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「哲学」

　

１
限
は
こ
た
え
る
。
ぽ
つ
ぽ
つ
と
、
遅

れ
て
入
室
の
学
生
も
い
ま
す
ね
ぇ
。
大

教
室
だ
け
ど
、
教
壇
の
前
に
置
か
れ
た
レ

ジ
ュ
メ
を
と
り
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
、
い
や
で
も
目
立
つ
。

　

「
き
ょ
う
は
遅
刻
が
多
い
よ
ね
」

　

先
生
は
明
る
い
調
子
で
声
を
か
け
た
。

　

「
ど
う
も
す
み
ま
せ
ん
」

　

痛
み
入
る
殊
勝
な
姿
に
、
先
生
は
、

　

「
ど
う
い
た
し
ま
し
て
」

　

ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
、
と
て
も
フ
ツ
ー
な

雰
囲
気
な
の
で
あ
る
。

　

「
お
、
×
×
君
じ
ゃ
な
い
か
。
珍
し
い

ね
、
き
ょ
う
は
」
な
ん
て
、
授
業
中
に
も

学
生
と
の
会
話
を
楽
し
む
よ
う
に
。

　

ゆ
と
り
の
空
気
と
は
裏
腹
に
、
講
義
の

中
身
は
、
現
代
思
想
・
哲
学
の
最
先
端
、

　

「
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
」

　

で
あ
る
。
難
解
の
代
名
詞
の
よ
う
な
デ

リ
ダ
が
、
フ
ツ
ー
の
言
葉
で
ど
う
ほ
ぐ
さ

れ
る
の
か
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
ぜ
い
た
く

な
講
義
、
そ
ん
な
気
が
し
て
き
た
。

「
息
子
の
名
前
は
…
」

　

―
―

暮
れ
も
押
し
つ
ま
っ
た
昨
年
12
月

15
日
、
年
間
講
義
の
締
め
く
く
り
。

　

授
業
の
マ
ク
ラ
に
、
本
の
紹
介
が
あ
る
。

「
い
ま
読
ん
で
い
る
本
や
参
考
図
書
を
、

毎
回
話
す
よ
う
に
し
て
い
る
」
そ
う
だ
。

神
智
学
の
Ｒ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
と
民
俗
学

者
・
南
方
熊
楠
に
関
す
る
３
、４
冊
。
シ
ュ

タ
イ
ナ
ー
教
育
を
体
験
し
た
子
安
美
知
子

著
『
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
小
学
生
』、
ま
た
松

居
竜
五
著
『
南
方
熊
楠　

一
切
知
の
夢
』

…
…
。

　

「
お
れ
の
受
け
て
き
た
教
育
は
何
だ
っ

た
の
か
。
こ
れ
こ
そ
が
教
育
だ
、
と
泣
き

ま
し
た
」
と
い
う
解
説
に
ほ
だ
さ
れ
て
、

後
日
『
ミ
ュ
ン
ヘ
ン―

―

』
を
読
ん
だ
私

も
、感
激
に
む
せ
び
ま
し
た
。に
も
ま
し
て
、

ミ
ナ
カ
タ
・
ク
マ
ク
ス
へ
の
傾
倒
の
深
さ

で
あ
る
。「
長
男
の
名
前
を
知
り
た
い
？

　

〈
南
楠
（
み
な
く
す
）
〉
で
す
。
命
名

は
、
父
親
の
特
権
で
ね
」

　

熱
い
、
思
い
ほ
と
ば
し
る
先
生
で
あ
る
。

な
か
む
ら
・
の
ぼ
る　

１
９
５
８
年
生
ま
れ
。

中
央
大
学
文
学
部
卒
。
同
大
学
院
文
学
研

究
科
哲
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得

退
学
。
文
学
部
哲
学
科
専
任
講
師
、
助
教

授
を
へ
て
、
05
年
か
ら
現
職
。
専
門
は
西

洋
現
代
哲
学
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

を
中
心
に
研
究
し
て
い
る
。

言
語
と
は
何
か

「
デ
リ
ダ
Vs
サ
ー
ル
論
争
」

　

「
差
延
」「
現
前
性
」「
脱
構
築
」
…
…

な
ん
だ
ソ
レ
、
と
聞
い
た
だ
け
で
つ
ま
ず

く
人
も
い
れ
ば
、
だ
か
ら
こ
そ
オ
シ
ャ
レ

と
い
う
吸
引
度
も
ま
た
強
い
。
構
造
主
義

に
代
表
さ
れ
る
現
代
思
想
、
フ
ラ
ン
ス
発

の
知
の
潮
流
。
日
本
で
は
、
ニ
ュ
ー
・
ア

カ
（
デ
ミ
ズ
ム
）、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想

と
も
呼
ば
れ
て
、（
１
９
）
８
０
年
代
に

は
「
知
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
ブ
ー
ム
を
呈

し
た
。
ら
し
い
、
と
世
代
的
に
は
伝
聞
で

な
ぞ
る
し
か
な
い
の
だ
が
。

　

デ
リ
ダ
は
そ
の
な
か
で
、
ポ
ス
ト
構
造

主
義
の
代
表
的
な
哲
学
者
と
し
て
知
ら
れ

る
。

　

言
語
の
本
質
と
は
何
か
。
締
め
く
く
り

の
講
義
は
「
デ
リ
ダ
Vs
サ
ー
ル
」
論
争
を

介
し
て
進
む
。
サ
ー
ル
、
そ
の
師
で
あ
る

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
言
語
論
か
ら
。

　

「
た
と
え
ば
、『
雨
が
降
っ
て
い
る
ね
』

と
い
う
言
葉
を
発
し
た
と
き
に
は
、
そ
の

背
景
に
は
『
雨
は
嫌
だ
ね
』
と
か
、『
傘

を
さ
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ね
』
と
い
っ

た
感
情
を
伴
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
語
や
文

日
常
の
思
考
揺
さ
ぶ
る「
哲
学
の
快
感
」

ゆ
と
り
の
教
室
で
現
代
思
想
の
先
端
へ
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と
、「
誠
実
で
な
い
も
の
＝
言
語
で
は
な

い
」
と
い
う
不
毛
な
二
項
対
立
を
つ
く

り
だ
し
て
し
ま
う
。
言
葉
の
背
景
に
あ
る

も
の
か
ら
言
葉
を
理
解
す
る
、
と
い
う
主

張
と
も
一
致
し
て
な
い
よ
ン
、
お
か
し
い

じ
ゃ
な
い
か
、
と
ケ
ン
も
ホ
ロ
ロ
に
や
っ

つ
け
た
。「
デ
リ
ダ
は
サ
ー
ル
の
論
文
を

一
言
一
句
完
全
に
否
定
し
ま
し
た
。
そ
れ

こ
そ
署
名
か
ら
（
笑
）」。
論
争
の
け
た
た

ま
し
さ
も
フ
ラ
ン
ス
思
想
界
の
名
物
ら
し

い
の
だ
け
れ
ど
、
わ
け
て
も
デ
リ
ダ
は
激

し
い
人
み
た
い
。

差
延
・
痕
跡
…
す
べ
て
は
コ
ピ
ー

　

で
は
、
怜
悧
な
論
理
を
も
っ
て
す
る
デ

リ
ダ
の
言
語
論
と
は
？　

言
葉
は
繰
り
返

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
変
化

さ
せ
る
、
そ
れ
こ
そ
が
言
葉
の
本
質
で
あ

る
と
い
う
（
＝
反
復
可
能
性
／
反
覆
可
能

性
）。
こ
の
意
味
で
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

が
「
逸
脱
」
と
し
た
役
者
の
台
詞
や
詩
の

朗
読
こ
そ
本
物
の
言
語
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

か
み
く
だ
い
た
説
明
が
続
く
。「
デ
リ

ダ
は
、
い
ま
・
こ
こ
に
・
あ
る
と
い
う
〈

現
前
性
〉
は
絶
対
に
つ
か
む
こ
と
が
で
き

は
、
事
実
を
記
述
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
、
と
い
う
の
が
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
主
張

で
す
」

　

な
る
ほ
ど
、
特
に
行
間
を
読
み
、
相
手

の
感
情
を
汲
み
取
る
文
化
を
も
つ
日
本
で

は
、
背
景
に
あ
る
も
の
こ
そ
が
重
ん
じ
ら

れ
る
こ
と
も
多
々
あ
る
。
さ
ら
に
、
オ
ー

ス
テ
ィ
ン
は
「
言
語
と
い
う
の
は
行
為
で

あ
り
、
発
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
に

影
響
を
及
ぼ
す
の
だ
か
ら
、
誠
実
さ
が
な

い
も
の
は
言
語
で
は
な
い
」
と
考
え
た
。

〈
言
語
行
為
論
〉
と
呼
ば
れ
る
。

　

た
と
え
ば
「
結
婚
し
ま
す
」
と
約
束

し
た
素
敵
な
異
性
が
い
る
と
し
て
、
本

当
に
結
婚
し
な

か
っ
た
ら
、
そ

の
「
結
婚
し
ま

す
」
と
い
う
言

語
は
「
行
為
と

し
て
成
立
し
な

い
不
誠
実
な
も

の
な
の
で
、
言

語
で
は
な
い
」

と
オ
ー
ス
テ
ィ

ン
に
言
わ
れ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。

同
じ
よ
う
に
、
舞
台
上
の
役
者
の
台
詞
や

詩
の
朗
読
な
ど
も
、
実
際
に
行
為
と
し
て

成
立
し
な
い
の
で
「
逸
脱
し
て
い
る
」
と

み
な
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
主
張
に
噛
み
つ
い
た
の
が
デ
リ
ダ

で
あ
り
、
言
語
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
亡
き

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
弟
子
で
あ
る
サ
ー
ル
と

の
論
争
に
な
っ
た
。
デ
リ
ダ
は
、「
オ
ー

ス
テ
ィ
ン
は
言
語
が
単
に
記
述
的
な
も
の

で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
言
語
に
誠
実
性
を
必
要
と
し
て
い

る
点
が
矛
盾
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。

　

言
語
の
成
立
に
、
誠
実
さ
が
必
要
と
い

う
こ
と
に
な
る
と「
誠
実
な
も
の
＝
言
語
」

な
い
と
考
え
た
。
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る

の
は
〈
差
延
〉
（
デ
リ
ダ
の
造
語
で
、
①

違
い
が
あ
る
②
遅
れ
る
と
い
う
意
味
を
も

つ
）
の
結
果
で
て
く
る
〈
痕
跡
〉
だ
け
だ

と
言
う
ん
で
す
ね
」

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も

の
な
ん
て
こ
の
世
に
は
な
い
。
す
べ
て
は

コ
ピ
ー
だ
」
と
い
う
の
が
デ
リ
ダ
哲
学
の

核
心
の
よ
う
だ
。い
ま
、私
た
ち
が
つ
か
っ

て
い
る
言
葉
・
表
現
も
、
誰
か
か
ら
聞
い

た
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
ど
こ
か
で
読

ん
だ
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
そ
の

前
の
誰
か
も
誰
か
に
聞
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
起
源
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
て
も
、
オ

リ
ジ
ン
に
は
つ
い
に
到
達
し
な
い
。「
コ

ピ
ー
が
既
に
つ
ね
に
あ
る
」。
つ
ま
り
、

言
葉
は
誰
の
も
の
で
も
あ
り
、
誰
の
も
の

で
も
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
。

　

す
べ
て
は
コ
ピ
ー
だ
と
す
れ
ば
、
あ
る

の
は
た
だ「
引
用
と
反
復
」「
差
異
の
戯
れ
」

…
…
と
い
う
ふ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の

か
な
。

　

「
こ
こ
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ヘ
ー
ゲ

ル
に
至
る
西
洋
哲
学
の
体
系
批
判
と
い
う

文
脈
も
あ
る
わ
け
で
す
が
ね
」
と
、
小
さ

な
注
釈
も
あ
っ
た
。だ
か
ら
、極
論
に
な
っ

表情豊かに…中村昇教授
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て
い
る
部
分
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
か
。

デ
リ
ダ
は
ダ
レ
ダ
⁉

　

「
テ
ク
ス
ト
論
」
と
い
う
の
を
耳
に
し

た
こ
と
が
あ
る
。
書
か
れ
た
作
品
（
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
）
は
、
作
者
の
モ
チ
ー
フ
な

ん
か
関
係
な
い
、
も
っ
ぱ
ら
物
語
構
造
を

論
じ
る
べ
き
だ
と
す
る
文
芸
理
論
で
、
こ

れ
も
デ
リ
ダ
の
議
論
な
ど
か
ら
生
ま
れ
た

よ
う
だ
。
い
わ
ゆ
る
〈
作
者
の
死
〉
だ
が
、

自
決
し
た
三
島
由
紀
夫
か
ら
離
れ
て
、『
豊

饒
の
海
』
を
読
む
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
輪
廻
転
生
」
他
の
〝
説
話
論
的
構
造
〞

を
冗
舌
に
論
じ
る
よ
り
も
、
１
９
７
０
年

11
月
25
日
朝
、
完
結
編
の
第
４
巻
「
天
人

五
衰
」
の
最
終
章
稿
を
編
集
者
に
渡
し
て

自
衛
隊
市
ヶ
谷
駐
屯
地
に
向
か
っ
た
三
島

の
内
面
と
も
重
ね
て
読
ん
だ
ほ
う
が
、
よ

ほ
ど
〝
豊
饒
〞
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

う
思
っ
た
り
す
る
。
す
べ
て
は
表
現
主
体

な
き
コ
ピ
ー
と
い
う
な
ら
、
本
家
本
元
が
、

　

「
デ
リ
ダ
は
ダ
レ
ダ
」

　

と
な
ら
な
い
か
し
ら
、
な
ん
て
。

　

門
外
漢
が
そ
ん
な
質
問
を
す
る
勇
気
は

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
。

う
っ
と
り
、
グ
ラ
グ
ラ

　

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
「
言
語
行
為
論
」
を

聞
け
ば
、
あ
あ
そ
う
よ
ね
、
と
思
い
、
デ

リ
ダ
を
聞
け
ば
、
な
る
ほ
ど
な
ぁ
ア
タ
マ

い
い
ん
だ
、
と
う
っ
と
り
す
る
。
グ
ラ
グ

ラ
揺
れ
る
。
先
生
の
講
義
が
く
っ
き
り
と

分
か
り
や
す
い
せ
い
で
あ
る
。

　

前
期
の
授
業
で
は
恋
愛
が
テ
ー
マ
だ
っ

た
そ
う
だ
。
ぜ
ひ
聴
講
し
て
、
恋
愛
論
で

も
グ
ラ
グ
ラ
揺
れ
て
み
た
か
っ
た
。

　

グ
ラ
グ
ラ
さ
せ
る
、
日
常
的
な
思
考
と

身
体
を
。
そ
れ
が
、「
哲
学
の
快
楽
」
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

授
業
の
終
わ
り
。
先
生
の
明
る
い
声
が

教
室
に
ひ
び
い
た
。

　

「
１
月
の
後
期
テ
ス
ト
の
問
題
は
、
①

恋
愛
②
時
間
③
言
語
④
そ
の
他
。
ど
れ
で

も
い
い
よ
、
自
由
に
選
ん
で
論
じ
て
く
だ

さ
い
」

　

「
恋
愛
」
を
選
ん
で
、
１
行
、「
語
り

得
ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」（
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）

と
書
い
た
だ
け
で
は
、ペ
ケ
で
し
ょ
う
ね
ぇ
。

（
学
生
記
者　

植
松
歩
美
＝
総
合
政
策
学

部
３
年
）

０４２－６７４－２１４６

若干名

「私のとっておきの話」、「『Hakumonちゅ
うおう』を読んで」（どちらでも。800字） 
４月末日（先着優先）


