
唯
物
論
の
立
場
か
ら
、
人
間
の
自
由
意
志
に
も
と
づ
く
合
目
的
的
・
意

識
的
な
価
値
創
造
の
営
為
と
し
て
の
労
働
を
十
全
に
保
障
す
る
条
件
と

し
て
の
健
康
の
あ
り
方
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
は
瞭
然
と
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
に
つ
い
て
の
著
者
の
独
自
の
解
釈

や
、
長
興
專
齋
の
衛
生
行
政
思
想
、
著
者
の
学
位
論
文
の
主
題
と
も
な

っ
た
後
藤
新
平
の
衛
生
行
政
思
想
な
ど
の
日
本
の
保
健
思
想
史
に
つ
い

て
も
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
章
が
少
な
く
な
い
。

本
書
が
健
康
思
想
と
保
健
活
動
に
つ
い
て
の
通
史
的
概
説
と
し
て
従

来
の
類
書
を
超
え
る
詳
述
と
論
点
の
明
示
を
含
ん
で
い
る
こ
と
だ
け
を

取
り
出
し
て
も
、
研
究
史
に
あ
た
え
る
影
響
と
そ
の
意
味
は
多
大
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
優
る
本
耆
の
意
義
は
、
た
と
え
評
価
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
ろ
う
と
も
、
一
定
の
分
析
視
角
か
ら
一
つ
の
人
間
の
実
践
の

あ
ゆ
み
を
分
析
し
て
、
そ
こ
に
通
底
す
る
問
題
の
構
造
を
明
確
に
す
る

研
究
手
法
が
医
学
史
や
医
史
学
に
お
い
て
も
成
り
立
つ
こ
と
を
一
つ
の

成
果
を
通
し
て
実
証
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

最
後
に
評
者
か
ら
の
要
望
を
述
べ
れ
ば
、
社
会
医
学
に
お
け
る
社
会

衛
生
学
の
展
開
に
つ
い
て
い
く
分
で
も
紙
幅
を
割
い
て
欲
し
か
っ
た
こ

と
、
「
技
術
」
「
労
働
」
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
技
術
論
争
」
に
お
け

る
「
労
働
手
段
体
系
説
」
と
「
客
観
的
法
則
性
の
意
識
的
適
用
説
（
武
谷

説
）
」
の
相
違
に
つ
い
て
付
言
し
て
欲
し
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た

い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
評
者
の
要
望
が
本
書
に
お
い
て
満
た
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
、
本
書
の
学
術
的
意
義
を
損
う
も
の
で
は
な
い
。
今
後

の
筆
者
の
さ
ら
な
る
著
述
を
鶴
首
し
た
い
。

（
瀧
澤
利
行
）

本
書
は
、
ア
メ
リ
カ
の
生
命
倫
理
学
の
重
鎮
で
あ
る
ス
テ
ュ
ァ
ー

ト
・
ス
ピ
ッ
カ
ー
の
「
医
学
哲
学
」
に
関
す
る
一
二
編
の
論
考
を
収
録

し
た
論
文
集
で
あ
る
。
「
医
学
哲
学
」
と
い
う
学
問
分
野
は
、
我
が
国
で

は
ま
だ
一
般
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
著
者

自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
誕
生
し
て
間
も
な
く
ま
だ
進
行
過
程
に
あ

る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
医
学
哲
学
」
と
は
自
然
科
学
と
人
文
科
学
、
医

療
現
場
に
お
け
る
実
践
的
な
営
み
と
人
間
性
の
理
論
的
な
営
み
を
橋
渡

し
す
る
も
の
で
あ
る
。
医
学
上
の
実
践
す
な
わ
ち
臨
床
の
場
に
お
け
る

諸
問
題
を
哲
学
的
に
考
察
す
る
〈
メ
タ
医
学
〉
と
し
て
、
「
医
学
と
の
共

同
作
業
と
し
て
の
医
学
倫
理
」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
医
学

哲
学
」
は
、
二
元
論
的
な
形
而
上
学
を
乗
り
越
え
、
臨
床
医
学
の
対
象

と
な
る
生
き
た
身
体
を
そ
の
全
体
に
お
い
て
捉
え
、
医
学
を
椛
成
す
る

諸
概
念
（
「
病
気
」
・
「
病
理
」
・
「
治
癒
」
な
ど
）
や
、
医
学
的
実
践
の
前
提

と
な
る
諸
観
念
（
「
病
因
」
・
「
臨
床
的
判
断
」
・
「
脆
弱
性
」
な
ど
）
の
分
析
を

通
じ
て
新
た
な
医
学
像
を
再
構
築
す
る
試
み
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
著
者
の
考
え
る
「
医
学
哲
学
」
と
は
具
体
的
に
い
か
な

る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
本
書
を
構
成
す
る
三
部
の
テ
ー

マ
か
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〔
医
学
書
院
・
東
京
都
文
京
区
本
郷
五
’
二
川
’
三
、
電
話
○
三
’
三
八

一
七
’
五
六
○
○
、
一
九
九
五
年
、
Ａ
５
判
、
二
三
五
頁
、
三
二
九
六
円
〕

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ス
ピ
ヅ
カ
ー
著

和
渡
降
川
・
油
昨
明
夫
・
藤
脈
博
択

『
医
学
哲
学
へ
の
招
待
」
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界
」
の
再
構
挙

論
じ
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
評
者
は
、
本
書
だ
け
で
は
「
医
学
哲
学
」
の
具
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
は
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
著
者
は
「
医

学
倫
理
と
科
学
哲
学
」
の
結
合
を
通
じ
て
、
単
な
る
テ
ク
ニ
カ
ル
な
議

論
で
も
、
現
医
療
場
か
ら
乖
離
し
た
形
而
上
学
的
思
弁
で
も
な
く
、
医

学
の
倫
理
的
問
題
を
考
察
す
る
際
の
基
盤
を
提
供
し
う
る
よ
う
な
哲
学

を
目
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
よ
い
理
解
の
た
め
に
は
同
じ
「
医

第
一
部
老
化
、
安
楽
死
、
脳
死
、
人
格
の
死
（
四
編
）

ｌ
生
物
学
的
な
ヒ
ト
か
ら
自
覚
的
主
体
と
し
て
の
人
間
へ
の
眼
差

し
を
変
え
る
こ
と
ｌ

第
二
部
「
生
き
ら
れ
る
身
体
」
と
心
身
の
区
別
（
三
編
）

ｌ
医
学
哲
学
的
人
間
学
か
ら
医
学
哲
学
へ
の
転
換
の
た
め
に
’

第
三
部
医
学
に
お
け
る
認
識
論
的
諸
問
題
（
五
編
）

ｌ
医
学
の
な
か
に
哲
学
の
役
割
を
確
立
す
る
こ
と
ｌ

第
一
部
で
は
、
脳
死
や
安
楽
死
に
代
表
さ
れ
る
倫
理
的
問
題
を
洞
察

す
る
に
際
し
て
一
個
の
主
体
と
し
て
人
格
概
念
と
い
う
視
点
の
必
要
性

を
主
張
し
、
医
療
現
場
に
お
け
る
実
践
的
な
営
み
と
人
間
性
の
理
論
的

な
営
み
と
の
統
合
を
訴
え
て
い
る
。
第
二
部
で
は
、
新
た
な
身
体
像
と

し
て
の
「
生
き
ら
れ
る
身
体
」
を
医
学
と
哲
学
の
接
点
と
し
て
捉
え
、

ド
イ
ツ
を
中
心
に
し
て
発
展
し
た
「
哲
学
的
人
間
学
」
の
研
究
に
基
づ

き
、
様
々
な
自
然
・
社
会
・
人
文
科
学
を
統
合
す
る
総
合
的
な
医
学
哲

学
的
人
間
研
究
を
提
唱
す
る
。
第
三
部
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ピ
ス
テ

モ
ロ
ジ
ー
の
伝
統
を
踏
ま
え
、
我
々
が
実
際
に
生
き
て
い
る
「
生
活
世

界
」
の
再
構
築
を
通
じ
て
、
現
代
の
医
学
お
よ
び
医
療
を
認
識
論
的
に

学
哲
学
叢
書
」
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
新
し
い
医
療
観
を
求
め
て
」

が
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
近
年
巷
で
氾
濫
し
て
い
る
生
命
倫
理
に
関

す
る
書
籍
の
多
く
が
テ
ク
ニ
カ
ル
な
議
論
に
終
始
し
て
い
る
観
が
あ
る

こ
と
を
鑑
み
る
と
、
我
々
は
著
者
の
「
医
学
哲
学
」
に
真
華
に
耳
を
傾

け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
も
こ
の
叢
書

の
続
巻
が
期
待
さ
れ
る
。

（
伊
藤
和
行
）

〔
時
空
出
版
、
東
京
都
文
京
区
小
石
川
四
’
一
八
’
三
、
電
話
○
三
’
三

八
一
二
’
五
三
一
三
、
一
九
九
五
年
、
Ａ
５
判
、
三
七
一
頁
、
三
八
○
○
円
〕
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