念
も
や
は
り
こ
こ
で
は
取

り
上
げ
な
い
。

（
2
） 

筆
者
は
『
自
由
意
志
の
向
こ
う
側
』
で
、「
何
か
が
『
因
果
的
偶

然
』
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
要
す
る
に
無
法
則
的
で
で
た
ら
め
な
出

来
事
で
あ
る
の
だ
か
ら
、『
目
的
的
偶
然
』、
つ
ま
り
目
的
論
的
な
観

点
か
ら
見
て
も
偶
然
的
な
も
の
で
も
あ
る
方
が
一
般
的
な
の
だ
」
と

述
べ
た
（
一
〇
四
頁
）。
こ
れ
は
ご
く
当
然
の
推
理
で
あ
り
、
と
り

わ
け
量
子
論
的
な
不
確
定
性
に
つ
い
て
は
よ
く
当
て
は
ま
る
。
し
か

し
そ
の
少
し
前
で
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
「
原
子
の
逸
れ
」
も
ま
た

「
目
的
的
偶
然
」
で
あ
る
、
と
述
べ
た
部
分
に
は
見
直
し
が
必
要
で

あ
っ
た
と
気
づ
い
た
。
と
い
う
の
も
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
原
子
の

逸
れ
が
、
生
物
が
好
ま
し
い
も
の
を
求
め
る
た
め
に
自
由
意
志
が
ま

さ
に
行
使
さ
れ
る
局
面
で
生
じ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
ル
ク
レ
ー
テ
ィ
ウ
ス
一
九
六
一
年
、
七
三
頁
、

第
二
巻
二
五
六
―
六
〇
）。
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
は
単
に
不
確
定
で

非
決
定
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
摂
理
や
運
命
（
に
等
し
い
も
の
と
目
さ

れ
た
自
然
法
則
）
に
縛
ら
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
積
極
的

に
目
的
論
的
な
働
き
を
す
る
と
目
さ
れ
た
、
か
な
り
強
い
意
味
で
の

リ
バ
タ
リ
ア
ン
的
自
由
意
志
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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邦
語
・
邦
訳
文
献

青
山
拓
央　

二
〇
一
六
年
『
時
間
と
自
由
意
志
―
自
由
は
存
在
す
る

か
』
筑
摩
書
房

ヴ
ァ
ン
・
イ
ン
ワ
ー
ゲ
ン
、
ピ
ー
タ
ー　

二
〇
一
〇
年
（
原
著
初
出

一
九
七
五
年
）「
自
由
意
志
と
決
定
論
の
両
立
不
可
能
性
」、
小
池
翔

一
訳
、
門
脇
俊
介
、
野
矢
茂
樹
編
・
監
修
『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』

春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
二
九
―
五
三
頁

木
島
泰
三　

二
〇
二
〇
年
『
自
由
意
志
の
向
こ
う
側
―
決
定
論
を
め
ぐ

る
哲
学
史
』
講
談
社

木
島
泰
三　

二
〇
二
一
年
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
―
自

由
意
志
も
目
的
論
も
な
い
力
の
形
而
上
学
』
春
秋
社

九
鬼
周
造　

二
〇
一
二
年
（
初
版
一
九
三
五
年
）『
偶
然
性
の
問
題
』
岩

波
文
庫

シ
ュ
ペ
ー
マ
ン
、
ロ
ー
ベ
ル
ト
／
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
レ
ー
ヴ　

一
九
八
七

年
『
進
化
論
の
基
盤
を
問
う
―
目
的
論
の
歴
史
と
復
権
』
山
脇
直

司
、
朝
広
謙
次
郎
、
大
橋
容
一
郎
訳
、
東
海
大
学
出
版
会

ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム　

一
九
六
一
年
（
原
著
一
八
九
六
年
）「
決

定
論
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」、
福
鎌
達
夫
訳
、『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム

ズ
著
作
集
二　

信
ず
る
意
志
』
日
本
教
文
社
、
一
八
八
―
二
三
七
頁

デ
ネ
ッ
ト
、
ダ
ニ
エ
ル
・
C　

二
〇
一
五
年
『
思
考
の
技
法
―
直
観
ポ

ン
プ
と
77
の
思
考
術
』
阿
部
文
彦
、
木
島
泰
三
訳
、
青
土
社

デ
ネ
ッ
ト
、
ダ
ニ
エ
ル
・
C　

二
〇
二
〇
年
『
自
由
の
余
地
』
戸
田
山
和

久
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会

モ
ノ
ー
、
ジ
ャ
ッ
ク　

一
九
七
二
年
『
偶
然
と
必
然
―
現
代
生
物
学
の

思
想
的
問
い
か
け
』
渡
辺
格
、
村
上
光
彦
訳
、
み
す
ず
書
房

プ
ラ
ト
ン　

一
九
七
五
年 

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』、
種
山
恭
子
訳
、『
プ
ラ
ト

ン
全
集
・
第
一
二
巻
』
岩
波
書
店
、
一
―
二
一
五
頁

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ 

一
九
九
一
年
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
七
・
宗
教
哲
学

『
弁
神
論
』
下
』
下
村
寅
太
郎
、
山
本
信
、
中
村
幸
四
郎
、
原
享
吉 

監
修
、
工
作
舎

ル
ク
レ
ー
テ
ィ
ウ
ス　

一
九
六
一
年
『
物
の
本
質
に
つ
い
て
』
樋
口
勝
彦

訳
、
岩
波
文
庫

渡
辺
慧　

一
九
八
〇
年
『
生
命
と
自
由
』
岩
波
新
書
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