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§

1

本
稿

の
目
標

本

稿

は
、
デ
イ

ヴ

イ
ド

ソ

ン
に
よ

る
行
為

文

の
論

理
式

化

を
応
用
し
て
、
意
志
を
述
べ
る
文

に
も
論

理
形
式
を
与
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
「
意
志
を
述
べ

る
文
」
と
は

一
般
に
、
次
の
形
に
納
ま
る
言
語
表
現
を
言
う
。

(
1

)

s
が

、

F

す

る

、

と

い
う

こ

と

を

意

志

し

た

。

こ
の
文
が

「
c
」
と
い
う
脈
絡
で
使
用
さ
れ
る
と
し
て
、
私
は
初
め

に
、
そ
れ
を
次
の
形
で
論
理
式
化
し
た
い
。

(
2

)
山
!
e

(
e
は
c
に
お
い
て
s
が
F
す
る
と
い
う
こ
と
を

意
誌
し
た
こ
と
で
あ
る

)

だ
が
こ
の

(2
)
に
は
、
「何
故
脈
絡

(
c
)
が
必
要
な

の
か
」
と

か
、
「
一
意
存
在
文
は
不
自
然
で
な
い
の
か
」
と
か
、
「命
題
的
態
度

と
し
て
の
意
志

の
側
面
は
ど
う
な
る
の
か
」
と
か
、
「意
志
と
行
為

の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
」
と

い
っ
た
批
判
が
浴
び
せ
掛
け
ら
れ
る

だ
ろ
う
〇
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
意
志
そ
の
も

の
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、

こ

れ

ら

の
批

判

に

も

答

え

得

る
、

(
2
)

よ

り

も

深

い
、
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(1
)
の
論
理
形
式
を
提
出
し
た
い
と
思
う
。
こ
れ
が
本
稿
の
目
標

で
あ

る
。

私
は
本

稿
を
そ
の
作
業

の
性
格
、
即
ち
意
志
そ
の
も

の
の
考
察
の

た
め
に
、
論
理
学
と

い
う
よ
り
も
哲
学
に
属
す
る
も
の
だ
と
考
え
て

い
る
。
そ

の
た
め
意
志
を
、
ま
ず
、
行
為
と
の
関
係
か
ら
議
論
の
俎

上
に
載
せ

(§
2
)
、
次
に
、
欲
求
と
比
較
し
て
そ
の
特
性
を
浮
き

彫
り
に
し

(§
3
)
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
更
に
考
え
て
行

っ
て

(§

4
～

§

6

)
、

最

後

に

論

理

形

式

を

与

え

る

(§

7

)
、

と

い
う

論

述

の
仕
方
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

§

2

行
為

の
原
因
-

過
去
時
制
で
の
問
い

さ
て
、
意
志
を
考
察
す
る
際
、
最
も
馴
染
み
深

い
の
は
、
そ
れ
を

行
為
の
原

因
と
見
倣
す
考
え
方
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト
が
そ
う

で
あ

る
。
彼

は

『純

粋

理

性

批

判
』

の
第

三

ア

ン
チ

ノ

ミ
ー

で
、
「最
早
そ
れ
以
前

に
原
因
が
考

え
ら
れ
な

い
」
と
い
う
意
味
で
の
自
由
の
概
念
、
そ
の
適
用
対
象
と

し
て
の
、
意
志

(自
由
意
志
)
に
注
目
し
て
い
る
。
な
の
で
彼
に
と

っ
て
意
志
と
は
原
因
で
あ
り
、
そ
の
働
き
を
持

つ
心
的
出
来
事
と
し

(
5
)

て
、

行

為

に

関

係

付

け

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

カ

ン
ト

に
限

ら
ず

、

こ

の
見
方
は
伝
統
的
な
も
の
と
言
え
る
。

カ
ン
ト
は
こ
の
様
な
自
由
意
志
を
、
制
約
と

し
て
の
原
因
を
遡
る
、

背
進
的
綜
合
の
系
列
で
考
え
た

だ
か
ら

「意

志
が
行
為
の
原
因
に
成
る
」
と
言

っ
て
も
、
自
ず
と
そ
れ
は
、
既
に

発
生
し
た
行
為
に
、
遡
及
的
に
関
係
付
け
ら
れ

る
形
に
成
る
。
け
れ

ど
も
カ
ン
ト
は
何
故
、
こ
の
方
向
で
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
「全
て
の
出
来
事

に
は
原
因
が
あ
る
」
と

い
う
意
味

で
の
因
果
律
に
、
素
直
に
従

っ
た
か
ら
だ
、
と

い
う
の
が

一
つ
の
答

え
に
成
ろ
う

確

か

に
、

カ

ン
ト

の
場

合

、

そ

の

因
果
律
に
従

っ
た
理
論
的
認
識
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
自
由
意
志

が
超
越
論
的
理
念
と
し

て
弁
証
論
的
に
推

理
さ
れ
る
の
だ

っ
た

し
か
し
、
た
と
え
因
果

の
認
識
を
完
成
さ
せ
る
た

め
だ
と
言

っ
て
も
、
物

の
領
域
に
属
す
る
行
為
か
ら
、
心
の
領
域
に

属
す
る
意
志

へ
と
、
飛
び
越
え
て
行
く

の
は
、
大
い
に
問
題
が
あ
る
。

こ
れ
は
無
論
、
心
身
問
題
で
あ
る
。
だ
が
カ

ン
ト
の
方
向
性
で
考

え
た
時
、

つ
ま
り
、
「既
に
起

こ

っ
た
過
去

の
出
来
事
と
し
て
の
行

為
に
、
更
に
過
去
に
生
じ
た
心
的
出
来
事
と
し

て
の
意
志
を
、
原
因

と
し
て
遡
及
的
に
関
係
付
け
る
。
」
と

い
う
方
向

で
考
え
た
時
、
図

ら
ず
も
、
心
身
問
題
は
表
面
化
し
て
来
な

い
と

い
う
こ
と
に
気
付
く
。

そ
し
て
私
は
、
正
に
こ
の
点
に
、
カ
ン
ト
の
方
向

で
意
志
を
考
え
る
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意
義
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

(過
去
時
制
で
は
心
身
問
題

が
表
面
化
し
な

い
こ
と
)
を
確
認
す
る
に
は
、
既
に
為
さ
れ
た
行
為

に
対
し

て
、
次
の
様
に
問
う
場
面
を
考
え
て
み
れ
ば
良

い
。

(
3
)

ど

う

し

て

そ

ん

な

こ
と

を

し

た

の
だ

。

こ
の
問

い
に
対
し
、
私
達
は
、
「
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
を
欲
し
て
い
た

か

ら

だ

」

と

か

、

「
こ

れ

こ

れ

の

こ
と

を

し

た

か

っ
た

か

ら

だ

」

と

か

、

「
こ

れ

こ

れ

の

こ

と

を

す

る

つ
も

り

だ

っ
た

の
だ

」

と

い

っ
た

心
的
出
来
事

(欲
求

・
意
志
)
を
、
答
え
と
し
て
持
ち
出
さ
ざ
る
を

得
な

い
。
物
的
出
来
事

で
は
、
答
え
に
成
ら
な

い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
史
朗
が
政
男
を
ナ
イ
フ
で
刺
し
殺
し
た
、
と
い
う
事
件

が
起

こ
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
こ
で
史
朗
に

(3
)
の
問
い
掛
け
を
す

る

。

こ

の

問

い
に

対

し

、

「
私

(
史

朗

)

が

ナ

イ

フ

の

入

っ
た
自

分

の
右
手

を
突
き
出
し
た
か
ら
だ
」
と
か
、
「私

の
脳
の
神
経
細
胞
が

興
奮
し
た
か
ら
だ
」
と

い
っ
た
物
的
出
来
事

(外
面
的
行
動

・
神
経

細
胞

の
興
奮
)
に
訴
え
た
答
え
は
、
意
味
を
成
さ
な
い
。
そ
う
で
は

な
く

て
、
「
私
は
政
男
に
死
ん
で
欲
し

い
と
思

っ
た
の
だ
」
と
い
う

欲
求
を
持
ち
出
し
て
来
た
答
え
こ
そ
、
こ
の
場
面
で
求
め
ら
れ
る
答

え

(
の

一
つ
)

な

の

で
あ

る
。

以
上
の
議
論
か
ら
、
弁
証
論
的
推
論
は
抜
き
に
し
て
も
、
カ
ン
ト

と
同
じ
方
向
で
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、

つ
ま
り
、
過
去
時
制
で
遡
及

的
に
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
行
為

の
原
因
を
意
志
と
す
る
の
に
、

心
身
問
題
が
表
面
化
し
て
来
な

い
、
と
い
う

こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

こ
の
時
制
で
考
え
ら
れ
る
意
志
と
行
為
の
因
果
関
係
は
、
然
る
べ
き

状
況
に
お

い
て
、
(3
)
の
問

い
掛

け
を

す

る
際
、
私
達

の
社
会

的

・
倫
理
的

・
法
的
な
言
語
実
践
の
中
に
根
付

い
て
い
る
こ
と
な
の

で

あ

る
。

§
3

直
接
的
原
因
性

こ
う
し
て
、
過
去
時
制
で
考
え
る
限
り
、
意
志
に
、
行
為
の
原
因

と
し
て
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
様
に
成

っ
た
。
し
か
し
、
刺
殺

の
例
を
振
り
返

っ
て
み
る
と
、

(3
)

の
答
え
と
し
て
持
ち
出
さ
れ

た

の
は
、
意
志

で
は
な
く
、
欲

求
だ

っ
た

の
で
あ

る
。
確

か
に

(3
)
に
関
し
て
言
え
ば
、
行
為
の
原
因
は
、
欲
求
と
意
志
、
ど
ち

ら

で
も

良

い
。

私
は
先
に

(§
2
第

一
段
落
)
、
意
志
を
行
為

の
原
因
と
見
做

す

の
が
伝
統
的
な
立
場
だ
と
言

っ
た
。
だ
が
現
代
で
は
、
意
志
で
な
く
、

欲
求
を
行
為

の
原
因
と
見
倣
す
立
場

の
方
が
主
流
な
の
で
あ
る
。
例
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え
ば

「
行
為
の
因
果
説
」
を
主
張
し
た
デ
イ
ヴ
イ
ド
ソ
ン
も
、
行
為

の
原
因
と

見
倣
し
た
の
は
欲
求
で
あ

っ
た
。
な
ら
ば
こ
こ
で
、
「意

志
と
欲
求

、
ど
ち
ら
が
行
為

の
原
因
な
の
だ
。
」
と

い
う
疑
問
が
生

じ

る

。
け
れ
ど

も
こ
れ
は
、

(3
)
に
留
ま
る
限
り

で
の
疑
問
で
あ
る
。

私
達
が
行
為
に
直
面
し
て
最
初
に
問
い
掛
け
る
の
は

(3
)
で
は
な

い
。
私
達

が
行
為

に
直
面
し
、

(場
合
に
よ

っ
て
は
暗
黙
裡

に
)
ま

ず
、
行
為

主
体
に
問
い
掛
け
る
の
は
、
次
の
問

い
な
の
で
あ
る
。

(4
)

君
は
故
意
に
そ
れ
を
し
た
の
か
。

そ
し
て
こ

の
問

い
に
行
為
主
体
が
頷

い
た
時
、
私
達
が
彼
の
行
為
の

背
後
に
認
め
る
の
は
、
意
志
で
あ
る
。
す
る
と
、
問

い
掛
け
の
順
番

で
先
行
す
る

(4
)

の
答
え
に
お

い
て
認
め
ら
れ
る
意
志
こ
そ
、
行

為
に
最
初
に
関
係
付
け
ら
れ
る
原
因
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
因

果
関
係
に
お
け
る
行
為

へ
の
近
接
性
、
言

い
換
え
れ
ば

「
意
志
の
直
接
的
原
因
性
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
特
性
は
、
意
志
に
纏

わ
る
私
達

の
日
常
的
な
言
葉
遣

い
や
心
理
を
、
幾

つ
か
吟
味
し
て
み

る
だ
け
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
と
思
う
。
試
し
に
、
次
の
二
つ
の
文
を

見
比
べ
て
欲
し
い
。

(
5

)

太

郎

は

、

火

星

に
行

く

、

と

い
う

こ

と

を

欲

し

た

。

(
6

)

太

郎

は

、

火

星

に
行

く

、

と

い
う

こ

と

を

意

志

し

た

。

欲
求
を
述
べ
る
文

(5
)
に
お
い
て
、
太
郎

は
、
た
だ
漠
然
と
欲
求

を
述
べ
、
何
も
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
許
さ
れ
る
が
、
意
志
を
述
べ

る
文

(6
)
に
お
い
て
は
、
太
郎
が
何
も
し
な
か

っ
た
ら
、
そ
れ
は

お

か

し

い
、

と

い
う

こ

と

に

な

る

。

つ
ま

り

意

志

は

、

そ

れ

を

抱

い
た
に
も
拘
ら
ず
、
何
も
し
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と
が
許
さ
れ
な
い

の

で
あ

る
。

こ
の
論
点
ば
、
裏
を
返
せ
ば
、
行
為
主
体

が
直
接
手
を
出
せ
る
行

為
の
み
が
意
志

の
対
象
に
成
る
、
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
だ
か
ら

他
人
の
行
為
や
、
単
な
る
出
来
事
は
、
行
為
主
体
に
と

っ
て
間
接
的

に
し
か
関
与
で
き
な
い
た
め
、
そ
も
そ
も
意
志

の
対
象
と
成
る
こ
と

は

で
き

な

い
。

(7
)

史
朗
は
、
吾
郎
が
政
男
を
殺
す
、
と

い
う
こ
と
を
意
志
し

た

。

(
8

)

史

朗

は

、

政

男

が

死

ぬ

、

と

い
う

こ
と

を

意

志

し

た

。

こ
れ
ら
の
文
は
文
法
的
に
お
か
し
い
と
さ
え
言
え
る
。
意
志
の
対
象
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と
成

る
の
は
、
そ
れ
を
抱

い
た
の
と
同

一
人
物

の
行
為
だ
け
な

の
で

あ

る

。
以
上
の
議
論
は

「行
為
に
最
も
近
接
し
た
直
接
的
原
因
で
あ
る
」

と
い
う
上
に
述
べ
た
意
志
の
特
性
を
充
分
、
裏
付
け
る
と
思
う
。
確

か
に

(3
)
に
限

っ
て
言
え
ば
、
私
達
は
意
志

の
他
に
、
欲
求
も
答

え
と
し
て
、
つ
ま
り
行
為
の
原
因
と
し
て
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
様
々
な
心
的
出
来
事
が
行
為
の
原
因
と
考
え

ら
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
行
為

の
原
因
が
た
く
さ
ん
考

え
ら

れ
た
と
し
て
も
、
意
志
は
そ
れ
ら
の
中
で
も
傑
出
し
て
行
為
を

惹
き
起
こ
す
力
、
直
接
的
原
因
性
を
持

つ
の
で
あ
る
。

§
4

基
礎
行
為
に
対
す
る
原
因
性
と
も
う

一
つ
の
関
係

と
し
て
の
志
向
性

前
節
ま
で
の
議
論
か
ら
、
過
去
時
制
で
問
わ
れ
る
遡
及
的
因
果
関

係
に
お

い
て
行
為

の
原
因
と
見
做

さ
れ
る
こ
と

(§
2
)、
そ

の
過

去
時

制
で
は
行
為
に
最
も
近
接
し
た
直
接
的
原
因
と
成

っ
て
い
る
こ

と

(
§
3
)
、
と
い
う
意
志
の
二
つ
の
特
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

本
節

で
は
、
そ
こ
か
ら
更
に
進
み
、
意
志
が
如
何
な
る
行
為
を
惹

き

起

こ

し

て

い
る

の
か

、

と

い
う

点

を

ク

ロ
ー

ズ

ア

ッ
プ

し

て
み

た

い
。

こ

れ

に

よ

り

、

私

達

は

、

た

と

え

過

去

時

制

で
問

わ

れ

る

、

既

に
起
こ

っ
た
確
定
的
な
出
来
事
だ

っ
た
と

し
て
も
、
行
為
が
複
雑
な

入
れ
子
式

の
構
造
を
し
て
お
り
、
意
志
は
そ
の

一
部
に
の
み
原
因
と

し

て

関

わ

っ
て

い

る

の

だ

、

と

い
う

こ

と

を

知

る
だ

ろ
う

。

例
え
ば
、
あ
な
た
が
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
た
と
し
よ
う
。

こ
れ
は
、
そ
の
様
な
意
志
を
抱
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
な
た

は
そ
の
意
志
に
従

い
、
何
か
し
ら
の
動
作

を
始
め
る
。
し
か
し
次
の

瞬
間
、
腰
痛
か
気
が
抜
け
た
か
何
か
で
、
あ
な
た
は
少
し
腰
を
上
げ

た
所
で
ま
た
椅
子
に
座
り
込
ん
で
し
ま

っ
た
。
…
…
こ
の
時
、
意
志

は

一
体
、
何
を
惹
き
起
こ
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
あ
な
た
が
立

つ
と

い

う
行
為
で
は
な

い
〇
そ
の
行
為
は
実
現
し

て
い
な

い
の
だ
か
ら
。

こ
の
問
題
を
手
始
め
と
し
て
、
意
志
と
行
為
の
関
係
に
つ
い
て
考

え
始
め
た
い
。
そ
の
手
掛
か
り
と
成
る
の
は
、
現
代
の
行
為
論
に
お

い
て
確
立
さ
れ
た
、
次

の
原
理
で
あ
る
。

(9
)

一
つ
の

(個
別
的
)
行
為
は
、
そ
れ
が
原
因
と
成
る

(個

別
的
)
出
来
事

の
発
生
を
待

っ
て
、
様
々
に
再
記
述
さ
れ
る
。

柏
端
[
1
9
9
7
]
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こ
の
原

理
に
従

い
、
今

(前
段
落
)
の
例
で
、
今
度
は
、
あ
な
た
が

椅
子
か
ら
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ

れ

は

も

ち

ろ

ん
、

(
10

)

あ

な

た

が

、

椅

子

か

ら

立

ち

上

か

っ
た

。

と

記

述

さ

れ

る

。

だ

が

こ

の
記

述

は

、

(
9
)

に

よ

れ

ば

、

(
11

)

あ

な

た

が

、

自

分

の
足

を

し

か

じ

か

に

伸

ば

し

た

。

と
い
う
記
述
に
お
い
て
論
及
さ
れ
る
原
初
的
な
身
体
動
作

(個
別
的

行
為
)

が
、
あ
な
た
の
身
体
が
椅
子
か
ら
離
れ
て
真

っ
直
ぐ
に
伸
び

た
こ
と
、
と
い
う
個
別
的
出
来
事

の
発
生
を
待

っ
て
、
再
記
述
さ
れ

た
も

の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
現
代

の
行
為
論
に
倣
え
ば
、

(10
)
で
論
及
さ
れ
る
行
為
は
、
(11
)
で
論
及
さ
れ
る
原
初
的
な
身

体
動
作

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
身
体
動
作
を
ダ
ン
ト
ー

に
倣

い
、
「基
礎

行
為

と
呼

ぼ
う

(
c
f
.
柏

端

現
代
の
行
為
論
で
基
礎
行
為
と
い
う
事
柄
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の

は
、
偏

に
、
(9
)
に
従

い
話
題

の
行
為
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
や

否
や
、
そ
こ
に
入
れ
子
式
の
因
果
関
係

の
構
図
が
見
て
取
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
例
え
ば

「史
朗
が
政
男
を
殺
し
た
」
と

い
う
行
為
の
記

述
が
為
さ
れ
た
と
す
る
。

こ
れ
は

(9
)
に
よ
れ
ば
、
政
男
の
死
と

い
う
個
別
的
出
来
事

の
発
生
を
待

っ
て
、
「史
朗
が
政
男
を
刺
し
た
」

と
い
う
行
為
の
記
述
で
論
及
さ
れ
て
い
た
の
と
同

一
の
個
別
的
行
為

が
再
記
述
さ
れ
た
も

の
だ
、
と
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て

「史
朗
が
政

男
を
刺
し
た
」
は
、
政
男
が
刺
さ
れ
た
こ
と
と
い
う
個
別
的
出
来
事

の
発
生
を
待

っ
て
、
「史
朗
が
ナ
イ
フ
の
入

っ
た
自
分

の
右
手
を
突

き
出
し
た
」
と

い
う
行
為
の
記
述
で
論
及
さ
れ
て
い
た
の
と
同

一
の

個
別
的
行
為
が
再
記
述
さ
れ
た
も
の
だ
、
と
分
析
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

…

こ

こ

に

は

、

(
9

)

に
従

う

こ

と

に

よ

り

、

一
つ

の
行

為

の

記

述

が
、
そ
の
前
の
段
階
に
お
い
て
、
原
因
と
し

て
の
よ
り
原
初
的
な
行

為
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
出
来
事

へ
と
、
入
れ
子
式
に
分
割
さ
れ

る
、
と
い
う
記
述
の
構
図
が
見
て
取
ら
れ
る
。
そ
し
て
更
に
、
そ
の

構
図
の
中
で
遡
行
が
生
じ
て
い
る
、
と

い
う

の
も
分
か
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
「
で
は
そ

の
入
れ
子
式
の
因
果

関
係
の
中
で
、
遡
行

は
何
処
ま
で
続
く

の
か
。
」
と
問
わ
れ
た
な
ら

、
そ
れ
に
答
え
る
の

が
基
礎
行
為
な
の
で
あ
る
。

柏
端
達
也
は
そ
れ
を

「
(Φ
算

ω
毫

h
(ω)
嘩
膳
識
⇒
讃

伴
C
(

○

叫
が
臼
伴
づ
母
ぴ
)」
と

い
う
三
つ
の
項
か
ら
成
る
論
理
式
に
定
式
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化
し
た
上
で
、
基
礎
行
為
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
と
そ
こ
で
発
生

す

る

出

来

事

(
「
(
e
は
f
(
s)
が
G

、
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

)
」

で

記

述

さ
れ
る
)
と
が
同

一
に
成
る
と
論
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
基
礎
行
為

の

記
述

で
は
、
先

(前
段
落
)
に
、
行
為
の
記
述
各

々
に
見
ら
れ
た
、

原
因
と
し
て
の
よ
り
原
初
的
な
行
為
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
出
来

事

へ
の
分
割
が
、
最
早
為
さ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
今

し
方

「何
処
ま
で
続
く
の
か
」
と
問
わ
れ
た
背
進
的
な
遡
行
が
、
基

礎

行

為

で
打

ち
止

め

に
成

る
、
と

言

っ
て

い
る

の
に
等

し

い

(
c
f
.

柏

端
「
1
9
9
7

」
,
p
p
.
1
6
5
-
1
7
0

)
。

こ
う
し
て
、
現
代
の
行
為
論
に
倣
い

(9
)
に
従

っ
て
、
行
為

の

記
述
を
、
因
果
関
係
に
則
し
、
入
れ
子
式
に
分
割
し
て
行
く
な
ら
、

原
因

の
側
に
お
い
て
基
礎
行
為
が
残
る
、
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
。

な
ら
ば
、
行
為

の
原
因
と
し
て
の
意
志
は
、
そ
の
直
接
的
原
因
性
に

お

い
て
、
基
礎
行
為
に
接
続
し
て
い
る
、
と
言
え
ば
間
違
い
な

い
だ

ろ

う

。
だ

が
他
方

で
、
意
志
に
お
い
て
基
礎
行
為
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
は

殆
ど
無

い
、
と
い
う
の
も
確
か
で
あ
る
。
意
志
で
目
指
さ
れ
る
の
は
、

因
果
関
係

の
系
列
に
お

い
て
基
礎
行
為
よ
り
も
更
に
後
に
起
こ
る
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
刺
殺

の
例
で
、
史
朗
は
基
礎
行
為

(ナ
イ

フ
の

入

っ
た
自
分
の
右
手
を
突
き
出
す
こ
と
)
を
目
指
し
た
の
で
は
あ
る

ま
い
。
彼
が
目
指
し
た
の
は
、
政
男
を
殺
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
目
指
し
た
行
為
は
、
政
男
の
死
を
待

っ
て
初
め
て
実
現
す
る
こ

と
で
あ
り
、
彼
が
し
た
基
礎
行
為
よ
り
も
時
間
的
に
後
の
こ
と
な
の

で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
意
志
と
行
為
と

の
問
に
、
因
果
関
係
の

み
な
ら
ず
、
志
向
性
の
関
係
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い

う
重
要
な
論
点
に
気
付
く
。

つ
ま
り
意
志
は
、

一
方
で
、
因
果
関
係

に
お
い
て
基
礎
行
為
を
惹

き
起
こ
し
、
他
方
で
、
志
向
性

の
関
係
に
お
い
て
目
指
さ
れ
た
行
為

に
繋
が
っ
て
い
る
、
と

い
う
二
種
類
の
関
係
性
を
持

つ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
見
方
か
ら
、
椅
子
に
座
り
込

ん
で
し
ま

っ
た
事
例

(本

節
第
三
段
落
)
に
は
、
次
の
様

に
答
え
ら
れ
る
。
「あ
な
た
は
、
確

か
に
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
る
こ
と
を
志
向

し
て
い
た
の
だ
。
し
か
し

そ
う
思

っ
て
抱

い
た
意
志
が
実
際
に
惹
き
起
こ
し
た

の
は
、

(11
)

の
様
に
記
述
さ
れ
る
基
礎
行
為

で
し
か
な

か

っ
た
。」

(11
)
の
記
述
が

「
し
か
じ
か
」
等
な
ど

と
言
わ
れ
て
舌
足
ら
ず

な
の
は
む
し
ろ
、
意
志
に
お
い
て
基
礎
行
為
が
志
向
さ
れ
る
こ
と
は

殆
ど
無

い
、
と
い
う
上

(前

々
段
落
)
の
見
解
を
裏
付
け
る
こ
と
に

成
る
だ
ろ
う
。
志
向
し
難

い
こ
と
だ
か
ら
舌
足
ら
ず
に
成
る
の
で
あ

る
。
自
転
車
で
曲
が
ろ
う
と
す
る
時
、
曲

が
り
方
を
上
手
く
言
え
な

い

こ
と

な

ど

も

、

同

様

の
例

だ

と

思

う

。
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§
5

意
志
の
遡
及
的
実
在
性

前
節

の
議
論
で
、
意
志
が
そ
の
直
接
的
原
因
性
に
お

い
て
関
係
し

て
い
る
の
は
、
基
礎
行
為
と
い
う
、
行
為

の
切
り
詰
め
ら
れ
た
部
分

で
あ
る

こ
と
が
分
か

っ
た
。
私
達
が
、
普
通
、
意
志
が
関
係
す
る
と

考
え

て

い
る
行
為
は
大
方
、
志
向
性
の
対
象
な

の
で
あ
る
。
そ
う
な

る
と
今

度
は
、
「
で
は
、
そ
の
基
礎
行
為
さ
え
取
り
除
い
て
し
ま

っ

た

ら

、

意

志

は

ど

う

な

る

の

か

。
」

と

い
う

疑

問

が

生

じ

る

。

私
は
本
稿

の
初
め

(§
2
)
で
、
「過
去
時
制
に
お

い
て
、
既
に

起
こ

っ
た
行
為
に
対
し
、
そ
の
原
因
と
し
て
遡
及
的
に
関
係
付
け
ら

れ
る
。
」
と

い
う
意
志
認
識
の
方
向
を
論
じ
た
。
そ
れ
に
従
え
ば
、

基
礎
行
為
さ
え
発
現
し
て
い
な
か

っ
た
な
ら
、
た
と
え
行
為
主
体
が

「意
志
し
た
」
と
言

い
張

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
該
当
す
る
意
志

は
、
本
当
は
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

つ

ま
り
、

「基
礎
行
為
無
く
し
て
、
意
志

の
存
在
は
認
識
で
き
な

い
。

意
志
は
、
基
礎
行
為

の
発
現
が
あ

っ
て
初
め
て
、
遡
及
的
に
、
そ
の

存
在
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
〇」
と
い
う
認
識
論
的
テ
ー
ゼ
が
、

こ
こ
で
主
張
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
を

「意
志
の
遡
及
的
実
在

性

」

と

呼

ぼ
う

。

意
志
の
遡
及
的
実
在
性
は
結
局
、
(9
)
に
従

っ
た
遡
行
的
な
見

方

(§
4
第
五
段
落
)
を
意
志
に
ま
で
及
ば
せ
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
。

し
か
し
元
々
の
遡
行
的
な
見
方
は
、

一
つ
の
行
為
が
入
れ
子
式
に
分

割
さ
れ
て
行
く
中
で
、
見

て
取
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

意
志

の
遡
及
的
実
在
性
で
は
、
行
為

(基
礎
行
為
)
は
最
早
分
割
さ

れ
ず
、
そ
こ
に
新
た
な
別

の
対
象
と
し
て
、
意
志
が
関
係
付
け
ら
れ

る
、

と

い
う

点

に
違

い
が

あ

る

。

こ
の
違

い
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も

、
関
係
付
け
る
の
が
、

新
た
な
別
の
心
的
出
来
事
と
成
れ
ば
、
そ
れ
を
行
為
に
関
係
付
け
る

こ
と
に
、
何
か
し
ら
の
理
由
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
は
、

「
こ
の
基
礎
行
為
に
、
し
か
じ
か
の
意
志
が
関
係
付
け
ら
れ
る
の
は
、

如
何
な
る
理
由
に
よ

っ
て
な
の
か
。」
と

い
う

問
い
に
対
し
、
正
当

化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

§
6

因
果
関
係
に
対
す
る
信
念
と

一
人
称
特
権
の
廃
棄

そ
こ
で
も
う

一
度
、
史
朗
が
政
男
を
ナ
イ

フ
で
刺
し
殺
し
た
、
と

い
う
事
件
を
考
え
て
み
よ
う
。
警
官
が
史
朗

に

(4
)
を
問

い
掛
け

る
。
史
朗
は
、
動
作
に
関
し
て
は
故
意
で
あ

っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
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を

得

な

い
。

続

け

て

、

警

官

は

(
3

)

を

尋

ね

る
。

す

る

と

今

度

は

、

「私

(史
朗
)
は
政
男
を
脅
す

つ
も
り
だ

っ
た
の
で
す
。
彼
を
刺
す

つ
も

り

も

、

ま

し

て

や
殺

す

つ
も

り

な

ど

無

か

っ
た

の

で

す

。
」

と

史
朗

は
答
え
た
。

こ

の

や
り

取

り

の
中

で
、

史

朗

は

、

(12
)

史
朗
が
ナ
イ
フ
の
入

っ
た
自
分
の
右
手
を
突
き
出
し
た
こ

と

と
い
う
基
礎
行
為
が
故
意
で
あ

っ
た
こ
と
ま
で
は
認
め
て
い
る
。
し

か

し

、

そ

の
先

に

生

じ

る
、

政

男

が

刺

さ

れ

、

死

ん

で
し

ま

う

、

と

い
う

こ
と
ま
で
は

「予
測
し
て
い
な
か

っ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
の

で
あ

る
。
そ
し
て
こ
う
主
張
す
る
こ
と
で
彼
は
、

(
13

)

史

朗

は

、

政

男

を

殺

す

、

と

い
う

こ
と

を

意

志

し

た

。

と
述

べ
ら
れ
る
意
志
が
、
自
分
に
帰
属
さ
れ
る
の
を
避
け
よ
う
と
し

て

い

る

の
で

あ

る

。

し

か
し
警
官
も
、
そ
し
て
私
達
も
、
史
朗
の
主
張
を
認
め
な

い
だ

ろ
う

。

(
12

)

の
行

為

が

、

政

男

を

脅

す

た

め

に
為

さ

れ

た

、

と

い

う

こ

と

は

、

普

通

に

考

え

て

、

あ

り

そ

う

も

無

い

こ

と

で

あ

る

。

(脅
す
た
め
な
ら
、
ナ
イ
フ
を
チ
ラ
つ
か
せ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
し
、

そ
も
そ
も
他

の
手
段
が
あ

っ
た
だ

ろ
う
。
)
そ
う

で
は
な
く

て
、

(
12

)

は

典

型

的

に

、

相

手

が

刺

さ

れ
、

死

ん

で

し

ま

う

、

と

い
う

こ
と

へ
因
果
的
に
結
び
付

い
て
い
る
タ
イ

プ
の
行
為
な
の
で
あ
る
。

こ
の
、
「件

の
基
礎
行
為
を
タ
イ
プ
化
し

て
見
た
時
、
そ
れ
は
し

か
じ
か
の
タ
イ
プ

の
出
来
事

へ
と
因
果
的

に
結
び
付

い
て
い
る
。
」

と
い
う
因
果
関
係
に
対
す
る
信
念
こ
そ
が
、
前
節
最
後
で
問
わ
れ
た
、

話
題
の
基
礎
行
為
に
特
定

の
意
志
が
関
係
付
け
ら
れ
る
際
、
拠
り
所

と
さ
れ
る
当

の
も

の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「件

の
基
礎
行
為
が
、

F
と

い
う
タ
イ
プ

の
出
来
事

の
原
因
に
成

る
。
」
と

い
う
信
念
を
持

っ
て

い
る

こ

と

は

、

再

記

述

の
原

理

(
9

)

の
観

点

か

ら

す

る

と

、

「件

の
基
礎
行
為
を
す
る
こ
と
が
、

(F
の
発
生
を
待

っ
て
再
記
述
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
)
F
と

い
う
タ
イ
プ
の
行
為
を
す
る
こ
と
に
成
る
。
」

と
見
越
し
て
い
る
こ
と
に
等
し
く
、
従

っ
て
、
件
の
基
礎
行
為
の
背

後
に
あ
る
意
志
が
、
F
と

い
う
タ
イ
プ
の
行
為
を
目
指
し
て
い
た
、

と

い
う
こ
と
を
裏
付
け
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
話
題
の
基
礎
行

為
を
原
因
と
し
た
、
因
果
関
係
に
対
す
る
信
念
さ
え
分
か
れ
ば
、
私

達
は
、
そ
の
基
礎
行
為
の
背
後
に
あ
る
意
志
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ

る
の
か
を
決
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
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以
上

の
議
論
は
、
「志
向
性
と

い
う
意
志

の
成
分
が
、
因
果
関
係

に
対
す

る
信
念
と

い
う
心
理
状
態
に
よ

っ
て
解
明
さ
れ
る
。
」
と
言

つ
て
い
る
時
点

で
、
既
に
目
新
し
い
。
だ
が
、
私
が
こ
の
議
論
で
本

当
に
強
調

し
た
か

っ
た
の
は
、
因
果
関
係
に
対
す
る
信
念
が
、
行
為

主
体
個
人

に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
私
達
と

い
う
社
会
的
な
見
地
か
ら

形
成
さ
れ

て
い
る
、
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
刺
殺

の

例
で
、
史
朗
個
人
の
主
張
し
た
因
果
関
係
に
対
す
る
信
念
は
、
警
官
、

そ
し
て
私
達
の
見
地
に
よ
り
、
押
し
退
け
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

っ
た

。
私
達
は
経
験
上
、
A
と

い
う
タ
イ
プ
の
出
来
事
が
、
B
と

い
う
タ

イ
ブ
の
出
来
事
を
惹
き
起
こ
す
、
と
い
う
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
例

え

ば

、

ボ

ー

ル
を

手

放

せ

ば

、

落

ち

る

。

窓

ガ

ラ

ス
に

ボ

ー

ル

が
当

た

れ

ば

、

割

れ

る

…

。

こ

れ
と

同

じ

様

に
、

G

と

い
う

タ

イ

プ

の
基

礎
行
為
が
、
F
と

い
う

タ
イ
プ

の
出
来
事
の
原
因
に
成
る
、
と

い
う

こ
と
を
私
達
は
予
測
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
予
測
を
す
る
の
は
、
件

の
基
礎
行
為
を
し
た
本
人
で
あ
る
必
要
は
無

い
の
で
あ
る
。

私
は
、

こ
の
手

の
因
果
関
係
に
対
す
る
信
念

(予
測
・知
識
)
は
、

帰
納
的
推
論
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
私
達
は
、

メ
デ
ィ

ア
や
人
生
経
験
を
通
じ
て
、
類
似
し
た
証
拠
を
手
に
入
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
証
拠
を
素
材
に
し
、
私
達
は
、
皆
同
じ
因
果
推

論
を
行
う

の
で
あ
る

(こ
の
点
に

つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
通
り
帰

納
論
理
が
根
拠
と
さ
れ
る
)。
こ
う
し
て
、
私
達
は

一
様
な
因
果
関

係
に
対
す
る
信
念
を
形
成
す
る
こ
と
に
成
る
。

だ
か
ら
史
朗
だ
け
、

そ
の

一
様
な
信
念
か
ら
外
れ
た
こ
と
を
主
張
す

る
の
は
、
認
め
ら
れ

な

い

の
で

あ

る

。

こ
の
、
因
果
関
係
に
対
す
る
信
念
の
社
会
的

な

一
様
性
が
、
上
述

の
通
り

(三
段
落
前
)
、
因
果
関
係
に
対
す
る
信
念
に
重
ね
合
わ
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
、
志
向
性
に
ま
で
及
ぶ
と
す

る
な
ら
ば
、
意
志

の
内

容
、
も

つ
と
言

っ
て
し
ま
え
ば
意
志
そ
の
も

の
が
、
社
会
的
に
決
定

さ
れ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
行
為
主
体

は
自
分
の
意
志
に
対
し
て
、

一
人
称
特
権
を
持

た
な
い
の
で
あ
る
。

§

7

ま
と
め
-

論
理
式
化

そ
れ
で
は
、
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
、
意
志

を
述
べ
る
文

(1
)

の
論
理
式
化
に
取
り
掛
か
り
た
い
。

§
2
で
論
じ
た
通
り
、
本
稿
で
考
察
さ
れ
た
意
志
は
、
過
去
時
制

で
問
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

(1
)
が

「意
志

し
た
」
と
表
記
さ
れ

て
い
る
の
は
そ

の
た
め
で
あ
る
。
飯
田
隆
は
、
そ

の
様
な
時
制
辞

「
た
」
を
含
む
表
現
を
、
脈
絡

と
相
対
的
に
論
理
式
化
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し
て
い
る

(飯
田

[
2
0
0
2
]
,
pp
.3
1
4
-
3
4
0)。
そ
れ
に
倣
え
ば
、
意

志
が
抱
か
れ
た
と
い
う
過
去
の
出
来
事
は
、
今
現
在
よ
り
前
の
、
然

る
べ
き
期
間

(話
題
期
間
)
内

の
こ
と
と
し
て
、
次

の
通
り
に
論
理

式
化
さ

れ
る
。

こ
こ
で
、
「
c
」
は
§
2
で
早
々
に
登
場
し
た
脈
絡
を
、
「
e一」
は
意

志
を
、

そ
れ
ぞ
れ
表
す
。

次
に
、
§
5
で
論
じ
ら
れ
た

「意
志
の
遡
及
的
実
在
性
」
に
よ
れ

ば
、
意

志
が
本
当
に
存
在
し
て
い
た
、
と

い
う

こ
と
は
、
少
な
く
と

も
基
礎

行
為
が
発
現
し
た
後
、
遡
及
的
因
果
関
係
に
お

い
て
認
識
さ

れ
る
の
で
あ

っ
た
。
「
e2」
で
基
礎
行
為
を
表
す
と
、
こ
の
こ
と
は

欠

の
通
り
に
表
さ
れ
る
。

だ
が

(15
)
の
時
点
で
は
、
そ
れ
が
ど

の
様

な
意
志
で
あ
る
か
は
明

示
さ
れ
て
い
な

い

(「
e
1
は…
何
か
を
心
に
抱
く
こ
と
で
あ
え
る

」
)。

つ
ま
り
、
件
の
基
礎
行
為
に
対
し
、
そ
の
原
因
と
し
て
背
後
に
存
在

す
る
意
志
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
る
か
、
ま
だ
は

っ
き
り
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

§
6
で
論
じ
た
通
り
、
意
志
の
内
容
は
、
件

の
基
礎
行
為
を
タ
イ

プ
化
し
て
見
た
時
の
、
因
果
関
係
に
対
す
る
信
念
か
ら
、
決
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
因
果
関
係
に
対
す
る
信
念
が
、

志
向
性

の
解
明
と
も
成
る
の
だ

っ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
通
り
に
表
さ

れ
る
。

(
16

)

(
a
は
e
2
が
の
原
因
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る

)

§
6

(第
七
段
落
)
で
予
め
論
じ
た
通
り
、
私
は
、
こ
の

(16
)
で

表
さ
れ
る
因
果
関
係
に
対
す
る
信
念
を
、

s
個
人
で
は
な
く
、
私
達

の
社
会
的
見
地
か
ら

一
様
に
形
成
さ
れ
る
、
帰
納
的
推
論

の

一
種
だ

と
考
え

て
い
る
。
加
え

て
、
そ
の
帰
納
的
推
論
が
、
私
達
の
間
で
同

じ
結
論
に
至
る
様
に
調
整
さ
れ
て
行
く
過
程
を
、
カ
ル
ナ

ッ
プ
以
来

の
帰
納
論
理
を
使

い
、
形
式
的
に
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
私
は

考
え
る
。
だ
か
ら
、
因
果
関
係
に
対
す
る
信
念
の

一
様
性
は
、
最
終
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的
に
、
帰
納
論
理
の
形
式
性
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

帰
納
論

理
に

つ
い
て
詳
述
す
る
紙
幅
は
最
早
無
い
か
ら
、
本
稿
で

は
そ

の
概

略
だ
け
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
(16
)
が
帰
納
論

理

の
言

語
に
お

い
て
、
「
ε
n
+
1
は
G
*
で
あ
る」
と

「
ε
n
+
1
は
F
'

の
原
因
で
あ
る

」
と

い
う
二

つ
の
原
子
論
理
式
に
分
割
し
て
翻
訳
さ

れ
る
。

(
こ
こ
で

「
ε
n
+
1
」

は
、
変
項

「
e2」
の
値
と
同

一
の
、
基

礎
行
為

(12
)
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
G
*」
は
、
帰
納
的

推
論
の
た

め
に
基
礎
行
為

の
タ
イ
プ

「
G
」
が
精
密
化
さ
れ
た
も
の

で
あ

る
。

例

え

ば

「
G
」

が

「
突

き

出

す

(
こ

と

)
」

だ

っ
た

ら

、

「
G
*」
は

「刃
物

の
入

っ
た
手
を
人
に
向

っ
て
突
き
出
す
こ
と
」
で

あ
る
。
)
そ
し
て
こ
れ
ら
の
論
理
式

に
対
す
る
確
率
配
分
と
し
て
、

因
果
関
係

に
対
す
る
信
念
が
、
帰
納
論
理
で
形
式
的
な
処
理
を
受
け

る
の
で
あ

る
。

こ

れ

が

、

因

果

関

係

に

対

す

る
信

念

(
16
)

の
実

態

で
あ

る
。

以

上

(
14
)

(
15
)

(
16

)

を

ま

と

め

る

と

、

意

志

を

述

べ

る

文

(
1
)

は
、

(
2
)

か

ら

、

次

の
形

に
論

理

式

化

さ

れ

る

。

こ
れ
が
、
本
稿
で
追
求
し
て
来
た
、
意
志
を
述

べ
る
文

の
論
理
形
式

で
あ
る
。

最
後
に
、
何
故
、

一
意
存
在
文
で
論
理
式
化
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
第

一
に
、
行
為
は
、
事
件
性
を
帯
び
る
場

合
、
確
定
的
に
論
及
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
本
稿
で
論
じ
た

の
は
、
そ
の
手
の
行
為
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
基
礎
行
為

(
e
2)
か
ら
、

一
意
存
在
文
で
論
理
式
化
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
「意
志
は
、
志
向
さ
れ
た
行
為
が
果
た
さ
れ
る
ま
で
複

数
回
心
に
抱
か
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
意
志
を
唯

一
つ
し
か

存
在
し
な
か

っ
た

(
∃
!
e一)、
と
言

い
切

る

の
は
不
自
然

で
な

い

か
。
」
と
批
判
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が

こ
の
批
判
に
は
次

の
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様
に
答
え
た

い
。

本
稿

の
初
め
で
、
私
は
カ
ン
ト
に
倣
い
、
因
果
律
に
従
い
、
過
去

時
制
に
お

い
て
遡
及
的
に
、
原
因
と
し
て
意
志
を
認
識
す
る
方
向
を

辿

っ
た

(§
2
)。
こ
の
認
識

の
仕
方

に
、
出
来
事

の
個
体
化
を
合

せ
て
考
え
て
欲
し
い
。
そ
う
す
る
と
、
行
為
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る

の
に
応

じ
て
、
同
時
に
、
意
志
が
出
来
事
と
し
て
個
体
化
さ
れ
て
来

る
、
と

い
う
有
り
様
が
見
え
て
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
概
し
て
、
因
果

関
係
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
、
出
来
事
を
個
体
化
す
る
の
で

あ
る
。

例
え
ば
、
歩
く
こ
と
は
、
靴
音
が
鳴
り
響
く
こ
と
の
原
因
と

し
て
は
、

一
歩

一
歩
個
体
化
さ
れ
る
が
、
目
的
地
に
着
く
こ
と
の
原

因
と
し
て
は
、
全
体
と
し
て
個
体
化
さ
れ
る
。
こ
の
様
に
、
因
果
関

係
の
脈

絡
に
応
じ
て
、
出
来
事
は
様
々
に
個
体
化
さ
れ
る
。
だ
か
ら

因
果
関
係
を
抜
き
に
、
意
志
そ
れ
自
体
を
注
視
し
て
、
そ
こ
に
断
絶

が
あ
る
等
と
言

っ
て
複
数
性
を
認
め
る
必
要
は
無

い
の
で
あ
る
。
行

為

の
発
生
か
ら
、
過
去
時
制
に
お

い
て
原
因
が
遡
及
的
に
認
識
さ
れ

る
脈
絡

に
お

い
て
、
意
志
は
個
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
認
識

の
仕
方
が
、
私
達
に
、

一
個
の
公
共
的
な
対
象
と
し
て
、
意
志
を
与

え
る
の
で
あ
る
。
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岳
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す
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。
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[
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来
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幸
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9
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]
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現
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主重
(
1
)

本
稿

は
日
本
哲
学
会
第
65
回
大
会
発
表

原
稿
を
加
筆
修
正
し
た
も
の

で
あ

る
。

(
2
)

こ

の
作
業
自

体
、
デ
イ
ヴ

ィ
ド

ソ
ン
は
否
定

し
な

い
は
ず

で
あ

る

(
3
)

「
e
」

は

個

別

的

出

来

事

の
変

項

、

「
c
」

は

脈

絡

の
変

項

で

あ

る
。

こ
れ

に
対

し

、

「
S
」

は

(1
)

と

の
兼

ね

合

い
も
あ

る
か

ら

、
主

体

を

一

般
的

に
論
じ
る
た
め

の
補
助
記
号
と

し
て
お
く
。
「
F
」
も
行
為
タ
イ
プ
を

表
す
補
助
記
号
で
あ
る
。

(4

)

模

範

と

し
た

の
は

、
柏

端
[
1
9
9
7]
、
飯

田

[
2
0
0
2
]

で
あ

る

。
ま

た

、

本
稿

に
お
け

る

「
論
理
式
化
」
と

は
何
を
言

っ
て

い
る

の
か
。

こ
の
点

に

つ

い
て
は

注

28

で
触

れ

て
あ

る

。

(5

)

だ

が

他

方

、

カ

ン
ト

に

お

い
て
、

意

志

は

、
欲

求

能

力

の

一
種

と

考

え

ら

れ

る

こ
と

が

あ

る

(
k
a
n
t[
1
7
8
8
]
,
S
.
1
5
,
S
.
5
5

有

福
[
1
9
9
7

]
,
p
.
.

1
4
,
p
.
1
6
4

)
。
し
か
し
本
稿

で
は
、
本
文

の
通
り
第
三

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
登

場

す

る
、
心

的

出

来

事

と

し

て

の
意

志

の
方

に

注

目

す

る

(6

)

例

え

ば
、

ヒ

ュ
ー

ム

神
野
[
2
0
0
2
]
,
p
p
.

1
5
7
-
1
6
2

は
意
志

の
概
念
史
と
し

て
参
考

に
な

る
が
、
私
と
は
正
反
対

の

見

方

を

し

て

い
る
。

一
ノ
瀬

冒
O
O
昌
も

O
・
。。や

自

は

意

志

に

関

し

て
カ

ン

ト
と

ヒ

ュ
ー
ム
を
論
じ
る
際
に
出

て
く
る
両
立
主
義
と
非
両
立
主
義
を
扱

っ
て
い
る
。
だ
が
本
稿

で
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
介
入
し
な

い
で
お
く
。

(7
)

教
科
書
的

に
は
、
『純
粋
理
性
批
判
』

に
お
け
る
自
由
意
志

は
、
第

一

の
動
者

と

い
う
神
が
か
り
的
な
宇
宙
論
的
理
念

と
し
て
登
場
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
け
れ
ど
も
第
三

ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
を
読
む
限
り
、
私
に
は

カ
ン
ト
が
そ
の
様

な
形
而
上
学
的
議
論
に

限
定

し
、
考
察
し
て

い
る
様

に
は
思
え
な
か

っ
た
。
な

の
で

「
因
果
関
係

の
系
列

の
完
成
」
と

い
っ
て
も
、
そ

の
先
に
あ

る
の
は
身
近
な
行
為

の
原

因
と
し
て
の
意
志
で
も
全
く
構
わ
な

い
と
私
は
考
え
る
。

(8
)

行
為
に
は
、
主
体
が
対
象
世
界
に
働
き
か
け
る
作
用
、
と

い
う

見
方

が
あ

り
、
カ

ン
ト
研
究
者

に
も

こ
の
見
方
を
採

る
者
が
多
く
居
る
と
思
う

の
だ
が

(有
福
他
編
[
1
9
9
7
]
,
p.
1
6
4
)
、
本
稿

で
は
行
為
を
、
現
代

の
行
為

論

に

倣

い
、
外

面

的

公

共

的

な

物

的

出

来
事

と

見
做

す

(
c
f
.
柏

端
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意志 の解明(金 子)

(9
)

カ

ン
ト
は

「心
理
学

の
対
象
と
し
て
の
自
由
意
志
を
論
じ

て
い
る

の

で
は

な

い
」
と

明

言
す

る
が

そ

の

こ

と

と

「自
由
意
志
を
心
的
出
来
事
と
見
做
す
」
と

い
う

の
は
別
問
題
で
あ
る
こ
と

に
注
意

し
て
欲
し

い
。
心
的
出
来
事
を
心
理
学
以
外

の
や
り
方

で
論
じ
る

こ
と
は
幾
ら
で
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
稿
も
そ

の
類

で
あ
る
。

(10
)

(
3
)
の
問

い
に
答
え
る
こ
と
は
、
行
為

の
理
由
を
与
え
る
だ
け

で
あ

っ
て
、
原
因
を
与
え
る
の
で
は
な

い
、
と
批
判
さ
れ
る
か
も
知

れ
な

い
。

し
か
し
理
由
を
与
え
る
だ
け
な
ら
、
合
理
化

の
軌
道
に
乗
れ
ば
、
行
為
主

体
は
何
と
で
も
答
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う

で
は
な
く

て
、
私
が
本
稿

で

追
求
し
て

い
る
の
は
、
行
為
主
体

が
隠
す

こ
と

の
で
き
な

い
本
音
、
行
為

の
本
当

の
理
由
な

の
で
あ

る
。
私
は
そ
れ
を

「原
因
」
と
呼
ぶ
。
だ
か
ら
、

(3
)

の
問

い
は
行
為

の
原
因
を
求

め
て
心

の
領
域

へ
と
踏

み
こ
ん
で
行
く

切

っ
掛
け
と
成

る
だ
け

で
あ

っ
て
、
そ

の
応
答
が
全
て
で
は
な

い
、
と
考

え
て
欲
し

い
。

(
11
)

因
果
関
係
を
時
制

の
観
点

か
ら
考
え

る
や
り
方
は
、

一
ノ
瀬
正
樹
が

ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
か
ら
取
り
出
し
て
み
せ
た
考
え
方

で
あ
る

(
一
ノ
瀬

本
稿

で
の

「過
去
時
制

で
考
え
ら
れ
た
行
為

の
原
因
」

と

い
う
見
方
も
、

こ
の

一
ノ
瀬
の
考
え
方

に
倣

っ
て
い
る
。
だ
が
逆

に
、

「
今
現
在
抱
か
れ
た
意
志
が
、
未
来
の
行
為
を
ど

の
よ
う
に
し

て
惹
き
起
こ

す

の
か
。
」
と

い
う
過
程
を
考
え
た
時
、
心
身
問
題
は
深
刻

に
成
る
。

こ
の

時
制

で

の
、
意
志
と
行
為

の
関
係
を
考

え
た

の
が
、
金
子

[2
0
0
7
b
]
で

あ
る
。

(
12
)

正
確

に
は
欲
求
と
信
念

で
あ
る

信
原

し
、
何

か
し

ら

の
論

理
的

構

成

(実

践

的

三

段

論
法

・
接

続

詞

し
か

合
理
化
)
を
考
え

る
な
ら
ま
だ
し
も
、
二
項
述
語

[
_
は
_
の

原
因
で

あ
る
」
か
ら
形
成
さ
れ
る
単
称

因
果
言
明

(個
別
的
因
果
関
係
)

で
考
え

る
な
ら
、
話
題

の
行
為
に
対
す
る
原
因

は
、
唯

一
つ
の
出
来
事

に

限
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
私
は
考
え

る
。

こ
の
私

の
主

張
に
デ
イ

ヴ
ィ
ド

ソ
ン
が
折
れ

る
と
す
れ
ば
、
彼

は
欲
求

の
方
が
原
因
だ
と
答
え

る

と
思
う

も

っ
と

も

こ

の
議

論

に

は
、

J
.
S
.ミ
ル
の
言
う

「
複
数
原
因

の
結
合
」
、
因
果
関
係

の
推
移
性
な
ど
、

た
く
さ
ん
の
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
を
論
じ
る
の
は
別

の
機

会
に
譲
り
た

い
。

(
13
)

心
的
出
来
事
を

「
抱
く
」
と

は
、
そ

の
心
的
出
来
事

が
生
じ
、
か

つ

そ
れ
を
意

識
的

に
選
択
し

て
い
る
、
と

い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
但

し
、

本
稿

で
考
え

ら
れ
る
意
志
は
、
あ
く
ま

で
過
去
時
制
で
問
わ
れ
る
対
象

な

の
で
、
今
現
在
、
行
為
主
体

が
内
観

し
て
、
自

分
が
意
志
を
抱

い
て

い
る

か
ど
う

か
判
断
し

て
も
、
そ
れ
は
本
稿

の
考
察
対
象
で
あ
る
意
志
と

は
無

関
係

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し

て
欲
し
い
。
ま
た
記
憶
を
辿

っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
様

に
し

て
確
認
さ
れ
る
意
志
の
存
在

は
、
後

の
議
論

で
徹
底
的

に
批

判
さ
れ
る

の
で
あ
る

(§

5
§
6
)
。

(14
)

本
稿
で
は
、
「
私
」
は
、
史
朗

の
発
言
を
除
き
、
書
き
手

の
金
子
を
意

味
す
る
。
そ
れ
に
対

し
、

こ
こ
で
の

「
あ
な
た
」
や
、
ま
た

「
私
達
」
と

い
っ
た
表
現
は
、
読
み
手
も
含
め
た
、
行
為
主
体

一
般
を
意
味
す
る
。

(15
)

本
稿
で
は
、
「
行
為

の
記
述
」
で
行
為
文
を
考
え
て
い
る
。

(16

)

「
論

及

で

私

は

、
文

や

を
使
用
す

る
こ
と

で
、
そ
こ
に
現
れ
て

い
る
単
称
名
辞

「
ε
」

や
束
縛
変

項

「
e
」
の
値

と
成

る
、
個
別
的
出
来
事
を
指

示
す
る
、
と

い
う

こ
と
を

言

っ
て
い
る
。

(17
)

行
為
ト
ー
ク

ン
の
こ
と
で
あ

る
。
同
様
に
個
別
的
出
来
事
と

は
出
来

事
ト
ー
ク
ン
の
こ
と

で
あ
る
。
本
稿

で
私

は
、
必
要
に
応

じ
て
ト
ー
ク
ン
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と

タ
イ
プ

の
区
別
を
用

い
て
い
る
。

(18
)

カ

ン
ト
は

(10
)
を
因
果
関
係

の
系
列

の
発
端
と
考
え

て
い
る
様
だ

が

現
代

の
行
為

論

に
よ
れ
ば
、
更

に

(
11
)

ま

で
遡
れ
る
の
で
あ
る

(柏
端

(19
)

私
は

こ
こ
の
論
述
に
形
式
的
な
表
現
を
与
え
よ
う
と
し
た
が
、
煩
碩

に
成
る

の
で
控
え
る
こ
と

に
し
た
。

(20
)

「
f(
s)」
は

s
の
身
体
部
位
を
表
す

関
数
、
「
G
」
は
基
礎
行

為

の
タ

イ
プ
を
表
す
補
助
記
号
、
「
G
」
は
そ

の
出
来
事

へ
の
言

い
替
え
を
表
す
。

例

え
ば

「
(
e
は
史
郎
が
史
朗
の
右
手
を
突
き
出
す
こ

と
で
あ
る

)
」
を

「
G
」
と
す
れ
ば
、

「
G
」
は

「
(
e
は
史
郎
の
右
手
が
突
き
出
さ
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
)
」
と
成
る
。

(21
)

こ
こ
で
私
は
所
謂

「殺
害

の
時
間

の
問
題
」
に
介

入
し
て

い
る
。
本

文

に
即

し
て
そ
の
解
答
を
述

べ
る
と
、
た
と
え
、
史

朗
の
基
礎
行
為
と
、

史
朗

に
よ
る
政
男

の
殺
害
が
、

(9
)

に
よ
り
同

一
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は

政
男

の
死
と

い
う
出
来
事
が
発
生
し
て
初
め

て
言
え
る
こ
と
で
、
そ

の
死

が
起

こ
る
以
前
は
、
史
朗

の
基
礎
行
為
は
未
だ
史
朗

に
よ
る
政
男

の
殺
害

で
は
な

い
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
柏
端
達
也

の
見
解

の
繰
り
返

し
に
過
ぎ
な

い

(柏
端

(22
)

志
向
性

に
は
様
々
な
議
論

の
文
脈
が
あ

り

(
e
.
g
.
一
ノ
瀬

[
2
0
0
1
]
.

p
ｐ
.
8
f
)
、
ま
た
カ

ン
ト
哲
学

で
言
わ
れ
る

「関
心
」
概
念

と
の
連
関

の
説

明
責

任
が
あ
る
け
れ
ど
も

(
c
f
.
有
福
他

本
稿
で

は
、
意
志
と
、
そ
こ
で
目
指
さ
れ
た
行
為
と
の
関
係

を
特
徴
付
け

る
た
め

だ
け
に
、
志
向
性

の
概
念

が
導
入
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
を
認

め
て
も
ら

い

た

い
。

つ
ま
り
、
私

は
本
稿

の
論
述
で
志
向

性
と

い
う
心

の
働
き
が
全
般

-

的
に
解
明
さ
れ
る
と
は
考
え
て

い
な

い
の
で
あ
る
。

(23
)

§
2
に
お
け
る
時
制

の
限
定

か
ら
も
分
か
る
様
に
、
本
稿

で
私
が
考

察
し
て
い
る
の
は
、
「
し
か
じ
か
の
意
志
を
、
行
為
主
体

は
本
当
に
過
去
に

お

い
て
心
に
抱

い
た

の
か
。
」
と

い
う
認
識
論
的
問
題
で
あ

る
。
だ
か
ら
、

「意
志
が
行
為
を
ど

の
様

に
惹
き
起

こ
す

の
か
」
と

い
う
過
程
は
考
え
ら
れ

て

い
な

い
。
故

に
本
稿

で
論
じ
ら
れ
る

「基
礎
行
為
」
や

「因
果
関
係
に

対
す
る
信
念
」
と

い
っ
た
要
素
も
、
そ

の
過
程
に
お
け
る
機
制
を
表
す
も

の
で
は
な

い
。

(
こ
の
過
程
は
今
現
在
か
ら
未
来

へ
の
時
制

で
考
え
ら
れ
、

金
子

[
2
0
0
7
b
]

で
主
題
化
さ
れ
た
。
)
ま
た

「意
志

の
遡

及
的
実
在
性
」

は
存
在
論
的
問
題

に
対
す
る
応
答
で
も
な

い
。
本
稿

で
は
、
意
志
を
述

べ

る
文
を

(
1
)

の
通
り
に
定
式
化
し
た
時
か
ら
、
既
に
存
在
論
的

コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
が
為

さ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
意
志

が
存
在
す
る
」
と

い
う

こ

と
は
、
当
然

の
前
提
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

(
24
)

以
下
、
「
F
」
は
意
志

で
志
向
さ
れ
た
行
為

タ
イ
プ
、
「
F
」
は
そ

の

出
来
事

タ
イ
プ

へ
の
言

い
換
え

(あ

る
い
は
そ
れ
が
起
こ
る
こ
と

に
よ

っ

て

(9
)
に
よ
る

「
F
」

へ
の
再
記
述
が
可
能

に
な
る
と

こ
ろ
の
出
来
事

タ
イ
プ
)
を
表
す
。
例
え
ば
、
「
F
」
が

「殺
害
」
だ

っ
た
ら
、
「
F
」
は

「
死
」
で
あ
る
。

(
25
)

刺
殺

の
様
な
刑
事
事
件

を
題
材

に
し

て
い
る

こ
と
か
ら
も

分
か
る
様

に
、
本
稿

で
論
じ
ら
れ
た
意
志
は
、
法
的
紛
争
に
ま
で
発
展
す

る
事
件

に

際
し
て
話
題
に
さ
れ
る

「
意
思
」
に
該
当
す

る
事
柄

で
あ
る
。
だ
か
ら
現

代

の
行
為
論
に
お
け
る

「観
察

に
よ
ら
な

い
知
識
」
や

「
意
図
的
行
為
」

と
は
、
ま
た
少
し
違

っ
た
議
論

の
脈
絡
に
置

か
れ
得

る
は
ず

で
あ
る

(
c
f
.

柏
端

(
26
)

例
え
ば

「
ス
ト
ー
ブ
は
消
し
た
か
」
と
尋
ね
た
時
、
生
ま

れ
て
こ
の

方

ス
ト
ー
ブ
を
消

し
た
こ
と
が
あ
る
か
、
と
聞

い
て
い
る

の
で
は
な

い
。

こ
の
様
に
、
今

よ
り
前

で
も
、
時

間
の
範
囲
を
指
定
し

て
お
か
な

い
と
、

過
去
時
制

の
言
葉
遣

い
は
誤
解
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
そ

の
指
定
を
す

る
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意志の解 明(金 子)

の
が
話

題
期
間
で
あ

る
。
飯
田

参
昭
侶

(27
)

「
_
＜
_
」
は
時
間
関
係
、
「
T
」
は
個
別
的
出
来
事
に
そ

の
発
生
時

刻
を
割
り
当

て
る
関
数
、
「
〈「
今
」
〉」
は
脈
絡
に
応
じ

て
今

の
時
刻
を
割

り

当

て

る

関

数

(カ

プ

ラ

ン

が

と

言

う

も

の
)
、

は
脈
絡

に
応
じ
て
話
題
期
間
を
割
り
当

て
る
関
数

(ち
な
み

に
飯

田

隆

が

「
Ω
c」

で
表

す
も

の
を

私

は

「∪
-
↓
2
8

(。
)
」

で
表

す

)
。

時
刻
と
し

て
私
は
、
秒
単
位

か
ら
成

る
集
合
を
考
え
て

い
る
。
例
え
ば
、

2
0
0
7
年
5
月
1
日
午
後
6
時
1
0
分
=

ち
な
み

に

(14
)
等

の
論
理
式
化

に
お

い
て
、
私

は
飯
田
隆
の
や
り
方
に
忠
実
に
従

っ
て
い
る
訳

で
は
な
い
。

(28
)

と

い
う

の
も
こ
こ
で
私

が
考
え

て
い
る
描
像
は
、
か
な
り
錯
綜
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、

(1
)

の
形
式
の
文
を
述
べ
る
言
語
を

「
L
I」

と
呼

ぼ
う
。
L
Iは
基
本
的
に
日
常
言
語
に
該
当
し

(
6
)
や

(
13
)
も
L
I

で
述

べ
ら
れ
る
。
次
に
、

(1
)
の
論
理
形
式
を
述
べ
る

一
階
述
語
論
理

の

言

語
を

「
L
I
I

」
と

呼

ぶ
。
本
稿

に
お

け

る
、

(14
)

(15
)
(
16
)
そ
し

て

(
18
)
は
皆
、

の
L
I
I
表
現

で
あ
る
。

玩
は
h
の
真
理
条
件
的
意
味
論
を
与
え

る
メ
タ
言
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
「
(
(
1
)
は
c
に
お
い
て
真
で

あ
か
)
↑
↓
∋
!
e
1[
(
e
1
は
s
が
何
か
を
心
に
抱
く
こ
と
で
あ
る
)
∧
…
]
」

が
成
立
す
る

(右
辺
は

(18
)
)。
帰
納
論
理

の
言
語
を

「
L
I
I
I

」
と
す
れ
ば
、

そ
の
表

現
は
玩
の
表

現
に
対
応
づ

け
ら
れ
る

(9

注

29
)
。
例
え

ば
L
I
I
I

の

個

体
定
項

「
ε
n
+
1

」

は
、
L
I
I
の
確
定

記
述
句
「
1
e
[
(
e
は
s
が
基
礎
行

為
と
し
て
f

(
s)
を
G
す
る
こ
と
で
あ
る

)
∧

…
]
」
に
対
応
付
け
ら
れ
る
。

L
I
I
I

は
、
原
初
的
な

一
項
述
語

が
三

つ
位

の
、
僅

か
な
語
彙
か
ら
構
成
さ
れ

た
言
語

で
あ

る
が
、
正
に
こ
の
特
性

ゆ
え
に
、
L
I
I
で
形
成
さ
れ
る
命
題

の

確
証
を
請
け
負
う

こ
と
が

で
き
る
。
但
し
、
L
I
I
I

は
L
I
I
の
メ
タ
言
語
で
は
な

い
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
逆

で
あ

る
。
最
後
に
、
L
I
I
I

の
確
率
配
分
を
述

べ
る
言
語
を

「
L
I
V

」
と
す
る
。

(17
)
は
L
I
V
の
表
現
で
あ
る
。
L
I
V
は
L
I
I
I

の
メ

タ
言
語
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
ら

の
言
語
を
含
ん
だ
統

一
的
な
シ
ス
テ
ム

を
整

備

し
、
帰

納

論

理

の
研
究

と

し

て
既

に
ま
と

め

て

い
る
。
金
子

[
2
0
0
7
a

]

参

照
。

(
29

)

正

確

に
言

え

ば

、

「

」

に
対

応
付

け

ら

れ

る

の
は

、
後

の

(18
)

に

、
公

式

「
∋
!
e
F

「
(
e)
↑

↓
F

(
1
e
F
「
(
e)
)
」

(証

明

略

)

か

ら

分

か

る
通

り

、
確

定

記

述
句
「
1
e
2
{(
e
2
は
s
が
基
礎
行
為
と
し
て
f

(
s)
を
G
す
る
こ

と
で
あ
る

)
∧
(
T
(
1
e
1
[
e
1
は
…
]
∧
T
(
e
2
)
)
〈

「今

」
〉
(
c)
)

∧
(
T
(
e
2)
⊆

(
c)
)
∧
(
e
1
[
(
e
1
は…
]
は
e
2
の
原
因
で
あ
る

)
∧

(
s
は
e
2
が
F
の
原
因
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る

)
}
」

こ

(以

下
(
1
))

で

あ

る
。

(但

し
「
e
1

[(
e
1は

…
]
」

の

「
…
」

部

分

は

(
18
)

と

同

じ

で
あ

る
。
)

し

か

し

、

「
は
が
基
礎
行
為
と
し
て
f
(
s

)
を
G
す
る
こ
と
で

あ
る

)
∧

「
今
」
〉
(
c)
)

が
認
識

さ

れ

て

い
れ

ば

、(証

明

略
)よ

り

、

(
e
2
は
s
が
基
礎
行
為
と
し
て

て
f
(
s)
を
G
す
る
こ
と
で
あ
る

)

「
今

」
 

そ
し

て
こ
の
右
辺
は

(
12
)
に
該
当
す
る

の
で
あ
る
。

(30
)

こ
れ
は

「個
別
予
測
」
と
呼
ば
れ
る
帰
納
的
推
論

で
あ
り

「
ε
1は
H

で
あ
り
…
ε
n
も
H

で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
ε
n
+
1も
H

で
あ
ろ
う
。
」
と
言

い
表
さ

れ
る
。
帰
納

論
理

に
お

い
て
個
別

予
測
は
条
件

付
確
率

と
し

て

「
P((
ε
n
+
1
は
H
で
あ
る
)
|
(
ε
1
は
H
で
あ
る)
∧
…
∧

(
ε
n
は
H
で
あ

る
)
)
>
0
.
5
」
と
表

現
さ
れ
る
。
「
>
0
.
5
」

に
つ
い
て
は
別

の
機
会

に
詳

し

く
吟
味
し
た

い
。

(31
)

柏
端
達
也
も
、
事
件
性
を
持

つ
行
為
は
、

一
意
存
在
文

で
表

し
て

い

る

(柏
端
[
1
9
9
7
]
,
p
.
1
3
4

)
。

(32
)

デ
イ
ヴ

イ
ド

ソ
ン
も
行
為
文

や
出
来
事
文
を
、
回
数
を

問
う

必
要

の
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無

い
も

の
と
し
て
、
不
定
的
に
出
来
事

に
論
及
す
る
存
在
文

「
∋
e
F(
e)」

と
し
て
論
理
式
化

し
た

の
だ

っ
た

(
33
)

因
果
関
係
を
出
来
事

の
個
体
化
原
理
と

し
た

の
は

デ
イ
ヴ
ィ
ド

ソ
ン

で
あ
る
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The Explication of Will

Yusuke KANEKO

   In this paper, I apply Davidson's formularization of action sentences in order to give logical 

forms to the class of sentences which state or describe one's having willed something 

(hereafter "will-stating sentences"). Of course, in my paper, I deal with will-stating sentences

14



Summaries

only in Japanese, but the translations of the sentences into English might be as follows:

(i) One would do such and such. 

(ii) One willed that he did such and such. (This is a little awkward, but emphasizes the 

 propositional attitude aspect of will-stating sentences). 

(iii) s would F (where "s" stands for an agent, and "F" for an action-type).

These correspond to the sentence (1) in my paper. 

   In my view, formularizing will-stating sentences belongs not to logic but to philosophy. So 

the main arguments of my paper are written in prose (ss2-6), and in conclusion, they are 

arranged into one formula, that is, the sentence (18) in my paper, and the translation of (18) into 

English is as follows:

(iv) ∋!e1[(e1 is s' conceiving something) ∧(T(e1)<<now>(c))∧(T(e1)⊆D-Term(c))

  ∧∋!e2{(e2 is s'～ing his…as a basic action)∧(T(e1)<T(e2))∧(T(e2)<<now>(c))

  ∧(T(e2)⊆D-Term(c))∧(e1 is the cause of e2)∧(s believes that e2 is a cause of F')}]

Here "s" stands for an agent, and "F" for an action-type. "T" stands for the function which

assigns each event the time when it happened. "<now>" is Kaplan's character. "c" is the

context in which sentences (i)-(iii) are used. "t1<t2" means that t1 is a time before t2. "⊆" is the

inclusion relation in set theory.　 "D-Term"　 is Iida's discourse term.　 "～"　 stands for a basic action-

type, and"…"for a part of s'body."F'"is the paraphrase of"F"into a corresponding event-

type　 (for example, if　"F"　 is　"killing", then　 "F"　 is　"death"). For further explanation, see my

argument.
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