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メ
デ
ィ
ア
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー 

第
六
回
〈
未
来
〉
を
紡
ぐ 

高
田
明
典  

あ
あ
、
こ
れ
ま
で
私
は
哲
学
も
、
情
報
工
学
も
、
心
理
学
も
、
ま
た
要
ら
ん
こ
と
に
神
学
ま
で

も
、
結
構
た
い
へ
ん
な
思
い
を
し
て
そ
こ
そ
こ
の
と
こ
ろ
ま
で
勉
強
し
て
き
た
。
そ
れ
な
の
に
こ

の
通
り
だ
。
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
に
私
と
い
う
馬
鹿
者
は
昔
よ
り
も
ち
っ
と
も
利
口
に
な
っ
て
い

な
い
。
マ
ス
タ
ー
だ
の
、
ド
ク
タ
ー
だ
の
と
い
う
課
程
を
通
っ
て
か
ら
も
う
か
れ
こ
れ
十
年
ば
か

り
の
間
、
学
生
を
叱
っ
た
り
誉
め
た
り
し
な
が
ら
指
導
し
て
い
る
が
―
―
実
は
私
た
ち
は
何
も
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
一

。 

そ
し
て
事
実
、
何
も
知
り
得
て
い
な
い
。
と
き
ど
き
思
う
。「
学
問
な
ど
空
し
い
」
と
―
―
。
し

か
し
私
は
学
ぶ
こ
と
を
や
め
は
し
な
い
。
や
め
る
こ
と
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
い
―
―
で
も
ど
う
し

て
？ 「

真
理
」
に
到
達
し
よ
う
な
ど
と
い
う
大
そ
れ
た
目
的
は
持
っ
て
い
な
い
。
仮
に
真
理
な
る
も

の
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
人
知
が
そ
れ
に
到
達
で
き
な
い
こ
と
は
、
現
代
思
想
で
は
む
し
ろ
当

た
り
前
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
に
よ
り
、
長
い
人
類
の
歴
史
の
中
で
も
、
そ
れ
に
到
達
し
た

人
は
一
人
も
い
な
い
二

。 

し
か
し
一
方
で
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
学
問
は
「
正
し
さ
」
を
基
礎
に
お
く
。
正
し
い
こ
と
は
、
研

究
の
大
前
提
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
も
真
理
に
到
達
で
き
な
い
の
な
ら
ば
何
を
以
て
「
正
し
さ
」

と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
発
生
す
る
が
、
そ
の
考
え
方
は
「
正
し
く
な
い
」。
な
ぜ
な
ら
、「
正

                              

                    

 

一 

ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』「
悲
劇 

第
一
部
」
冒
頭
に
よ
る
。 

「 

フ
ァ
ウ
ス
ト 

 

あ
あ
、
こ
れ
で
お
れ
は
哲
学
も
、 

 

法
学
も
、
医
学
も
、 

 

ま
た
要
ら
ん
こ
と
に
神
学
ま
で
も
、 

 

容
易
な
ら
ぬ
苦
労
を
し
て
ど
ん
底
ま
で
研
究
し
て
み
た
。 

 

そ
れ
な
の
に
こ
の
通
り
だ
、
可
哀
そ
う
に
お
れ
と
い
う
阿
呆
が
。 

 

昔
よ
り
ち
っ
と
も
利
口
に
な
っ
て
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。 

 

マ
ギ
ス
テ
ル
だ
の
、
ド
ク
ト
ル
と
さ
え
名
の
っ
て
、 

 

も
う
か
れ
こ
れ
十
年
ば
か
り
の
あ
い
だ
、 

 

学
生
の
鼻
づ
ら
を
ひ
っ
掴
ま
え
て
、 

 

上
げ
た
り
下
げ
た
り
斜
め
に
横
に
引
回
し
て
は
い
る
が
―
― 

 

実
は
わ
れ
わ
れ
に
な
に
も
知
り
得
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。」
（
ゲ
ー
テ
（
著
）

相
良
守
峯
（
訳
）
岩
波
文
庫
、
一
九
五
八
） 

 

二 

「
質
量
不
変
の
法
則
」
？ 

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
移
動
す
る
物
体
の
質
量
は
変
化
す
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
当
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
さ
え
、
真
理
に
到
達
し
た
な
ど
と
は
言
え
な
い
。 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

2 

し
さ
」
と
は
、「
真
理
と
の
距
離
」
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
基
盤
や
論
理
の
枠

組
み
の
中
で
の
整
合
性
の
度
合
い
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
だ
三

。
と
な
る
と
、

こ
こ
で
、
そ
の
基
盤
や
枠
組
み
が
問
題
と
な
る
。
あ
る
基
盤
の
も
と
で
正
し
い
と
さ
れ
た
こ
と
は
、

別
の
基
盤
の
も
と
で
は
正
し
く
な
い
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
だ
。
先
日
（
二
〇
〇
七
年
六
月

八
日
）
亡
く
な
っ
た
ロ
ー
テ
ィ
四

は
、『
偶
然
性
・
ア
イ
ロ
ニ
ー
・
連
帯
』
に
お
い
て
、
そ
れ
を
「
終

極
の
語
彙
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
説
明
し
た
。「
そ
れ
が
『
終
極
』
で
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
言

葉
の
価
値
が
疑
わ
れ
た
と
き
に
、
こ
の
言
葉
を
使
う
者
は
循
環
論
法
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と

い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
私
た
ち
が
言
語
を
手
放
さ
な
い
か
ぎ
り
ど
こ
ま
で

も
つ
い
て
く
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
言
葉
を
手
放
し
た
と
し
た
ら
、
そ
の
先
に
あ
る
の
は
、

無
力
な
受
動
性
か
、
暴
力
へ
の
訴
え
だ
け
で
あ
る
。」 

た
と
え
ば
、「
そ
れ
が
神
の
意
志
だ
」
と
い
う
「
終
極
の
語
彙
」
は
、
そ
れ
を
信
じ
る
者
同
士
の

間
で
し
か
意
味
を
持
た
な
い
し
、「
そ
れ
が
論
理
学
上
の
帰
結
だ
」
と
い
う
も
の
も
同
様
で
あ
る
。

ど
う
し
て
「
神
の
意
志
だ
」
と
言
え
る
の
か
議
論
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ど
う
し
て
「
論
理
学

上
の
帰
結
だ
」
と
言
え
る
の
か
も
議
論
で
き
る
が
、「
神
の
意
志
だ
か
ら
っ
て
、
そ
れ
が
何
？
」
と

か
、「
論
理
学
上
の
帰
結
だ
か
ら
っ
て
、
何
だ
っ
て
い
う
の
？
」
と
い
う
疑
義
に
対
し
て
は
反
論
で

き
な
い
―
―
つ
ま
り
「
で
も
そ
ん
な
の
関
係
ね
ぇ
！
五

」
と
い
う
主
張
は
、
最
強
だ
と
い
う
こ
と
。 

こ
の
よ
う
な
考
え
か
た
は
、
や
や
も
す
る
と
「
相
対
主
義
」
と
揶
揄
さ
れ
、
そ
れ
を
毛
嫌
い
す

る
人
も
少
な
く
な
い
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
さ
が
存
在
す
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
学
問
や
思
想
に
ど
の

よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
わ
け
だ
六

。
そ
の
と
き
、
相
対
主
義
と
は
「
何
で
も
あ
り
」「
ど

ん
な
こ
と
で
も
許
容
す
る
」
と
い
う
考
え
方
と
し
て
批
判
さ
れ
る
七

。
そ
の
批
判
は
一
部
は
正
し

い
が
、
終
極
の
語
彙
を
手
放
さ
な
い
た
め
に
は
、
そ
れ
を
許
容
す
る
し
か
な
い
。
迎
合
し
た
り
、

自
分
の
「
終
極
の
語
彙
」
を
捨
て
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
さ
を
許
容
す
る
と

                              

                    

 

三 

構
造
主
義
科
学
論
の
基
本
的
立
脚
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
構
造
主
義
科
学
論
は
、
現
在
の
す
べ
て
の

、
、
、
、
科
学

の
基
礎
を
構
成
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
く
わ
し
く
は
拙
著
『
世
界
を
よ
く
す
る
現
代
思
想
入
門
』（
ち
く

ま
新
書
）
を
参
照
の
こ
と
…
…
あ
、
こ
れ
も
絶
版
か
ぁ
。
ち
な
み
に
出
版
業
界
で
は
、「
絶
版
」
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、「
品
切
れ
重
版
未
定
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
秀
和
シ
ス
テ
ム
か
ら
は

「
絶
版
通
知
書
」
と
い
う
の
が
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
凹
む
ね
。 

 

四 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
（Rorty, Richard

）
。
米
国
の
哲
学
者
。
自
他
と
も
に
認
め
る
「
ポ
ス
ト
モ
ダ

ニ
ス
ト
」
。 

 

五 

当
時
は
、
ま
だ
、
、
「
小
島
よ
し
お
」
が
流
行
っ
て
い
た
。 

 

六 

学
問
の
目
的
は
真
理
の
探
究
だ
、
な
ど
と
恥
ず
か
し
げ
も
な
く
不
用
意
に
言
っ
て
い
る
人
（
多
く
は
理
系

の
自
然
科
学
者
）
を
見
る
と
、
悲
し
く
な
る
。
勉
強
は
大
事
だ
よ
ね
。 

 

七 

特
に
、
構
造
主
義
に
対
し
て
こ
の
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
決
定
的
な

誤
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
こ
で
説
明
す
る
と
長
く
な
る
の
で
や
め
る
が
、
拙
著
『
構
造
主
義
方

法
論
入
門
』
や
『
世
界
を
よ
く
す
る
現
代
思
想
入
門
』
で
説
明
し
て
あ
る
。
両
方
と
も
絶
版
だ
っ
て
ば
。 
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い
う
の
が
「
相
対
主
義
」
で
あ
る
八

。
も
と
よ
り
、「
自
分
の
正
し
さ
」
を
放
棄
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
相
対
主
義
で
す
ら
な
い
。
相
対
主
義
と
は
、
自
分
の
正
し
さ
を
捨
て
な
い
た
め
の
一
つ
の

（
そ
し
て
か
な
り
有
効
な
）
方
法
で
あ
る
―
―
そ
こ
で
は
、
自
分
も、
正
し
い
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
九

。 

し
か
し
人
は
往
々
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
正
し
さ
に
疑
念
を
抱
く
。
そ
れ
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で

は
な
く
、
む
し
ろ
率
先
し
て
勧
め
ら
れ
る
べ
き
営
為
で
あ
る
が
、「
す
べ
て
正
し
く
な
い
」
と
い
う

状
態
に
陥
る
こ
と
も
あ
る
。「
こ
の
世
界
に
真
理
な
ど
存
在
し
な
い
」「
絶
対
的
に
正
し
い
こ
と
な

ど
存
在
し
な
い
」
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
そ
れ
を
盾
に
「
だ
か
ら
何
を
や
っ
て
も
無
駄
だ
」
と

考
え
て
、
前
向
き
な
営
み
を
し
な
く
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
変
だ
。 

あ
る
ゴ
ー
ル
に
到
達
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
「
何
を
や
っ
て
も
無
駄
」
と
考
え
る
の
は
、
そ

の
ゴ
ー
ル
に
執
着
し
て
い
る
か
ら
だ
。
も
し
も
諦
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
こ
と
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。「
そ
の
ゴ
ー
ル
に
し
か
、
、
意
味
が
な
い
」
と
考
え
て
い
る
か
ら
―
―
諦
め
た
に
も
関
わ
ら
ず

そ
の
希
望
を
結
局
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
す
べ
て
が
空
し
く
な
る
一
〇

。
「
諦
め
る
」
と

は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。
も
し
も
諦
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
不
可
能
と
わ
か

っ
て
も
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
走
り
続
け
る
し
か
な
い
。 

ロ
ー
テ
ィ
は
「
こ
の
世
界
に
普
遍
的
真
理
な
ど
存
在
し
な
い
」
と
考
え
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ニ
ヒ

リ
ス
ト
」
で
あ
り
、
ま
た
、
自
ら
を
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
で
あ
る
と
公
言
し
て
憚
ら
な
か
っ
た
が
、
そ

の
実
ロ
ー
テ
ィ
の
思
想
は
希
望
に
溢
れ
て
い
る
。「
徹
底
し
た
ニ
ヒ
リ
ス
ト
こ
そ
、
究
極
の
楽
観
主

義
者
だ
」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
ロ
ー
テ
ィ
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
学
問
な
ど
空
し
い
し
、

思
想
は
娯
楽
的
エ
ッ
セ
イ
と
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
を
基

底
と
し
て
何
か
を
作
り
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
、
も
し
く
は
、
作
り
上
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
考
え
る
ロ
ー
テ
ィ
の
思
想
は
、
究
極
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
経
由
し
て
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
新

し
い
地
平
で
あ
り
、
希
望
に
満
ち
溢
れ
た
楽
観
主
義
だ
―
―
ど
う
せ
何
も
な
い
の
だ
か
ら
、
何
か

作
ろ
う
よ
―
―
。
つ
ま
り
、「
そ
の
ゴ
ー
ル
に
は
到
達
で
き
な
い
」
と
い
う
地
点
を
新
た
な
ス
タ
ー

                              

                    

 

八 

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
「
文
化
の
相
対
主
義
」
（
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
は
、
そ
の
内
部
で
整
合
的
で
あ
る
）

と
、
「
価
値
の
相
対
主
義
」（
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
は
、
同
様
に
正
し
い
）
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
価
値

の
相
対
主
義
は
端
的
に
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
価
値
観
と
は
「
未
来
を
紡
ぐ
た
め
の
基
礎
」
だ
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
し
、
過
去
に
お
い
て
別
の
文
化
圏
で
採
用
さ
れ
て
い
た
価
値
観
を
否
定
し
た
り
「
正
し
く
な
い
」

と
す
る
こ
と
に
は
、
ほ
と
ん
ど
何
の
意
味
も
な
い
。
問
題
は
、
私
た
ち
が
、
も
し
く
は
こ
の
社
会
が
、
ど
の

よ
う
な
価
値
を
採
用
し
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。 

 

九 

「
自
分
に
と
っ
て
」
と
い
う
意
味
。
も
ち
ろ
ん
正
し
い
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
検
討
の

結
果
、
正
し
く
な
い
（
整
合
的
で
な
い
）
こ
と
も
あ
り
う
る
。 

 

一
〇 

だ
か
ら
虚
無
主
義
と
か
厭
世
主
義
と
か
は
、
端
的
に
間
違
っ
て
い
る
。「
こ
の
世
界
に
正
し
い
こ
と
な
ど

一
つ
も
な
い
」「
人
間
は
絶
対
に
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

を
ウ
ジ
ウ
ジ
悩
む
必
要
な
ど
な
い
は
ず
だ
。
そ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
は
、
「
正
し
い
こ
と
の
追
求
」

「
真
理
の
追
求
」
を
金
科
玉
条
の
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
。 
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ト
ラ
イ
ン
と
し
て
、
そ
の
う
え
で
「
何
が
で
き
る
の
か
」
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

ど
う
せ
こ
の
世
の
中
は
よ
く
な
ら
な
い
、
と
諦
念
し
た
瞬
間
に
、「
世
の
中
を
よ
く
し
た
い
」
と

い
う
目
的
か
ら
自
由
に
な
れ
る
。
本
当
の
こ
と
な
ど
わ
か
ら
な
い
、
と
諦
め
た
瞬
間
に
、「
本
当
の

こ
と
を
知
り
た
い
」
と
い
う
目
的
か
ら
自
由
に
な
れ
る
。
問
題
は
、
そ
の
あ
と
だ
。
そ
こ
で
立
ち

止
ま
っ
て
し
ま
う
の
は
、
ま
だ
そ
の
目
的
に
縛
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
、
そ
こ
か
ら
歩
き
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ガ
ダ
マ
ー
一
一

も
、
そ
の
地
点
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
異
な
る
「
終
極
の
語
彙
」
を
持
つ
人
間
た

ち
が
交
流
し
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
語
彙
が
生
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
営
み
は
、
人
が

対
話
を
続
け
る
限
り
続
く
。
そ
れ
は
決
し
て
、「
あ
る
ゴ
ー
ル
」
に
到
達
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
そ
の
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ガ
ダ
マ
ー
は
『
哲

学 

芸
術 

言
語
』
に
お
い
て
、
こ
う
指
摘
す
る
。「
そ
も
そ
も
万
人
共
通
の
言
語
と
い
う
問
題
は

な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
誰
も
が
異
な
る
言
語
を
有
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
個
人
、
民
族
、
さ
ら
に

は
時
代
の
境
界
を
越
え
て
了
解
が
な
さ
れ
う
る
、
と
い
う
奇
蹟
だ
け
で
あ
る
。
一
二

」
ガ
ダ
マ
ー
の

「
地
平
融
合
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
説
明
に
よ
っ
て
十
分
に
理
解
さ
れ
う
る
。
私
た
ち
は
、
了

解
を
通
し
て
「
皆
の
正
し
さ
」
を
追
い
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
こ
う
続
け
る
。「
わ

れ
わ
れ
が
真
理
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
な
す
う
ち
に
驚
き
な
が
ら
も
承
認
す
る
の
は
、
呼
び

か
け
や
応
答
な
し
に
、
し
た
が
っ
て
ま
た
か
ち
と
ら
れ
た
同
意
と
い
う
共
通
性
な
く
し
て
は
、
真

理
を
語
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
こ
こ
で
ガ
ダ
マ
ー
は
「
普
遍
的
な
真
理
」
と
い
う
概
念
が

成
立
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。「
真
理
」
と
は
、「
了
解
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
共
通
性
」
も
し

く
は
「
共
通
す
る
終
極
の
語
彙
」
の
も
と
で
し
か
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
ガ
ダ
マ
ー
が

言
う
「
真
理
」
と
は
、
終
極
の
語
彙
を
共
有
す
る
者
た
ち
の
間
で
の
「
正
し
さ
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
ロ
ー
テ
ィ
の
「
連
帯
」
と
い
う
概
念
と
同
じ
だ
。
了
解
は
、
呼
び
か
け
と
応
答
の
連
鎖
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
。
終
極
の
語
彙
を
共
有
す
る
者
た
ち
の
範
囲
を
広
げ
て
い
く
こ
と
、
も
し
く
は
、

多
く
の
者
た
ち
が
共
有
す
る
新
た
な
終
極
の
語
彙
を
生
み
だ
し
て
い
く
営
み
が
「
地
平
融
合
」
で

あ
り
「
連
帯
」
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
ガ
ダ
マ
ー
の
言
う
了
解
や
、
ロ
ー
テ
ィ
の
言
う
連
帯
に
、
過
度
に
期
待
す
る
こ
と

な
ど
で
き
な
い
。
こ
の
世
の
中
の
現
実
を
少
し
見
て
み
れ
ば
、
そ
の
種
の
了
解
や
連
帯
と
は
無
縁

の
生
活
を
送
っ
て
い
る
人
間
が
大
半
で
あ
る
こ
と
が
簡
単
に
わ
か
る
。
了
解
や
連
帯
ど
こ
ろ
で
は

な
い
。
ま
と
も
に
会
話
す
ら
で
き
な
い
人
間
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
―
―
悲
し
い
こ
と
に
、「
最

高
学
府
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、「
論
理
の
府
」
で
あ
る
は
ず
の
大
学
の
中
に
お
い
て
さ
え
。
そ
し
て
ま

                              

                    

 

一
一 

ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
グ
・
ガ
ダ
マ
ー
（G

adam
er, H

ans G
eorg

）。
『
真
理
と
方
法
』
。 

 

一
二 

ガ
ダ
マ
ー
（
著
）
斎
藤
博
・
近
藤
重
明
・
玉
井
治
（
訳
）
『
哲
学
・
芸
術
・
言
語
』
、
未
来
社
、
一
九
七

七
、
七
六
頁
。
二
〇
〇
一
年
に
「
復
刊
版
」
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。 
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た
「
厭
人
主
義
」
と
い
う
名
前
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
逃
げ
込
む
こ
と
に
な
る
―
―
私
の
こ
と
だ
。
ア

ラ
ン
一
三

は
『
定
義
集
』
で
こ
う
言
う
。「
人
間
嫌
い
｜M

ISAN
TH

RO
PIE

｜
―
―
〔
・
厭
人
主

義
〕
人
間
に
対
す
る
愛
で
、
自
分
が
欺
さ
れ
た
と
早
ま
っ
て
結
論
し
て
い
る
も
の
。
人
間
嫌
い
の

中
に
は
大
き
な
希
望
〔ESPÉRAN

CE

〕
と
大
き
な
幻
滅
と
が
あ
る
。
慈
悲
〔CH

ARITÉ

〕
は

人
間
嫌
い
に
な
る
ま
い
と
す
る
一
種
の
誓
い
で
あ
る
。」
他
者
に
対
し
て
過
大
な
希
望
を
持
ち
、
そ

れ
を
捨
て
ら
れ
ず
に
幻
滅
す
る
。｢

ど
う
せ
わ
か
り
あ
え
な
い｣

と
諦
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

｢

わ
か
り
あ
う
こ
と
に
し
か
意
味
が
な
い｣

と
考
え
て
い
る
か
ら
、
そ
う
な
る
。
難
解
な
概
念
で
は

あ
る
が
「
慈
悲
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ア
ラ
ン
は
言
う
。
そ
れ
は
ま
っ

た
く
理
由
の
な
い
「
赦
し
一
四

」
で
あ
り
、「
愛
」
の
一
つ
の
形
態
で
も
あ
る
。 

繰
り
返
す
。「
こ
の
世
界
に
普
遍
的
真
理
な
ど
存
在
し
な
い
」
し
「
絶
対
的
な
正
し
さ
」
も
な
い

し
、「
他
者
と
は
究
極
に
わ
か
り
あ
え
な
い
」
―
―
そ
こ
こ
そ
が
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
だ
、
と
。
こ
の

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
さ
」
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
皆
の
正

し
さ
」
に
し
て
い
く
営
み
が
、
学
問
で
あ
る
。
あ
る
考
え
や
行
動
が
い
か
に
醜
悪
な
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
過
去
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
赦
す
他
は
な
い
一
五

。
赦
す
か
ら
こ
そ
、
呼
び

か
け
が
意
味
を
持
ち
、
対
話
が
始
ま
る
一
六

。 

学
問
と
は
、
過
去
の
現
象
を
分
類
し
た
り
価
値
付
け
た
り
す
る
「
後
ろ
向
き
の
営
み
」
で
は
な

い
。
そ
れ
ら
の
営
み
は
、
未
来
を
紡
ぐ
た
め
に
必
要
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去

お
よ
び
現
在
の
現
象
に
関
し
て
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
さ
」
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
未
来
に
発
生

す
る
で
あ
ろ
う
現
象
は
「
皆
の
正
し
さ
」
の
も
と
に
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
私
た
ち
は
時
折
過

去
を
振
り
返
り
も
す
る
が
、
そ
の
視
線
は
基
本
的
に
は
未
来
を
見
据
え
て
い
る
し
、
ま
た
、
そ
う

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
学
問
は
、
未
来
を
紡
ぐ
営
み
で
あ
る
。 

そ
し
て
ま
た
、
人
は
「
ほ
ぼ
確
実
に
、
望
ま
し
い
結
果
が
得
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
目
的
」
の

た
め
に
さ
え
、
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、「
ゴ
ー
ル
に
到
達
す
る
こ
と
」
に
意
味
が
あ

                              

                    

 

一
三 

ア
ラ
ン
（Alain)

。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。
ア
ラ
ン
は
筆
名
で
、
本
名
はÉm

ile-Auguste Chartier.  

『
幸
福
論
』
『
定
義
集
』
。 

 

一
四 

こ
れ
を
「
論
理
」
で
あ
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
赦
し
は
、
非
論
理
的
に
行
わ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。

功
利
的
な
意
味
で
の
「
許
し
」「
許
容
」
に
ま
っ
た
く
意
味
が
な
い
と
は
思
わ
な
い
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
い
う

「
赦
し
」
と
は
異
な
る
。
そ
の
意
味
を
こ
め
て
、
こ
こ
で
は
「
赦
し
」
と
い
う
字
を
あ
て
て
い
る
。 

 

一
五 

仮
に
「
赦
さ
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
と
き
そ
こ
に
何
が
生
じ
る
か
を
考
え
れ
ば
、
答
え
は
自
ず
と
明
ら

か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

一
六 

た
だ
し
、
呼
び
か
け
を
有
効
な
も
の
と
す
る
「
た
め
」
や
、
対
話
を
始
め
る
「
た
め
」
に
、
赦
す
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
「
赦
し
」
で
は
な
く
、
功
利
的
も
し
く
は
合
目
的
的
な
「
許
し
」
「
許
容
」
で
し
か
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
非
論
理
的
な
赦
し
が
最
初
に
存
在
し
、
単
に
時
間
的
に
そ
れ
に
続
く
形
で
、
呼
び
か
け
や

対
話
が
発
生
す
る
だ
け
で
あ
る
。 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

6 

る
の
で
は
な
く
、「
目
指
す
こ
と
」
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。 

た
と
え
ば
、
私
は
ジ
ャ
ズ
ド
ラ
マ
ー
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
絶
望
的

に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
誰
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
る
（
壊
滅
的
に
元
も
子
も
な
い
言
い
方
を
す

れ
ば
「
ヘ
タ
ク
ソ
」
な
の
だ
）。
し
か
し
私
は
こ
の
「
目
的
」
に
束
縛
さ
れ
て
い
な
い
。
な
れ
な
い

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
努
力
す
る
の
は
変
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
違
う
。
た
と
え

絶
望
的
に
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
向
け
て
努
力
す
る
こ
と
は
、
楽
し
い
。
正
直
な
と
こ
ろ

こ
れ
ま
で
二
十
年
以
上
も
や
っ
て
き
て
ダ
メ
な
の
だ
か
ら
、
あ
と
何
年
や
っ
て
も
ダ
メ
だ
ろ
う
と

「
確
信
」
し
て
い
る
―
―
で
も
そ
ん
な
の
関
係
ね
ぇ
！
―
―
ど
う
せ
諦
め
て
い
る
の
だ
か
ら
。 

私
た
ち
の
行
動
は
、
「
ゴ
ー
ル
に
ど
れ
だ
け
近
づ
い
た
か
」
で
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
昨

日
の
自
分
に
比
べ
て
、
今
日
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
」
で
評
価
さ
れ
る
。「
ゴ
ー
ル
に
ど
れ
く

ら
い
近
づ
い
た
か
」
の
判
断
は
極
め
て
困
難
だ
が
、
変
化
を
判
断
す
る
の
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。

こ
こ
で
ま
た
問
題
が
発
生
す
る
。
そ
の
変
化
を
ど
う
判
断
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
そ
の
変
化
が
好
ま
し
い
方
向
へ
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、「
ゴ
ー
ル
」
や
「
到
達
目
標
」

を
想
定
し
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
意
味
で
の
「
ゴ
ー

ル
の
像
」
は
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
到
達
す
る
こ
と
を
諦
め
た
ゴ
ー
ル
の
像
」
を
持
ち

続
け
る
の
は
難
し
い
。
ロ
ー
テ
ィ
が
自
ら
を
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
で
あ
る
と
定
義
す
る
の
は
、
そ
の
矛

盾
し
た
状
態
の
表
現
で
あ
る
一
七

。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
様
々
な
領
域
で
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た

状
態
を
自
ら
に
課
し
、
そ
れ
に
耐
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

水
木
し
げ
る
『
悪
魔
く
ん
千
年
王
国
』
の
中
で
、
蛙
男
が
こ
う
言
う
。「
む
か
し
か
ら
、
心
あ
る

人
々
は
、
病
気
の
人
や
老
人
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
幸
な
人
び
と
も
お
な
じ
よ
う
に
生
活
で
き
る
世

界
を
作
ろ
う
と
し
た
…
…
。
キ
リ
ス
ト
で
も
シ
ャ
カ
で
も
マ
ル
ク
ス
で
も
悪
魔
く
ん
で
も
、
み
な
、

同
じ
こ
と
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
方
法
は
ち
が
っ
て
い
る
が
、
根
本
に
あ
る
考
え
は
お
な
じ
な
ん
だ
。
世

界
が
ひ
と
つ
に
な
り
、
貧
乏
人
や
不
幸
の
な
い
世
界
を
つ
く
る
こ
と
は
…
…
お
そ
か
れ
は
や
か
れ

だ
れ
か
が
手
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
類
の
宿
題
で
は
な
い
の
か
…
…
。」
こ
の
蛙
男
の
言
葉

は
重
い
。
し
か
し
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
目
的
に
束
縛
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
蛙
男
は
そ
の
言
葉

に
束
縛
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
も
そ
の
目
的
に
縛
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人
は
簡
単
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
、

そ
し
て
厭
人
主
義
に
、
陥
る
。
そ
れ
を
諦
め
る
と
こ
ろ
か
ら
す
べ
て
の
営
み
が
始
ま
る
。
そ
し
て

諦
め
つ
つ
も
、
そ
の
ゴ
ー
ル
の
映
像
を
自
ら
の
中
に
し
っ
か
り
と
持
ち
続
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
昨
日
よ
り
も
今
日
、
今
日
よ
り
も
明
日
、「
正
し
さ
」
の
地
平
を
広
げ
て
い
く
こ
と
。
そ
し
て

そ
の
た
め
に
呼
び
か
け
、
応
え
、
対
話
す
る
―
―
学
問
と
は
、
自
分
と
対
話
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

                              

                    

 

一
七 

こ
こ
で
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
（irony

）
と
は
、「
皮
肉
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
「
反
語
」
「
二
重
性
」
「
矛

盾
性
」
の
こ
と
を
指
す
。
ロ
ー
テ
ィ
は
「
諦
め
て
い
る
ゴ
ー
ル
」
を
、
そ
れ
と
自
覚
し
つ
つ
、
持
ち
続
け
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
は
「
正
し
く
」
な
ど
な
ら
な
い
し
、「
理
想
郷
」
に
も
な
ら
な
い
と
覚
悟
し
な
が

ら
も
、
そ
の
ゴ
ー
ル
を
諦
め
切
れ
ず
に
持
ち
続
け
る
の
が
「
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
」
。 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

7 

そ
の
対
話
の
過
程
で
は
、「
諦
め
た
」
自
分
を
見
つ
め
な
お
し
、
と
き
に
赦
す
こ
と
も
必
要
と
さ
れ

る
―
―
「
諦
め
ら
れ
る
の
か
」
と
問
い
か
け
、
日
々
そ
れ
を
修
正
す
る
。
ゴ
ー
ル
に
束
縛
さ
れ
な

い
た
め
に
は
、
そ
れ
を
捨
て
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
。 

蛙
男
は
、
悪
魔
く
ん
を
裏
切
っ
た
ヤ
モ
リ
ビ
ト
（
の
偽
者
）
を
赦
す
。
こ
の
「
赦
し
」
は
突
発

的
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
明
確
な
理
由
が
存
在
し
な
い
（
赦
さ
れ
た
側
の
ヤ
モ
リ
ビ
ト
さ
え
「
エ
エ

ッ
」
と
驚
い
て
い
る
）。『
悪
魔
く
ん
千
年
王
国
』
の
中
で
、
私
が
最
も
美
し
い
と
感
じ
る
シ
ー
ン

だ
。 さ

ら
に
、「
で
は
『
千
年
王
国
戦
争
』
は
ま
だ
つ
づ
く
の
で
す
か
」
と
い
う
ヤ
モ
リ
ビ
ト
の
問
い

か
け
に
対
し
て
、
蛙
男
は
こ
う
答
え
る
―
―
「
命
が
あ
る
か
ぎ
り
や
め
ら
れ
ん
」。「
つ
づ
く
」
の

で
は
な
く
、「
や
め
ら
れ
な
い
」
―
―
な
ぜ
な
ら
、
未
来
は
過
去
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
な
の
で
は

な
く
、
私
た
ち
が
創
り
だ
し
て
ゆ
く
も
の
だ
か
ら
一
八

。 

未
来
を
想
像
す
る
こ
と
が
、
未
来
を
創
造
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、「
と
り
あ
え
ず
の

正
し
さ
」
に
耐
え
ら
れ
る
人
間
だ
け
が
、
未
来
を
想
像
／
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

す
べ
て
の
現
象
は
う
つ
ろ
い
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
た
だ
の
映
像
に
す
ぎ
な
い
。
観
念
や
理
想
の

世
界
に
お
い
て
実
現
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
言
葉
で
表
現
す
る
こ

と
さ
え
困
難
な
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
世
界
で
は
決
し
て
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。
―
―
愛
と
赦
し
だ
け
が
、
私
た
ち
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
一
九

。 

（
初
出 

『
文
學
界
』
二
〇
〇
七
年
九
月
号
） 

 

                              

                    

 

一
八 

ヤ
モ
リ
ビ
ト
は
「
時
代
精
神
」
を
信
奉
す
る
と
い
う
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
り
、
蛙
男
は
時
代
を
超

え
変
革
さ
せ
る
人
間
の
意
志
を
信
奉
す
る
と
い
う
意
味
で
ニ
ー
チ
ェ
的
（
超
人
思
想
）
で
あ
る
。
ち
な
み
に

『
悪
魔
く
ん
千
年
王
国
』
に
は
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
」
も
登
場
す
る
が
、
頭
に
石
を
落
と
さ
れ
て
、
い
と
も

簡
単
に
死
ん
で
し
ま
う
…
…
（
お
い
お
い
）
。 

 

一
九 

ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
末
尾
に
よ
る
。 

「 

神
秘
の
合
唱 

 

す
べ
て
の
無
常
の
も
の
は 

 

た
だ
映
像
に
す
ぎ
ず
。 

 

及
び
得
ざ
る
も
の 

 

こ
こ
に
は
実
現
せ
ら
れ
、 

 

名
状
し
が
た
き
も
の 

 

こ
こ
に
は
成
し
遂
げ
ら
れ
ぬ
。 

 

永
遠
な
る
女
性
は 

 

わ
れ
ら
を
引
き
て
昇
ら
し
む
。」（
ゲ
ー
テ
（
著
）
相
良
守
峯
（
訳
）
フ
ァ
ウ
ス
ト 

第
二
部
、
岩
波
文
庫
、

一
九
五
八
） 


