
〈
公
募
論
文
〉

自
由
意
志
の
非
認
知
主
義
的
解
釈
の
可
能
性

ー
ー
ー
ス
ミ
ラ
ン
ス
キ

l

の
幻
想
主
義
と
そ
の
補
完
｜
｜

s

・

ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、

こ
の
世
山
介
に
自
由
意
志
は
存
在
せ

ず
、

ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
が
日
山
・
意
志
を
も
つ
こ
と
は
幻
想
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
、
そ
の
’U
山
意
志
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
行
為
を
真
に
「
選

択
」
し
た
り
、
そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
た
り
で
き
な
い
と
い
う
信
念

も
ま
た
彼
は
抱
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

現
実
に
は
わ
れ
わ
れ
の
多

く
は
兵
に
行
為
を
選
択
し、
そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
じ
じ
て
い
る
。

卜
い
よ
の
・ニつ
の
市
制
を
同
時
に
主
抜
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
ス

ミ
フ
ン
ス
キ
ー
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
幻
恕

ト
に
必（一
＝
己的E
d
】担
ヨ

）
だ
と
終
え
る
。
幻
恕
主
義
と
は

、

端
的
に
τ
う
な

ら
ば
、

小
作
花
し
な
い
郁
物
を
存
花
す
る
か
の
よ
う
に
灯
じ
る
こ
と
で、
白

山
意
志
間
．
地
に
ま
つ
わ
る
史
践
ト
一
の
訪
問
題
を
解
消
す
る
と
い
う
試
み
で

あ
る
。

9J 

白
山
意
志
問
問
叫
に
凶
す
る
現代
の
削
立
論
阜
市
はV
顕
の
三
つ
の
事
柄
を

佐

木

拓

々

同
時
に
主
張
し
な
く
て
よ
い
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
両
立
論
者
は

、
自
由
意

志
が
幻
想
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
つ
つ

、

わ
れ
わ
れ
は
現
に
責
任
を
負

う
が
、

そ
れ
に
は
自
由
意
志
は
必
要
な
い
と
答
え
る
。
両
立
論
者
は

、

自

由
意
志
論
者
が
伝
統
的
に
論
じ
て
き
た
自
由
意
士
山
概
念
お
よ
び
、
そ
れ
に

[l
)

付
随
す
る
別
行
為
可
能
性
（
以
下
A
P

）
を
行
為
の
責
任
に
対
す
る
必
要

条
件
と
し
て
も
は
や
見
な
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お

、

わ
れ
わ
れ
は

行
為
を
選
択
し
、
自
分
の
も
の
に
で
き
る
と
両
立
論
者
は
論
じ
る
。
し
か

し
、

わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
立
任
概
念
か
ら
A
P

を
完
全
に
排
除
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
「
仕
方
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
古
い
釈
は
し
ば

し
ば
立
任
を
減
免
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
態
は
な
．
せ
生
じ
る
の
だ
ろ
う
。

あ
る
両
立
論
者
は
、

そ
の
よ
う
な
状
況
で
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
は
効

用
を
減
じ
る
か
ら
と
穴い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

な
．
せ
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
効
川
を
減
じ
る
の
か
。
そ
の
両
立
論
者
に
は
「
実
際
に
そ
う
だ
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か
ら
」
と
い
う
以
外
に
答
え
が
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
皐

直
に
、
道
徳
的
に
非
難
に
値
す
る
行
為
に
は
A
P

が
必
要
だ
か
ら
と
わ
れ

わ
れ
が
れ
じ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
考
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
両
立
論

者
は
A
P

が
な
い
行
為
に
立
任
を
約
す
の
は
不
当
だ
と
い
う
信
念
を
十
分

に
説
明
で
き
な
い
。

ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
は
こ
の
点
に
両
立
論
者
の
難
点
を
見
い
だ
す
。
そ
こ

で
彼
が
提
案
す
る
の
が
原
理
二
元
論
（2
コ
号
ヨ
2
g

一
O
E
F
3

）
で
あ

り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
幻
想
主
義
で
あ
る

。
彼
は
こ
の
こ
つ
の
考
え
を

m
い
て
、
A
P

を
排
除
す
る
衿
遍
的
決
定
論
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、

A
P

に
根
ざ
し
た
「
究
極
的
責
任
概
念
」
を
保
持
し
よ
う
と
試
み
る
。
し
か
し、

自
ら
が
存
在
を
否
定
す
る
A
P

に
基
づ
い
て
立
任
観
念
を
椛
築
す
る
の
は

あ
る
種
の
矛
盾
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
筋
の
目
的
は
、

矛
盾
や
混
乱
を

は
ら
む
よ
う
に
見
え
が
ち
な
ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
l

の
滋
論
を
解
明
し
、

凶
擁
護

す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
矛
盾
の
源
泉
と
考
え
ら
れ
る
幻
想
主
義
に
つ

い
て
、
メ
タ
倫
理
学
か
ら
の
説
明
を
与
え
る
こ
と
で
彼
の
議
論
を
補
完
す

る
。

公募総文

現
代
自
由
立
志
論
争
に
お
け
る
立
場
の
分
類

ス
ミ
ラ
ン
ス
キ

！

の
立
場
を
正
慨
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
現
在
行
わ

れ
て
い
る
自
由
・芯
志
論
争
の
中
に
彼
の
議
論
を
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
以
下
の
議
論
で
の
混
乱
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、

自
由
意
志
論
争
に

お
け
る
誕
本
的
な
立
場
の
名
称
を
確
定
し
て
お
く
の
が
好
ま
し
い
だ
ろ
う
。 本

稿
で
は

、

ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
も

用
語
法
を
共
有
し
て
い
る

穴
き
巾

ハ2
）

（M
g
N）
に
従
っ
て
こ
の
分
類
を
行
う
。
ケ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
自
由
意
士
山

を
め
ぐ
る
裂
論
は
次
の
二
つ
の
問
い
に
よ
っ
て
適
切
に
分
類
さ
れ
る
。

川
決
定
論
問
題

（D
Q

）
一
「
普
遍
的
決
定論
（
C
Z
S
「帥
白
一
円
一
g
q

－

<3
V

ヨ

5
2
ヨ

〉
は
＋H
Hか
」

ω
両
立
論
削
題

（C
Q

）

一
「
普
遍
的
決
定
論
と
自
由
お
よ
び
賀
任

は
両
立
す
る
か
」

D
Q

に
ペ
冊
目
と
答
え、

か
つ
C
Q

に
Z
o
と
答
え
る
の
が
ハ
l

ド

・

デ

タ

l

ミ
ニ
ズ
ム

ハヱ
回
丘
骨
丹
市
コ
＝E
g
G

で
あ
る
。
D
Q

に
JR
g
と
終
え
、

か
つ
C
Q

に
も
Jp
m
と
答
え
る
立
御
が
両
立
論
R
0
5
E
Z
M
E
m
g
v、
も

し
く
は
ソ
フ
ト

・

デ
タ
l

ミ
ニ
ズ
ム
（
ω
op
己
m
FR
E

Z
5
5

）
と
呼
ば
れ

る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て、
C
Q

に
Z
o
と
答
え
る
が
ゆ
え
に

D
Q

に
Z
o
と
答
え
る
立
場
が
自

由
・
芯
士
山
論pg
m
「
g
ュ
g
g
g
）
と
呼

ば
れ
る
。

二
つ
の
川
い
へ
の
回
答
は
各
立
場
の
災
同
を
知
る
の
に
有
謎
で
あ
る
。

ま
ず
、
D
Q

へ
の
回
答
は
普
遍
的
決
定
論
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
示
す
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
間
い
に
行
定
的
に
答
え
る
両
立
論
と
ハl
ド

・

デ
タ
l

、
ニ
ズ
ム
は
将
遍
的
決
定
論
を
交
け
入
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
自
由

意
志
論
は
何
ら
か
の
形
で
拙u
泌
的
決
定
を
免
れ
る
よ
う
な
因
果
性
を
想
定

<4
V

す
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
次
い
で
、
C
Q

へ
の
回
答
は
自
由
続
念

の
異
同
を
示
す
。
し
た
が
っ
て
、

C
Q

に
否
定
的
に
答
え
る
自
由
意
志
論

者
と
ハ
i
ド
・

デ
タ
l

ミ
ニ
ス
ト
は
、
A
P

を
条
件
と
し
て
も
つ
自
由
概

念
を
共
有
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、A
P

を
条
件
と
し
て
合
む
白
山
お
よ
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び
そ
の
関
連
概
念
を
「
究
極
的
」
と
修
飾
す
る
が、
こ

の
意
味
で
の
自
由

な
行
為
は
し

ば
し
ば
A
P

を
備
え
た
意
志
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
志
行
為
を
本
論
で
は
自
由
意
志
論

的
自
由
意
志

〈L
F
W
と
時
）
、
も
し
く
は
伝
統
的
な
自
由
意
志
と
呼
ぶ
。
自
由
意
志
論

者
は
、

A
P

を
備
え
た
L
F

W
は
普
遍
的
決
定
論
が
支
配
す
る
世
界
に
は

存
従
し
え
な
い
が
ゆ
え
に

、

L

F

W
へ
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ソ
ト

か
ら
D
Q

に

対
し
て
石
定
的
に
答
え
る
。
逆
に
ハ
ー

ド

・

デ
タ
l

ミ
ニ
ス

ト

は
瞥
遍
的

決
定
論
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
か
ら
、
究
極
的
な
自
由
の
存
在
を
否
定
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
態
度
は
責
任
と
自
由

と
の
関
係
に
も
及
ん
で

い
る
。
両
者
は
A
P

を
基
礎
と
し

た
究
極
的
な
責
任
観
念
を
共
有
し
て
い

る
。
行
為
に
究
極
的
な
責
任
を
生
み
出
す
の
は
L
F
W
で
あ
る
と

自

由
意

志
論
者
と
ハ
l

ド

・

デ
タ
！

と
、
ニ
ス
ト
は
考
え
る
が
、
前
者
が
L
F
W
の

存
在
に
基
づ
い
て
究
極
的
責
任
の
存
在
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、

後
者

は
L
F
W
が
存
花
し

な
い
と
考
え
る
た
め
、

究
極
的
責
任

〈お
よ
び
そ
こ

か
ら
生
じ
る
全
て
の
以
な
る
賀
任
）
の
存
在
を
否
定
す
る
。

両
立
論
者
も
ま
た
、

究
極
的
自
由
や
L
F

W
、

そ
し

て
そ
れ
ら
に
基
づ

く
究
極
的
責
任
が
存
在
し

な
い
と
考
え
る
。
し

か
し
、

両
立
論
者
が
ハ
ー

ド

・

デ
タ
l

ミ
ニ
ス
ト
と
異
な
る
の
は
、

そ
の
よ
う
な
自

由

や
責
任
が
道

徳
的
に
重
要
な
自
由
や
責
任
の
す
べ
て
で
は
な
い
、

と
す
る
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
現
代
の
両
立
論
者
が
採
る
の
は
、

A
P

を
含
め
な
い
形
で
自
巾
を

(5
>

定
義
し
直
す
、

自

由
の
条
件
と
し
て
A
P

を
認
め
た
上
で
自
由
と
立
任
と

(6
V 

を
切
り
燥
す
と
い
っ
た
手
法
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
手
法
で
あ
れ
両
立
論
者

は
買
任
の
条
件
か
らA
P

と

い
う
要
素
を
消
去
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
果

、

95 

他
の
二
者
に
比
し
て
、

両
立
論
者
は
自
由
と
責
任
と
の
関
連
を
霊
視
し
な

い
。
両
立
論
者
が
重
視
す
る
の
は
適
切
な
迎
由
に
基
づ
い
て
行
為
で
き
る

能
力
と
し
て
の
理
由
反
応
性
と

い
っ
た
、
A
P

を
含
・悲
し
な
い
能
力
の
観

念
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
は
A
P

が
現
実
に
は
存
在
し
な
い
と

い
う

事
実
を

認
識
し
な
が
ら

、

両
立
論
者
の
言
う

（A
P

を
合
意
し

な
い
）
責
任
の
み

を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
は
否
、

と
答
え
る
。
む
し
ろ
、

彼
は
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
な
道
徳
的
直
観
を
然
て

て
ま
で
、

理
論
の
m
m結
に
従
う
こ
と
を
問
題
祝
す
る
。
次
設
で
は
こ
の
ス

ミ
ラ
ン
ス

キ
ー
の
議
論
を
確
認
す
る
。

(7
>

ス
ミ

ラ

ン
ス
キ
！

の
幻
想
主
義
と

原
理
二
元
論

ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー

の
前
提
｜
｜
核
心
的
精
想
と
自
由
意
志
論
否
定

ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
の
山
発
点
は
二
点
あ
る
。

一
つ
は
、

彼
が
「
核
心
的

構
想
」
（の
0
5

の
。
コ
円
同
三
一。
己
と
呼
ぶ
道
徳
的
直
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
の
責
任
板
念
の
根
底
に
は
「
コ
ン
トロ
ー

ル
」
と
い
う
婆
紫
が

あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
お

ヨ
一一雪
印
ξ

・

N
oo－
－u
s
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

の
核
心
的
構
想
を
基
に
、
様
々
な
種
類
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
と
そ
れ
に

対
応
し
た
責
任
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
自
由

意
志
論
者
で
あ
れ
ば
、

A
P

を
実
現
す
る
究
極
的
コ
ン
ト

ロ
ー

ル
を
条
件
と
し
た
究
極
的
立
任
を
考
え

る
で
あ
ろ
う
し
、

両
立
論
者
は
、

反
省
に
よ

っ
て
適
切
な
制抽
出
を
見
い
だ

し
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
と
い
う
理
由
反
応
性
に
代
表
さ
れ
る
、

A
P
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を
含
ま
な
い
両
立
論
的
コ
ン
ト
ロ
ー

ル

R
oヨ
℃
白
Z
E
－－2

の
0
2
F「
O
一
－以
下

C
C

と
時
〉
を
条
件
と
し

た
両
立
論
的
立
任
を
締
恕
す
る
だ
ろ
う
。

い
ず

れ
に
せ
よ
、

わ
れ
わ
れ
は
歓
心
的
構
恕
に
基
づ
い
て
様
々
な
穴
任
概
念
を

も
ち

、

そ
れ
に
恭
づ
い
て
史
践
し
て
い
る
。
こ
れ
が
第

一
の
前
徒
で
あ
る
。

第
二
の
出
発
点
は
白
山

意
志
論
の
谷
定
で
あ
る
。
ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー

は

上
に
述
べ
た
L
F
W
の
存
在
を
京
判
定
す
る
。

そ
の
恐
山
と
し

て
G

・

ス
ト

(sv 

ロ
｜
ソ
ソ
の
議
論
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、

道
徳
的
立
任
に
必
援

な
L
F

W
は
そ
も
そ
も
観
念
的
に
矛
盾
を
は
ら
ん
で
お
り
存
夜
し

な
い
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

道
徳
的
な
行
為

は
行
為
者
の
現
に
あ
る
性
絡
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
道
徳
的
と
み
な
さ
れ

{9
V 

な
い
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
の
性
絡
は
事
前
の
性
絡
と
環
境
か
ら
形成
さ

れ
て
お
り
、

自
ら
の
性
絡
形
成
を
究
極
的
に
自
ら
の
コ
ン
ト

ロ
ー

ル
下
に

お
く
こ

と
は
で
き
な
い
。
自
ら
の
性
絡
を
自
由

意
志
論
的
に
責
任
あ
る
仕

方
で
形
成
す
る
に
は
、
事
前
に
責
任
あ
る
自
己
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、

犯
は
倒的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
不
可
能
な
以
上、

責
任
あ
る
自

己

の
形
成
は
無
限
背
進
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、

L
F

W
に
よ
る

究
極
的
な
自

己
形
成
に
は
無
限
背
進
が
と
も
な
う
。
ゆ
え
に
、

白

山
立
志

論
は
γ才
師
を
抱
え
て
お
り
、

存
夜
し
仰
な
い

〈ω
コ
t
E
S
E

－一
M
O
O
N
－
？

』由
円
一

N
C
C印
噌匂
－N印
。）
。

公 fj a 文

原
理
二
元
輸

以
上
の
前
提
に
法
づ
い
て

、

ス
ミ
ラ
ン
ス
キ

ー

は
以
恕
二
元
論
を
展
開

す
る
。
ぽ
mH一
二
元
論と
は
、

本
稿
の
一
で
提
示
し
た

C
Q

に
関
し
て
、

二

つ
の
原
理
の
う
ち
一
方
だ
け
が
正
し
い
と
す
る
考
え

〈以
理
一
元
論
〉
を

有
定
し
、

ハ
ー
ド
・

デ
タ
l

ミ
ニ
ズ
ム
と
両
立
論
と
い
う
こ
つ
の
越
礎
理

論
（
以
型
）
の
両
方
が
在
し
い
と
す
る
忠
則
切
で
あ
る
。
これ
は
、

C
Q

に

関
す
る
回
答
は
貨
任
概
念
に
よ
っ
て
変
化
す
る
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
二
つ

の
理
論
が
支
持
す
る
立
任
続
念
は
共
に
重
要
で
あ
る

、

と
い
う
考
え
で
も

あ
る
白
豆

E
g
g
－
一
M
O
O
N－3
・
品2
8
U
N
%以
刻
一
一
元
論
は
ど
ち
ら
の
立
場

に
せ
よ
、

「
其
の
立
任
」
を
自
ら
の
理
論
の
徒
一
示
す
る
も
の
に
限
定
す
る

点
で
、

日
常
的
に
人
々
に
抱
か
れ
て
い
る
責
任
観
念
を
と
ら

え
狽
な
っ
て

い
る
。
以
下
、

原
理
一
元
論
の
問
題
点
を
見
て
い
く
。
ま
ず
は
両
立
論
で

あ
る
が
、

両
立
論
の
第
一
の
欠
点
は
責
任
概
念
の
渋
滞
さ
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
の
多
く
が
考
え
る
道
徳
的
立
任
は一
般
に
A
P

を
条
件
と
し

た
も
の

だ
が
お
ヨ
ニ
き

妥
明

M
O
O
D
－
3

・8
’
N叶
）、
こ

の
道
徳
的
直
観
を
両
立
論
は

無
視
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
多
く
は
突
際
に
A
P

を
条
件
と

し

た
立
任

概
念
を
も
ち
、

そ
う
で
な
く
と
も
、

続
念
的
に
そ
の
よ
う
な
立
任
を
イ
メ

ー

ジ
で
き
る
以
上

、

そ
れ
と
対
比
さ
れ
た
両
立
論
的
責
任は
淡
海
に
見
え

る

で
あ
ろ
う
し
、

わ
れ
わ
れ
の
直
観
と
十
分
に
合
致
し
な
い
。
第
二
の
欠

点
と
し

て
両
立
論
は
究
極
的
な
不
正
義
を
合
意
す
る
。
附
立
論
は
普
遍的

決
定
論
を
受
け
入
れ
る
以
上

、

わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
、

究
極
的
に
は
コ
ン

ト
ロ

ー

ル
不
能
な
、

性
約
か
ら
雌
・
に
流
れ山
る
だ
け
の
前
動
と
し

て
捉
え

ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
性
絡
は

「
与
え
られ
た
」
も
の
で
あ
り
、

環
境
と

迎
の
産
物
で
あ
る
。
両
立
論
は
究
極
的
に
は
わ
れ
わ
れ
が
変
史
で
き
な
い

よ
う
な
性
絡
や
行
為
に
対
し
て
責
任
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
が

、

こ
の
不

正
義
を
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

お
E
Z
Z

ご
一
MOO
N－
℃
・
色
ω
）。
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こ
れ
ら
二
つ
の
難
点
に
は
、
両
立
論
の
中
に
あ
る
二
つ
の
視
点
が
関
係

し
て
い
る
。

一
つ
は
、
浅
務
で
は
あ
れ
、
C
C

に
基
づ
い
た
両
立
論
的
な

立
任
に
満
足
す
る
「
両
立
論
的
視
点
」
と
、
も
う一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
の

行
為
や
性
格
に
究
極
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
及
ば
ず
、
ゆ
え
に
誰
も
そ
れ

に
究
極
的
な
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
「
究
極
的
視
点
」
で
あ
る

S
E
E

－
百
ご
－N
O
O
N
－
℃
－S
3
。
両
立
論
者
の
難
点
は
、
両
立
論
的
視
点
か

ら
さ

し

あ
た
っ
て
自
他
の
行
為
を
評
価
す
る
一
方
で
、
A
P

を
含
む
究
極

的
資
任
概
念
を
消
去
し
き
れ
な
い
点
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
根
付
い
て
い

る
究
極
的
責
任
慨
念
は
、
門
前
に
両
立
論
的
視
点
を
脅
か
し
、
究
極
的
視
点

へ
と
向
か
わ
せ
る
。
そ
し
て
ひ
と
た
び
究
極
的
視
点
に
立
つ
な
ら
、
決
定

論
を
認
め
る
両
立
論
は
ハ
ー
ド
・

デ
タ
｜
ミ
ニ
ズ
ム
へ
と
転
化
し
て
し
ま

う
〈
ω
ヨ
ニ
白
コ
回
一
ζ

…
N
C
C印
・3
・N
2
）。

な
ら
ば
、
ハ
l
ド

・

デ
タ
l

ミ
ニ
ズ
ム
が
妥
当
か
と

い
う
と
そ
う
で
は

な
い
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
は
責
任
観
念
を
捨
て
去
り

、

わ
れ
わ
れ

が
全
般
的
に
無
責
任
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
訳
に
は
い
か
な
い
か
ら

で
あ
る
。
A
P

に
基
づ
い
た
究
筏
的
な
立
任
が
成
立
し
な
い
と
こ
ろ
で
さ

え
、

C
C

に
基
づ
い
て
行
為
を
静
側
で
き
る
多
く
の
日
常
的
場
簡
を
わ
れ

わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ル
コ
ー

ル
中
毒
者
と
健
常
者
の
ア

ル
コ
ー
ル
摂
取
に
対
す
る
責
任
は
、
A
P

に
よ
ら
ず
と
も
、
飲
ま
な
い

適

切
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
ア
ル
コ
ー
ル
を
控
え
る
こ

と
が
可
能
だ
と
い
う
C
C

の
観
点
か
ら
で
も
区
別
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た

ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
年
俸
な
ど
、
パ
フ
オ
｜
マ

テ
ィ
ブ
な
能
力
を
評
価
す
る

場
合
に
は
あ
る
状
況
で
能
力
を
発
銀
す
る
の
に
A
P

が
必
要
か
を
問
う
と

97 

い
う
よ
り
は
、

適
切
な
状
況
で
適
切
な
行
為
を
実
行
で
き
るC
C

が
あ
る

か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
文
脈
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
普
遍
的
決
定
論
を

受
け
入
れ
た
後
で
も
、
両
立
論
的
な
責
任
の
中
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。

結
局

、

両
立
論
も
ハ
1

ド
・

デ
タ
1

ミ
ニ
ズ
ム
も
そ
れ
だ
け
で
は
不
十

分
で
あ
り
、

責
任
に
関
す
る
実
践
を
十
分
に
説
明
し
て
い
な
い
。
わ
れ
わ

れ
は
阪
迎
二
元
論
を
と
る
こ
と
で
、

二
つ
の
税
点
だ
け
で
な
く
、ニ
つ
の

立
任
概
念
を
も
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る。
以
理
一
元
論
に
固
執
し
て
こ

れ
ら
の
重
要
な
直
観
の

一
方
を
放
楽
す
る
の
は
賢
明
で
は
な
い

お
三
一
き
m
z…
N
O
O
N－刀
－
怠
3
。

さ
ら
に
、
原
型
二
元
論
で
は
、
C
C

の
み

で
は
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
道
徳
的
突
践
、
た
と
え
ば
環
境
的
影
棚
引
け
が
彩

し

い
少
年
犯
罪
に
関
す
る
筒
状
酌
祉
を

、

究
極
的
視
点
に
立
つ
こ
と
で
正

当
化
で
き
る
。
不
幸
な
環
境
で
育
っ
た
少
年
は
自
ら
の
理
由
に
従
っ
て
行

為
で
き
る
が

、

そ
の
迎
由
は
生
い
立
ち
に
よ
っ
て
邪
悪
な
も
の
に
盗
め
ら

れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
性
絡
形
成
に
関
す
る
究
極
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
不
在
を
認
識
す
る
こ
と
で
、

C
C

が
存
在
す
る
場
合
で
さ
え
、

行
為
に

対
す
る
責
任
は
滅
じ
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

G
E
E
S

ご
一
N
O
O
N
－
℃

S
3
。

こ
れ
は
究
経
的
観
点
に
立
っ
て
こ
そ
可
能
で
あ
り

、
両
立
論
に
は

説
明
不
可
能
な
突
践
な
の
で
あ
る
。

幻
想
主

義

一
元論
と
し

て
の
両
立
論
は
両
立
論
的
観
点
に
引
き
こ
も
っ
て
悶
立
論

的
責
任
に
責
任
概
念
を
限
定
す
る
か
、
究
極
的
視
点
に
と
ら
わ
れ
て
立
任

の
一
切
を
否
定
す
る
か
の
い
ず
れ
か
の
立
場
し
か
と
れ
な
い
。
し
か

し
、
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両
立
論
を
部
分
的
に
肯
定
す
る
以
上
、

二
元
論
を
採
用
し
て
も
同
様
の
こ

と
が
生
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
ス
ミ
ラ
ソ
ス
キ
ー
も
自

党
し
て
お
り
「
こ
れ
ら
二
つ
の
観
点
の
衝
突
は
、
わ
れ
わ
れ
の
悩
人
の
生

活
お
よ
び
十
分
に
尊
重
さ
れ
た
側
値
、
続
念
、
反
応
、

そ
し
て
決
裁
の
深

刻
な
崩
岐
に
間
違
い
な
く
加
給
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
お
豆
一
回S
ε

－

N
O
D
D－℃
・5
5
0
こ
の
山
川
剛
棋
は
L

F
W
が
実
在
す
る
な
ら
ば
阻
止
さ
れ
る

は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
L

F
W
は
存
在
し
な
い
。
こ
こ
で
ス

ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
は

L
F

W
の
実
在
に
代
わ
っ
て
「
幻
想
」
が
そ
の
役
削
を

来
た
す
と
論
じ

る
。
「
L
F

W
が
実
在
す
る
」
と
い
う
幻
想
は

、

原
型
二

元
論
に
お
い
て
二
つ
の
視
点
の
行
き
来
を
可
能
に
す
る
。
幻
想
は
、
ハ
ー

ド

・

デ
タ
l

ミ
ニ
ズ
ム
へ
の
転
化
を
妨
げ
る
こ
と
で
、
両
立
論
的
な
賀
任

を
普
遍
的
無
責
任
か
ら
保
護
し
、

両
立
論
的
視
点
か
ら
の
責
任
突
践
を
も

確
保
す
る
。
ま
た
、

基
本
的
に
は
A
P

が
存
在
す
る
と
わ
れ
わ
れ
に
信
じ

さ
せ
る
こ
と
で
、
普
遍
的
無
能
力
で
は
な
く

、

個
別
の
事
例
に
お
け
る
貨

任
の
減
免
が
来
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
両
立
論
が
究
極
的
視
点
を
自
覚

す
れ
ば
ハ
ー
ド
・

デ
タ
l

ミ
ニ
ズ
ム
に
陥
る
の
に
対
し
て
、
原
理
二
元
論

は
究
極
的
視
点
の
下
で
さ
え
幻
想
主
義
の
た
め
に

二
一元
論
に
憎
ま
る
。

こ
の
・
芯
味
で
「
自由
意
志
問
題
に
お
い
て
は
幻
想
が
し
ばし
ば
、
多
大

な
か
っ
都
極
的
な
役
割
を
来
た
す
」
と
い
う
立
場
が
幻
想
主
磁
で
あ
る

白
豆
一
白
日
ご
い
N
O
O
N－u
・8
3
0
幻
想
は

「偽
な
る
信
念
で
あ
り
な
が
ら

、

其
と
主
加
減
さ
れ
る
こ
と
」
を
主
要
な
要
紫
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
加
え
て

幻
想
を
む
じ
る
動
機
づ
け
、
永
続
性
、
必
然
性

、

自
覚
の
欠
如
な
ど
が
袈

裟
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る

G
三

一言
問
ご
一N
C
O
O
－
同
省
－z
m
ー
ミ
一M
O
O
N
－

公 募 自白 文

℃
・8
3
0
し
た
が
っ
て
、
幻
想
主
滋
に
従
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
伝
統
的

白

山

・
意
志
が
存
在
す
る
」
と
い
う
偽
な
る
日
念
を
日
だ
と
み
な
し
つ
つ
、

か
っ
そ
れ
が
偽
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、

わ
れ
わ
れ
は
た
だ
理
由
も
な
く
自
ら
を
欺
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

幻
却
を
仰
く
迎
山
と
動
後
は
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
般
本
的
な
道
徳的
砲
飢
を

維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、

以
理
二
元
論
を
維
持
す
る
こ
と
は
そ

の
よ
う
な
直
観
を
維
持
す
る
こ
と
の
重
要
な
部
分
な
の
で
あ
る
。

以
理
二
元
論
を
維
持
す
る
こ
と
は
幻
恕
の
も
つ
間
接
的
な
役
別
で
あ
る
。

幻
想
の
も
つ
直
接
的
な
役
割
は
、
A
P

に
基
づ
く
究
極
的
な
立
任
お
よ
び

そ
れ
に
関
連
す
る
正
義
の
概
念
等
を
直
接
支
持
す
る
こ
と
に
あ
る
。
た
と

え
ば
、

無
事
の
人
間

一
人
を
大
勢
の
人
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
灼
結
主
義

的
発
想
へ
の
鉱
抗
感
や
、
A
P

の
不
在
を
言
い
訳
に
し
た
責
任
逃
れ
の
も

つ
不
当
感
、
努
力
や
献
身
に
見
い
だ
す
価
値

、

そ
し

て
悔
恨
や
良
心
の
阿

武
に
対
し
て
も
つ
重
要
性
の
認
織
は

、

L
F

W
が
存
在
す
る
と
い
う
幻
想

に
よ
っ
て
十
全
に
説
明
さ
れ
る
G
E
E
E
ご
－
N
O
O
N－3
・S
∞
’S
V

犯
排

を
犯
し
た
人
は
自
ら
の
究
極
的
な
賀
任
で
そ
れ
を
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら

例
せ
ら
れ
る
の
は
正
当
だ
、

強
制
な
く
行
為
し
た
人
が
哲
う
「
災
際
に
は

A
P

が
な
い
の
だ
か
ら
究
任
が
な
い
」
と
い
う
古
楽
は
不
当
だ

、

と
感
じ

ら
れ
る
の
は
「
幻
想
」
か
ら
生
ま
れ
る
直
制
縦
で
あ
る
。
幻
想
主
磁
に
お
い

て
、

幻
想
は
、

A
P

を
級
拠
と
す
る
多
く
の
道
徳
的
直
観
を
妥
当
だ
と
わ

れ
わ
れ
に
信
じ
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
究
極
的
観
点
に
お
い
て
、
わ
れ

わ
れ
が
自
分
を
究
極
的
に
責
任
あ
る
存
在
だ
と
信
じ
る
よ
う
に
し
む
け
る
。

こ
の
幻
想
に
よ
る
究
極
的
視
点
で
の
武
任
の
確
保
が
、
普
遍
的
無
立
任
を
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退
け
、
C
C

に
基
づ
く
両
立
論
的
立
任
を
機
能
さ
せ
る
余
地
を
作
り
出
す

の
で
あ
る
。

本
節
の
故
後
に
注
記
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
一
点
あ
る
。
そ
れ
は

、

幻

想
主
義
は
規
範
的
理
論
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ラ
ン
ス
キ

ー
は
注
意
深
く、

幻
想
主
畿
は
幻
想
を
無
理
に
作
り
出
し
た
り
、
偽
だ
と

わ
か
っ
て
い
る
信
念
を
も
っ
て
（錯
誤
的
に
）
生
き
る
こ
と
を
薦
め
た
り

す
る
も
の
で
は
な
い
と
断
っ
て
い
る
3
5
E
コ
与
可
－N
O
O
N－
℃
・
さ3。
む
し

ろ
幻
恕
主
義
と
は
説
明
理論
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
多
く
は
L

F
W
が
存

在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

A
P

を
条
件
と
し
た
道
徳
的
直
観
を
抱
い

て
い
る
。
こ
の
矛
盾
を
説
明
す
る
の
が
幻
想
主
義
で
あ
り
、
幻
想
主
義
を

と
る
べ
き
動
機
付
け
は
む
し
ろ
道
徳
的
取
似
の
盛
要
性
か
ら
引
き

出
さ
れ

る
。
「
人
間
性
は
幸
運
に
も
自
由
意
志
に
つ
い
て
は
あ
ざ
む
か
れ
て
お
り、

そ
れ
が
成
熟
し
た
道
徳
と
個
人
の
価
値
の
条
件
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
3
3
E
E

ご
－
N
O
O
N－℃
－g
s
、
幻
想
と
は
原
理

一
元
論
で
は
も
ち
得
な
い
道
徳
的
自
観
を
盤
合
さ
せ
る
た
め
の
理
論
的
説

明
装
位
な
の
で
あ
る
。

非
認
知
主
義
的
自
由
意
志
解
釈
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幻
想
主
義
の
問
題
点

ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
の
議
論
は
、

白
山
・
意
志
問
題
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が

抱
く
基
本
的
な
道
徳
的
自
観
が
い
か
に
重
要
か
を
再
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
。

n

巾
意
志
諭
に
お
け
る
究
極
的
立
任
、

両
立
論
的
な
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
に
法

づ
い
た
能
力
武
任

、

ハ
l

ド

・

デ
タ
l

ミ
ニ
ズ
ム
の
見
地
か
ら
の
貨
任
の

減
免
、
こ
れ
ら
三
つ
の
基
本
的
直
観
の
い
ず
れ
を
も
何
ら
か
の
到－
論
の紛

結
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
な
し

に
成
立
さ
せ
る
と
い
う
の
が
ス
ミ
ラ
ン
ス

キ
ー
の
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
直
観
が
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
実

践
に
お
い
て
滋
能
し
て
い
る
こ
と
か
ら、
説
明
原
理
と
し
て
の
幻
想
を
紛

結
す
る
。
放
に
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
行
っ
て
い
る
突
践
を
十
分
に
説
明
す

る
に
は
幻
想
主
義
と
以
政
二
元
論
が
必
一
決
と
な
る
。

し
か
し
、
幻
想
主
畿
に
問
題
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
幻
想
主
義
に

は
少
な
く
と
も
以
下
の
問
つ
の
川
紹
が
あ
る
。

一、

わ
れ
わ
れ
は
現
実
を

生
き
て
い
な
い

、

二
、

自
己
欺
陥
に
陥
る
、
三
、
真
理
に
対
し
て
不
滋
突

で
あ
る
、

問
、
わ
れ
わ
れ
は
究
極
的
に
不
正
滋
を
免
れ
な
い
G
2
z
z
ご
一

N
O
g－
毛
・
M
g
1
8
1幻
想
主
義
に
基
づ
く
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
L
F

W
が

存
在
し
な
い
と
い
う
現
尖
か
ら
目
を
背
け
、
自
分
を
欺
い
て
生
き
て
い
る

の
で
あ
り
、
真
実
を
軽
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
究
極
的
視
点
か
ら
見
れ
ば

立
任
を
問
わ
れ
え
な
い
人
A

へ
の
賀
任
m
m
M酬
と
い
う
不
正
義
は
両
立
沿
だ

け
で
な
く
、
共
に
決
定
論
を
受
け
入
れ
て
い
る
似
型

二
元
論
に
も
効
い
て

く
る

。
こ

れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
は
凶
つ
の
問
題
が

困
難
を
呈
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
究
極
的
視
点
と
両
立
論
的
視
点
の

も
つ
帰
結
が
媛
昧
で
あ
る
た
め
に
「〔
二
つ
の
観点
の
〕
正
反
対
の
本
性
が

完
全
に
は
気
付
か
れ
ず
」、
世
界
の

一
部
の
人
間
し
か
問
題
に
気
付
か
な

い
と
答
え
て
い
る

3
2
E
E
宗
明
N
C
O
M－
℃
・
印
O
N・
〔
〕
は
水
串
れ
に
よ
る
補

足
）
。
そ
し
て
、
矛
盾
に
気
付
く
人
は
少
数
で
あ
り
、
か
つ
多
数
者
が
行

う
道
徳
的
実
践
に
加
わ
れ
な
い
た
め
に
人
生
に
お
い
て
大
き
な
困
難
を
抱



g。。

え
る
こ
と
に
な
る
お
豆

z
g
ご
一
M
O
O
D－u
・
ど
S
。
わ
れ
わ
れ
の
大
半
が
絞

心
的
構
想
に
越
づ
い
た
道
徳
的
実
践
に
コ
ミ
ッ
ト
し
続
け
る
以
上
、

幻
想

主
義
の
抱
え
る
問
題
は
視
点
の
持
つ
合
意
の
峻
昧
さ
に
隠
さ
れ
て
気
付
か

れ
な
い
。
紡
梨

、

わ
れ
わ
れ
が
該
心
的
精
造
を
持
ち
続
け
る
限
り
、
幻
想

が
消
え
る
こ
と
も
な
い
。

ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
！
の
川
終
に
ど
の
混
度
の
説
得
力
が
あ
る
か
は
こ
こ
で

は
問
わ
な
い
。
む
し
ろ

、

本
稿
で
は
彼
が
難
点
の
存
従
を
受
け
入
れ
て
い

る
点
に
注
目
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
気
付
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

事
実
と
し
て
欺
附
的
で
、
不
誠
実
で
、
不
正
義
な
生
を
生
き
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
人
生
像
に
は
大
き
な
違
和
感
と
反
感
を
も
っ
人
が
多
い
の
で
は

な
い
か
。
本
稿
は
こ
の
違
和
感
を
メ
タ
倫
理
学
の
見
地
か
ら
解
消
す
る
こ

と
に
取
り
組
む
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
違
和
感
は
自
由
意
志
問
題
を

事
実
お
よ
び
信
念
の
問
題
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
確
か

に
、
自
由
意
志
問
題
は
本
来、
L
F

W
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う

問
い
に
凶
わ
る
形
而
上
学
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

現
代
の
議

論
の
潮
流
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
姿
な
の
はL
F

W

の
事
史
的
存
花
／
非
存
花
で
は
な
く

、

責
任
や
そ
の
他
の
道
徳
的
民
践
と

の
関
わ
り
に
お
い
て
の
白
山
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
文
脈

で
は
趨
郁
史
的
な
L

F
W
は
仮
に
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
却
組
事
尖

的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
責
任
の
い
町
民
等
の史
践
に
は
関
与
し
得
な
い
。

と
な
る
と

、
白

山
意
志
の
問
題
は
「自
由
で
あ
る
／
な
い
こ
と
が
わ
れ

わ
れ
の
立
任
仰
印
刷
に
ど
の
よ
う
な
彫
轡
を
与
え
る
か
」
と
い
う
問
姐
と
し

て
提
え
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
核
心
的
構
想
に
基
づ
く
な
ら
ば
、

わ
れ

公五~~文

わ
れ
は
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
存
花
す
る
と
こ
ろ
で
は
賀
任
の
帰
以
に
動

後
づ
け
ら
れ
、
不
在
の
場
合
に
は
立
任
の
灼
M酬
を
仙
抑
制
止
す
る
よ
う
励
俄
づ

け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「白
山

（窓
芯
〉」
と
い
う
特

性
は
、

立
任
約
以
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
の
行
為
を
左
れ
す
る
側
他
的
特
性

円ω
）

だ
と
言
え
る
。
自
由
を
価
値
の
観
点
か
ら
眺
め
る
時、

L
F
W
の
幻
想
を

別
の
視
点
か
ら
理
解
す
る
道
が
聞
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
側
他
に
関
す
る
非

認
知
主
義
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
本
一
制
の
残
り
で

、

自

由
を
非
認
知
主
義

的
側
値
と
凡
な
す
こ
と
で
、
幻
怨
主
義
が
ど
の
よ
う

に
支
援
さ
れ
る
か

、

ま
た
自
由
意
志
問
題
の
扱
い
方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
見
て
行
く

こ
と
に
し
よ
う
。

道
徳
的
価
値
に
関
す
る
非
認
知
主
義

メ
タ
倫
理
学
に
お
け
る
立
場
の
分
類
に
は
多
く
の
災
総
が
あ
る
も
の
の

、

現
夜
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
大
枠
が
教
科
宮
的
理
解
と
し

て
定
着
し
つ

（日
〉

つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
官
切
が
其
製
他
を
も
つ
か
ど
う
か

〈幻
念

と
し
て
の
命
題
の
地
位
を
も
つ
か

〉
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
認
知
主
義
と
非

認
知
主
義
が
区
別
さ
れ
、
さ
ら
に
前
者
に
お
い
て
道
徳
的
特
性
は
自
然
的

特
性
で
あ
る
か
ど
う
か
を
巡
っ
て
向
然
主
毅
と
非
自
然
主
義
と
に
分
類
さ

れ
る
。
こ
の
区
別
に
基
づ
い
て
三
つ
の
大
枠
が
作
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち、

認
知
主
義
的
非
aH
然
主
義
、

認
知
主
範
的
内
然
主
畿
、

そ
し
て
非
認
知
主

義
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

、

本
稿
で
は
非
認
知
主
畿
に
凶
す
る
．
フ
ラ
ッ
グ
パ

<uv

l

ン
の
畑
中
央
花
論
を
取
り
上
げ
よ
う
。

ブ
ラ
ッ
ク
パ
l

ン
の
考
え
を
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
言

2 
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え
る
。
道
徳
的
特
性
は
世
界
の
側
に
存
花
せ
ず

、

そ
れ
ゆ
え
道
徳
判
断
は

れ

ら
の
感
受
性
を
世
芥
の
’H

然
的
特
性
に
投
影
し
た
紛
結
で
あ
り
、
道
徳

的
号け
切
の
兵
偽
は
表
出
さ
れ
る
感
受
性
が
想
定
上
松
も
数
合
的
に
な
っ
た

〈日
）

感
受
性
の
セ
ッ

ト
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
誌
と
決
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の

は
投
影
説
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
投
影
説
と
は、
特
や
正

と
い
っ
た
道
徳
的
価
値
は
世
界
に
実
在
す
る
特
性
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ

の
内
部
の
態
度
や
感
受
性
の
投
影
物
だ
と

い
う
考
え
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ー

の
「
枇
村
山
火
性
に
誌
づ
く
議
論
」
か
ら
川
町
紡
す
る
帥
出
前
理
論
を
受
け
て

、

ブ

ラ
ッ
ク
パ
｜
ン
も
ま
た

、

客
観
的
か
つ
定
行
的
に
指
令
的
な
泊
徳
的
特
性

の
巾
火
花
を
芥
定
す
る
。
そ
れ
で
も
な
お

、

わ
れ
わ
れ
は
道
徳
的
価
航
に
つ

い
て
語
り
、
そ
れ
に
法
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
説
明

理
論
と
し
て
滋
入
さ
れ
る
の
が
投
影
説
で
あ
る
。
道
徳

的
側
値
は
申
火
花
し

な
い
が
、

そ
れ
で
も
そ
れ
が
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
振
る
舞

え
る
の
は
、

向
ら
の
感
受
性
や
態
度
を
投
修
し
て
い
る
結
集
な
の
で
あ
る
。

投
彬
説
に
よ
る
説
明
は

、

身
勝
手
で
恋
意
的
な
道
徳
判
断
を
消
却
く
と
考

え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

ブ
ラ
ッ
ク
パ
l

ン
に
よ
る
道
徳
判

断
の
以
偽
判
定
の
方
法
を
比
る
と
こ
れ
が
誤
解
で
あ
る
と
わ
か
る
。
郡
山
火

花
論
に
お
い
て
は
、
道
徳
判
断
の
其
偽
判
定
は
判
定
者
の
内
而
に
あ
る
感

受
性
の
セ
ッ
ト

と
対
照
さ
れ
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
が
、

こ
の
感
受
性
に
は

二
階
の
感
受
性

、

す
な
わ
ち
あ
る
感
受
性
を
も
つ
こ
と
に
対
す
る
是
認
／

否
認
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
附
間
的
感
受
性
を
も
合
意
し
た
上
で
整

合
性
が
担
保
さ
れ
た
感
受
性
の
セ
ッ
ト

は
、
気
ま
ま
に
変
更
可
能
で
き
な

い
点
で
恋
意
性
を
一
定
程
度
免
れ
る
し
、

そ
の
勧R
AH
性
が
保
た
れ
る
限
り
、

IOI 

矛
町
し
た
判
断
を
河
川
終
し

な
い
と
い
う
点
で
は
不
合
恕
で
も
な
い
。

非
初
跡
知
主義
的
自
由
意
志
概
念
の
可
能
性

本
節
の
れ
以
後
で
は、

ブ
ラ
ッ
ク
パ
1

ン
の
非
認
知
主
義
の
考
え
を
幻
想

主
義
に
適
用
す
る
こ
と
の
メ
リ

ッ
ト

を
確
認
し
た
い
。

幻
想
主
義
を
非
認

知
主
畿
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は

、

「L
F
W
が
存
在
す
る
」
と
い

う
古
切
を
感
受
性
の
表
山
と
考
え
る
こ
と
を
指
す
。
非
認
知
主
義
的
解
釈

は
、

L
F
W
を
感
受
性
の
投
影
物
と
み
な
す
こ
と
で
、
’U
山
意
志
の
問
題

を
の
災
に
関
す
る

問
題
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
感
受
性
の
験
合
性
の
問
題
へ
と

変
換
す
る
。
「L
F
W
は
存
犯
す
る
か
」
と
い
う
問
い
は

、

「
『責
任
灼
凶

の
誌
礎
に
は
A
P

が
存
夜
す
る
」
と
い
う
感
受
性
に
わ
れ
わ
れ
例
々
人
が

コ
ミ
ッ

ト

す
る
の
か
」
と
い
う
価
値
の
問
い
へ
と
ス
ラ
イ
ド
す
る
の
で
あ
る
。

上
の
よ
う
に
事
実
と
価
値
を
区
別
す
る
こ
と
で
、

本
節
l

で
挙
げ
た
違

和
感
や
反
感
は
軽
減
さ
れ
る
。
「
L
F
W
が
存
在
し
な

い
」
と
い
う
の
は

郁
尖
に
閲
す
る
π
切
で
あ
り
、

「L
F
W
が
存
在
す
る
」
と
い
う
の
は
悩

似
お
よ
び
感
受
性
に
凶
す
る
許
切
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
つ
の
打
切
を

同
時
に
主
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
抱
く
違
和
感
や
反
感
は

、

同
じ
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
属
す
る
、
認
知
的
命
題
同
士
の
も
つ
矛
前
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
っ

て
、

事
実
と
し
て
の
認
知
的
言
明
と
価
値
と
し
て
の
非
認
知
的
言
明
と
の

衝
突
か
ら
は
生
じ
な
い
。

こ

の
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
な
ら
ば、
幻
想
主
義

の
抱
え
る
凹
つ
の
困
般
に
倒
し
て
も
、
ス
ミ

ラ
ソ
ス
キ

ー
と

は
別
の
正
当

化
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ス
ミ
ラ
γ
ス
キ
ー
の
よ
う
に

、

史
践
的
な
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン

ト
か
ら
囚
幾
そ
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
の
で
は
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な
く
、
正
而
か
ら
そ
の
脅
威
を
削
減
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

非
現
実
的
生
、

自
己
欺
附
お
よ
び
不
正
義
に
関
し
て
は
「
内
側
か
ら
見

る
」
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
が
可
能
で
あ
る。
わ
れ
わ
れ
が
価
値
に
闘
す
る

判
断
を
行
う
時
、
わ
れ
わ
れ
は
め
い
め
い
自
分
の
感
受
性
を
過
し
て
其
偽

を
判
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
責
任
に
はA
P

が
必
要
だ
」
と
い
う
感

受
性
を
通
し
て
白
任
焔
ロ
仰
を
行
っ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身

の
価
値
に
基
づ
く
行
為
で
あ
っ
て、

欲
蹴
で
も
な
く
、
ま

さ
に
自
ら
に
と

っ
て
の
現
実
で
あ
る
。

ま
た
、

そ
の
よ
う
な
行
為
は
そ
の
感
受
性
放
に
、

究
極
的
な
不
正
畿
を
感
じ
さ
せ
な
い
。

ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
も
幻
想
が
「
心

の
現
突
性
」
を
創
造
す
る
と
指
摘
す
る

3
5
一
同
コm
ξ
一
N
O
O
N

－E
－
印C
M8
3
。

し
か
し
、
誤
っ
た
信
念
は
立
な
る
信
念
の
認
識
に
よ
っ
て
容
易
に
修
正
さ

れ
る
が
、
感
受
性
は
そ
う
で
は
な
い
。

感
受
性
は
真
実
を
認
識
し
て
も
、

多
く
の
場
合
、
ゆ
っ
く
り
と
し
か
変
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
幻
想
の
保

持
は
こ
の
よ
う
な
感
受
性
の
変
化
し
に
く
さ
に
よ
っ

て
説
明
さ
れ
る
方
が

説
得
的
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
真
理
に
対
す
る
不
誠
突
さ
の
問
題
に
も

回
特
で
き
る
。
非
認
知
主
義
は
認
知
的
守口
切
の
其
偽
判
定
と
は
別
の
仕
方

で
は
あ
る
が
、
非
認
知
的
な
宮
切
の
真
偽
を
判
定
可
能
で
あ
る
。

ゆ
え
に

、

「し
F
W
が
存
在
す
る
」
と
い
う

感
受
性
も
ま
た

、

非
認
知
的
な
体
系
に

溢
づ
い
て
其
偽
が
つ
け
ら
れ
る
。

非
認
知
主
義
的
解
釈
に
よ
っ
て
、

幻
想

主
滋
は
感
受
性
を
法
礎
と
し
た
新
た
な
体
系
に
よ
っ
て
其
理
の
価
値
を
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

認
知
的
要
紫
同
士
の
対
立
か
ら
生
じ
る
幻
想

主
義
の

い
か
が
わ
し
さ
は
L
F
W
も
し

く
は
究
極
的
な
A
P

を
価
値
的
特
性
と
し

公務諭文

て
み
な
す
こ
と
で
大
幅
に
減
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
自

由
意
志
の
非
認
知
主
義
的
解
釈
に
支
援
さ
れ
た
原
理

二
元
論
と
幻
想
主
義

は
伝
統
的
自
由
意
志
観
念
を
資
任
論
の
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
と
述
れ
出
す
倒
き

も
も
っ
て
い
る
。
従
来
、
責
任
の
灼
凪
の
条
件
と
し

て
考
え
ら
れ
て
き
た

L
F
W
は
そ
の
超
越
的
特
性
か
ら
帰
結
す
る
認
識
不
可
能
性
の
た
め
に、

立
任
史
践
の
額
回
収
で
現
実
的
に
利
則
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
、

非
認
知
主
義
的
に
解
釈
さ
れ
た
ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
の
迎
論
で
は
「
A
P

が

存
在
し
な
い
」
と
い
う
事
実言
明
を
責
任
の
減
免
の論
拠
と
し
て
利
川
で

き
る
。
ま
た
、
「
L
F
W
が
存
花
す
る
」
と
い
う
価
値
的
古
川
山
に
は
責
任

仰
属
を
動
機
づ
け
る
役
割
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
自
由
意
志
論
と
い
う
理
論
の
抱
え
る
欠
点
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と

な
く
、

L
F
W
概
念
に
価
値
的
役
割
を
付
与
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る

の
で
あ
る
。

結

び

－
本
稿
で
は
、
ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
！
の
原
開二
元
論
と
幻
怨
主
義
が
わ
れ
わ

れ
の
基
礎
的
な
道
徳
的
直
観
の
保
持
の
た
め
に
要
扮
さ
れ
る
迎
論
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が

L
F
W
の
非
認
知
主
銭
的
解
釈
に
よ
っ
て
よ
り
説

如
何
力
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
を
確閉山
し
た。

従
来
の
自
由
・
怠
志
論
争
の
餓
点

は
形
而
上
学
的
事
実
に
当
て
ら
れ
て
い
た
た
め
、
議
論
を
狭
い
領
域
に

m限

定
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
扱
っ
た
非
認
知
主
義

に
限
ら
ず
、
側
値
に
関
す
る
メ
タ
倫
理
尚
子
的
洞
祭
を
訴
人
す
る
こ
と
で
、



’M
山
意
志
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
今
後
大
き
く
発
泌
す
る
だ
ろ
う
。
わ

れ
わ
れ
の
道
徳
的
直
観
と
実
践
を
十
全
に説
明
で
き
る
理
論
を
生
み
出
す

こ
の
よ
う
な
展
開
が
必
姿
に
な
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

－F
」
キ
ふ、

l

h

 

自 ll:!窓it.のJI'.＆知＿t義的解釈のnf能t't

、三（l
）

正
確
に
述
べ
る
な
ら
、A
P

に
は
別
行
為
吋

能
性
と
別
怒
志
川，
能
性

が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
かし、
別
意
志
可
能性
は
別
行
為
可
能
性
を
実

現
す
る
た
め
に
似
口
比
さ
れ
る
淡
院
で
あ
る
た
め

、

ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
が

別
行
為
可
能
性
を
放
楽
す
る
以
上

、

別
意
志
可
能
性
を
独
立
に
考
え
る

必
裂
は
な
い
。
し
た
が
っ
て

、

本
筋
で
は
A
P

を
別
行
為
可
能
性
に
限

定
し
て
議
論
を
進
め
る
。
別
行
為
可
能
性
と
別
意
志
可
能
性
の
区
別
に

つ
い
て
は
成
川
和
的
「
災任と
れ
山

』
（
動作
’W
M
、
－

一O
O
例
年
、

五
広
真
〉
を
診
問
問
。

（2
）

一
ハ
担
コ
ロ・
刃
O一）
巾
『円いNOO
N－
－
－
一
コ
同
『

。
己c
n
Z0
2

→
一d口
。
。
コ
戸O
C
「
m
O

『

門広
三
2
6
0『
竺・可
勺
「
口
白
老
エ
－

P
E
5
2
a

吉
一
言
問
。
巴
き
ミミ
む
とえ
－

p－bF
b＼
『
リミ
司
－ミ
ミ
（刃
・一
〈
出コ口
市
門戸
〉・O
K
F
E
C
三
〈
常
的
－
3
・
勺

3
8

・

毛
・ω
ss一
一
ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
！

日
・
身・
も
自
身
の
論
文
で
三
つ
の
問
い
に

よ
る
れ
任
の
分
別
を
行
っ
て
い
る
が

、

本
稿
で
は
簡
便
さ
と
一
般
性
を

優
先
し
て
ケ
イ
ソ
の
も
の
を
利
川
し
た
。

〈3
）
本
総
で
は

、

普
遍
的
決
定
論
の
意味
と
し
て
は
「
世
界
に
生
じ
る
あ

ら
ゆ
る
事
象
は、

当
該
事
象
を
必
然的
に
生
じ
さ
せ
る
以
因

ハ附
む
を

も
っ
」
と
い
う
緩
い
鋭
定
に
と
ど
め
る
。

（4
）

チ
ザ
ム
や
γ
・
オ
コ
ナ
l

の
行
為
新
閃
剛
山
説
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。

ケ
イ
γ
－N
身
は
白
山

意
志
論
を
自
認
し

て
い
る
が
、

本
筋
注
3

で
示
し

た
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
普
通
的
決
定
論
を
受
け
入
れ
て
い
る
点
で
例

10) 

外
的
で
あ
る
。

（5
）

た
と
え
ば
、
フ
ラ
ンF
7
ァ
l
ト
の
二
階
の
欲
求
浬
論
、
s

・

ウ
ル

フ
の
双
山
の
恕
諭
（『2
5
コ
5
2
ミ
）
な
ど
が
本
げ
ら
れ
る
。

（6
）

い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
グ
フ
ァ
l
ト
型
事
例
や
フ
ィ
ッ
シ
ャl
の
m
両
立

論
、

p
・
ス
ト

ロ
ー
ソ
ン
の
反
応
的
心
情
論
が
代
淡
的
で
あ
る
。

〈7
）
本
・
和
で
は
以
下
の
三
点
の
文
献
を
中
心
に
ス
ミ
ラ
ン
ス
キ
ー
の
主
強

を
続
説
す
る
。ω
ヨ
ニ
白
コ目r
山、・ω
2
7
N
OCD
－3
吋
司
モ
ミ
ミ
ミ
ミ

E
s
z

・

0
1
『。－
－
己C
2一〈
凸『包
門
司勺
去叩
川
和
的

・
∞
コJ二
国
コ帥一向
〕
〉ω
E
E
－
－NO
O
N－
E

勺
”
・
口
口

戸
戸、一
一一－
『リロ
コ
己出
ヨ
巾2
F釦
一
O
C白
一
百戸
山
口
己
寸
一d刊
の
g
d円
『由
一
一
円
『
O
｛
一
一
一
Z
白

色
。
ぇ
．
・
＝d
コ
～向
。
矢口ミ
ミ
ミ
ミ
F
q
q
b
O＼
手
町
民
一ミ
～〉
（刀
O
U白
『
戸

一ハ
出コ巾
何
色y
o
u
h「O
『
己
C
コ
一〈
巾『帥
－ζ

勺
「而
明
白
・刃
向
】
・
品

∞
吋
’
印
C印
・
ω
3
2
白
コ
m
－

r
〕下
ω
出己
一
MC
C印
・E
司
自・
巾
口4
rミニ一
白
コ
乱
刀
作
m
－u
m
np

『O
「
℃
問
「
問
。コ
目
J

ミ
町
民
～26
4匂
ミ弘
、n
M
U旬
、
b
h～口
九S
EP－
－
x
x
一
）
デ
℃
℃
－M』
∞
B
M
m－

λ
・
：
7

ソ
ス
キ
l
の
議
治
を
適
切
に
理
解
す
る
に
はこ0
0
0
年
の
主
草引を
品世

間
す
る
の
が
紋
浪
け
で
は
あ
る
が

、

本
同
制
で
は
紙
制
の
関
係
上

、

主
裂
が

コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
たこ
O
O
二
年
の
論
文
の
筋
を
追
っ
て
議

論
を
進
め
る
。
ス
ミ
ラ
ソ
ス
キ
ー
へ
の
宵
及
筒
所

に
の
み
、
本
論
小
で

ペ
ー

ジ
数
等
を
記
す
。

〈8
）
ω
片
岡
・
出
＝
目
。
コ
・
の
国

『巾
コ
一戸由
由
』
・
．
4
D
E
E－
－5
・

0
「
p
－2
・
白こ
N
g℃
o
－5
・

σ
E
Q
－
－
・
～up
h～ロ
M
h
v
』V
P
Rミ

切
さ
え
九2
・
吋
…
山
崎

℃
℃
・印
E
N←

ハ9
）
山H山
意
志
論
者
は
性
抽
怖
か
ら
で
は
な
く
、

L
F
W
か
ら
生
み
山
さ
れ

た
行
為
こ
そ
が
道
徳
的
な
行
為
だ
と
反
論
す
る
か
も
し
れ
な
い

。

し
か

し
、
こ
の
考
え
は
ω
2・
ぎ
〈m
Oコ
－C
・5
2

（匂
℃
・8
1
MF）
で
命
駁
さ
れ

て
い
る
。

ハ問
〉
ト
ホ
舗
で
は
価
値
と
い
う行裁
を
「
な
ん
で
あ
れ
人h
を
特
定
の
行
動



M司忽山〔崎刈哨 ぎ
ピ

-\Jliil童
話
。

:t-
t{l-6' Q

 J
 －＼）ム

r
、－＃＇

(I
ベ
）－＃＇国

ム
斜

tま
や
言
司
法
＋
－
々
。

（
ご

）
:¥lille

r, 
Alexander: 

2003, 
A

N
 IN

T
R
O
D
U
CT

I
O
N
 
T
O
 

C
O
N
T
E
M
P
O
R
A
R
l
.
 M

E
T
A
E
T
H
/CS, P

o
lily

 P
ress.

 Blackｷ 

well 
Bublishing Ltd. 

（~
） 

Blackburn, S
i
m
o
n
:
 
1984, 

Spreading 
the 

II匂
rid,

O
x
f
o
r
d
 

University 
P
rぉ

s.

（竺
）

1', II\
ぶ
h

・~
－
λ
Q
符
縄
と
l

＜、
：，

＼－＇~
’

i\liller: 
2003 

(pp. 52-

94
)

 －＃
＇
ぬ

lii-"'!j ...）.；＿！。

（
祇

J机
）
~
必
v

•
i美
韓
三
4く
卦
）


