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保　

呂　

篤　

彦

は
じ
め
に　
　

神
経
科
学
と
の
関
係
に
お
け
る
宗
教
研
究
の
動
向

　

脳
科
学
な
い
し
神
経
科
学
の
進
展
に
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
成
果
は
他
の
学
問
領
域
、
し
か
も
自
然
科
学
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
人
文
科
学
や
社
会

科
学
の
領
域
に
お
け
る
研
究
に
ま
で
、
次
第
に
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
法
律
学
の
分
野
で
は
、
自
由
意
志
の
非
存
在
が
脳
科
学
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た

と
い
う
主
張
が
、
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｗ
・
ジ
ン
ガ
ー
や
Ｇ
・
ロ
ー
ト
等
の
神
経
科
学
者
が
上
記

の
よ
う
な
主
張
に
基
づ
い
て
、
自
由
意
志
の
存
在
を
前
提
と
す
る
法
思
想
と
法
体
系
の
見
直
し
を
求
め
る
に
至
り
、
哲
学
者
を
も
巻
き
込
ん
で
議
論
が
社
会
全
般
に

大
き
く
広
が
っ
て
い
る︵
１
︶。
日
本
に
お
い
て
も
、
神
経
科
学
の
成
果
は
、
認
知
科
学
や
心
の
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
は
大
い
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
す
で
に
多
く
の
研
究

が
な
さ
れ
、
議
論
も
か
な
り
深
ま
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
宗
教
研
究
の
領
域
で
は
、
神
経
科
学
の
成
果
と
そ
れ
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
宗
教
研
究
へ
の
批
判
や
提
言
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す

る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
議
論
が
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
宗
教
学
会
に
関
し
て
言
う
と
、
よ
う
や
く
二
〇
〇
九
年
の
学

術
大
会
に
お
い
て
、﹁
宗
教
哲
学
の
現
在
を
問
う　
　

反
本
質
論
の
波
を
う
け
て　
　

﹂
と
い
う
パ
ネ
ル
発
表
の
一
部
と
し
て
、
松
野
知
章
が
、
と
り
わ
け
神
経
科

学
の
成
果
が
宗
教
研
究
に
対
し
て
も
ち
う
る
影
響
に
つ
い
て
論
じ
た︵
２
︶の
と
、
二
〇
一
〇
年
の
学
術
大
会
に
お
い
て
﹁
脳
科
学
と
宗
教
体
験　
　

現
代
に
お
け
る
宗
教
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六

哲
学
の
立
ち
位
置　
　

﹂
と
題
す
る
パ
ネ
ル
発
表
が
行
わ
れ
、
星
川
啓
慈
、
杉
岡
良
彦
、
藤
田
一
照
、
冲
永
宜
司
、
芦
名
定
道
︵
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
︶
が
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
か
ら
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た︵
３
︶の

と
を
除
く
と
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る︵
４
︶。

　

諸
外
国
に
お
い
て
も
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
神
経
科
学
か
ら
の
挑
戦
に
対
す
る
宗
教
研
究
者
に
よ
る
応
答
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思

わ
れ
な
い︵
５
︶。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
本
稿
筆
者
が
関
心
を
寄
せ
て
き
た
﹁
宗
教
多
元
主
義
﹂
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
・
宗
教

哲
学
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
が
、
そ
の
近
著
︵﹃
宗
教
と
科
学
の
新
し
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア　
　

宗
教
体
験
・
神
経
科
学
・
超
越　
　

﹄︶
に
お
い
て
神
経
科
学
に

よ
る
宗
教
批
判
・
宗
教
研
究
批
判
へ
の
応
答
を
か
な
り
の
紙
幅
を
割
い
て
行
っ
て
い
る︵
６
︶。

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
神
経
科
学
か
ら
の
宗
教
批
判
に
対
す
る
ヒ
ッ
ク
の
こ

の
独
自
の
応
答
の
分
析
を
と
お
し
て
、
心
の
哲
学
者
や
認
知
科
学
者
、
神
経
科
学
者
が
神
経
科
学
の
成
果
に
基
づ
い
て
行
う
宗
教
研
究
に
対
す
る
批
判
や
提
言
を
、

宗
教
学
や
宗
教
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
応
答
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
の
探
究
の
た
め
の
手
が
か
り
を
探
り
た
い︵
７
︶。

一　

神
経
科
学
か
ら
の
挑
戦
─
─
自
然
主
義
的
宗
教
解
釈
の
新
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン

　

さ
て
、
ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
主
義
の
哲
学
は
、
彼
自
身
が
強
烈
な
宗
教
体
験
に
よ
る
回
心
を
経
験
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
宗
教
体
験
・
宗
教

経
験
を
信
頼
す
る
こ
と
に
よ
る
宗
教
の
宗
教
的
解
釈
の
合
理
性
を
主
張
し
、
宗
教
の
自
然
主
義
的
解
釈
に
よ
る
宗
教
解
釈
の
独
占
要
求
か
ら
宗
教
的
宗
教
解
釈
を
擁

護
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
著
﹃
宗
教
の
一
解
釈︵
８
︶﹄

に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
神
経
科
学
へ
の
応
答
を
含
む
上
記
の
近
著
﹃
宗
教
と
科

学
の
新
し
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
﹄
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
神
経
科
学
か
ら
の
挑
戦
と
は
、
宗
教
的
宗
教
解
釈
の
誤
り
を
証
明
し
、
自
然
主
義
的
宗
教
解

釈
の
み
が
唯
一
正
し
い
解
釈
で
あ
る
と
主
張
す
る
議
論
の
新
し
い
形
︵
少
し
く
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
主
張
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
た
と
す
る
議
論
︶
で
あ
り
、
そ

の
基
本
的
な
性
格
は
従
来
の
自
然
主
義
的
諸
理
論
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
近
著
の
第
二
部
全
体
が
、
主
著
﹃
宗
教
の
一
解
釈
﹄
の
第
二

部
﹁
世
界
の
宗
教
的
多
義
性
︿T

he R
eligious A

m
biguity of the U

niverse

﹀﹂
の
第
七
章
﹁
自
然
主
義
的
な
選
択
肢
︿T

he N
aturalistic O

ptio

︵
９
︶

n

﹀﹂
へ
の
現
代

的
な
追
加
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
、
法
律
学
や
倫
理
学
に
お
い
て
主
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
自
由
意
志
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
神
経
科
学
の
成
果
が
占
め
る
位
置
と
並
行
関
係
に
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
も
、
決
定
論
自
体
は
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
神
経
科
学
者
や
心
の
哲
学
者
、
認
知
科
学
者
ら
の
一
部
は
、
そ
れ
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が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
実
際
、
ヒ
ッ
ク
が
対
決
を
試
み
て
い
る
神
経
科
学
の
成
果
に
基
づ
く
自
然
主
義
的
理
論
の
中
心
は
、
自
由
意
志
否
定
論
あ
る
い
は

決
定
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
上
述
の
通
り
、
宗
教
研
究
者
に
よ
る
神
経
科
学
の
成
果
に
対
す
る
応
答
を
数
多
く
検
討
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
日
本
宗
教
学
会
に
お

け
る
上
記
の
諸
発
表
の
な
か
で
は
、
松
野
が
、
神
経
科
学
の
成
果
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
﹁
自
由
意
思
を
も
っ
た
霊
魂
な
ど
は
否
定
さ
れ
る
が
宗
教
自
体
は
否
定
さ

れ
な
い︶

10
︵

﹂
と
述
べ
て
、
自
由
意
志
の
問
題
に
も
若
干
触
れ
て
い
る
も
の
の
、
他
の
研
究
者
は
自
由
意
志
論
に
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヒ
ッ
ク

の
近
著
は
神
経
科
学
の
成
果
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
第
二
部
の
五
つ
の
章
全
体
に
お
い
て
自
由
意
志
を
擁
護
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
し
、
そ
の
最
後
の
章
で
あ
る
第
一
〇
章
﹁
自
由
意
志
？
﹂
に
お
い
て
は
こ
れ
を
直
接
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、
こ
の
点
で
彼
の
研
究
は
き
わ
め
て
特
徴
的
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
ヒ
ッ
ク
に
と
っ
て
、宗
教
は
﹁
実
在
そ
の
も
の
︿the R

eal in itself

﹀﹂
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
人
間
に
よ
る
﹁
自
由
﹂
な
応
答
に
ほ
か
な
ら
ず
、

こ
の
﹁
自
由
﹂
が
否
定
さ
れ
て
も
な
お
存
立
が
云
々
さ
れ
る
﹁
宗
教
﹂
を
、
彼
は
本
来
の
﹁
宗
教
﹂
と
は
決
し
て
考
え
な
い
。

　
　

 

今
日
、
こ
の
［
宗
教
と
唯
物
論
と
の
間
の
］
論
争
の
最
先
端
に
あ
る
の
が
人
間
の
脳
で
あ
る
。
心
︿m

ind

﹀
は
脳
の
働
き
の
不
可
思
議
な
︿m

ysterious

﹀
一

時
的
副
産
物
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
神
経
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
今
や
不
可
避
の
新
た
な
問
い
で
あ

る
。
も
し
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
体
験
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
を
取
る
に
せ
よ
、
こ
の
物
質
的
宇
宙
を
超
越
す
る
実
在
に
つ
い
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

真
正
の
意
識

0

0

0

0

0

︿authentic aw
areness

﹀
で
は
な
く

0

0

0

0

、［
中
略
］
こ
の
自
然
的
世
界
の
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
く
因
果
関
係
に
支
配
さ
れ
た
脳
に
お
け
る
物
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
出
来
事
の
反
映
で
し
か
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
。︵N

F, xi/iv. 

［　

］
内
と
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
。︶

近
著
の
﹁
序
文
﹂
に
お
け
る
ヒ
ッ
ク
の
こ
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
脳
を
通
し
て
の
心
の
物
理
的
・
自
然
的
決
定
論
こ
そ
が
、
宗
教
の
宗
教
的
解
釈
を
決
定
的
に
損

な
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
意
志
の
擁
護
が
ヒ
ッ
ク
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
決
定
論
を
反
駁
し
よ
う
と
す
る

ヒ
ッ
ク
は
、
法
律
や
倫
理
、
芸
術
を
含
む
人
間
文
化
に
関
す
る
伝
統
的
な
理
解
を
擁
護
し
て
議
論
す
る
研
究
者
た
ち
と
連
帯
す
る
こ
と
に
な
る
。
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一
八

二　

自
由
意
志
を
否
定
す
る
立
場　
　
「
心
脳
同
一
論
」
と
「
随
伴
現
象
論
」

　

神
経
科
学
の
成
果
に
基
づ
い
て
自
由
意
志
を
否
定
す
る
議
論
に
も
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
発
展
が
あ
っ
た
。
ヒ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
従
来
は
心
な
い
し
意
識
と
脳
と

を
同
一
視
す
る
﹁
心
脳
同
一
論
︿m

ind/brain  identity theory

﹀﹂
が
有
力
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
心
が
物
理
的
・
物
質
的
な
脳
と
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
物
理
的
な
自
然
の
因
果
法
則
に
完
全
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、自
由
意
志
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、ヒ
ッ

ク
も
近
著
に
お
い
て
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
立
場
は
、﹁﹁
相
関
﹂
即
﹁
同
一
﹂
と
す
る
誤
り
︿the correlation = identity fallacy

﹀﹂︵N
F, 82/27

︶、

﹁
肝
腎
の
問
題
を
回
避
す
る
︿begging the question

﹀﹂︵N
F, 83/28

︶
と
い
う
誤
り
を
犯
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
い
わ
ゆ
る
﹁
意
識
の
神
秘
︿the 

m
ystery of consciousness

﹀﹂︵N
F, 89/38

︶
の
ゆ
え
に
、
こ
の
立
場
で
は
物
理
的
な
脳
に
関
す
る
説
明
と
心
な
い
し
意
識
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
ら
れ
な

い
と
考
え
る
科
学
者
や
哲
学
者
が
次
第
に
増
え
て
き
た
。

　

そ
こ
で
、
ヒ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、﹁
多
く
の
自
然
主
義
的
な
科
学
者
や
哲
学
者
た
ち
が
、﹁
随
伴
現
象
論
︿epiphenom

enalism

﹀﹂
と
い
う
包
括
的
な
名
称
の
下
で
、

こ
れ
［﹁
心
脳
同
一
論
﹂］
を
修
正
す
る
方
向
に
動
い
て
き
た
﹂︵N

F, 91/43

︶。
こ
れ
が
、﹁
現
在
通
用
し
て
い
る
自
然
主
義
の
諸
理
論
﹂︵N

F, 92/4

︶
11
︵4

︶
な
の
で
あ
り
、

こ
れ
こ
そ
、ヒ
ッ
ク
が
本
格
的
に
対
決
す
る
諸
理
論
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
、﹁
創
発
的
性
質
︿em

ergent properties

﹀﹂
を
主
張
す
る
も
の
や
﹁
二
重
性
質
︿dual 

attributes

﹀﹂を
主
張
す
る
も
の
、﹁
機
能
主
義︿functionalism
﹀﹂な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
下
位
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、﹁
意

識
は
脳
の
働
き
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
非
物
理
的

0

0

0

0

随
伴
現
象
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
で
は
原
因
と
し
て
の
力
︿causal pow

er

﹀
は
も
た
ず
、
意
識
自
身
が
そ

0

0

0

0

0

0

の
副
産
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
特
定
の
神
経
状
態
が
発
現
し
て
い
る
間
の
み
持
続
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
す
る
﹂
立
場
で
あ
る
︵N

F, 92/44

︶。
つ
ま
り
、
こ
の
立
場
は
、
心
や
意
識

と
い
う
現
象
を
非
物
理
的

0

0

0

0

現
象
と
考
え
、
心
や
意
識
を
脳
と
区
別
す
る
点
で
は
、
従
来
の
﹁
心
脳
同
一
論
﹂
を
脱
し
、﹁
心
脳
二
元
論
﹂
を
構
成
す
る
か
の
よ
う
に

見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
意
識
な
い
し
心
が
、
脳
と
は
独
立
の
因
果
的
作
用
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
た
め
、
結
局
、
こ
こ
に
お
い
て
も
﹁
心
脳
同

一
論
﹂
と
ま
っ
た
く
同
様
、
自
由
意
志
の
存
在
は
明
確
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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三　

リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
と
そ
の
解
釈
の
可
能
性　
　
「
随
伴
現
象
論
」
か
心
の
無
意
識
の
働
き
か

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
﹁
随
伴
現
象
論
﹂
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ヒ
ッ
ク
は
そ
の
最
初
に
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
ベ
ッ
ト
と
い
う
神
経
科
学
者
が
一
九
八
三
年
に

そ
の
成
果
を
発
表
し
た
有
名
な
実
験
の
成
果
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
実
験
は
、
あ
る
行
為
に
関
連
し
て
脳
に
発
生
す
る
﹁
準
備
電
位
︿readiness potential

﹀﹂

が
そ
の
行
為
を
行
お
う
と
す
る
意
識
的
な
意
志
︵
決
断
・
決
意
︶
に
先
立
っ
て
観
測
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
実
験
結
果
は
、
意
識
的
な
決
断
・

決
意
と
い
っ
た
心
の
作
用
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
脳
が
行
為
を
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
意
識
的
な
意
志
︵
決
断
・
決
意
︶
と
思
わ
れ
て
き
た
も
の
は
、
実
は
そ

れ
に
先
立
つ
脳
の
神
経
作
用
の
反
映
で
し
か
な
い
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
自
由
意
志
の
存
在
を
否
定
す
る
﹁
随
伴
現
象
論
﹂
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
な

さ
れ
る
こ
と
が
多
い︶

12
︵

。
ヒ
ッ
ク
も
、
こ
れ
が
﹁
一
見
し
た
と
こ
ろ
随
伴
現
象
論
を
支
持
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂︵N

F, 92/45

︶
と
述
べ
て
お
り
、
ま
さ
に
、

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
リ
ベ
ッ
ト
の
こ
の
実
験
を
﹁
随
伴
現
象
論
﹂
の
検
討
の
冒
頭
に
据
え
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
実
験
結
果
は
、
こ
の
よ
う
に
﹁
随
伴
現
象
論
﹂
を
支
持
す
る
も
の
と
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
実
際
、
リ
ベ
ッ

ト
自
身
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
自
由
意
志
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
間
に
は
﹁
準
備
電
位
﹂
と
し
て
現
れ
た
行
為
へ
の
衝
動

0

0　
　

こ
の
段
階
で
は
ま

だ
意
志

0

0

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い　
　

を
意
識
し
た
後
、
実
際
に
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
僅
か
な
間
に
、
意
識
的
意
志

0

0

0

0

0

の
﹁
拒
否
権
︿veto

﹀﹂
に
よ
っ

て
こ
れ
を
差
し
止
め
る
﹁
自
由
﹂
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る︶

13
︵

。

　

そ
し
て
、
ヒ
ッ
ク
自
身
も
ま
た
リ
ベ
ッ
ト
に
従
っ
て
、
こ
の
実
験
結
果
が
﹁
随
伴
現
象
論
﹂
と
は
異
な
る
仕
方
で
解
釈
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

彼
も
、
そ
の
行
為
に
関
わ
る
﹁
準
備
電
位
﹂
を
そ
の
後
に
生
じ
る
意
識
的
な
意
志
作
用
と
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
行
す
る
心
の
﹁
無
意
識
﹂
的
な
働
き
に
関
係
づ
け

る
こ
と
で
、﹁
随
伴
現
象
論
﹂
を
回
避
し
、
厳
密
な
意
味
で
の
﹁
心
脳
二
元
論
﹂
の
立
場
に
可
能
性
を
残
そ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。

　
　

 　

意
識
的
意
欲
︿conscious volition

﹀
の
こ
の
〇
・
五
秒
と
い
う
遅
れ
は
、
何
か
別
の
方
法
で
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
心0

は
は
る
か
に
意
識
以
上
の
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
意
識
は
私
た
ち
が
直
接
知
っ
て
い
る
︿aw

are

﹀
心
の
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
﹁
氷
山
の
一
角
﹂
で
し
か



Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
の
自
由
意
志
論　
　

神
経
科
学
の
挑
戦
に
対
す
る
一
応
答　
　

二
〇

な
く
、
無
意
識
の
過
程
も
ま
た
そ
の
神
経
相
関
を
有
す
る
に
違
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
私
た
ち
の
日
常
の
動
作
の
多
く　
　

歩
行
や
多
く
の
人
が
話
す
際
に
す
る
自
然
な

︿spontaneous

﹀
手
の
動
き
な
ど
の
よ
う
な　
　

は
意
図
に
よ
る
決
断
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
自
動
的
に
、
い
わ
ば
自
動
操
縦
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
意

識
的
な
熟
考
を
含
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
意
識
の
う
ち
に
こ
れ
を
事
前
に
計
画
す
る
ご
く
短
い
時
間
が
あ
る
。
手
首
を

振
る
動
作
に
関
す
る
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
が
示
し
て
い
る
の
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
無
意
識
の
事
前
計
画
の
一
例

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
ろ
う
。
そ
の
神
経
相
関
は
リ
ベ
ッ
ト
に
よ
っ

て
約
〇
・
五
秒
と
測
定
さ
れ
て
い
る
。︵N

F, 92-93/45-46

︶

神
経
科
学
者
の
議
論
で
は
、﹁
心
＝
意
識
﹂
を
前
提
と
し
、
そ
れ
と
脳
の
活
動
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
と
い
う
や
り
方
が
一
般
的
で
あ
り
、﹁
無
意
識
﹂
の
作
用
は

当
然
の
こ
と
と
し
て
﹁
心
﹂
な
ら
ざ
る
﹁
脳
﹂
の
活
動
と
同
一
視
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
強
い
の
に
対
し
て
、
ヒ
ッ
ク
は
、﹁
無
意
識
﹂
の
作
用
を
も
、
脳
の
活
動

と
の
同
一
視
か
ら
救
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
特
徴
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、﹁
心
﹂
を
﹁
意
識
﹂
と
﹁
無
意
識
﹂
と
か
ら
な
る
も
の
と
考
え
る
深

層
心
理
学
の
伝
統
か
ら
す
れ
ば
、
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
神
経
科
学
の
成
果
を
前
提
に
し
た
﹁
心
﹂
と
﹁
意
識
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
は
異
色
の
議

論
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。四　

「
知
的
自
由
」

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
験
結
果
に
関
し
て
同
じ
よ
う
に
単
純
な
﹁
随
伴
現
象
論
﹂
的
解
釈
を
退
け
な
が
ら
も
、
リ
ベ
ッ
ト
が
﹁
拒
否
権
﹂
を
持
ち
出
し
て
擁
護
し
よ

う
と
す
る
の
が
あ
く
ま
で
も
決
意
の
時
点
を
計
測
し
う
る
よ
う
な
﹁
随
意
運
動
﹂
の
自
由
で
あ
る
の
に
対
し
て
、ヒ
ッ
ク
が
考
え
、問
題
に
す
る
自
由
は
、﹁
随
意
運
動
﹂

の
自
由
な
ど
で
は
な
い
。
通
常
、
神
経
科
学
者
の
間
で
は
、
自
由
意
志
は
、
身
体
的
運
動
を
引
き
起
こ
す
あ
る
時
点
に
お
け
る
﹁
意
識
﹂
的
決
定
・
決
意
と
し
て
の

み
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
ヒ
ッ
ク
が
問
題
に
す
る
の
は
意
志
決
定
の
特
定
の
時
点
を
問
題
に
で
き
な
い
よ
う
な
自
由
で
あ
る︶

14
︵

。

　
　00

 

00意
識
的
な
自
己
が
熟
考
し
た
上
で
決
断
す
る
と
い
う
事
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
物
理
的
環
境
に
お
け
る
日
常
的
な
身
体
の
統
御
に
は
関
係
し
な
い
し
、
ま
た
日
常
生
活
の
気
楽

な
交
際
に
お
け
る
他
人
と
の
習
慣
的
な
相
互
の
遣
り
取
り
に
さ
え
関
わ
ら
な
い
。
意
識
的
自
己
が
決
断
す
る
事
態
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
、
よ
り
深
刻
な
会
話
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や
、
熟
慮
の
上
で
の
道
徳
的
な
決
断
、
あ
る
い
は
、
例
え
ば
、
脳
と
意
識
と
の
関
係
と
い
っ
た
難
解
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
思
考
す
る
際
の
知
的
努
力
、
創
造
的

な
仕
事
で
あ
る
芸
術
や
科
学
に
お
け
る
知
的
努
力
と
こ
そ
関
係
し
て
い
る
。
リ
ベ
ッ
ト
が
行
っ
た
よ
う
な
実
験
室
で
の
実
験
は
ミ
リ
秒
単
位
で
測
ら
れ
る
動
作

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
取
り
扱
う

0

0

0

0

0

。
し
か
し
、
私
た
ち
は
時
　々
　

た
い
て
い
の
人
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
よ
く
あ
る
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も　
　

難
し
い
道
徳
的
決
断
を
強
い

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
、
き
わ
め
て
多
様
な
、
相
互
作
用
因
子

0

0

0

0

0

0

、
原
則

0

0

、
誘
惑

0

0

、
義
務

0

0

、
ま
た
生0

じ
そ
う
な
諸
帰
結
の
予
測
な
ど
と
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
長
期
に
わ

0

0

0

0

た
る

0

0

︿lengthy
﹀、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
苦
渋
に
満
ち
た
格
闘
と
い
っ
た
も
の
が
要
求
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
さ
ら
に
理
論
物
理
学
の
研
究
を
し
て
い
る
と
き
、
あ
る

い
は
神
経
科
学
の
理
論
化
の
作
業
や
哲
学
的
な
思
考
を
し
て
い
る
と
き
、
ま
た
小
説
を
書
い
た
り
、
政
策
を
論
じ
た
り
、
講
演
内
容
を
書
い
て
い
る
と
き
な
ど

に
、
無
意
識
の
記
憶
や
経
験
の
膨
大
な
貯
水
池
に
支
え
ら
れ
つ
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
意
識
的
自
己
は
働
い
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
意
識
的
な
心
的
な
努
力
の
す
べ
て
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
腕
を
動
か
す

0

0

0

0

0

こ
と
と
ま
っ
た
く
同
様

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
真
に

0

0

、
行
為

0

0

︿action

﹀
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。︵N
F, 117-118/90-91

︶

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ヒ
ッ
ク
は
、
同
じ
心
の
無
意
識
の
プ
ロ
セ
ス
に
支
え
ら
れ
て
作
用
す
る
心
の
意
識
的
な
作
用
と
し
て
の
自
由
を
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な

る
。
私
た
ち
の
思
考
や
認
識
、
主
張
な
ど
は
、
意
識
作
用
の
み
に
よ
っ
て
あ
る
時
点
で
突
然
形
成
さ
れ
る
も
の
で
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
夢
に
よ
る
示
唆
が

こ
れ
を
助
け
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
長
期
に
わ
た
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
問
題
を
考
察
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
問
題
を
意
識
的
に
考
え
て
い
な
い
と

き
に
何
ら
か
の
示
唆
や
ひ
ら
め
き
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
も
、
多
く
の
人
が
体
験
に
よ
っ
て
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ッ
ク
が
こ
の
後
の
議
論
に
お
い
て
自
由

意
志
の
作
用
の
例
と
し
て
議
論
の
中
心
に
据
え
て
い
る
認
識
・
判
断
・
主
張
な
ど
の
形
成
も
長
期
に
わ
た
る
活
動

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
無
意
識
の
作
用
と
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、

リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
が
取
り
扱
っ
て
い
る
よ
う
な
﹁
随
意
運
動
﹂
な
ど
と
は
異
な
り
、
決
意
の
時
点
と
し
て
特
定
の
瞬
間
を
問
題
に
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
そ
も
そ

も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、﹁
自
由
意
志
﹂
と
言
い
な
が
ら
、ヒ
ッ
ク
が
問
題
に
す
る
の
は
、﹁
知
的
自
由
︿intellectual freedom

﹀﹂︵N
F, 118/91

︶
で
あ
る
。

ヒ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、知
的
な
作
業
で
あ
る﹁
あ
れ
こ
れ
検
討
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
も
、実
際
に
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
を
蹴
る
の
と
同
様
、紛
れ
も
な
く
行
為︿action

﹀

で
あ
り
、
神
経
相
関
を
生
み
だ
す
に
違
い
な
い
﹂︵N

F, 106/69

︶
か
ら
で
あ
る
。
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二
二

五　
「
自
己
言
及
の
問
題
」

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
論
点
を
﹁
随
意
運
動
﹂
の
自
由
か
ら
﹁
知
的
自
由
﹂
へ
と
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ッ
ク
は
脳
決
定
論
に
対
し
て
強
力
な
反
論
の
鍵
を
手

に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、﹁
自
己
言
及
の
問
題
︿the problem

 of self-reference

﹀﹂︵N
F, 119/93

︶
と
呼
ば
れ
て
い
る
論
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
私

た
ち
の
思
想
や
行
為
が
［
中
略
］
神
経
の
出
来
事
に
よ
っ
て
厳
密
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
る
者
は
、
そ
の
理
論
に
到
達
し
、
そ
れ
を
主
張
す
る
際
の
自
ら
の
思

考
過
程
に
対
し
て
も
、
自
分
自
身
の
理
論
が
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵N

F, p.119/pp.93-94

︶
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、

﹁
自
由
意
志
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
欺
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
幻
想
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
、
と
言
う
と
き
の
、
こ
の
﹁
私
た
ち
﹂
と
は
誰
の
こ
と
な
の

か
。
理
性
的
に
受
け
と
め
て
い
る
思
想
が
実
は
機
械
的
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
私
た
ち
は
理
性
的
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
と
き
の
、こ
の﹁
私

た
ち
﹂
と
は
誰
の
こ
と
な
の
か
。
こ
の
﹁
私
た
ち
﹂
が
本
当
に
欺
か
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
欺
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
の
か
。
私

た
ち
が
機
械
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
が
機
械
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
機
械
的
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
の
こ
と
を
理
性

的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
﹂︵N

F, 119-120/94

︶
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
し
、
さ
ら
に
、﹁
全
面
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
点
で

正
し
い
者
た
ち
は
、
彼
ら
が
正
し
い
と
知
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

︿know
﹀、
あ
る
い
は
理
性
的
に
信
じ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︿rationally believe

﹀
と
適
切
に
言
わ
れ
う
る
の
か
ど
う
か
﹂

︵N
F, 120/96

︶
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
ヒ
ッ
ク
は
、﹁
私
た
ち
の
決
定
さ
れ
た
世
界
の
外
部
か
ら
こ
れ
を
観
察
し
て
い
る
決
定
さ
れ
て
い

な
い
観
察
者
︿non-determ

ined observer

﹀﹂
と
い
う
想
定
を
導
入
し
、こ
の
外
的
観
察
者
の
﹁
知
﹂
を
、決
定
さ
れ
た
世
界
の
内
部
に
い
る
者
の
い
わ
ゆ
る

0

0

0

0

﹁
知
﹂

と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
た
世
界
内
部
で
の
﹁
知
﹂
が
、
私
た
ち
が
通
常
用
い
て
い
る
意
味
で
の
﹁
知
﹂
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
努
め
て
い
る
︵N

F, 120-121/96-97

︶。

　

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
ヒ
ッ
ク
の
議
論
の
詳
細
を
辿
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
す
で
に
ヒ
ッ
ク
が
何
を
問
題
に
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
き
わ
め
て
簡
潔
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
全
面
的
な
決
定
論
は
、
知
や
思
考
、
判
断
、
主
張
な
ど
の
主
体
で
あ
る
﹁
私
﹂
と
私
の
﹁
理
性
﹂
な
い
し
﹁
知
性
﹂
を
、

あ
ら
ゆ
る
自
然
的
事
物
の
因
果
系
列
の
一
部
分
に
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
知
る
﹂
こ
と
も
﹁
主
張
す
る
﹂
こ
と
も
、そ
し
て
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、﹁
真
﹂

や
﹁
偽
﹂
と
い
っ
た
価
値
も
、
も
は
や
本
来
の
意
味
で
は
存
立
し
え
な
い
よ
う
な
状
況
を
設
定
す
る
。
つ
ま
り
、
脳
決
定
論
が
正
し
け
れ
ば
、
脳
決
定
論
に
せ
よ
自
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由
意
志
論
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
一
つ
の
神
経
状
態
の
表
わ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
神
経
状
態
Ａ
と
神
経
状
態
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
ど

ち
ら
が
﹁
真
﹂
で
あ
る
か
と
い
っ
た
﹁
価
値
﹂
の
問
題
は
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。︵
裏
か
表
を
上
に
向
け
て
落
下
し
た
二
枚
の
木
の
葉
に
つ
い
て
真
偽
を
問
題
に

で
き
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
の
よ
う
な
神
経
状
態
に
な
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
が
﹁
真
﹂
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
。︶
し
か
し
な
が
ら
、
決
定
論
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
上
で
、
自
ら
の
﹁
判
断
﹂
の
﹁
真
理
性
﹂
を
﹁
主
張
﹂
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
彼
ら

は
、﹁
軽
率
に
も
自
分
自
身
を
自
分
の
言
明
の
対
象
領
域
か
ら
除
外
し
て
い
る
﹂︵N

F, 120/94-95

︶
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
ヒ
ッ
ク
は
こ
れ
が
﹁
不
可
能
な
立
場

︿im
possible position

﹀﹂︵N
F, 121/97

︶
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ヒ
ッ
ク
の
こ
の
よ
う
な
決
定
論
批
判
＝
自
由
意
志
擁
護
論
は
、
彼
独
自
の
目
新
し
い
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
彼
自
身
も
、
同
様
の
議
論
と
し
て
エ

ピ
ク
ロ
ス
や
生
物
学
者
ハ
ル
デ
ー
ン
の
議
論
を
簡
潔
に
し
て
掲
げ
て
い
る
ほ
か
、
そ
れ
が
科
学
哲
学
者
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
人
が
行
っ
て
い

る
強
力
な
議
論
で
も
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
ヒ
ッ
ク
自
身
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
一
八
世
紀
の
哲
学
者
で
あ
る
Ｉ
・
カ
ン
ト
に
も
類
似
の
自
由
擁
護
論

が
存
在
す
る
。
彼
の
成
熟
し
た
批
判
期
の
哲
学
に
お
い
て
は
﹁
自
由
の
演
繹
﹂、
自
由
の
直
接
的
な
論
証
は
断
念
さ
れ
、
道
徳
法
則
の
意
識
と
い
う
﹁
理
性
の
事
実

︿Faktum
 der Vernunft

﹀﹂
に
基
づ
き
、
そ
の
﹁
存
在
根
拠
︿ratio essendi

﹀﹂
と
し
て
意
志
の
自
由
が
﹁
要
請
︿postulieren

﹀﹂
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が︶

15
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、
そ
れ
に
先
立
つ
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
初
版
︵
一
七
八
一
年
︶
を
出
版
す
る
頃
ま
で
は
、
彼
も
﹁
自
由
の
演
繹
﹂
を
さ
ま
ざ
ま
に
試
み
て

お
り
、
そ
の
一
つ
の
形
態
が
、
ま
さ
に
ヒ
ッ
ク
の
掲
げ
る
議
論
と
類
似
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
悟
性
な
い
し
理
論
理
性
の
自
発
性
︵
彼
は
こ
れ
を
﹁
論
理
的
自
由

︿die logische Freiheit

﹀﹂
と
も
呼
ん
で
い
る
︶
が
思
考
や
認
識
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ
り
、
こ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
決
定
論
自
体
が
不
可
避
的

に
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
自
由
の
否
定
、
決
定
論
は
理
性
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
証
明
と
い

う
理
論
的
営
み
自
体
が
理
性
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
述
べ
て
、
決
定
論
の
主
張
が
矛
盾
し
た
営
み
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
論
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、カ
ン
ト
が
批
判
期
の
哲
学
に
お
い
て
最
終
的
に
こ
の
よ
う
な
自
由
の
論
証
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
は
、こ
の
よ
う
な
﹁
論
理
的
自
由
﹂
を
も
っ

て
し
て
は
、﹁
叡
知
的
宿
命
論
︿der intelligible Fatalism

us

﹀﹂
と
い
う
想
定
、
自
然
因
果
性
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
超
越
す
る
叡
知
的
次

元
に
お
い
て
理
性
が
何
ら
か
の
よ
り
上
位
の
も
の
に
よ
っ
て
︵
い
つ
ど
の
程
度
の
強
度
で
働
く
か
を
︶
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
な
想
定
に
対
処
し
え
な
い
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る︶

16
︵

。
し
か
し
、
神
経
科
学
を
含
む
自
然
科
学
に
基
づ
く
決
定
論
に
お
い
て
は
、
超
自
然
的
な
決
定
要
因
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
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神
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科
学
の
挑
戦
に
対
す
る
一
応
答　
　

二
四

な
ど
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
神
経
科
学
の
成
果
に
基
づ
く
挑
戦
に
応
え
る
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
は
、﹁
叡
知
的
宿
命
論
﹂
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
カ
ン
ト
や
ヒ
ッ
ク
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
の
タ
イ
プ
の
自
由
意
志
擁
護
論
は
、
神
経
科
学
の
実
験
成
果
に
基
づ
く
脳
決
定
論
に
対
す
る
反

論
と
し
て
は
、
か
な
り
強
力
な
議
論
に
な
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六　
「
自
己
言
及
の
問
題
」
に
基
づ
く
決
定
論
批
判
の
効
力

　

そ
れ
で
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
現
場
に
お
い
て
、
ヒ
ッ
ク
が
提
示
し
て
い
る
論
証
は
ど
の
程
度
有
力
で
あ
る
と
見
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
経
科
学
者
と
哲
学
者
が
集
う
あ
る
座
談
会
の
記
録︶

17
︵

に
、
ま
さ
に
こ
の
論
点
を
め
ぐ
る
議
論
が
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

�

野
家
［
伸
也
］　

私
は
反
自
然
主
義
的
な
立
場
で
、
信
原
さ
ん
は
自
然
主
義
、
消
去
主
義
の
立
場
で
全
く
対
立
す
る
の
で
す
が
、
た
だ
世
界
を
一
元
的
に
と
ら

え
た
い
と
い
う
志
向
で
は
一
致
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
信
原
さ
ん
の
場
合
に
は
心
を
物
的
世
界
の
中
に
埋
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
一
元
的
な
理
解
を
完
結
さ

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

せ
よ
う
と
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
が
本
当
に
完
結
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
、
私
は
完
結
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
心
が

0

0

物
的
世
界
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
私
が
い
る
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
う
い
う
世
界
像
を
思
い
描
く
の
は
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
常
に
問
わ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

わ
け
で
、
そ
う
い
う
世
界
像
を
つ
く
り
上
げ
る
主
観
的
な
体
験
と
い
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
意
識
と
言
っ
て
も
い
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
す
が
、
そ
う
い
う
作
用
が
あ
る
わ
け
で
、
信
原
さ

0

0

0

ん
流
の
一
元
論
的
な
世
界
観
だ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
主
観
の
作
用
が
常
に
抜
け
落
ち
て
し
ま
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
が
度
外
視
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
れ
は
我
々
の
経

験
の
全
体
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
部
分
的
な
真
理
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
原
理
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
思
う

の
で
す︶
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。

　
　

�

信
原
［
幸
弘
］　

野
家
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
心
を
物
的
な
世
界
に
埋
め
込
も
う
と
し
て
い
る
と
き

0
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0

0

、
そ
の
埋
め
込
も
う
と
し
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

、
そ
の
主
体
の
作
用
自
体
は
埋
め
込
め
な
い
と
い
う
こ
と
は

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
た
し
か
に
そ
の
通
り
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

0

0

0

0

、
自
然
主
義
者
は

0

0

0

0

0

0

、
心
を
世
界

0

0

0

0

に
埋
め
込
も
う
と
し
て
い
る
と
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
埋
め
込
も
う
と
し
て
い
る
主
体
の
作
用
自
体
も
埋
め
込
も
う
と
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
す
。
野
家
さ
ん
の
意
見
は
、
そ
れ
は

絶
対
、
物
的
な
世
界
に
は
埋
め
込
め
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
し
か
し
、
物
的
な
世
界
と
そ
れ
を
客
体
的
に
捉
え
よ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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と
し
て
い
る
主
体
の
対
象
化
作
用
の
二
つ
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ど
の
よ
う
に
し
て
一
元
論
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
野
家
さ
ん
も
一
元
論
的
な
世
界
を
目

指
し
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
野
家
さ
ん
の
描
く
全
体
的
な
知
が
い
か
に
し
て
一
元
論
的
で
あ
り
う
る
の
か
が
私
に
は
最
大
の
疑
問
で
す
。
主
体
の

0

0

0

作
用
を
物
的
な
も
の
に
埋
め
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ど
う
し
て
も
二
元
論
的
に
な
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し0

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
ま

0

0

す︶
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こ
こ
で
の
信
原
に
対
す
る
野
家
の
批
判
の
論
点
は
、
ま
さ
に
﹁
随
伴
現
象
論
﹂
に
基
づ
く
決
定
論
に
対
し
て
ヒ
ッ
ク
が
行
っ
た
批
判
の
論
点
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
れ
に
対
す
る
信
原
の
応
答
は
、
文
面
の
ま
ま
で
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
が
野
家
の
論
点
が
強
力
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
認
め
な
が
ら
も
、
な
お
野
家
に
は
不
可
能
に
見
え
る
道
を
切
り
開
く
べ
く
進
ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ヒ
ッ
ク
が
行
っ
て

い
る
よ
う
な
論
駁
に
屈
さ
な
い
自
然
主
義
者
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。

　

先
の
論
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
彼
ら
が
な
お
ど
の
よ
う
な
議
論
を
さ
ら
に
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
実
際
に
可
能
な
の
か
、
現
時
点

で
本
稿
筆
者
は
そ
れ
に
関
す
る
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
し
、
自
ら
構
想
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
い
る
。
こ
の
方
面
に
関
す
る
研
究
は
、
今
後
の
課
題

の
一
つ
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
脳
決
定
論
が
通
用
す
る
世
界
で
は
、﹁
知
﹂
や
﹁
信
﹂
も
、﹁
真
﹂
も
﹁
偽
﹂
も
、
従
来
私
た
ち
が
理
解
し
て
き
た
も
の
と
は
異
な
る

﹁
意
味
﹂︵
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
︶
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。﹁
自
由
意
志
﹂
が
否
定
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
刑
罰
﹂
の
意
味
な
ど
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
し
て
も
、刑
法
の
世
界
が
存
立
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
、﹁
新
派
﹂
と
呼
ば
れ
る
刑
法
学
者
の
グ
ル
ー

プ
が
論
じ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
が︶

20
︵

、﹁
刑
法
﹂
の
み
な
ら
ず
、﹁
学
問
﹂﹁
倫
理
﹂﹁
芸
術
﹂、
そ
し
て
﹁
宗
教
﹂
も
、
同
様
に
何
ら
か
の
意
味
の
変
容
を
被
り
つ
つ
も
、

な
お
有
意
義
な
も
の
と
し
て
存
続
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
な
の
で
あ
ろ
う
か︶

21
︵

。

七　
「
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
」
の
克
服
に
向
け
て

　

さ
て
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ヒ
ッ
ク
は
、﹁
心
脳
同
一
論
﹂
と
﹁
随
伴
現
象
論
﹂
と
を
否
定
し
、﹁
心
脳
二
元
論
﹂
の
立
場
を
取
る
と
明
言
す
る
。
ヒ
ッ
ク
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
、
当
然
、
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
戻
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
な
い
し
批
判
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ッ
ク
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神
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二
六

も
そ
の
こ
と
を
予
想
し
て
、
次
の
よ
う
な
答
え
を
準
備
し
て
い
る
。

　
　

 　

こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論

0

0

0

0

0

0

0

0

︿C
artesian dualism

﹀
へ
の
逆
戻
り

0

0

0

0

0

で
あ
ろ
う
か
。
否
、
デ
カ
ル
ト
的
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
デ
カ
ル
ト
は
、
心
と
物

と
は
脳
の
松
果
腺
に
お
い
て
相
互
作
用
す
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
│
│
松
果
腺
以
外
の
脳
の
器
官
が
す
べ
て
脳
の
二
つ
の
半
球
に
一
つ
ず
つ
合
計
二
つ

存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
松
果
腺
は
一
つ
し
か
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
。
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
は
、
彼
に
と
っ
て
心
が
不
死
の
魂
で
あ
り
、
動
物
は
不
死
で
あ

る
こ
と
を
許
さ
れ
え
な
い
た
め
、
動
物
に
は
心
が
な
い
と
主
張
し
た
。
だ
か
ら
、
私
が
提
唱
し
て
い
る
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
非
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。︵N
F, 

111/78

︶

　

こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ッ
ク
の
答
え
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
二
元
論
は
デ
カ
ル
ト
的
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
は
っ

き
り
し
な
い
。
心
脳
の
相
互
作
用
の
場
と
し
て
の
﹁
松
果
腺
﹂
と
い
う
﹁
器
官
﹂、﹁
不
死
の
魂
﹂
と
い
う
点
に
お
け
る
人
間
と
動
物
と
の
差
異
と
い
っ
た
、
特
殊
デ

カ
ル
ト
的
な
見
解
を
採
用
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
心
脳
の
相
互
作
用
を
適
切
な
仕
方
で
説
明
で
き
な
い
と
い
う
共
通
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

で
な
お
﹁
非
デ
カ
ル
ト
的
﹂
と
い
か
に
し
て
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
両
要
素
が
原
理
的
に
架
橋
で
き
な
い
よ
う
な
二
元
論
で
あ
れ
ば
、
議
論
の
個
々
の
装
置

が
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
議
論
全
体
と
し
て
﹁
非
デ
カ
ル
ト
的
﹂
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
節
に
引
用
し
た
座
談
会
の

記
録
に
お
い
て
、
信
原
が
野
家
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
問
い
返
し
、︽
心
の
作
用
を
物
的
世
界
に
埋
め
込
ま
ず
に
、
い
か
に
し
て
一
元
論
を
構
築
し
う
る
か
︾
と
い

う
問
い
返
し
は
、
は
か
ら
ず
も
ヒ
ッ
ク
に
対
す
る
問
い
返
し
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、︽
い
か
に
し
て
﹁
非
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
﹂
と
い

う
よ
う
な
も
の
が
可
能
に
な
る
の
か
︾
と
。

　

ヒ
ッ
ク
は
、
こ
の
﹁
非
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
﹂
に
つ
い
て
、﹁
こ
の
立
場
は
、
意
識
と
脳
と
、
さ
ら
に
両
者
の
相
互
作
用
の
実
在
を
要
求
す
る
。
し
か
し
心
脳
の

相
互
作
用
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
﹂︵N

F, 111/78-79

︶
と
問
い
、﹁
自
然
法
則
︿natural law

﹀
に
し
た
が
っ
て
生
じ
る
と
し
か
、
私
た
ち
に

は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
﹂︵N

F, 111/79

︶
と
答
え
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
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00通
常

0

0

、﹁
自
然
の
諸
法
則

0

0

0

0

0

0

︿law
s of nature

﹀﹂
と
い
う
言
葉
は
物
質
世
界
の
法
則
を
意
味
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
し
か
し
、
も
し
宇
宙
全
体
が
物
と
と
も
に
心
を
も
含
ん

で
い
る
と
し
た
ら
、
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
人
間
の
脳
に
お
い
て
、
両
者
が
相
互
作
用
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
自
然
の
諸
法
則
は

0

0

0

0

0

0

0

、
物
と
心
が
そ
れ
に
し
た
が
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
相
互
作
用
す
る
諸
法
則
や
諸
規
則
を
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。︵N
F, 111/79
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と
は
言
え
、
も
し
、
も
と
も
と
﹁
自
然
﹂
が
﹁
物
質
世
界
﹂
と
同
一
視
さ
れ
、
な
お
か
つ
﹁
物
﹂
と
﹁
心
﹂
と
が
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
と
想
定
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
﹁
自
然
﹂
に
お
い
て
最
終
的
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
無
理
で
あ
ろ
う
。﹁
物
と
心
が
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
相
互
作
用
す
る
﹂

﹁
自
然
法
則
﹂
と
い
う
考
え
は
確
か
に
魅
力
的
に
聞
こ
え
る
が
、﹁
物
﹂
と
﹁
心
﹂
と
が
原
理
的
に
異
質
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
限
り
、﹁
松
果
腺
﹂
と
い
う
﹁
器
官
﹂

に
よ
る
解
決
以
上
の
二
元
論
は
期
待
で
き
ま
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
デ
カ
ル
ト
に
従
っ
て
﹁
物
﹂
を
﹁
心
﹂
と
は
原
理
的
に
異
質
な
も
の
と
し
て
想
定
し
て
き
た
の
は
、
実
は
自
然
主
義
的
な
科
学
者
や
哲
学
者
で

あ
り
、
彼
ら
が
主
張
す
る
脳
決
定
論
で
あ
る
。
脳
決
定
論
は
、
人
間
に
よ
る
自
由
な
認
識
や
判
断
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
の
意
味
で
の
﹁
真

偽
﹂
を
含
む
全
﹁
価
値
﹂
を
﹁
自
然
﹂
と
﹁
事
実
﹂
の
世
界
か
ら
奪
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
そ
れ
自
身
が

学
問
の
営
み
︵﹁
論
﹂﹁
主
張
﹂︶
で
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
た
﹁
価
値
﹂
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
逆
に
露
わ
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。

科
学
は
そ
れ
が
対
象
と
し
て
い
る
﹁
物
﹂
が
没
意
味
的
・
没
価
値
的
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
が
、そ
の
﹁
物
﹂
そ
の
も
の
が
人
間
の
営
み
で
あ
る
科
学
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
た
概
念
を
離
れ
え
な
い
以
上
、
そ
も
そ
も
意
味
や
価
値
か
ら
逃
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヒ
ッ
ク
が
﹁
自
己
言
及
の
問
題
﹂
と

い
う
言
葉
で
指
摘
し
て
い
た
事
態
に
つ
い
て
の
別
の
言
い
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
宗
教
学
会
に
お
け
る
研
究
発
表
に
お
い
て
、
冲
永
宜
司
が
﹁
科
学
と
宗
教
と
は
扱
わ
れ
る
事
柄
の
領
域
が
異
な
り
、
し
た
が
っ
て
両
者
の
対
立
が
原
理
的
に

は
不
成
立
で
あ
る
﹂
と
い
う
考
え
方
の
一
つ
と
し
て
、﹁
自
然
的
事
実
と
そ
れ
を
容
れ
る
規
範
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
は
不
可
分
で
あ
り
、
両
者
と
も
を
実
在
と
見
な

す
立
場︶

22
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﹂
に
言
及
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

こ
の
立
場
は
、
自
然
は
無
意
味
で
無
価
値
で
あ
り
、
意
味
や
価
値
と
は
事
実
に
対
し
て
主
観
的
に
付
与
さ
れ
る
非
実
在
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
を
も
、
主
観
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二
八

的
価
値
評
価
の
ひ
と
つ
と
し
て
見
な
す
。
も
し
徹
底
的
に
事
実
の
み
が
実
在
で
あ
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、﹁
価
値
が
な
い

0

0

0

0

0

﹂
と
い
う
価
値
判
断
さ
え
も
意
味
を
持
た
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
の
事
実
だ
け
で
は
自
然
か
ら
の
価
値
剥
奪
さ
え
で
き
な
い
は
ず
だ
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
剥
奪
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
ま
さ
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
事
実
と
価
値
判

0

0

0

0

0

0

断
と
の
不
可
分
性
を
示
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
こ
の
判
断
は
科
学
で
は
な
く
、
科
学
を
形
作
る
生
の
営
為
で
あ
り
、
そ
の
生
と
は
科
学
的
事
実
に
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
実
在
性
を
確
保
す
る
。
こ
う
考
え
る
と
逆
に
、
純
粋
な
自
然
と
は

0

0

0

0

0

0

0

、
自
然

0

0

﹁
主
義

0

0

﹂
的
世
界
で
も

0

0

0

0

0

、
宗0

教
的
理
念
が
描
く
世
界
で
も
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ

と
に
な
る︶

23
︵

。

引
用
文
中
の
﹁
宗
教
的
理
念
﹂
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、本
稿
筆
者
に
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
立
場
が
﹁
自
己
言
及
の
問
題
﹂

と
い
う
ヒ
ッ
ク
の
決
定
論
批
判
の
論
点
に
通
じ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
冲
永
が
述
べ
て
い
る
︵﹁
自
然
﹁
主
義
﹂
的
世
界
﹂
で
は
な
い
︶

﹁
純
粋
な
自
然
﹂
こ
そ
、
先
の
引
用
箇
所
で
ヒ
ッ
ク
が
、﹁
物
質
世
界
の
法
則
﹂
に
留
ま
ら
な
い
﹁
自
然
の
諸
法
則
﹂
の
﹁
自
然
﹂
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
よ

う
と
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
﹁
事
実
と
価
値
の
不
可
分
性
﹂、
物
の
世
界
と
心
の
世
界
の
原
初
的
不
可
分
性
に
直
接
言

及
し
て
は
い
な
い
が
、﹁
自
己
言
及
の
問
題
﹂
の
指
摘
を
通
し
て
、
こ
れ
を
望
見
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
、
あ
る
い
は
、
よ
り
広
い
︵
冲
永
の
言
葉
で
は
﹁
純

粋
な
﹂︶﹁
自
然
﹂
概
念
に
言
及
し
、
自
ら
の
﹁
心
脳
二
元
論
﹂
を
﹁
非
デ
カ
ル
ト
的
﹂
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

注
︵
₁
︶ 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
諸
文
献
が
参
考
に
な
る
。
中
山
剛
史
﹁
現
代
の
﹁
脳
神
話
﹂
へ
の
哲
学
的
批
判　
　
﹁
意
志
の
自
由
﹂
は
幻
想
か　
　

﹂︵
中
山
剛
史
、
坂
上
雅
道
︵
編

著
︶﹃
脳
科
学
と
哲
学
の
出
会
い　
　

脳
・
生
命
・
心　
　

﹄
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
九
│
一
五
四
頁
所
収
︶。W

olf Singer, Verschaltungen legen uns 

fest: W
ir sollten aufhören, von Freiheit zu sprechen, in: C

hrisitian G
eyer (H

rsg.), H
irnforschung und W

illensfreiheit: Zur D
eutung der neuesten E

xperim
ente, 

Frankfurt a.M
.: Suhrkam

p, 2004, S.30-65; G
erhard R

oth, W
orüber dürfen H

irnforscher reden -- und in w
elcher W

eise? ibid. S.66-85; G
erhard R

oth, W
ir sind 

determ
iniert: D

ie H
irnforschung befreit von Illusionen, ibid. S.218-222. 

︵
₂
︶ 

松
野
知
章
﹁
神
経
科
学
の
冒
険
﹂︵
日
本
宗
教
学
会
﹃
宗
教
研
究
﹄
第
三
六
三
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
一
〇
〇
│
一
〇
一
頁
所
収
︶
を
参
照
。



哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
七
号

二
九

︵
₃
︶ 

杉
岡
良
彦
﹁
脳
科
学
や
精
神
医
学
は
宗
教
体
験
を
浸
食
す
る
の
か
﹂︵
日
本
宗
教
学
会
﹃
宗
教
研
究
﹄
第
三
六
七
号
、二
〇
一
一
年
三
月
、一
九
六
│
一
九
七
頁
所
収
︶、星
川
啓
慈
﹁
脳

科
学
と
宗
教
体
験
に
お
け
る
﹁
人
称
﹂
の
問
題
﹂︵
同
、
一
九
七
│
一
九
八
頁
所
収
︶、
藤
田
一
照
﹁﹁
宗
教
体
験
﹂
批
判
と
脳
科
学
﹂︵
同
、
一
九
八
│
一
九
九
頁
所
収
︶、
冲
永
宜

司
﹁
宗
教
体
験
か
ら
見
た
脳
と
心　
　

心
身
問
題
へ
の
逆
照
射　
　

﹂︵
同
、
一
九
九
│
二
〇
一
頁
所
収
︶、
星
川
啓
慈
﹁
パ
ネ
ル
の
主
旨
と
ま
と
め
﹂︵
同
、
二
〇
一
│
二
〇
二
頁

所
収
︶
を
参
照
。

︵
₄
︶ ︽
科
学
と
宗
教
︾
と
い
う
よ
り
広
い
問
題
意
識
か
ら
為
さ
れ
た
研
究
は
別
に
し
て
、
現
時
点
に
お
い
て
日
本
宗
教
学
会
の
﹃
宗
教
研
究
﹄
に
は
、
こ
の
問
題
を
主
題
と
し
て
扱
っ
た

論
文
は
ま
だ
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

︵
₅
︶ 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は﹁
神
経
神
学
﹂と
い
う
よ
う
な
研
究
領
域
も
現
わ
れ
、日
本
で
も
こ
れ
に
関
す
る
研
究
が
存
在
す
る
が
、い
ず
れ
も
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
だ
と
言
え
よ
う
。

高
村
夏
輝
﹁
神
経
神
学
は
神
を
救
い
う
る
か
﹂︵
信
原
幸
弘
、原
塑
︵
編
著
︶﹃
脳
神
経
倫
理
学
の
展
望
﹄
勁
草
書
房
、二
〇
〇
八
年
、三
一
五
│
三
四
〇
頁
所
収
︶
を
参
照
。
ま
た
、

脳
研
究
や
神
経
科
学
自
体
が
急
速
に
発
展
し
つ
つ
あ
り
、
今
後
の
成
果
を
十
分
予
想
で
き
な
い
と
い
う
事
態
も
、
こ
れ
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

︵
₆
︶ John H

ick, T
he N

ew
 Frontier of R

eligion and Science: R
eligious E

xperience, N
euroscience and the T

ranscendent, N
ew

 York: Palgrave M
acm

illan, 2006
1, 2010

2. 

こ
の
書
物
に
は
、
次
の
邦
訳
書
︵
部
分
訳
︶
が
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
︵
著
︶、
間
瀬
啓
允
、
稲
田
実
︵
訳
︶﹃
人
は
い
か
に
し
て
神
と
出
会
う
か　
　

宗
教
多
元
主
義
か
ら
脳

科
学
へ
の
応
答　
　

﹄
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
。
原
著
は
、
序
文
︿Preface

﹀、
結
論
的
要
約
︿C

oncluding Sum
m

ary

﹀
の
ほ
か
、
全
部
で
一
八
の
章
か
ら
な
り
、
こ
れ
ら
の

章
が
三
つ
の
部
門
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
神
経
科
学
か
ら
の
挑
戦
に
対
す
る
直
接
の
応
答
は
、
第
五
章
か
ら
第
一
〇
章
ま
で
の
全
六
章
か
ら
な
る
第
二
部
︵Part II, 

pp.55-123

︶
で
あ
る
。
邦
訳
書
は
、
原
著
の
第
一
部
︵Part I

︶
す
べ
て
と
第
二
部
︵Part II

︶
に
含
ま
れ
て
い
る
第
六
章
と
を
訳
出
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
邦
訳
書
に
お
い

て
神
経
科
学
か
ら
の
挑
戦
に
対
す
る
直
接
の
応
答
を
提
出
し
て
箇
所
は
、
一
章
か
ら
五
章
ま
で
の
全
五
章
︵
三
│
一
〇
一
頁
︶
で
あ
る
。︵
な
お
、
こ
の
書
物
か
ら
の
引
用
に
際
し

て
は
、N

F

の
略
号
を
記
し
、
該
当
箇
所
の
直
後
に
、
原
著
と
邦
訳
書
の
頁
番
号
を
割
注
と
し
て
挿
入
す
る
が
、
訳
文
は
本
稿
筆
者
の
も
の
で
あ
る
。︶
ま
た
、
ヒ
ッ
ク
は
、
次
の

一
般
向
け
の
最
新
の
著
書
に
お
い
て
も
、
神
経
科
学
か
ら
の
宗
教
批
判
に
対
し
て
、
ほ
ぼ
同
様
の
仕
方
で
応
答
し
て
い
る
。John H

ick, B
etw

een Faith and D
oubt: D

ialogues 

on R
eligion and R

eason, N
ew

 York: Palgrave M
acm

illan, 2010, pp.80-94.

︵
₇
︶ 

な
お
、
日
本
宗
教
学
会
の
二
〇
一
〇
年
の
学
術
大
会
に
お
い
て
は
、
上
記
の
パ
ネ
ル
発
表
と
は
別
に
、
す
で
に
方
俊
植
が
神
経
科
学
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
に
よ
る

応
答
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
方
俊
植
﹁
知
識
社
会
と
宗
教
経
験
の
問
題
﹂︵
日
本
宗
教
学
会
﹃
宗
教
研
究
﹄
第
三
六
七
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
三
〇
〇
│

三
〇
一
頁
所
収
︶
を
参
照
。
た
だ
し
、
こ
の
研
究
報
告
に
は
ヒ
ッ
ク
の
見
解
に
関
す
る
誤
解
が
あ
る
。

︵
₈
︶ John H

ick, A
n Interpretation of R

eligion: H
um

an R
esponses to the T

ranscendent, N
ew

 H
aven: Yale U

niversity Press, 1989
1, 2004

2. 

︵
₉
︶ Ibid., pp.111-125.

︵
10
︶ 

松
野
知
章
﹁
神
経
科
学
の
冒
険
﹂、
一
〇
一
頁
。
同
様
の
見
解
は
、
次
の
論
攷
に
も
見
ら
れ
る
。
高
村
夏
輝
﹁
宗
教
経
験
の
神
経
相
関
の
探
求
﹂︵﹃
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
研
究
論
集
﹄
第
八
号
、

二
〇
〇
七
年
、
一
〇
九
│
一
二
三
頁
所
収
︶、
一
一
八
│
一
一
九
頁
を
参
照
。
高
村
も
ま
た
、﹁
宗
教
の
自
然
化
が
達
成
さ
れ
た
と
想
定
し
た
場
合
﹂
で
も
、
宗
教
が
不
要
な
も
の
、

放
棄
す
べ
き
も
の
と
な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

︵
11
︶ C

urrent N
aturalistic T

heories. 

こ
れ
は
、
ヒ
ッ
ク
の
近
著
第
八
章
︵
邦
訳
書
で
は
三
章
︶
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

︵
12
︶ 

こ
の
実
験
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
ベ
ッ
ト
︵
著
︶、
下
條
信
輔
︵
訳
︶﹃
マ
イ
ン
ド
・
タ
イ
ム　
　

脳
と
意
識
の
時
間　
　

﹄
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
年
、
と
り
わ
け
、
そ
の
第
四
章
。︵
た
だ
し
、﹁
準
備
電
位
﹂
そ
の
も
の
は
、
一
九
六
五
年
に
発
表
さ
れ
た
Ｈ
・
Ｈ
・
コ
ル
ン
フ
ー
バ
ー
と
Ｌ
・
デ
ー
ケ
と
に
よ
る
実
験



Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
の
自
由
意
志
論　
　

神
経
科
学
の
挑
戦
に
対
す
る
一
応
答　
　

三
〇

に
よ
っ
て
す
で
に
知
ら
れ
て
お
り
、
リ
ベ
ッ
ト
は
図
ら
ず
も
﹁
決
意
﹂
が
こ
れ
に
遅
れ
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
を
﹁
発
見
﹂
し
た
と
い
う
。︶
ま
た
、
近
藤
智
彦
﹁
脳
神
経
科
学
か
ら

の
自
由
意
志
論　
　

リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
か
ら　
　

﹂︵
信
原
幸
弘
、
原
塑
︵
編
著
︶﹃
脳
神
経
倫
理
学
の
展
望
﹄
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
二
二
九
│
二
五
四
頁
所
収
︶、
深
尾
憲

二
朗
﹁
自
己
・
意
図
・
意
識　
　

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
と
理
論
を
め
ぐ
っ
て　
　

﹂︵
中
村
雄
二
郎
、
木
村
敏
︵
監
修
︶﹃
講
座 

生
命 

第
七
巻
﹄
河
合
文
化
教
育
研

究
所
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
、二
三
八
│
二
六
八
頁
所
収
︶も
参
照
。
な
お
、
方
俊
植
は
こ
の
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
が
支
持
す
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る﹁
随
伴
現
象
論
﹂を
ヒ
ッ

ク
が
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
︵
方
俊
植
﹁
知
識
社
会
と
宗
教
経
験
の
問
題
﹂
三
〇
一
頁
︶。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
上
述
の
通
り
誤
解
で
あ
っ
て
、
ヒ
ッ
ク
は

自
由
意
志
の
否
定
に
繋
が
る
﹁
随
伴
現
象
論
﹂
を
明
確
に
論
駁
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
る
の
は
、
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験
の
成
果
が
、
お
お
か
た
の
神
経
科

学
者
が
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
﹁
随
伴
現
象
論
﹂
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
の
み
な
ら
ず
、こ
れ
と
は
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
許
す
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
本
文
で
も
論
じ
る
よ
う
に
、
リ
ベ
ッ
ト
自
身
は
こ
の
実
験
結
果
か
ら
自
由
意
志
否
定
論
を
導
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
意
志
擁
護
論
を
展
開
し
て
お
り
、
彼
自
身
は
、﹁
心

脳
同
一
論
﹂
や
﹁
随
伴
現
象
論
﹂
で
は
な
く
﹁
心
脳
二
元
論
﹂
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
深
尾
憲
二
朗
、
前
掲
論
文
、
特
に
、
二
五
三
│
二
五
七
頁
を
参
照
。

︵
13
︶ 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
深
尾
憲
二
朗
、
前
掲
論
文
、
特
に
、
二
五
一
│
二
五
二
頁
、
ま
た
、
近
藤
智
彦
、
前
掲
論
文
、
特
に
、
二
三
八
│
二
四
二
頁
を
参
照
。

︵
14
︶ 

リ
ベ
ッ
ト
の
﹁
拒
否
権
﹂
に
よ
る
自
由
と
い
う
考
え
方
に
は
、こ
の
意
識
的
な
﹁
拒
否
﹂
自
体
が
先
行
す
る
脳
神
経
活
動
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
あ
る
。

ま
た
、
リ
ベ
ッ
ト
の
行
っ
た
よ
う
な
実
験
に
よ
っ
て
、
意
志
決
定
の
特
定
の
時
点
を
測
定
で
き
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
、﹁
行
為
を
よ
り
大
き
な
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
考
え
る
﹂

必
要
が
あ
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
藤
智
彦
、
前
掲
論
文
、
特
に
、
二
四
二
│
二
四
五
頁
を
参
照
。

︵
15
︶ Im

m
anuel K

ant, K
ritik der praktischen Vernunft, K

ant ’s gesam
m

elte Schriften hrsg. v. d. K
öniglich Preußischen A

kadem
ie der W

issenschaften, B
erlin 1916

2 

(1900
1), B

and V, S.1-163, bes. S.4-6, 31, 132-133.

︵
16
︶ 

保
呂
篤
彦
﹃
カ
ン
ト
道
徳
哲
学
研
究
序
説　
　

自
由
と
道
徳
性　
　

﹄
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
と
り
わ
け
、
第
二
章
第
四
節
﹁
七
〇
年
代
に
お
け
る
自
由
概
念
の
演
繹
﹂、

六
七
│
七
八
頁
。

︵
17
︶ 

こ
の
﹁
座
談
会
﹂
と
は
、
玉
川
大
学
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹁
全
人
的
人
間
科
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
の
生
命
観
研
究
部
門
が
二
〇
〇
六
年
三
月
に
行
っ
た
第
二
〇
回
研
究

会
に
お
け
る
座
談
会
の
こ
と
で
、
そ
の
記
録
は
、
二
つ
に
分
け
て
編
集
・
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
そ
の
前
半
部
分
、﹁
討
論
１　

心
は
脳
科
学
に

よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
の
か　
　

脳
と
心
・
意
識
・
ク
オ
リ
ア
﹂︵
中
山
剛
史
、
坂
上
雅
道
︵
編
著
︶﹃
脳
科
学
と
哲
学
の
出
会
い　
　

脳
・
生
命
・
心　
　

﹄
玉
川
大
学
出
版
部
、

二
〇
〇
八
年
、
二
一
〇
│
二
三
一
頁
所
収
︶
で
あ
る
。

︵
18
︶ ﹁
討
論
１　

心
は
脳
科
学
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
の
か　
　

脳
と
心
・
意
識
・
ク
オ
リ
ア
﹂、
二
三
〇
頁
。［　

］
内
お
よ
び
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。

︵
19
︶ 

同
、
二
三
一
頁
。［　

］
内
お
よ
び
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。

︵
20
︶ 

日
本
で
は
、
平
野
龍
一
が
そ
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
論
攷
を
参
照
。
平
野
龍
一
﹁
意
思
の
自
由
と
刑
事
責
任
﹂︵
初
出
一
九
六
三
年
︶︵
平

野
龍
一
﹃
刑
法
の
基
礎
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
、
三
│
三
〇
頁
所
収
︶。

︵
21
︶ 

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
注
︵
10
︶
に
掲
げ
た
松
野
や
高
村
の
論
攷
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
が
僅
か
に
展
望
さ
れ
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
そ
の
詳
細
は
論
じ
ら
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
の
い
わ
ゆ
る
﹁
宗
教
﹂
を
ヒ
ッ
ク
は
も
は
や
﹁
宗
教
﹂
と
は
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

︵
22
︶
冲
永
宜
司
﹁
科
学
と
宗
教
と
が
扱
う
領
域
の
相
異
に
つ
い
て
﹂︵
日
本
宗
教
学
会
﹃
宗
教
研
究
﹄
第
三
六
三
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
二
二
四
│
二
二
五
頁
所
収
︶、
二
二
五
頁
。

︵
23
︶
同
所
。
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J. Hick’s Theory of Free Will:
A Response to the Challenge from Neuroscience

Atsuhiko HORO

Today the neuroscience is rapidly advancing.  Many disciplines of humanities and social sciences 

are suffering crucial criticism from it.  The Study of Religions is not an exception.  On the basis of 

the results of neuroscientific experiments with leading-edge technology, some naturalistic scientists 

and philosophers insists that “mind” is a temporary by-product of the operations of the brain, and so 

that religious experience is not an authentic awareness of a kind of ultimate reality transcending the 

material universe, but a mere reflection of physical evens in the human brain that functions according 

to the natural causation.  In the second part of his recent work, The New Frontier of Religion and 

Science: Religious Experience, Neuroscience and Transcendent (Palgrave Macmillan 2006), John Hick 

responds to this kind of challenge head-on. This paper tries to analyze his counterarguments against 

the naturalistic determinism mentioned above, to examine how their validity can be estimated among 

japanese leading philosophers of science, and again to show that, through his apology for free will,  

Hick aims to criticize the naturalistic and Cartesian view of nature and to introduce a new concept of 

“nature” (not naturalistic, so to speak, pure nature) that can’t be reduced to the physical objects or 

matter.




