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世
に
「
机
上
の
空
論
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
現
実
の
社
会
で
悪
戦
苦
闘
す
る
者
か
ら
見
れ
ば
、
学
者
が
机
の
上
で
考
え
出
し
た
理
屈
な

ど
空
虚
で
役
に
た
た
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
は
学
者
の
仕
事
も
豆
腐
屋
の
仕
事
も
同
じ
と
言
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
実
学

の
分
野
に
当
て
は
ま
る
話
か
と
思
う
。
非
実
学
的
な
哲
学
・
思
想
の
探
究
が
、
社
会
的
な
分
業
の
一
形
態
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に

は
見
え
な
い
。
哲
学
者
の
中
に
は
自
分
た
ち
の
仕
事
を
虚
業
と
割
り
切
る
人
が
い
て
、
い
よ
い
よ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
サ
ロ
ン
の
世
界
に
閉
じ
こ

も
る
姿
が
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
真
に
虚
業
な
る
も
の
は
世
の
中
に
存
在
し
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
存
在
で
き
な
い
。
た
と
え
観
念
の
遊
戯
で
あ
っ
て
も
、
現
実

を
違
っ
た
角
度
か
ら
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
に
で
き
る
し
、
純
粋
に
思
考
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
も
な
る
。
哲
学
や
思
想
を
語
る
営
み
に
は
、

あ
る
種
の
実
用
的
な
価
値
が
あ
る
。
哲
学
者
、
思
想
家
と
い
っ
た
職
業
が
世
に
あ
る
の
は
、
一
つ
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
は
ま
だ
本
質
的
な
論
点
で
は
な
い
。
思
想
の
根
本
的
な
役
割
は
、
発
想
の
転
換
な
ど
よ
り
も
心
の
触
発
に
あ
ろ
う
。「
文

は
人
な
り
」
と
言
う
。
人
の
心
が
形
と
な
っ
た
も
の
が
文
字
で
あ
り
、
文
で
あ
る
。
詩
や
小
説
と
同
じ
く
、
客
観
的
に
書
か
れ
た
論
文
も
、

作
者
の
心
の
現
れ
と
言
え
る
。
精
緻
な
学
説
は
理
性
の
産
物
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
の
理
性
を
使
っ
て
い
る
の
は
心
に
他
な
ら
な
い
。
科

学
理
論
で
さ
え
、
実
は
心
の
結
晶
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
書
物
を
通
じ
て
著
者
の
心
を
受
け
取
る
。
思
想
書
を
読
む
場
合
は
、
思
想
と
渾
然
一
体
と
な
っ
た
著
者
の
心
が
読
者
の
心
に

染
み
渡
っ
て
い
く
。
読
書
と
は
、
著
者
の
心
が
読
者
の
心
に
入
り
込
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
読
者
の
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
人

の
生
き
方
が
変
わ
り
、
行
動
が
変
わ
り
、
周
囲
に
影
響
を
与
え
、
引
い
て
は
社
会
全
体
が
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

技
術
者
は
物
を
動
か
し
、
政
治
家
は
国
家
を
動
か
す
。
思
想
家
は
心
を
動
か
す
。
思
想
を
語
る
者
は
、
心
と
い
う
最
も
根
源
的
な
所
か
ら

社
会
を
動
か
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
歴
史
が
証
明
し
て
い
よ
う
。
思
想
は
、
決
し
て
机
上
の
空
論
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　

さ
て
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
東
洋
の
思
想
を
見
直
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
現
代
社
会
に
果
た
し
得
る
役
割
は
非
常
に
大
き
い
と
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
。
西
洋
が
物
の
論
理
を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
に
対
し
、
東
洋
で
は
心
の
論
理
を
追
求
し
て
き
た
。
心
の
論
理
は
物
の
論
理
の
根
底

に
あ
っ
て
、一
切
を
包
容
す
る
。
そ
の
た
め
、ど
ん
な
人
の
心
に
も
直
接
響
い
て
く
る
。「
義
を
見
て
せ
ざ
る
は
勇
無
き
な
り
」
と
の
『
論
語
』

の
言
葉
は
、心
の
論
理
で
あ
る
。
道
理
を
踏
ま
え
た
勇
気
の
心
を
、わ
れ
わ
れ
に
吹
き
込
ん
で
く
れ
る
。
人
間
の
心
が
衰
弱
し
た
現
代
に
あ
っ

て
、
心
の
論
理
を
説
い
た
東
洋
の
思
想
は
、
社
会
を
変
え
る
最
も
強
力
な
武
器
と
な
る
だ
ろ
う
。　
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