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一
　
日
本
近
代
の
思
想
家
と
比
較
思
想
の
方
法

　　
日
本
に
住
ま
う
私
た
ち
が
比
較
思
想
の
方
法
を
反
省
す
る
に
あ
た
り
、

日
本
近
代
の
思
想
家
が
ど
の
よ
う
に
比
較
と
言
え
る
よ
う
な
東
西
の
思
想

の
取
り
扱
い
を
行
っ
て
き
た
か
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
典
型
的
な
例
と

し
て
ま
ず
、
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
五
）
を
比
較
思
想
家
と

し
て
見
直
す
作
業
か
ら
始
め
た
い
。
彼
の
中
に
、
現
在
の
私
た
ち
が
比
較

思
想
の
方
法
論
的
見
直
し
行
う
道
標
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
彼
の
原
初
の
問
題
意
識
は
、「
私
は
何
の
影
響
に
よ
っ
た
か
は
知
ら
な

い
が
、
早
く
か
ら
実
在
は
現
実
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
い
わ
ゆ
る
物
質
の
世
界
と
い
う
如
き
も
の
は
こ
れ
か
ら
考
え
ら
え
た

も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
を
有
っ
て
い
た）

1
（

。」
と
い
う
『
善
の
研
究
』

の
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
前
提
に
し
て
い
る
、
観
察
不

能
な
物
質
の
単
位
や
、
反
対
に
観
念
の
単
位
を
実
在
と
見
な
す
考
え
を
一

は
じ
め
に

　　
比
較
思
想
の
方
法
を
問
い
直
す
た
め
に
は
、
何
の
た
め
に
思
想
の
比
較

を
行
う
の
か
を
ま
ず
反
省
す
る
必
要
が
あ
る
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
な
思
想
家
の
多
く
は
、
比
較
思
想
家
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
カ

ン
ト
の
批
判
哲
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
独
創
性
と
は
恣
意
性
で
は

な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
の
潮
流
の
中
か
ら
、
時
代
や
学
問
領
域
の
要
求

す
る
問
題
解
決
に
ふ
さ
わ
し
い
思
想
を
抽
出
し
、
接
続
し
て
い
く
試
み
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
身
近
な
事
例
と
し
て
、
日
本
近
代

の
哲
学
者
を
、
比
較
思
想
家
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
。
彼

ら
が
抱
え
て
い
た
問
題
意
識
を
確
認
し
、
そ
の
思
想
形
成
の
過
程
で
ど
の

よ
う
な
比
較
思
想
的
な
方
法
が
採
ら
れ
た
か
を
探
り
、
そ
の
結
果
何
を
生

み
出
し
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

〈
特
集
３　

今
、
比
較
思
想
の
方
法
論
を
問
う　

第
一
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探
求
の
方
法
と
し
て
の
比
較
思
想
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西
田
が
摂
取
し
て
い
っ
た
こ
う
し
た
東
西
の
諸
思
想
は
、
た
だ
並
列
的

に
比
較
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
西
田
自
身
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
自

ら
と
の
対
決
を
通
し
て
ひ
と
つ
の
道
筋
を
構
築
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

た
。
西
田
の
試
み
は
諸
思
想
の
比
較
で
は
な
く
、
諸
思
想
同
士
を
対
決
さ

せ
、
自
ら
の
内
に
内
面
化
し
、
新
た
な
も
の
を
練
り
上
げ
る
過
程
の
プ
ロ

ト
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
西
田
を
典
型
と
す
る
日
本
近
代
の
思
想
家
で
は
、
問
題
意
識
と
そ
の
解

決
が
優
先
課
題
に
な
っ
て
お
り
、
比
較
は
目
的
で
は
な
く
そ
の
手
段
で
あ

り
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
思
想
が
生
ま
れ
た
。
従
っ

て
何
か
の
問
題
解
決
の
た
め
、
思
想
の
比
較
を
通
路
と
し
て
い
か
に
用
い

た
か
に
着
目
す
る
こ
と
が
、
比
較
思
想
の
方
法
論
の
反
省
に
必
要
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
思
想
展
開
に
弁
証
法
的
契
機
を
与
え
る
方
法
と
し
て
の
比

較
思
想
で
あ
り
、
問
題
解
決
へ
の
手
段
と
し
て
の
比
較
思
想
で
あ
る
。

二
　
自
然
の
存
在
領
域
を
再
構
築
す
る
た
め
の
比
較
思
想

　　
次
に
、
自
然
科
学
的
な
世
界
把
握
に
お
け
る
哲
学
的
な
問
題
へ
の
対
処

の
た
め
に
要
求
さ
れ
た
、
思
想
の
比
較
の
姿
を
見
た
い
。
こ
れ
は
、
自
然

科
学
で
観
察
さ
れ
る
現
象
が
ど
の
よ
う
な
存
在
論
的
な
枠
組
み
で
扱
わ
れ

た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
い
か
ら
生
じ
て
く
る
比
較
思
想
的
な
考
察
で

あ
る
。
哲
学
は
現
象
そ
の
も
の
の
観
察
で
は
な
く
、
現
象
が
い
か
な
る
概

念
枠
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
扱
わ
れ
る
べ
き
か
を
考
察
す
る
学
問
と
言
え
る

が
、
新
た
な
性
質
の
現
象
は
こ
の
枠
の
改
変
を
要
求
す
る
。
そ
の
際
は
新

た
な
現
象
と
照
ら
し
て
、
古
典
的
な
概
念
枠
の
ど
の
点
を
改
変
す
べ
き
か

度
解
体
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
解
体
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
現
実
そ
の

ま
ま
」
が
実
在
と
な
り
得
る
。

　
そ
う
し
て
で
き
た
西
田
前
期
の
思
想
で
あ
る
「
純
粋
経
験
」
は
、「
主

客
未
分
」
と
い
う
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
か
ら

は
、
そ
の
根
本
的
経
験
論
の
「
意
識
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に

お
け
る
、
実
体
的
自
我
が
な
く
、
か
つ
客
観
性
の
み
を
実
在
と
し
な
い
と

い
う
見
解
を
受
け
継
ぎ
、
Ｇ
・
Ｔ
・
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
か
ら
は
「
昼
の
相
」
と

「
夜
の
相
」、
つ
ま
り
実
在
の
世
界
と
そ
の
単
な
る
一
面
と
し
て
の
物
質
の

世
界
と
い
う
考
え
を
受
け
継
い
で
い
る
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
絶
対

精
神
の
自
己
展
開
は
、
実
在
の
自
発
自
転
に
結
び
つ
き
、
原
坦
山
の
『
大

乗
起
信
論
』
講
義
か
ら
は
、
現
象
即
実
在
論
を
受
け
継
ぎ
、
そ
こ
に
は
人

間
と
天
地
と
を
同
一
に
見
る
宋
学
思
想
が
あ
っ
た
。
こ
の
「
同
一
」
は
場

所
的
な
一
元
論
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

　
中
期
の
「
場
所
」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
判
断
の
主
語
と
な
っ
て

述
語
と
な
ら
な
い
も
の）

2
（

」
と
い
う
実
体
の
定
義
を
、
西
田
が
「
述
語
的
な

る
も
の
が
基
体
と
な
る）

3
（

」
形
に
逆
転
さ
せ
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し

実
際
は
、
英
国
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
Ｂ
・
ボ
サ
ン
ケ
の
、「
判
断
の
真
の

主
語
」「
意
識
の
全
世
界
」
と
い
っ
た
世
界
の
全
体
を
常
に
個
別
の
主
語

の
背
後
に
見
る
考
え
方
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
西
田
は
こ
の
主
語

の
背
後
の
世
界
を
、
主
語
で
は
な
く
「
究
極
の
超
越
的
述
語
的
な
も
の
」

と
理
解
し
、
し
か
も
実
在
で
は
な
く
「
無
」
と
言
い
換
え
た
。
ま
た
、
唯

識
や
禅
に
お
け
る
鏡
の
比
喩
は
、
西
田
中
期
の
「
見
る
も
の
」
を
象
徴
さ

せ
、
事
物
は
こ
の
「
無
」
と
し
て
の
鏡
に
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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な
る
。「
接
触
」
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
木
村
は
精
神
病
理
学
的
に
も
統
合
失
調
症
の
原
因
を
、〈
あ
い

だ
〉
に
よ
るtrans-individual

な
響
き
の
共
鳴
に
異
常
を
き
た
す
こ
と

と
し
て
考
え
る
。
そ
し
て
西
田
の
「
自
覚
」
を
、
こ
の
共
鳴
状
態
の
成
立

と
し
て
解
釈
す
る
。「
世
界
が
自
覚
す
る
時
、
我
々
の
自
己
が
自
覚
す
る
。

我
々
の
自
己
が
自
覚
す
る
時
、
世
界
が
自
覚
す
る）

5
（

」
と
い
う
西
田
の
言
葉

を
木
村
も
着
目
す
る
。
こ
の
世
界
の
自
覚
と
自
己
の
自
覚
と
が
重
な
っ
て

い
る
と
い
う
思
想
は
、
自
己
と
他
者
、
自
己
と
環
境
世
界
と
の
、
精
神
状

態
と
し
て
の
安
定
し
た
共
鳴
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、「
自
覚
」
が
主
観

と
客
観
と
い
う
二
項
対
立
的
な
枠
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
い
う

考
え
を
示
し
て
い
る
。

　
次
に
、
生
物
学
の
領
域
で
「
生
命
と
は
何
か
」
が
哲
学
的
課
題
と
し
て

問
題
に
な
る
際
に
現
れ
て
く
る
比
較
思
想
の
姿
を
参
照
し
た
い
。
生
命
は

物
質
か
ら
で
き
て
い
る
限
り
、
生
物
学
的
現
象
は
化
学
現
象
と
し
て
、
さ

ら
に
そ
れ
は
物
理
現
象
と
し
て
説
明
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ

る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
要
素
還
元
的
に
説
明
し
づ
ら
い
生
命
現
象
が
存

在
し
、
そ
れ
を
ど
う
扱
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
生
命
論
に

物
理
学
の
「
線
形
理
論
」
を
持
ち
こ
め
る
か
と
い
う
議
論
で
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
比
較
思
想
的
な
方
法
を
用
い
な
が
ら
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
た

も
の
に
、
清
水
博
（
一
九
三
二
―
）
の
「
場
の
思
想
」
が
あ
る
。「
線
形

理
論
」
は
要
素
主
義
的
、
因
果
的
で
、
対
象
論
理
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る

が
、
清
水
は
そ
れ
に
よ
っ
て
扱
い
切
れ
な
い
生
命
の
特
性
を
、
西
田
哲
学
、

仏
教
思
想
を
取
り
入
れ
な
が
ら
追
及
し
、「
統
合
の
場
」「
存
在
の
願
い
」

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
際
、
現
象
と
従
来
の
諸
思
想
と

が
、
様
々
に
比
較
、
対
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
精
神
医
学
上
の
現
象
が
、
哲
学
的
考
察
を
要
求
し
た
例

と
し
て
、
木
村
敏
（
一
九
三
一
―
）
の
思
想
を
参
照
し
た
い
。
木
村
は
臨

床
上
の
具
体
的
な
精
神
医
学
的
問
題
も
多
く
扱
っ
て
い
る
が
、
特
に
哲
学

的
概
念
枠
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
は
、
生
物
学
的
精
神
医
学
と
精
神
病
理

学
と
の
葛
藤
が
あ
る
。
神
経
科
学
は
意
識
を
脳
活
動
と
し
て
、
物
質
的
三

人
称
的
に
見
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
一
人
称
的
、
主
体
的
、

主
観
的
あ
り
方
と
し
て
の
「
生
き
る
こ
とliving

」
を
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
る
か
が
木
村
の
問
題
意
識
と
し
て
あ
っ
た
。
彼
は
物
質
と
し
て
の
脳

は
神
経
科
学
の
専
門
用
語
の
行
使
に
よ
っ
て
成
立
し
、
反
対
に
純
粋
に
主

観
的
な
精
神
は
哲
学
的
現
象
学
の
用
語
の
行
使
で
成
立
す
る
が
、living

は
そ
れ
ら
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
と
い
う
。

　
こ
こ
で
主
張
さ
れ
る
の
が
、
世
界
と
意
識
と
の
共
鳴
と
し
て
の
〈
あ
い

だ
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
己
と
他
者
と
の
〈
あ
い
だ
〉、
患
者
と
世
界
と

の
〈
あ
い
だ
〉
と
い
う
使
わ
れ
方
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
概
念
枠
の

改
変
と
い
う
意
味
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
脳
と
意
識
と
の
〈
あ
い
だ
〉
で

あ
る
。
生
命
の
働
き
と
は
脳
状
態
で
も
純
粋
な
内
的
状
態
で
も
な
く
、
有

機
体
と
環
境
と
の
接
触
面
に
成
立
す
る
と
い
う
。
そ
れ
は
一
人
称
的
、
内

的
主
体
と
、
外
的
な
生
命
環
境
と
の
〈
あ
い
だ
〉
に
作
り
出
さ
れ
る
「
接

触
）
4
（

」
と
し
て
の
生
命
観
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
す
る
と
、
意
志
の
決
定
論
は

客
観
主
義
を
前
提
と
し
、
反
対
に
決
定
性
を
破
る
自
由
意
志
は
、
客
観
世

界
に
対
す
る
内
的
世
界
と
い
う
二
元
論
的
構
図
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
に
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う
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
的
な
考
え
に
も
対
立
す
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
は
環

境
か
ら
の
一
方
的
な
基
づ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
活
き
」
は
環
境
を

積
極
的
に
作
り
変
え
る
生
命
の
能
動
性
、
即
興
性
の
肯
定
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
考
え
と
、「
個
」
が
す
な
わ
ち
「
居
場
所
」
で
あ
る
と
い
う
考

え
を
融
合
さ
せ
る
と
、
環
境
が
自
ら
を
能
動
的
に
形
成
す
る
と
い
う
、
予

測
不
可
能
性
の
議
論
が
生
じ
る
。
線
形
性
は
客
観
的
観
察
可
能
で
予
測
可

能
だ
が
、「
活
き
」
は
観
察
者
自
身
が
「
居
場
所
」
に
巻
き
込
ま
れ
「
主

客
未
分
」
な
た
め
、
そ
れ
ら
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
予
測
不
可
能
性
と
の
関
係
で
展
開
さ
れ
る
の
が
「
因
の
論
理
」
で

あ
る
。
観
察
者
自
身
が
「
居
場
所
」
の
外
部
か
ら
現
象
を
観
察
し
て
、
結

果
を
予
測
で
き
る
の
が
、「
因
」
と
は
反
対
の
「
果
の
論
理
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
時
間
が
す
で
に
形
式
化
さ
れ
て
お
り
、
時
間
自
体
が
生
成
す
る

こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
因
の
論
理
」
は
「
時
間
を
生
成
で
き
る

創
造
的
な
活
き
）
8
（

」、
と
し
て
「
物
語
」
を
生
み
出
し
、
そ
こ
で
「
存
在
と

意
味
）
9
（

」
と
が
合
致
す
る
と
い
う
。
決
定
論
的
シ
ナ
リ
オ
と
対
立
す
る
「
即

興
劇
」
と
は
こ
の
謂
い
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
す
る
と
「
主
客
分
離
」
さ
れ

た
世
界
の
方
が
、
人
工
的
に
隔
離
さ
れ
た
「
島
宇
宙
の
塀
」
の
中
に
あ
る

と
い
う
。
自
発
的
創
造
の
世
界
が
、
機
械
的
客
観
世
界
の
中
の
島
宇
宙
な

の
で
は
な
く
、
後
者
が
前
者
の
中
の
島
宇
宙
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
機
械
的
客
観
世
界
が
島
宇
宙
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
も
、
物
質
の
基
本

単
位
の
運
動
は
線
形
的
に
定
め
ら
れ
、
私
た
ち
は
そ
の
集
積
で
あ
る
限

り
、
物
事
は
決
定
さ
れ
、
客
観
的
に
予
測
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う

し
た
哲
学
上
の
疑
問
に
対
し
て
、
物
理
学
の
領
域
か
ら
応
答
し
よ
う
と
し

と
し
て
生
命
を
呈
示
す
る
。

　
生
命
は
環
境
か
ら
独
立
し
た
要
素
で
は
な
く
、
生
命
と
は
「
居
場
所
と

し
て
の
〈
い
の
ち
〉」、「
居
場
所
に
広
が
っ
て
遍
在
的
に
存
在
す
る
」
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
生
き
も
の
の
〈
い
の
ち
〉
を
加
え
合
わ
せ
た
も

の
」
で
さ
え
な
い
と
い
う
。
し
か
も
「
居
場
所
の
部
分
で
あ
る
生
き
も
の

た
ち
の
内
部
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
居
場
所
全
体
の
〈
い
の
ち
〉
の
活
き
（
＝

場
）
…
を
映
す
活
き
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
鏡
」
が
あ）

6
（

」
る
と
い
う
。
こ
れ

は
「
個
」
と
「
居
場
所
」
と
い
う
、
も
と
も
と
互
い
に
独
立
し
た
も
の
同

士
が
相
互
関
係
に
入
る
こ
と
で
は
な
く
、「
個
」
は
も
と
か
ら
存
在
と
し

て
「
居
場
所
」
と
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
各
々
の
「
個
」
に
は
皆
、「
居

場
所
」
全
体
が
す
で
に
有
機
的
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
個
」

が
「
居
場
所
」
で
あ
る
限
り
、
観
察
者
も
こ
の
複
雑
系
か
ら
独
立
し
て
い

な
い
。
こ
れ
は
観
察
者
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
で
純
粋
客
観
を
実
在
と
見
な

し
た
近
代
科
学
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
清
水
は
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ホ
ル
デ
ー
ン
の
「
化
学
的
生
物
学
の
公
理
」

を
参
照
し
つ
つ
、
生
命
の
「
活
き
」
を
展
開
す
る
。
こ
れ
は
、
生
命
は
環

境
に
一
方
的
に
基
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
環
境
の
一
部
と
し
て

環
境
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
思
想
で
あ
る
。「
生
き
も
の
が
あ
る
場
所

と
整
合
的
に
生
活
す
れ
ば
、
そ
の
場
所
も
ま
た
そ
の
生
き
も
の
の
生
活
に

整
合
的
な
状
態
に
な
り
、
生
き
も
の
と
場
所
の
間
に
相
互
整
合
的
な
状
態

が
成
立
す
る
。」「
生
き
も
の
は
〈
い
の
ち
〉
の
能
動
的
な
活
き
に
よ
っ
て
、

こ
の
相
互
整
合
的
な
状
態
を
維
持
し
て
い
く）

7
（

」。
こ
れ
は
、
環
境
に
た
ま

た
ま
適
応
し
た
種
が
生
き
残
る
よ
う
、
自
然
の
側
か
ら
選
択
さ
れ
る
と
い
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の
干
渉
模
様
は
、
二
つ
の
ス
リ
ッ
ト
を
一
つ
の
電
子
が
同
時
に
通
過
し
た

か
ら
で
き
た
と
い
う
の
が
従
来
の
解
釈
だ
っ
た
。
こ
れ
で
は
一
つ
の
電
子

が
二
か
所
以
上
に
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
電

子
は
ス
リ
ッ
ト
が
二
つ
あ
る
こ
と
を
、
他
の
電
子
と
の
「
対
話
」
に
よ
っ

て
「
認
識
」
し
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
ん
だ
か
ら
干
渉
模
様
が
で
き
る
、

と
山
田
は
解
釈
す
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
山
田
が
電
子
は
波
で
は
な
く
粒

子
と
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
解
釈
で
あ
る）
14
（

。
こ
れ
が
山
田

の
、
多
層
か
ら
成
る
諸
「
意
志
」
の
「
対
話
」
が
、
す
べ
て
未
来
の
創
造

に
参
与
す
る
と
い
う
「
対
話
原
理
」
の
基
礎
で
あ
り
、
こ
こ
に
弁
証
法
が

モ
デ
ル
と
し
て
採
用
さ
れ
る
。
単
一
の
原
因
や
運
動
が
未
来
を
決
定
す
れ

ば
、
予
測
可
能
な
世
界
で
あ
る
が
、
弁
証
法
的
対
話
の
世
界
で
は
す
べ
て

の
「
意
志
」
が
未
来
の
創
造
に
寄
与
す
る
の
で
決
定
や
予
測
が
成
り
立
た

な
い
。
こ
う
し
た
「
意
志
」
の
弁
証
法
モ
デ
ル
が
、
物
質
世
界
の
モ
デ
ル

に
も
な
っ
て
い
る）
15
（

。

　
も
ち
ろ
ん
、「
意
志
」
や
「
対
話
」
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
妥
当
す
る

概
念
を
、
素
粒
子
の
領
域
に
持
ち
込
む
の
は
筋
違
い
だ
と
い
う
反
論
は
予

想
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
意
志
」
や
「
対
話
」
と
い
う
概
念
が
何
を
含
意

し
て
い
る
か
を
分
析
し
、
そ
こ
に
人
間
で
も
素
粒
子
で
も
共
通
す
る
性
質

が
あ
る
の
な
ら
、
両
者
に
共
通
し
て
こ
れ
ら
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
が
相

応
に
妥
当
す
る
と
い
う
の
が
、
山
田
の
考
え
方
だ
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　　
比
較
思
想
の
展
開
に
は
、
何
の
た
め
の
比
較
か
を
念
頭
に
置
く
必
要
が

た
も
の
に
、
た
と
え
ば
山
田
廣
成
（
一
九
四
六
―
）
10
（

）
の
研
究
が
あ
る
。
山

田
の
問
題
意
識
は
、
物
理
学
の
立
場
か
ら
、
量
子
の
性
質
や
振
舞
い
を
経

験
的
に
記
述
し
、
他
方
で
は
そ
れ
と
「
意
志
」
を
持
っ
た
生
物
の
行
動
の

性
質
と
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
で
、「
存
在
、
意
志
、
生
命
の
意
味
」

を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
山
田
が
呈
示
す
る
両
者
の
共
通
点
は
、「
個
体
を
統
合
す
る
」

「
他
者
か
ら
己
を
識
別
す
る
」「
他
者
と
対
話
し
干
渉
を
起
こ
す
」「
振
る

舞
い
は
、
確
率
統
計
原
理
に
従
う
）
11
（

」
こ
と
で
あ
る
。
特
に
最
後
の
点
は
、

決
定
論
的
な
予
測
の
不
可
能
を
意
味
し
、
そ
れ
を
山
田
は
「
確
率
的
な
選

択
が
生
じ
た
こ
と
を
「
意
志
」
と
呼
ぶ
）
12
（

」
と
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
「
意
志
」
を
電
子
の
世
界
に
ま
で
拡
大
す
る
が
、
そ
れ
は
電
子
の

内
面
性
を
見
る
こ
と
で
は
な
く
、
客
観
的
性
質
の
側
か
ら
生
物
の
「
意
志
」

と
の
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
な
の
が
理
解
で
き
る
。

　
で
は
「
意
志
」
の
要
と
し
て
の
予
測
不
可
能
性
は
ど
う
し
て
導
か
れ
る

の
か
。
山
田
が
着
目
す
る
の
は
電
子
の
振
る
舞
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
電
子

一
個
が
通
る
チ
ュ
ー
ブ
に
等
間
隔
的
に
電
子
を
通
し
た
場
合
、
電
子
が
個

性
の
あ
る
振
る
舞
い
を
生
み
出
す
現
象
で
あ
る）
13
（

。
線
形
的
に
は
こ
れ
以
上

の
因
果
的
な
原
因
が
考
え
ら
れ
な
い
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
個
々
別
々
の
振

る
舞
い
が
生
じ
る
こ
と
に
は
、
線
形
性
、
決
定
性
の
破
れ
を
認
め
ざ
る
を

得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
「
他
者
」
と
の
「
対
話
」
と
「
干
渉
」
に
つ
い
て
は
、
一
つ
ず

つ
の
電
子
が
、
二
つ
の
ス
リ
ッ
ト
が
あ
る
板
を
通
過
後
に
、
結
果
的
に
干

渉
模
様
を
作
る
と
い
う
量
子
力
学
の
実
験
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
こ
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　（
6
）
各
々
の
「
個
」
が
持
つ
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
鏡
」
に
は
、
全
体
の
〈
い
の
ち
〉

の
活
き
が
各
々
映
さ
れ
、
各
々
の
「
個
」
の
性
質
を
内
部
か
ら
変
え
る
と
い
う

（
清
水
博
『〈
い
の
ち
〉
の
普
遍
学
』
春
秋
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
頁
）。

　（
7
）
同
書
、
三
三
頁

　（
8
）
同
書
、
五
五
頁

　（
9
）
同
書
、
六
一
頁

　（
10
）
山
田
廣
成
『
量
子
力
学
が
明
ら
か
に
す
る
存
在
、
意
志
、
生
命
の
意
味
』
光

子
研
出
版
、
二
〇
一
一
年
で
は
、
立
命
館
大
学
放
射
光
生
命
科
学
研
究
セ
ン
タ

ー
長
、
超
伝
導
、
Ｘ
線
放
射
光
装
置
開
発
を
専
門
と
し
、
一
九
九
三
年
科
研
費

基
盤
Ａ
獲
得
、
二
〇
〇
二
年
Ｃ
Ｏ
Ｅ
拠
点
リ
ー
ダ
ー
、
二
〇
〇
三
年
基
盤
Ｓ
獲

得
、
二
〇
〇
七
年
文
部
科
学
大
臣
賞
受
賞
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
一
七
四
頁
）。

　（
11
）
同
書
、
三
八
頁

　（
12
）
同
書
、
五
一
頁

　（
13
）
同
書
、
二
一
頁
、
ほ
か
に
もB.E.Kane et.al. “Q

uantized conductance in 
quantum

 w
ires w

ith gate-controlled w
idth and electron density”, A

ppl. 
Phys. Lett, vol.72, 3506-8, 1998

な
ど
の
研
究
を
根
拠
と
す
る
。

　（
14
）
山
田
、
前
掲
書
、
九
七
頁
。
電
子
の
粒
子
性
と
意
志
に
つ
い
て
は
、H

ironari 
Yam
ada, “Som

e C
om
m
ents on the Real M

eaning of Schrödinger’s 
Equation Revealed by the Fact that Electron Is A

lw
ays a Particle”. 

Journal of Q
uantum

 Inform
ation Science, 2012,2, 112-118. 

　
　
　
　
量
子
論
で
の
自
由
意
志
に
つ
い
て
は
、John Conw

ay; Sim
on Kochen, “The 

Free W
ill Theorem

”. Foundations of Physics, 36

（10

）, 2006. 

な
ど
。

　（
15
）
生
命
の
物
質
化
に
対
し
て
山
田
は
、「
勢
い
生
命
科
学
も
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
的

＝
機
械
的
な
生
命
観
に
陥
る
。
…
蛋
白
質
の
本
質
を
知
る
に
は
、
蛋
白
質
間
の

対
話
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
鍵
で
あ
る
。
量
子
力
学
の
真
の
意
味
を
理
解
し
て
、

生
命
の
真
の
意
味
、
蛋
白
質
の
意
味
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
意
味
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
言
う
（
山
田
、
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
）。

（
お
き
な
が
・
た
か
し
、
哲
学
・
宗
教
学
、
帝
京
大
学
教
授
）

あ
り
、
本
論
で
は
主
に
そ
の
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
を
確
認
し
た
。

①
　
哲
学
、
思
想
上
の
基
本
的
な
問
題
解
決
に
資
す
る
こ
と
。
問
題
解
決

は
、
特
定
領
域
の
細
分
化
よ
り
も
、
他
領
域
と
の
対
話
か
ら
な
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
。
思
想
の
場
合
は
こ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。

②
　
哲
学
分
野
に
限
ら
ず
、
根
本
的
に
異
な
っ
た
概
念
領
域
、
存
在
領
域

間
の
対
話
を
行
う
こ
と
で
、
分
野
間
の
垣
根
を
払
い
、
新
た
な
概
念
を

弁
証
法
的
に
創
出
す
る
こ
と
。

　
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
問
題
意
識
か
ら
東
西
の
諸
思
想
と
対

話
、
対
決
し
、
結
果
と
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
思
想
を
生
み
出
し
た
思
想
家

（
西
田
）
の
方
法
を
見
た
。
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
自
然
現
象
そ
の
も
の

へ
の
洞
察
を
通
じ
て
、
自
己
と
世
界
（
木
村
）、
生
命
と
物
質
（
清
水
）、

量
子
と
意
志
（
山
田
）
を
異
な
っ
た
存
在
領
域
と
見
な
す
従
来
の
考
え
を

解
体
し
、
存
在
領
域
つ
ま
り
概
念
的
区
分
の
垣
根
を
取
り
払
う
試
み
が
な

さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
哲
学
の
諸
思
想
を
取
り
入
れ
る
試
み
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
存
在
領
域
や
概
念
区
分
の
枠
を
取
り
払
う
こ

と
で
新
た
な
概
念
を
創
出
し
得
る
対
話
的
方
法
が
、
今
後
の
比
較
思
想
の

モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　（
1
）
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
改
版
、
一
〇
頁

　（
2
）
『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ⅰ
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
九
五
頁

　（
3
）
同
書
、
一
二
二
頁

　（
4
）
『
木
村
敏
著
作
集
８
　
形
な
き
も
の
の
形
を
求
め
て
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一

年
、
二
九
〇
頁

　（
5
）
「
自
覚
に
つ
い
て
」『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ⅲ
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、

二
六
二
頁


