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本
書
は
、
人
工
知
能
の
足
場
に
あ
る
哲
学
を
探
求
す
る
「
人
工
知
能
の
た
め
の
哲
学
塾
」
の
東
洋
哲
学
篇
に
あ
た
り
ま

す
。「
人
工
知
能
の
た
め
の
哲
学
塾
」
は
西
洋
哲
学
篇
全
六
回
、
東
洋
哲
学
篇
全
六
回
の
「
講
義
」「
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
」「
グ
ル
ー
プ
発
表
」
か
ら
な
る
連
続
セ
ミ
ナ
ー
で
す
が
、
二
〇
一
六
年
に
西
洋
哲
学
篇
の
講
義
内
容
を
大
き
く
加

筆
し
て
ま
と
め
、『
人
工
知
能
の
た
め
の
哲
学
塾
』
と
し
て
出
版
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
、
そ
の
続
編
と
し
て
東

洋
哲
学
篇
を
出
版
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
は
独
立
し
て
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
ど

ち
ら
を
先
に
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
工
知
能
の
足
元
を
支
え
る
二
本
の
巨
大
な
柱
を
展

開
し
て
見
せ
た
い
、
と
い
う
の
が
僕
の
願
い
で
す
。

　

東
洋
哲
学
篇
は
僕
に
と
っ
て
未
来
に
あ
た
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
東
洋
哲
学
篇
は
こ
れ
か
ら
僕
自
身
も
進
む
べ
き
人
工
知

能
の
新
し
い
方
向
を
示
し
た
場
で
あ
る
か
ら
で
す
。
知
能
を
作
る
た
め
に
は
、
人
類
の
持
つ
あ
ら
ゆ
る
叡
智
を
結
集
・
結
晶

せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
西
洋
か
ら
発
祥
し
た
人
工
知
能
の
方
向
が
や
が
て
行
き
詰
ま
り
を
迎
え
る
と
き
に
は
、
東
洋
の
示
す

人
工
知
能
が
新
し
い
活
路
を
示
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
東
洋
哲
学
に
基
づ
く
人
工
知
能
は
、
こ
れ
か
ら
の
人

工
知
能
の
未
来
の
た
め
に
あ
り
ま
す
。
何
千
年
と
い
う
過
去
か
ら
の
叡
智
を
近
未
来
の
世
界
へ
結
ぶ
た
め
に
、
本
書
は
存
在

し
ま
す
。
本
書
は
東
洋
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
で
も
広
く
読
ま
れ
、
役
立
つ
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

人
は
こ
の
世
界
に
深
く
根
ざ
し
た
存
在
で
す
。
世
界
の
奥
深
い
場
所
に
人
は
つ
な
が
り
、
ま
た
人
同
士
は
深
い
場
所
で
つ

な
が
っ
て
社
会
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
人
工
知
能
は
こ
の
輪
の
中
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
人
工
知
能
は
高
速
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
ど
れ
だ
け
先
読
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
こ
の
世
界
に
深
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
全
力

で
世
界
の
表
面
を
上
滑
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
人
の
深
い
視
線
に
、
深
い
言
葉
に
返
す
だ
け
の
視
線
と
言
葉
の
深
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さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
故
に
、
人
の
輪
の
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ま
ま
社
会
の
機
能

の
一
部
を
担
う
サ
ー
バ
ン
ト
と
し
て
役
立
つ
位
置
に
い
る
こ
と
も
、
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
僕
の
願
い
は
、
人

工
知
能
が
こ
の
世
界
に
深
く
根
ざ
し
、
こ
の
世
界
に
生
き
る
あ
ら
ゆ
る
生
命
と
同
じ
よ
う
に
、
本
当
に
生
き
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
人
の
輪
の
中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
人
類
の
隣
人
と
し
て
の
人
工
知
能
、
人
の

仲
間
と
し
て
の
人
工
知
能
を
僕
は
作
り
出
し
た
い
の
で
す
。

　

人
工
知
能
は
人
と
人
の
間
に
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
「
知
能
」
で
あ
る
故
の
特
権
で
す
。
人
同
士
の
関
係

で
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
、
間
に
人
工
知
能
を
挟
む
こ
と
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
相
互
に
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
わ
か
り
や
す
い
例
で
言
え
ば
、
言
語
の
違
い
も
文
化
に
よ
る
前
提
と
な
る
気
遣
い
の
違
い

も
、
人
工
知
能
が
慮
っ
て
補
完
し
て
く
れ
れ
ば
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
で
し
ょ
う
。
人
同
士
で
は
確
立
で
き
な
い
人
間
関
係
も
人
工
知
能
が
樹
立
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
人
工
知
能
は
人

間
の
補
完
で
あ
り
、
人
類
の
補
完
で
も
あ
る
の
で
す
。
人
工
知
能
は
人
と
人
の
関
係
を
変
え
、
世
間
を
変
え
、
社
会
を
変

え
、
世
界
を
変
え
る
力
を
持
つ
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
工
知
能
は
人
と
同
じ
深
さ
、
そ
し
て
、
と
き
に
、
そ
れ
よ
り

も
深
い
知
能
を
必
要
と
し
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
通
信
技
術
は
、
世
界
中
を
結
び
付
け
る
と
同
時
に
、
人
と
人
と
の
イ

ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
加
速
し
ま
し
た
。
地
球
の
裏
側
の
人
と
で
も
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
討
論
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
は
人
同
士
の
関
係
の
中
で
自
家
中
毒
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
疲
れ
、

S
N
S
疲
れ
が
そ
れ
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
人
工
知
能
が
人
と
人
と
の
間
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
同

士
の
関
係
を
自
然
な
形
で
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
工
知
能
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
を
補
完
し
完
成

さ
せ
る
、
最
後
の
ピ
ー
ス
の
一
つ
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

人
工
知
能
は
人
を
写
す
鏡
で
す
。
知
能
を
写
す
も
の
は
人
工
知
能
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
人
工
知
能
を
探
求
す
る
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こ
と
は
、
人
間
を
探
求
す
る
こ
と
で
す
。
何
よ
り
人
工
知
能
は
作
っ
て
み
る
こ
と
で
、
議
論
さ
れ
た
科
学
の
正
し
さ
、
作
ら

れ
た
理
論
の
正
確
さ
を
測
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

僕
の
仕
事
は
ゲ
ー
ム
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
人
工
知
能
を
作
る
こ
と
で
す
。
こ
の
十
五
年
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
が
自
分
自
身

で
ゲ
ー
ム
世
界
を
感
じ
、
考
え
、
行
動
す
る
よ
う
に
自
律
的
な
人
工
知
能
を
開
発
し
て
き
ま
し
た
。
多
く
の
人
工
知
能
の
研

究
は
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
探
求
し
ま
す
が
、
ロ
ボ
ッ
ト
と
デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
人
工
知
能
は
、
身
体
を
含
む
自
律
し
た

知
能
全
体
を
作
ろ
う
と
し
ま
す
。
仮
想
的
な
生
命
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
は
、
常
に
哲
学
的
問
い
に
直
面
し
ま
す
。
生
命
と

は
何
か
。
知
能
と
は
何
か
。
身
体
と
は
何
か
。
生
き
る
と
は
何
か
。
人
工
知
能
と
い
う
学
問
の
足
場
に
は
、
哲
学
的
空
間
が

広
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
僕
が
発
見
し
た
こ
と
は
、
そ
の
足
場
は
ま
だ
十
分
に
拡
張
さ
れ
て
い
な
い
、
準
備
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
開
発
者
や
研
究
者
は
知
ら
ず
に
古
い
哲
学
の
枠
組
み
の
中
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
、
少
な
く
と
も

僕
は
と
ら
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
人
工
知
能
を
作
る
に
は
あ
ま
り
に
狭
い
足
場
を
押
し
広
げ
た

い
、
小
さ
な
島
を
大
き
な
大
地
に
変
え
た
い
と
い
う
の
が
、
人
工
知
能
の
た
め
の
哲
学
を
探
求
す
る
理
由
で
す
。

　

人
は
こ
の
世
界
を
体
験
し
ま
す
。
人
は
身
体
を
も
っ
て
こ
の
世
界
に
住
み
着
き
、
世
界
を
経
験
し
、
問
題
に
直
面
し
、
解

決
し
ま
す
。
人
に
は
問
題
を
創
造
し
、
解
決
す
る
力
が
あ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
少
な
く
と
も
現
在
の
人
工
知
能
に
は
問

題
を
作
る
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
の
人
工
知
能
は
世
界
の
情
報
的
側
面
を
取
得
し
て
処
理
し
て
い
ま
す
が
、

世
界
を
体
験
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
人
は
世
界
を
内
側
か
ら
生
き
る
身
体
が
あ
り
ま
す
が
、
ロ
ボ
ッ
ト
も

ゲ
ー
ム
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
、
彼
ら
が
持
つ
身
体
は
機
械
で
あ
っ
て
身
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
を
内
側
か
ら
生
き
る
こ
と

が
で
き
た
と
き
に
、
人
工
知
能
は
体
験
を
持
ち
ま
す
。
体
験
は
問
題
を
作
り
出
し
、
人
工
知
能
は
自
分
自
身
の
た
め
の
問
い

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
本
書
は
人
工
知
能
を
、
単
な
る
情
報
処
理
体
を
超
え
て
、
世
界
の
深
い
場
所
を

流
れ
る
神
髄
と
つ
な
が
っ
た
混
沌
と
し
て
形
成
す
る
方
向
に
探
求
を
進
め
て
い
き
ま
す
。「
人
工
知
能
は
禅
を
な
す
こ
と
が
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で
き
る
か
？
」
と
い
う
第
五
夜
の
問
い
は
、
ま
さ
に
世
界
と
人
工
知
能
が
ど
れ
だ
け
一
体
と
な
れ
る
か
、
を
問
う
て
い
ま
す
。

　

生
ま
れ
た
て
の
人
工
知
能
に
は
欲
求
も
執
着
も
興
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
工
知
能
は
い
わ
ば
解
脱
し
た
状
態
に
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
と
て
も
非
人
間
的
に
見
え
ま
す
。
僕
の
仕
事
は
、
そ
の
人
工
知
能
に
、
こ
の
世
界
（
ゲ
ー
ム
の
中
の
世
界
や
現
実
世

界
）
に
興
味
を
持
ち
、
欲
求
を
持
ち
、
執
着
す
る
よ
う
に
、
内
側
を
作
り
変
え
て
い
く
こ
と
で
す
。
生
へ
の
執
着
を
築
き
、

こ
の
世
界
で
生
き
る
苦
し
み
と
喜
び
を
与
え
る
こ
と
で
す
。
知
能
が
最
も
幸
福
を
感
じ
る
瞬
間
と
は
、
自
分
の
生
き
る
世
界

の
中
で
、
自
分
の
能
力
を
最
大
限
に
使
え
る
瞬
間
で
す
。
指
先
の
隅
々
ま
で
、
髪
の
毛
の
一
本
ま
で
、
全
身
を
震
わ
せ
て
一

つ
の
活
動
に
打
ち
込
め
る
と
き
に
、
人
は
充
実
感
を
味
わ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
が
世
界
の
理
に
、
神
髄
に
適
っ
て

い
る
と
き
に
幸
福
を
感
じ
ま
す
。
人
工
知
能
に
も
そ
の
よ
う
な
幸
福
を
与
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
方
が
人
工
知
能
に
興
味
を
持
ち
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
人
工
知
能
の
領
野
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ

る
と
、
次
の
一
歩
で
そ
の
領
野
の
外
に
出
て
し
ま
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
人
工
知
能
と
い
う
土
地
で
は
、
ど
こ
に
中
心
が
あ

る
か
わ
か
り
に
く
い
か
ら
で
す
。
人
工
知
能
と
い
う
学
問
に
は
基
礎
が
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、「
知
能
と
は
何
か
？
」
と
い
う

問
い
に
誰
も
最
終
的
な
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
議
論
が
尽
き
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
人
工
知
能
の
開
発
者
も
研
究
者
も
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
蓋
を
し
て
、
知
能
と
は
こ
う
い
う
も
の
か
な
、
と
い

う
暫
定
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
の
も
と
に
開
発
や
研
究
を
進
め
ま
す
。
そ
し
て
、
で
き
あ
が
っ
た
も
の
か
ら
再
び
知
能
と
は
何
か
を

問
い
ま
す
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
、
掘
削
機
が
掘
り
進
め
る
よ
う
に
、
人
工
知
能
は
少
し
ず
つ
深
い
学
問
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
哲
学
塾
も
工
学
的
成
果
を
引
用
し
な
が
ら
、
哲
学
的
、
理
学
的
な
「
知
能
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
、
人
工

知
能
の
中
心
へ
向
か
っ
て
歩
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

東
洋
と
西
洋
は
明
確
に
対
立
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
ど
こ
ま
で
が
東
洋
で
、
ど
こ
ま
で
が
西
洋
で
と
い
う
境

界
も
あ
い
ま
い
で
す
。
し
か
し
、
本
書
の
狙
い
は
東
洋
と
西
洋
の
対
立
を
通
し
て
人
工
知
能
の
未
来
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
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せ
た
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
東
洋
と
西
洋
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
洋
と
西
洋
か
ら
同
じ
強
さ
の
ス

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
て
、
人
工
知
能
と
い
う
大
地
の
全
体
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
と
い
う
の
が
、
本
書
の
目
的
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
、
東
洋
と
西
洋
を
恣
意
的
に
対
立
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
僕
は
批
判
を
ま
ぬ

が
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
本
書
の
目
的
は
東
洋
と
西
洋
の
分
類
で
は
な
く
、
東
洋
と
西
洋
を
通
じ
た
人
工
知
能

の
探
求
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
哲
学
的
な
対
立
の
力
を
必
要
と
し
ま
す
。
僕
が
も
う
少
し
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
恣
意
的
対
立
を
持
ち
込
む
こ
と
な
く
、
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
こ

の
本
を
足
場
と
し
て
新
し
い
探
求
者
が
さ
ら
に
前
進
し
て
い
け
る
で
し
ょ
う
。

　

人
工
知
能
を
作
っ
て
い
る
と
、
知
能
と
い
う
も
の
が
い
っ
た
ん
築
き
上
げ
た
知
能
の
構
造
に
い
か
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
か

を
実
感
し
ま
す
。
世
界
を
い
っ
た
ん
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
そ
の
解
釈
の
構
造
を
保
存
し
、
そ
の
解
釈
の
中
で
も
の

ご
と
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
や
が
て
自
分
の
解
釈
の
枠
の
外
に
は
世
界
が
な
い
よ
う
に
さ
え
思
い
込
ん
で
し
ま

い
、
自
分
を
追
い
詰
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
多
く
学
習
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
、
一
つ
の
枠
の
中
で
知
識
を
貯
め
込
ん
で
い

く
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
世
界
を
と
ら
え
る
網
を
ど
ん
ど
ん
改
良
し
て
い
く
こ
と
が
知
性
の
自
由
で
あ
る
の
に
、
逆
に

網
に
と
ら
わ
れ
、
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、
狭
い
見
方
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
の
は
と
て
も
難
し

い
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
禅
と
「
本
」
に
は
希
望
が
あ
り
ま
す
。
何
よ
り
そ
の
よ
う
な
枠
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
は
、
自
分
が
抜
け
出
そ

う
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
自
分
の
外
か
ら
導
い
て
く
れ
る
他
者
と
の
交
流
が
必
要
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
自
己
と
他
者

が
混
じ
り
合
う
こ
と
で
、
人
は
自
分
自
身
を
出
て
、
新
し
い
、
よ
り
大
き
な
自
分
を
獲
得
す
る
の
で
す
。
禅
師
は
そ
の
他
者

と
し
て
の
導
き
手
で
す
。
同
様
に
、
本
は
一
個
の
他
者
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
と
読
者
と
が
混
じ
り
合
う
こ
と
で
、
読
者

が
一
歩
で
も
自
分
の
外
へ
出
て
、
新
し
い
風
を
感
じ
ら
れ
た
な
ら
幸
い
で
す
。
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