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談話室

　
学
生
時
代
に
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
読
ん
だ
。
当
時
の
大
学
に
は
、
哲
学
を
学
ぶ
の
な
ら
ば
カ
ン
ト
を
読
ん
で
当
然
と
い
う
よ

う
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
最
初
は
そ
も
そ
も
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
ず
、
そ
の
後
に
一
応
の
と
こ
ろ
上
っ
面
の
部
分
を
理
解
す

る
く
ら
い
に
は
な
っ
て
も
そ
の
重
要
性
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
そ
の
ま
ま
英
米
現
代
哲
学
を
研
究
す
る
道
に
進
み
、
し
ば

ら
く
は
カ
ン
ト
と
無
縁
な
時
間
を
過
ご
し
た
。
自
分
が
取
り
組
ん
で
い
る
現
代
哲
学
と
カ
ン
ト
哲
学
と
の
根
本
的
な
関
係
性
や
、
現
代
哲
学

に
と
っ
て
の
カ
ン
ト
哲
学
の
重
要
性
を
（
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
の
そ
れ
ら
と
と
も
に
）
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
研
究
者
の
道
を
し
ば

ら
く
歩
ん
だ
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
カ
ン
ト
が
重
要
だ
と
わ
か
っ
た
と
い
う
の
は
私
が
哲
学
を
研
究
し
て
い
る
か
ら
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
最
初

は
何
が
重
要
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
い
わ
ば
「
学
ば
さ
れ
た
」
も
の
が
、
後
に
な
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と

は
、
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
最
近
の
「
学
び
」
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
学
生
た
ち
の
学
び
は
自
分
の
関
心
の
あ

る
も
の
ば
か
り
に
向
か
い
、
自
分
の
関
心
の
あ
る
問
題
・
事
柄
以
外
に
は
あ
ま
り
目
を
向
け
な
い
傾
向
が
あ
る
。
一
つ
に
は
教
養
軽
視
・
専

門
重
視
・
実
利
重
視
と
い
う
日
本
の
大
学
行
政
の
あ
り
方
が
背
景
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
好
き
で
な
い
も
の
や
得
意
で
な
い
も
の
に
は

関
わ
ら
な
く
て
良
い
と
い
う
よ
う
な
世
間
一
般
の
風
潮
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
学
び
と
い
う
脈
絡
だ
け
で
な
く
他
の
脈
絡
で
も
生
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
世
の
中
の
情
報
の
獲
得
の
仕
方
で
あ

る
。
私
が
子
ど
も
だ
っ
た
頃
は
、
人
々
の
情
報
獲
得
の
手
段
は
、
テ
レ
ビ
・
新
聞
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
関

自
分
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
さ
れ
た
世
界
と

「
他
な
る
も
の
」
へ
の
恐
怖
心

金
杉
武
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心
は
な
く
と
も
親
と
一
緒
に
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
た
り
新
聞
記
事
の
話
を
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
ず
と
自
分
の
関
心
外
の
情
報

が
、
自
分
の
生
活
の
中
に
入
り
込
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
核
家
族
化
・
少
子
化
・
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
今
で
は
、
情
報
は

個
人
に
「
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
」
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
々
は
自
分
の
関
心
の
あ
る
、
自
分
の
好
き
な
情
報
だ
け
に
目
を
向
け
て

生
活
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
最
近
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
利
用
者
の
関
心
に
合
わ
せ
て
さ
ま
ざ

ま
な
「
お
す
す
め
」
を
し
て
き
た
り
、
あ
る
い
は
知
ら
ぬ
う
ち
に
自
分
の
関
心
に
一
致
す
る
広
告
ば
か
り
を
見
せ
て
き
た
り
し
て
、
ま
さ
に

そ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。最
近
で
言
う
と
、東
京
で
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
日
々

を
過
ご
し
て
い
た
都
民
ま
で
い
る
と
い
う
話
も
あ
る
。

　
い
わ
ば
「
自
分
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
さ
れ
た
世
界
」
に
生
き
る
こ
と
が
可
能
な
時
代
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
程
度

の
問
題
で
あ
り
、
完
全
に
「
自
分
の
世
界
」
で
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
が
何
者
か
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
）。
実
に
効
率
的
で
楽
な
世
の
中
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
世
界
中
で
生
じ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

分
断
や
反
知
性
主
義
、
デ
マ
や
陰
謀
論
に
飛
び
つ
い
て
し
ま
う
人
々
の
傾
向
、
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
避
け
よ
う
と
す
る
人
々

の
（
コ
ロ
ナ
禍
以
前
か
ら
の
）
傾
向
な
ど
の
一
因
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
世
界
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
」
に
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
（
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
ら
に
は
複
数
の
要
因
が
あ
る
だ
ろ
う
が
）。
世
界
は
多
様
化
し
た
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
世
界
は
、「
多
様
？
」
な
個
人
が
そ

れ
ぞ
れ
の
「
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
さ
れ
た
世
界
」
に
閉
じ
こ
も
る
自
閉
的
な
世
界
の
集
ま
り
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
本
当
の
意
味
で
の
「
多
様
性
」
と
は
、
世
界
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
を
皆
が
認
め
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
に
自
ら
立
ち
う
る
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
閉
的
な
世
界
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
他
の
視
点
の
存
在
に
ど
ん
ど
ん
鈍
感
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
い
や
そ
れ
は
、「
他
な
る
も
の
」、
す
な
わ
ち
自
分
の
制
御
外
に
あ
る
偶
然
性
に
対
す
る
無
意
識
の
恐
怖
心
だ
と
言
っ
て
も
良
い
か

も
し
れ
な
い
。
他
の
視
点
を
持
つ
「
他
者
」
や
、
私
た
ち
を
取
り
囲
む
こ
の
広
大
な
「
世
界
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
偶
然
性
が
満
ち
溢
れ
て

い
る
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
他
者
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
「
偶
然
で
な
い
」
も
の
も
あ
り
う
る
が
）。
真
の
意
味
で
人
生

を
豊
に
し
て
く
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
偶
然
性
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
西
洋
現
代
哲
学
）


