
「
資
本
論
」
に
わ
け
る
科
学
と
哲
学

梯
明
秀
教
授
の
所
説
に
よ
せ
て

清
　
水

正
　
徳

ｏ

　
ｐ
存
一
本
流
』
は
、
巾
に
い
わ
ゆ
る
経
験
科
学
な
い
工
実
証
科
学
の
書
で
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
る
折
〕
学
忠
州
心
か
ら
演
緯
ふ
、
、

れ
実
証
主
義
と
安
場
に
結
び
つ
い
た
形
而
上
学
的
似
而
非
科
学
で
も
な
い
。

　
主
鶴
的
合
理
性
に
依
拠
す
る
「
理
念
型
」
の
科
学
論
が
、
　
『
資
本
論
』
を
白
ら
の
方
法
論
に
よ
っ
て
再
構
成
し
て
み
て
も
、
ま
た

淋
雌
実
証
主
義
の
科
学
者
た
ち
が
『
資
木
論
』
体
系
を
白
分
た
ち
の
賃
の
す
む
相
対
主
義
科
学
の
う
ち
に
鉾
こ
む
こ
と
に
成
功
し
た

と
し
て
も
、
い
ず
れ
も
『
資
本
論
』
の
科
学
性
を
活
か
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

　
一
方
、
ひ
と
っ
の
無
限
売
展
の
存
在
論
か
ら
、
白
然
史
的
運
動
を
モ
デ
ル
と
し
て
歴
史
的
世
界
の
発
展
を
甚
礎
づ
け
、
『
寮
本
論
」

の
吸
閉
を
も
客
体
的
物
質
世
界
の
運
動
を
認
識
す
る
か
の
よ
う
に
受
容
、
解
釈
す
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
こ
れ
は
勿
論
独
断
的

形
而
上
学
と
実
証
主
栽
と
の
機
械
的
緕
合
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
真
意
を
捉
え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

　
一
一
賞
木
論
』
の
学
間
性
に
っ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
代
に
化
き
な
が
ら
、
こ
の
書
か
ら
呵
ご
と
か
を
学
び
と
ろ
う
と
す
る
度
に
、

常
に
一
反
汽
し
、
ｎ
覚
し
て
い
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
悌
教
授
の
経
済
折
ｎ
学
的
思
索
は
一
貰
し
て
こ
の
関
心
を
離
れ
ず
、
　
『
寮
本
論
』
を
単
な
る
経
験
科
学
と
み
た
り
、
あ
る
い
は
こ
れ

　
　
　
　
『
賓
本
論
』
に
お
け
る
科
学
と
哲
学
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
（
五
六
七
）



　
　
　
　
立
命
蝋
縦
済
学
（
第
十
二
巻
・
第
五
・
六
令
併
け
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
（
五
六
八
）

を
客
体
的
唯
物
論
に
機
械
的
に
依
存
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
、
わ
た
し
は
、
教
授
の
「
「
資
本
論
』
を
論
珊
学
と
し

て
読
む
」
と
い
う
戦
前
か
ら
の
主
張
に
心
か
ら
賛
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
白
分
な
り
に
そ
の
方
向
で
努
力
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ま
た
、
こ
の
基
本
態
度
か
ら
匝
接
出
て
く
る
問
題
で
あ
る
が
、
従
来
と
か
く
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
『
資
本
論
』
の
体
系
性
の
問

題
に
っ
い
て
も
教
授
は
執
鋤
な
論
究
を
展
開
し
て
こ
ら
れ
た
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
志
向
に
は
わ
た
し
も
強
く
共
鳴
し
て
き

た
。
た
だ
、
こ
の
共
通
の
基
本
線
に
た
つ
研
究
途
上
に
あ
っ
て
、
教
授
か
ら
年
来
鋭
い
指
針
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
塊
在
の
わ
た
し
は

『
資
本
論
』
の
学
的
把
握
を
教
授
の
学
説
と
ひ
と
し
く
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
教
授
が
『
資
本
論
』
を
科
学
で
あ
る
と
同
時
に
哲

学
で
あ
る
と
し
て
、
十
数
年
来
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
築
い
て
こ
ら
れ
た
経
済
折
〕
学
的
体
系
構
成
に
対
し
て
、
わ
た
く
し
は
あ
く
ま
で

『
資
本
論
』
を
科
学
と
し
て
把
握
し
な
が
ら
（
も
と
よ
り
マ
ル
ク
ス
の
息
味
に
お
け
る
き
乙
・
零
易
｝
葦
と
し
て
で
は
あ
る
が
）
、
　
こ
の
研
究

と
人
閉
主
体
と
の
構
造
閑
連
を
考
究
し
て
ゆ
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
授
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
『
、
資
木
論
』
に
お
け
る
科
学

と
哲
学
と
が
き
び
し
く
Ｋ
別
さ
れ
る
と
き
、
教
授
の
解
明
さ
れ
る
一
一
、
資
本
論
」
の
科
学
と
し
て
の
安
兵
が
杜
だ
し
く
マ
ル
ク
ス
の
典

、
忠
を
逸
脱
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
…
を
も
た
ず
に
は
お
ら
れ
た
い
、
安
幼
斤
挑
象
十
衣
や
存
休
に
表
を
脈
し
く
批
判
す
る
八

に
お
い
て
教
枢
の
微
吹
し
ム
」
態
吃
に
ま
っ
た
く
敬
服
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
一
、
資
木
論
し
把
批
の
秋
似
一
…
に
お
い
て
牧
打

と
の
沫
刻
次
距
献
を
〔
覚
せ
ざ
る
を
え
た
い
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
わ
た
し
は
、
教
拒
の
『
資
木
論
』
に
お
け
る
科
ツ
と
哲
学
の
閉
越
を
で
き
る
だ
け
教
枢
の
所
沽
に
っ
き
な
が
ら
検
討
し
て
、
こ
の

…
胆
に
閉
す
る
わ
た
し
の
児
桝
を
も
於
閉
し
て
み
よ
う
と
忠
う
。

、
＾
　
梯
批
授
の
片
い
Ｈ
、
淋
父
掲
炊
一
ル
を
次
の
符
け
イ
、
叶
．
心
す
る
。

　
Ａ
「
絆
沽
仰
学
以
外
」
一
九
六
．
一
、
Ｈ
木
〃
沽
刺
朴
、



ＢＣ皿Ｅ

『
へ
－
ゲ
ル
哲
学
と
賓
本
論
』
　
一
九
五
九
、
未
来
杜
。

『
旅
本
論
の
学
間
的
構
造
」
　
一
九
五
二
、
弘
文
堂
。

『
資
本
諭
へ
の
私
の
歩
入
』
一
九
六
〇
、
軌
代
忠
潮
杜
。

『
杜
会
科
学
に
お
げ
る
理
諭
と
検
証
』
　
一
九
六
〇
、
　
『
思
想
』
節
四
三
三
号
。

「
資
本
論
」
の
科
学
性
に
つ
い
て

　
マ
ル
ク
ス
が
『
経
済
学
批
判
』
や
『
資
本
論
』
で
オ
雰
彗
。
っ
ｏ
罫
津
と
云
っ
て
い
る
も
の
を
、
梯
教
授
は
根
本
的
に
は
へ
ー
ゲ
ル

の
オ
雰
９
。
・
ｏ
事
津
｛
胃
－
ｏ
．
ｑ
寿
に
お
け
る
Ｗ
と
同
じ
性
格
の
も
の
と
み
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
科
学
性
（
悟
性
）

を
そ
の
一
っ
の
契
機
と
し
て
も
っ
学
の
体
系
、
す
な
わ
ち
哲
学
そ
の
も
の
で
あ
る
。
教
授
は
『
経
済
学
批
判
序
説
』
の
中
の
こ
と
ぼ

考
宥
易
ｏ
豪
｛
昌
｝
を
河
上
博
十
以
来
「
科
学
的
」
と
訳
し
た
こ
と
を
き
び
し
く
批
判
さ
れ
「
学
的
」
と
す
べ
き
だ
と
十
工
張
（
Ｃ
、
六

八
）
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
　
総
じ
て
マ
ル
〃
ス
の
い
う
考
雰
Ｏ
易
〇
一
５
饒
は
あ
く
ま
で
「
学
」
と
沢
す
べ
き
だ
と
し
ば
し
ぼ
十
張
さ

れ
て
い
る
。
教
推
に
と
っ
て
は
、
そ
の
南
っ
て
米
る
と
二
ろ
咋
な
る
沢
許
の
…
魑
で
は
な
い
。
エ
、
し
て
へ
－
ゲ
ル
の
〇
一
論
珊
午
』
に

つ
い
て
も
、
人
」
と
え
ば
三
枝
仰
★
氏
の
「
俗
炊
的
契
機
」
、
一
．
外
灼
レ
竹
」
の
倣
洲
を
批
判
し
－
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
も
介
沽
法
か
一
火

」
！
せ
し
む
ろ
も
の
は
、
体
化
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
へ
ｉ
ゲ
ル
の
忠
介
的
処
機
を
…
－
…
継
水
す
る
も
の
と
、
　
わ
た
し
は
入
ろ
、
」

（
Ｃ
、
一
「
．
、
一
）
と
い
わ
れ
る
。
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
、
へ
－
ゲ
ル
の
介
此
法
は
止
－
反
－
八
Ｈ
の
１
介
」
に
力
八
が
あ
る
の
に
対
し
て
ｎ

分
た
ち
の
介
止
法
は
「
反
」
に
力
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
云
っ
て
い
る
が
、
わ
が
国
で
も
旧
唯
研
以
火
こ
の
「
反
」
の
介
虻
法
と

い
う
性
格
が
…
舳
的
に
独
く
以
わ
れ
、
こ
れ
が
榊
教
授
の
い
わ
れ
る
「
外
的
反
宥
」
の
強
調
と
な
っ
て
安
直
な
客
体
ｔ
義
科
学
（
？
）
と

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
止
統
派
マ
ル
ク
ス
主
炎
が
人
…
…
を
企
く
の
物
貫
的
必
外
概
の
上
に
み
て
、
客
体
的

　
　
　
　
一
汽
木
沽
」
に
お
け
ろ
科
学
し
」
打
午
（
沽
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
、
一
片
六
九
し



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
へ
第
十
二
巻
・
第
五
・
六
く
〕
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
（
五
し
○
）

に
し
か
実
践
の
嬉
礎
原
理
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
教
授
が
『
資
本
論
』
の
経
済
学
的
範
晴
の
展
開
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

に
、
や
が
て
賃
労
働
者
の
白
覚
過
程
を
こ
そ
み
る
べ
き
だ
と
痛
感
さ
れ
た
点
は
、
ま
さ
し
く
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
げ
る
主
体
性
の
提

起
で
あ
っ
た
。
教
授
が
あ
え
て
へ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』
の
「
思
弁
的
」
契
機
を
重
視
す
る
と
強
調
さ
れ
た
真
意
は
よ
く
了
解
で
き
る
。

　
（
た
と
え
ぼ
、
Ｄ
、
七
八
－
八
○
参
照
）

　
と
も
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
教
授
が
マ
ル
ク
ス
の
い
う
Ｗ
を
根
本
的
に
は
哲
学
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
科
学
を
哲
学
の
「
否
定
的

媒
介
」
と
み
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
理
解
と
考
察
を
進
め
よ
う
。

　
教
授
は
戦
後
、
杜
会
科
学
の
科
学
性
に
閑
し
て
「
杜
会
科
学
と
哲
学
」
二
九
五
〇
）
お
よ
び
「
杜
会
科
学
に
お
げ
る
現
諭
と
検
江

、
．
、
「
資
本
論
』
に
た
い
す
る
一
っ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
－
し
（
一
九
六
〇
）
と
い
う
二
っ
の
明
快
な
論
文
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
が
、
教
授
は

こ
れ
ら
に
お
い
て
、
　
杜
会
科
学
が
科
学
と
し
て
成
立
し
て
く
る
過
程
を
ぼ
白
然
科
学
的
合
理
性
を
規
範
と
し
た
白
然
法
的
科
学
襯

（
ホ
ツ
ブ
ス
な
ど
）
と
、
仮
説
と
検
証
と
い
う
方
向
に
科
学
を
展
開
さ
せ
た
実
証
主
義
的
科
学
観
（
ロ
ツ
ク
、
ス
ミ
ス
な
ど
）
と
し
、
こ

れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
『
資
本
論
』
に
い
た
る
ま
で
の
杜
会
科
学
の
二
っ
の
系
譜
と
し
て
解
明
し
た
の
ち
、
『
資
本
論
』
で
は
「
経
験
科

学
が
そ
の
学
閉
的
構
造
と
し
て
も
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
合
珊
性
と
実
証
性
と
の
丙
極
的
統
一
は
、
・
…
－
－
哲
学
と
科
学
と
の
矛
盾
的
統

一
に
転
化
し
て
い
る
と
児
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
い
い
か
え
れ
ぼ
「
哲
学
と
し
て
の
合
珊
性

が
科
学
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」
だ
、
と
い
わ
れ
る
。
（
Ｅ
、
四
五
）

　
こ
の
「
祈
学
と
し
て
の
合
理
性
」
と
「
科
学
に
よ
る
実
証
」
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
問
題
の
核
心
に
ふ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
批
判
序
説
』
の
「
経
済
学
の
方
法
」
に
っ
き
な
が
ら
、
下
向
・
上
向
過
租
を
め
ぐ
り
、
ま
た
雁
史
と
諭
理
の
相

閑
を
め
ぐ
っ
て
の
検
討
が
必
須
と
な
る
が
、
そ
の
前
に
い
ま
少
し
「
科
学
」
の
規
定
を
た
し
か
め
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
す
な
わ



ち
・
こ
二
に
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
と
し
て
の
合
理
性
」
を
明
ら
か
に
す
る
乎
が
か
り
と
し
て
へ
ー
ゲ
ル
の
科
学
観
を
省
み
る
必

要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
教
授
の
経
験
科
学
に
対
す
る
規
定
、
そ
し
て
そ
れ
の
哲
学
と
の
関
連
は
、
基
本
的
に
は
へ
ー
ゲ
ル
に
拠

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
経
験
的
な
個
々
の
学
閉
は
、
そ
の
対
象
を
前
提
し
、
各
人
が
こ
の
対
象
に
っ
い
て
同
一
の
表
象
を
も
ち
、
ま
た
、
そ
の
う
ち
に
は
ほ
と
ん
ど
同

一
の
規
定
を
発
見
し
う
る
こ
と
を
、
希
菓
的
に
独
定
し
、
し
か
も
、
こ
の
規
定
を
、
対
象
に
関
す
る
分
析
、
比
較
お
よ
び
他
の
推
理
に
よ
っ
て
、
諾

々
方
々
か
ら
拾
い
焦
め
て
提
出
す
る
。
同
様
に
、
絶
対
的
端
緒
と
た
り
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
“
わ
、
或
る
普
通
に
既
知
の
も
の
、
一
箏
団
。
斤
、
箏
、
叶
。
。
。
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

あ
る
こ
と
を
必
嘆
と
す
る
。
そ
し
て
、
も
し
、
こ
れ
が
具
体
的
存
在
ｏ
庄
穴
旨
写
ｇ
窃
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
多
様
の
規
定
を

蔵
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぼ
、
そ
の
ば
あ
い
、
こ
の
存
在
が
そ
の
う
ち
て
も
っ
と
こ
ろ
の
関
係
が
、
既
知
の
も
の
と
し
て
附
捉
き
れ
て
い
る
。
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
っ
て
、
こ
の
関
係
し
ｄ
蟹
庁
巨
轟
は
、
或
る
直
按
的
た
作
在
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
関
係
と
い
う
も
の
は
、
直
接
的
な
存

か
、
い
か
い
。
な
、
せ
か
と
い
う
に
、
関
係
は
、
Ｋ
別
き
れ
た
も
の
相
亙
の
あ
い
だ
の
閑
係
と
し
て
、
は
じ
め
て
関
係
た
り
う
る
も
の
で
、
し
た
が
っ

て
・
そ
の
う
ち
に
伽
か
か
少
介
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
巾
略
－
…
・
。
ゆ
え
に
、
或
る
共
体
的
存
在
、
す
な
わ
ち
、
綜
八
、
的
統
一
の
、
り
ち
に
含

ま
れ
る
閑
係
は
、
た
ん
一
」
、
そ
れ
が
准
見
さ
れ
た
箏
次
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
必
外
的
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
統
一
の
な
か
へ
復
俳
す
る

と
こ
一
■
っ
の
処
機
の
、
ｍ
有
の
連
鋤
を
っ
う
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ぜ
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
、
必
然
的
な
の
で
あ
る
。
叶
ヶ
こ
て
、
ヴ
て
の
連
軸
は
、
分
析
灼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

力
法
、
す
な
わ
ち
、
小
榊
そ
の
も
の
に
外
的
で
、
た
だ
た
ん
に
主
観
の
う
ち
に
存
す
る
よ
う
な
行
為
と
は
、
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
へ
－
ゲ
ル
『
大
倫
理
学
』
か
ら
の
引
用
文
は
、
梯
教
授
が
『
資
本
論
』
に
お
げ
る
科
学
と
哲
学
と
の
関
係
を
特
に
端
緒
の
閉

魑
と
結
び
っ
け
て
仰
閉
さ
れ
る
漁
火
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
教
授
は
「
経
験
的
科
学
は
、
ｎ
伏
一
科
学
に
せ
よ
杜
会
科

学
に
せ
よ
、
　
一
般
的
に
、
若
干
の
感
仕
的
淋
対
象
を
、
そ
の
渚
塊
像
に
お
い
て
比
校
し
、
分
析
し
、
そ
こ
に
お
け
る
共
迦
の
本
貫
的

閑
係
を
杣
像
し
て
、
こ
れ
を
法
川
と
し
て
定
、
止
し
、
さ
ら
に
、
満
法
川
の
統
一
原
理
に
ま
で
、
ど
こ
ま
で
も
、
か
か
る
分
析
的
な
思

帷
運
動
を
本
賃
の
領
域
に
お
い
て
下
向
せ
し
め
る
も
の
」
（
Ａ
、
三
八
六
）
だ
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
科
学
の
「
研
究
者
が
試
け

　
　
　
　
『
資
本
論
』
に
お
け
る
科
学
と
哲
学
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
（
五
七
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
二
巻
．
第
五
．
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
（
五
七
二
）

錯
誤
的
な
研
究
の
過
程
に
お
い
て
の
実
際
に
体
験
し
て
い
る
出
発
点
な
る
も
の
は
、
正
し
い
結
論
が
果
し
て
導
き
だ
さ
れ
う
る
か
ど

う
か
の
確
実
な
論
理
的
な
保
此
の
な
い
、
す
な
わ
ち
必
然
性
の
な
い
、
単
に
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
」
（
Ａ
、
七
）
し
か
な
い
も
の
で

あ
る
、
そ
し
て
教
授
は
、
二
の
よ
う
な
へ
ー
ゲ
ル
の
キ
張
が
１
事
実
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
マ
ル
ク
ス
士
、
養
経
済
学
と
い
え
ど
も
特

殊
的
緑
瞼
科
学
の
一
舳
を
も
っ
か
ぎ
り
で
、
こ
の
彼
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
Ａ
、
三
八
七
）
と
い
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
旦
一
体
的
対
象
を
前
提
す
る
経
験
的
な
特
殊
諾
科
学
に
は
、
真
実
の
意
味
で
は
、
学
的
体
系
の
端
諾
は

あ
り
ト
え
な
い
」
と
す
れ
ば
、
　
『
資
本
論
』
を
「
た
ん
に
締
済
科
学
と
し
て
見
る
人
々
に
は
、
商
品
の
端
締
灼
意
味
を
方
法
論
的
に
諭

ず
る
二
と
が
、
焦
恵
味
た
も
の
に
忠
わ
れ
る
に
い
た
る
二
と
さ
え
小
ず
る
で
あ
ろ
う
」
（
同
上
）
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
端
緒
が
仮

脱
で
し
か
あ
り
え
ぬ
緑
険
科
学
の
映
界
を
救
う
も
の
は
一
一
一
資
本
論
「
一
、
か
も
っ
「
娠
済
哲
学
の
性
格
」
で
あ
り
、
教
批
は
こ
れ
を
、
そ

の
一
、
〃
ガ
的
体
系
性
」
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
（
Ａ
、
三
八
七
以
ド
）

　
こ
れ
ま
で
、
わ
た
し
の
視
（
か
ら
榊
巾
に
榊
牧
壮
の
所
説
を
跡
づ
け
た
だ
け
で
あ
る
、
か
、
閉
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
一
、

　
一
一
竹
一
木
人
州
一
は
一
て
の
「
〃
、
人
…
パ
…
［
、
に
お
い
で
、
、
　
一
作
ド
炊
＾
…
十
ば
糾
Ｈ
〃
プ
の
パ
…
ム
一
柵
火
芯
＾
…
…
心
化
の
・
〔
・
じ
映
…
川
と
い
う
折
り
７
…
ｙ
ば
一
…
｝
と
が
Ｋ

川
ｙ
、
、
れ
て
、
し
か
も
、
、
ｆ
．
れ
ノ
．
れ
の
．
Ｋ
別
さ
れ
た
ゾ
…
が
”
一
什
に
あ
る
」
（
Ｅ
、
、
、
、
一
、
、
）
こ
と
一
そ
し
て
、
教
朽
の
い
わ
ゆ
る
科
ケ
．
…

と
は
「
介
〃
什
」
と
「
火
沁
仕
」
を
条
件
と
す
る
維
炊
科
学
の
而
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
の
「
今
〃
．
什
」
は
あ
く
ま
で
仮
脱
仕
を
免
れ

ぬ
こ
と
で
あ
る
、
、
け
学
は
下
向
的
分
析
過
．
杵
で
あ
っ
て
上
向
的
総
介
辿
秋
で
は
た
く
、
　
「
外
的
、
反
汽
」
に
よ
る
学
で
あ
っ
て
「
内
的

．
ｋ
竹
」
と
は
無
縁
で
あ
る
。
　
一
朴
字
的
．
レ
竹
は
、
た
と
え
特
外
か
ら
舟
．
地
へ
と
エ
、
の
包
以
閑
係
を
無
映
に
お
し
す
す
め
る
と
し
て
も
、



対
象
と
い
う
こ
と
の
性
格
、
す
な
わ
ち
認
識
主
観
に
相
対
的
な
有
限
性
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
二
と
そ
の
こ
と
に
制
約
さ
れ
て
、
そ
の
究

極
の
具
体
的
普
遍
も
仮
定
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
」
（
Ｃ
、
六
）

　
教
授
の
こ
の
科
学
性
の
規
定
に
っ
い
て
、
そ
れ
白
体
と
し
て
の
是
非
を
論
ず
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
甚
本
的
な

現
定
か
ら
、
　
一
、
資
本
約
」
把
握
に
お
い
て
当
然
そ
の
揖
学
と
し
て
の
学
閉
性
が
キ
張
さ
れ
、
そ
の
論
珊
的
展
開
が
行
な
わ
れ
る
わ
け

だ
が
、
そ
の
企
体
構
必
か
ら
み
て
、
へ
－
－
ゲ
ル
に
拠
る
教
授
の
糾
学
、
哲
学
の
学
的
暁
定
が
、
　
一
一
流
木
約
…
に
っ
い
て
ど
れ
だ
け
マ

ル
ク
ス
の
真
意
を
具
体
化
す
る
か
、
も
し
く
は
偏
椅
せ
し
め
る
か
、
ま
た
偏
椅
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
教
授
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

絡
済
哲
学
的
帳
瑚
構
成
が
実
は
賃
労
働
者
と
し
て
の
十
体
が
『
資
木
論
」
の
岬
仁
的
体
系
の
根
底
を
捉
え
る
こ
と
に
も
と
づ
く
ｎ
覚
構

伽
小
蛤
愉
だ
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
〔
体
『
資
本
論
』
の
総
八
。
的
学
閉
体
系
だ
と
さ
れ
た
場
ム
。
、
教
授
の
い

わ
ゆ
る
ギ
体
化
の
立
場
の
債
板
的
展
閉
の
反
而
、
科
学
と
し
て
の
一
、
資
本
沸
．
一
が
な
ん
ら
か
の
客
観
性
を
奪
い
去
ら
れ
る
、
な
い
し

は
存
観
的
認
識
の
而
が
蔽
わ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
た
こ
と
が
担
っ
て
は
こ
た
い
か
し
こ
の
こ
と
を
倹
討
す
る
二
と
二
そ
一
、
資
太
－
淋
・
、
一

の
学
…
論
と
し
て
は
泄
も
意
味
の
あ
る
こ
と
と
忠
わ
れ
る
し

　
　
一
－
一
■
薄
二
！
、
宥
秦
葦
；
・
二
邑
ぎ
・
。
．
多
、
．
§
９
・
書
９
睾
卜
・
。
・
べ
り
ム
○
氷
、
壮
波
版
六
八
一
以
。

二
　
ｎ
覚
的
体
系
と
し
て
の

「
貰
本
論
」
把
握
に
つ
い
て

　
一
」
作
涼
ツ
批
判
げ
説
∴
に
お
け
る
「
掃
済
ツ
の
〃
汰
」
は
、
教
授
が
し
ば
し
ぼ
沽
究
さ
れ
る
と
二
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
下
向

過
柑
と
Ｌ
向
辿
“
の
杣
閑
は
『
資
本
総
」
に
お
け
る
科
学
と
折
ｎ
学
の
閑
係
を
閉
ら
か
に
し
、
ま
た
一
一
、
資
木
沽
ｈ
、
一
の
体
系
的
什
格
を
閉

ら
か
に
す
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
更
に
、
歴
吏
的
夫
在
と
約
州
的
膜
閑
の
閑
係
と
い
う
視
灼
か
ら
も
論
究

　
　
　
　
「
穴
木
祢
』
に
お
け
る
科
学
と
哲
学
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
．
．
一
　
（
斤
七
一
．
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
二
巻
・
箪
五
・
六
合
併
号
）

九
四
　
（
五
七
四
）

さ
れ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
に
お
げ
る
「
弁
江
法
的
な
概
念
的
思
惟
の
上
向
運
動
の
各
段
階
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
範
騰
の
序
列
は
、
現
実
の
歴
史

的
発
展
に
お
げ
る
実
在
的
な
諾
形
態
の
時
問
的
序
列
に
照
応
す
る
と
い
う
、
諭
恥
昨
か
い
小
ど
豚
屯
昨
か
ポ
小
ど
小
↓
弥
い
小
い
心

、
　
　
、
　
　
、

の
思
想
が
、
彼
（
マ
ル
ク
ス
）
に
お
い
て
、
へ
－
ゲ
ル
か
ら
唯
物
論
化
さ
れ
て
継
承
さ
れ
」
（
Ａ
、
三
八
○
）
て
お
り
「
上
向
的
叙
述
の

端
緒
と
し
て
の
単
純
商
品
は
、
す
で
に
方
法
論
的
に
、
現
実
的
な
資
本
制
商
品
か
ら
の
下
外
昨
か
朴
羊
附
か
杵
を
前
提
し
て
の
み
、

定
立
さ
れ
、
”
ん
た
も
の
と
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
へ
ー
ゲ
ル
的
な
思
惟
の
体
系
的
な
向
己
連
動
と
し
て
の
綜
合
的
演
繰

の
方
法
の
端
締
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
実
証
科
学
的
な
分
析
的
帰
納
の
途
を
媒
介
に
し
た
も
の
、
　
　
そ
の
か
ぎ
り
て
、
む

し
ろ
、
こ
の
分
析
的
下
向
連
鋤
の
は
じ
ま
る
挑
実
的
出
禿
点
と
し
て
の
資
本
糊
陥
口
川
が
、
も
っ
て
い
る
論
理
的
な
全
体
的
構
逃
の
一

契
機
た
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
　
　
と
見
る
こ
と
か
て
き
る
。
」
（
Ａ
、
一
、
人
）
こ
こ
に
す
て
に
、
教
授
の
不
動
の
科
学
規
定
と
、
端

締
焔
、
…
の
論
理
的
契
機
と
し
て
の
性
格
が
示
さ
れ
、
歴
史
的
な
商
品
、
貨
幣
、
資
本
の
准
腿
は
、
実
在
で
あ
り
な
が
ら
概
念
的
契
機

を
も
ち
、
諭
理
的
展
閉
は
観
念
的
展
閉
で
あ
り
た
が
ら
実
在
的
契
機
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
教
授
の
見
解
の
一
瑞
が
．
小
さ
れ
て
い

る
。
教
授
は
ま
た
、
「
歴
史
的
塊
火
と
『
経
済
学
の
方
法
」
」
と
い
う
論
文
で
も
、
そ
の
第
三
節
を
「
下
向
的
な
科
学
的
分
析
と
上
向

的
な
折
〔
学
的
な
汝
緯
」
と
名
づ
け
て
、
へ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
』
を
も
し
き
り
に
批
判
的
に
引
州
対
照
さ
れ
な
が
ら
「
怜
伽
昨
炎
む
ど

、
　
　
　
、
　
　
　
、

忠
帷
的
概
念
と
の
統
一
」
が
「
定
有
的
塊
火
性
と
理
性
的
概
念
と
の
必
然
的
一
致
と
い
う
へ
－
ゲ
ル
の
く
外
か
Ｖ
の
、
マ
ル
ク
ス
に

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

よ
っ
て
唯
物
論
化
さ
れ
た
思
想
」
（
Ｂ
、
二
一
六
）
で
あ
る
こ
と
を
説
か
れ
、
ま
た
、
下
向
過
秋
と
上
向
過
〃
の
杣
閑
解
閉
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

「
マ
ル
ク
ス
涯
済
学
に
固
有
な
学
的
体
系
性
が
、
哲
学
と
科
学
と
の
弁
証
法
的
統
一
で
あ
る
こ
と
に
山
来
す
る
」
（
Ｂ
、
二
一
七
）
こ

と
を
説
か
れ
る
。
教
授
は
、
　
マ
ル
ク
ス
に
忠
火
に
っ
き
な
が
ら
論
理
的
再
把
握
を
展
閉
さ
れ
る
が
、
教
授
独
ｎ
の
方
向
と
し
て
は



「
〈
理
論
的
方
法
Ｖ
は
、
対
象
的
実
在
と
し
て
の
近
代
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
杜
会
自
体
が
マ
ル
ク
ス
の
学
問
的
生
命
を
媒
介
に
し
て
、
自
己

矛
盾
的
に
、
人
問
意
識
に
現
象
す
る
と
こ
ろ
の
歴
史
的
現
実
の
ロ
ゴ
ス
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
」
（
Ｂ
、
二
一
二
〇
）
こ
と
の
基
礎
づ
げ
が

な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
「
経
済
学
の
方
法
」
を
介
し
て
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
実
在
と
論
理
的
展
開
の
相
関
把
握
を
介
し
て
、
は
じ
め

て
ま
ず
教
授
と
非
常
に
異
な
っ
た
考
え
を
示
さ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
マ
ル
ク
ス
の
い
う
と
お
り
上
向
の
過
程
は
「
抽
象
的
な
諾
規
定
が
思
考
の
道
を
へ
て
具
体
的
な
も
の
の
再
生
産
へ
み
ち
び
か
れ

る
」
（
『
批
判
』
岩
波
文
庫
、
三
；
一
）
わ
げ
だ
が
、
論
理
的
展
開
と
し
て
の
　
「
あ
た
ま
の
な
か
に
思
考
さ
れ
た
全
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ

る
全
体
」
（
同
上
、
三
一
四
）
は
、
　
「
現
実
の
主
体
」
を
、
す
な
わ
ち
「
い
ま
ま
で
ど
お
り
あ
た
ま
の
外
側
に
白
主
性
を
た
も
ち
っ
っ

実
在
す
る
」
主
体
を
、
す
な
わ
ち
「
杜
会
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
歴
史
的
実
在
は
、
す
な
わ
ち
市
民
杜
会
が
前
提
で
あ
っ
て
、
論

理
的
「
諾
ヵ
テ
、
コ
リ
ー
の
運
動
が
実
際
の
生
産
行
為
」
（
同
上
、
三
一
三
）
で
は
な
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
論
理
が
そ
れ
じ
た
い
体
系
を

も
っ
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
換
言
す
れ
ぼ
、
論
理
が
単
に
歴
史
的
実
在
の
各
事
象
の
反
映
な
い
し
模
写
で
は
な
く
、
論
理
的
全
体
が

歴
史
的
実
在
の
全
体
的
本
質
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
以
上
、
感
性
的
世
界
を
前
提
と
し
て
そ
の
ロ
ゴ
ス
と
し
て

確
立
さ
れ
た
う
え
は
、
論
理
体
系
そ
の
も
の
と
し
て
は
経
済
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
体
系
と
い
っ
て
も
感
性
的
世
界
か
ら
独
立
に
存
在

す
る
も
の
で
あ
り
、
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
の
展
開
過
程
に
応
じ
て
検
証
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
教
授
は
、
　
『
資
本
論
』
の

諾
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
の
学
的
性
格
を
考
察
し
て
、
阜
、
れ
が
経
験
科
学
に
お
げ
る
仮
説
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ぼ
「
具
体
的

普
遍
と
し
て
へ
－
ゲ
ル
的
理
念
の
本
来
の
構
遣
的
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
　
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
『
資
本
論
』

が
他
面
に
お
い
て
経
験
科
学
で
な
け
れ
ぼ
た
ら
な
い
か
ぎ
り
で
、
た
お
、
そ
こ
に
検
証
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
諾
範
”
畷

　
　
　
　
『
資
本
論
』
に
お
け
る
科
学
と
哲
学
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
（
五
七
五
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
椛
十
二
准
・
第
ん
・
六
へ
Ｈ
併
け
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
（
斤
Ｌ
六
Ｊ

が
思
惟
と
感
性
と
の
矛
盾
的
統
一
と
い
う
こ
と
に
、
　
こ
の
珊
由
を
求
め
ね
ぼ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
Ｅ
、
四
六
）
と
い
わ
れ
、
上

向
過
程
の
も
つ
「
実
在
的
諾
現
象
か
ら
の
下
向
と
し
て
の
帰
納
的
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
悟
性
的
な
概
念
規
定
を
、
前
段
階
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

演
絆
さ
れ
て
き
た
理
性
的
慨
念
の
否
定
性
の
う
ち
に
忠
弁
的
に
総
合
す
る
と
い
う
介
江
法
的
な
統
一
の
一
歩
一
歩
の
進
展
で
あ
る
こ

と
を
見
る
，
、
」
一
向
ト
）
と
し
て
検
証
の
意
義
を
肯
定
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
　
教
授
の
こ
の
考
え
方
は
、
　
一
一
汽
木
論
」
を
へ
－
ゲ
ル
折
ユ
デ
丁

の
批
判
的
継
承
と
し
て
把
擢
さ
れ
よ
う
と
す
る
場
今
、
　
一
、
論
坦
学
』
と
あ
わ
せ
て
一
、
精
神
岨
象
字
』
を
非
常
に
垣
要
視
き
れ
、
　
『
資

永
論
』
は
感
性
的
此
界
の
論
理
体
系
十
、
あ
る
が
枚
に
こ
れ
を
へ
－
ゲ
ル
折
〔
宇
で
い
え
ぼ
一
一
精
紳
双
象
学
１
｝
と
一
一
約
堆
学
－
．
一
と
を
あ
わ

せ
た
学
的
性
格
を
も
つ
、
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
結
び
つ
く
、
ま
た
、
こ
の
漁
〃
展
閉
と
険
庇
と
の
統
一
と
い
う
考
え
ガ
が
、

．
一
７
的
体
系
の
企
体
性
に
関
す
る
某
木
的
な
考
え
方
と
結
び
っ
い
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
険
此
に
あ
た
っ
て
「
よ
り
抽
象
的
な
前
段
階

の
範
鵬
を
」
　
「
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
範
時
に
し
て
始
め
て
検
証
的
に
堪
え
う
べ
き
夫
在
的
努
帳
に
村
し
て
」
　
「
機
械
的
に
適
川
し
て

枚
庇
し
て
み
る
」
（
向
Ｌ
）
と
い
う
よ
う
な
娯
り
を
お
か
し
て
は
な
ら
な
い
、
　
「
検
五
不
可
能
な
ら
ぼ
険
江
可
能
性
を
も
っ
ま
で
に
、

範
崎
的
概
念
を
口
、
一
体
化
す
れ
ぼ
よ
い
の
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
、
『
資
本
論
∴
を
雌
茱
資
木
段
階
に
お
け
る
体
系
で
あ
る
、
と
す
る
教

推
の
甘
桝
が
批
わ
れ
る
、
　
「
“
じ
こ
と
が
、
帝
同
乍
養
股
階
の
特
殊
な
箏
態
に
村
し
一
．
資
本
論
」
の
川
論
が
直
按
的
に
検
瓜
さ
れ
え

な
い
と
す
る
な
ら
ぼ
、
検
江
が
可
能
に
な
る
ま
で
こ
の
理
論
を
ｎ
己
媒
介
的
に
〔
パ
体
化
す
る
た
め
に
、
　
一
、
資
木
論
」
の
叙
述
を
雌
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

て
、
そ
の
上
向
的
な
概
念
的
忠
惟
と
し
て
の
総
八
〔
的
汝
絆
を
、
倣
吹
的
に
継
続
す
れ
ぼ
よ
い
。
」
一
い
ト
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
、

　
『
資
木
淋
」
の
休
系
の
原
〃
的
性
絡
は
、
脈
史
的
段
階
が
帝
旧
上
養
に
逃
艇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
止
掲
さ
１
れ
、
　
「
資
木
倫
」
の
叙

述
を
二
え
て
、
上
向
過
柑
を
微
吹
的
に
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
逃
展
し
た
段
附
に
お
け
る
休
系
が
え
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
も

の
で
あ
ヲ
■
っ
う
か
。
わ
た
し
は
、
資
本
士
上
養
の
原
珊
体
系
は
、
幡
史
的
火
在
と
し
て
の
近
へ
市
｛
仕
会
の
本
貰
的
峻
閉
で
あ
る
以
上
、



●

そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
徹
底
し
た
い
い
方
を
す
れ
ぼ
、
い
か
な
る
例
証
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
必
要
も
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
あ
り
、
現
実
が
資
本
主
義
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
歴
史
的
段
階
が
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
理
ブ
て
の
も
の
も
展
開
さ
れ
る
も
の
と

考
え
る
こ
と
は
で
き
た
い
。

　
こ
こ
で
、
わ
た
し
は
、
教
授
が
『
資
本
論
』
を
哲
学
と
し
て
性
格
づ
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
対
極
的
な
主
張
を
し
て
い
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
授
は
『
資
本
論
」
の
哲
学
的
性
格
を
主
張
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
論
理
学
と
し
て
の
性
格
（
こ
れ
が
体
系

俗
と
結
ひ
っ
く
）
と
、
主
体
的
自
覚
過
程
　
　
過
程
即
場
所
の
説
　
　
と
し
て
の
性
格
で
あ
る
が
、
（
こ
れ
ら
は
教
授
の
場
合
、
勿
論
単
純

に
な
ら
べ
て
考
え
う
る
も
の
で
は
な
く
、
後
老
を
根
本
と
し
て
有
機
的
に
関
係
し
て
い
る
が
）
、
わ
た
し
は
『
資
本
論
』
の
論
理
的
体
系
と
し
て

の
性
格
こ
そ
、
へ
－
ゲ
ル
が
経
験
科
学
を
規
定
し
た
よ
う
な
性
格
と
は
全
く
異
な
っ
た
、
し
か
も
へ
－
ゲ
ル
哲
学
が
哲
学
で
あ
っ
た

の
に
対
し
て
、
決
し
て
哲
学
だ
と
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
オ
雰
９
。
◎
Ｏ
事
津
の
真
樋
を
示
す
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
、
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
体
系
は
、
究
極
は
勿
論
歴
史
的
実
在
の
二
兀
論
に
帰
す
る
と
は
い
え
、
へ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
一

元
論
と
比
べ
て
、
そ
の
歴
史
的
意
識
の
徹
底
の
故
に
、
そ
し
て
若
い
頃
の
疎
外
論
的
主
体
性
白
覚
の
立
場
に
拠
っ
て
、
歴
史
と
論
理

の
相
対
的
二
元
性
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
　
『
資
本
論
』
に
お
け
る
経
済
学
的
ヵ
テ
ゴ
リ
ー
の
全
体
的
本
質
は
若
い
頃
の
い
い

方
を
す
る
と
、
　
『
人
問
的
白
己
疎
外
の
本
質
』
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
杜
会
の
総
体
的
疎
外
は
歴
史
的
実
在
に

根
ざ
し
て
い
る
が
、
疎
外
の
本
質
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
て
や
ま
な
い
。

　
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
げ
る
「
疎
外
」
は
、
白
覚
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
　
「
対
象
化
」
と
根
本
的
に
同
じ
も
の
で
あ

る
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
の
批
判
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
が
捉
え
る
「
疎
外
」
は
白
覚
に
よ
っ
て
回
復
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。
自
覚
に
よ
っ
て
「
疎
外
の
本
質
」
を
排
棄
す
る
行
動
を
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
疎
外
の
本
質
」
が
、

　
　
　
　
『
資
本
論
』
に
お
け
る
科
学
と
哲
学
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
（
五
七
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
二
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
（
五
七
八
）

「
資
本
」
と
し
て
、
歴
史
的
に
は
主
体
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
つ
つ
自
己
貫
徹
し
、
す
べ
て
の
事
が
ら
を
転
倒
さ
せ
、
　
「
物
神
性
」

の
う
ち
に
っ
っ
み
こ
も
う
と
す
る
玩
実
的
疎
外
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
わ
た
し
は
、
こ
こ
に
教
授
に
問
い
、
教
え
を
乞
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
は
、
表
象
に
つ
ね
に
浮
べ
ら
れ
て
い
な
げ
れ
ぼ
な
ら
ぬ
の
は
「
杜
会
」
、
資
本
主
義
杜
会
で
あ
り
、
究
明
さ
る
べ
き
論
理
の

体
系
が
、
そ
こ
に
お
げ
る
「
経
済
法
則
」
　
「
経
済
的
諸
関
係
の
組
立
て
」
（
『
批
判
』
三
二
三
）
で
あ
る
以
上
、
学
と
し
て
の
究
明
は
マ

ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
杜
会
の
自
己
批
判
」
（
同
上
、
…
二
）
と
し
て
、
　
市
民
杜
会
の
本
質
の
白
己
批
判
的
体
系
と
し

て
貫
徹
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
体
系
は
、
単
な
る
経
験
科
学
で
は
な
く
ま
さ
し
く
弁
証
法

的
体
系
で
あ
る
が
、
へ
－
ゲ
ル
の
絶
対
精
神
を
主
体
と
す
る
も
の
で
な
く
、
歴
史
的
杜
会
の
「
疎
外
の
本
質
」
す
な
わ
ち
「
資
本
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

を
主
体
と
し
て
一
貫
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
れ
こ
そ
マ
ル
ク
ス
の
い
う
意
味
の
科
学
と
な
す
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
教
授
が
『
資
本
論
』
を
哲
学
と
さ
れ
る
場
合
も
、
勿
論
絶
対
精
神
を
主
体
と
さ
れ
る
わ
げ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
的
主
体
と

し
て
賃
労
働
者
を
主
体
に
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
ま
ず
世
界
観
的
立
場
が
学
の
体
系
的
展
開
に
積
極
的
に
打
ち
出
さ
れ
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
、
換
言
す
れ
ぼ
存
在
論
的
立
場
が
そ
の
ま
ま
歴
史
的
杜
会
の
法
則
認
識
の
原
理
と
し
て
措
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お

　
　
　
、
　
　
、

い
て
、
絶
対
の
体
系
で
あ
り
、
哲
学
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
　
『
資
本
論
』
の
学
的
本
貫
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
哲
学
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
教
授
が
『
費
本
論
』
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
於
閉
を
「
個
人
的
意
識
と
普
遍
的
論

理
と
の
統
一
に
お
い
て
成
立
す
る
特
殊
的
な
歴
史
的
個
性
の
〔
覚
的
限
定
の
論
理
過
杵
で
あ
る
。
」
（
Ｃ
、
六
三
）
と
い
わ
れ
る
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

わ
た
し
は
『
資
本
論
』
の
論
致
展
開
は
、
学
と
し
て
は
、
ま
ず
徹
底
的
に
普
遍
的
論
理
を
歴
史
的
な
主
体
と
し
て
体
系
的
に
把
握
す



べ
き
で
あ
り
・
こ
れ
の
個
人
的
意
識
と
の
統
一
一
実
践
折
・
学
原
理
一
は
、
こ
の
客
観
的
た
論
理
体
系
の
把
握
を
介
し
て
白
覚
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
考
え
る
・
過
程
は
「
特
殊
的
藤
史
的
個
性
の
昆
的
限
定
の
論
理
過
程
一
と
し
て
で
は
な
く
、
特
殊
的
に
歴
史
的
な
杜

会
・
す
な
わ
ち
資
本
主
義
杜
会
を
、
そ
の
客
観
的
本
貫
一
資
本
一
を
主
体
と
す
る
質
徹
し
た
論
理
体
系
乞
て
あ
く
喜
冷
徹
に
認

識
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

わ
た
し
は
・
さ
さ
一
ソ
ゲ
ル
ス
の
こ
と
ぼ
鳶
端
に
継
承
し
た
「
反
一
の
弁
証
法
－
客
体
的
弁
証
法
に
対
す
る
梯
教
授
の
批
判

の
意
義
に
っ
い
て
の
べ
た
・
い
ま
、
わ
た
し
は
、
こ
れ
ら
客
体
的
弁
証
法
の
論
者
と
は
根
本
的
に
里
一
な
つ
た
構
造
に
た
っ
も
の
で
は

あ
る
が
・
　
「
反
」
の
立
場
・
　
「
否
定
的
理
性
」
の
立
場
を
『
資
本
論
」
把
握
に
関
し
て
梯
教
授
に
・
対
す
る
テ
ー
ゼ
と
し
な
け
れ
ぼ
な

ら
な
い
・
客
体
的
弁
証
法
は
『
資
本
論
』
の
論
理
過
程
を
も
、
い
わ
ゆ
る
唯
物
弁
証
法
の
適
用
と
し
て
客
体
的
二
者
斗
争
の
過
杵
の

よ
う
に
み
て
ゆ
く
・
そ
こ
に
は
、
歴
史
的
実
在
、
そ
し
て
労
働
主
体
と
そ
の
杜
会
的
対
象
化
が
総
体
的
疎
外
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

る
よ
う
窃
本
義
杜
会
に
対
し
て
、
労
働
と
資
本
と
の
衣
牡
察
全
く
た
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
た
し
は
「
反
一
の
註

法
・
「
裏
蜘
性
一
の
体
系
を
表
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
雌
史
的
箒
の
市
堤
会
的
奔
、
す
な
わ
ち
「
資
本
一
、
「
昌
州

殖
す
る
他
一
を
諭
挑
有
と
し
て
柑
定
し
、
こ
れ
に
対
し
て
典
窪
る
歴
嵩
寿
の
衣
、
す
た
わ
ち
、
協
赤
は
、
む
し
ろ

論
挑
に
は
涼
主
体
と
し
て
「
資
本
の
体
系
一
の
「
篇
蛉
い
手
一
差
る
も
の
と
み
る
膿
し
た
論
理
体
系
を
彼
す
る
こ

と
こ
そ
・
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
科
学
の
真
舶
で
は
な
か
ろ
う
か
と
忠
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
へ
ー
ゲ
ル
的
帆
定
に
よ
る
外
的

祭
の
科
学
な
ど
は
、
科
学
妻
婁
童
と
い
い
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
簾
に
す
ぎ
な
い
も
の
走
つ
て
い
る
の
で
あ

る
。

わ
た
し
は
・
す
こ
し
ｎ
己
表
に
は
し
り
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
一
票
論
一
は
、
木
の
わ
た
し
の
よ
の
と
お
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
（
五
七
九
）

　
　
　
　
『
筑
本
論
』
に
お
け
る
科
学
と
哲
学
（
清
水
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
箪
十
二
巻
．
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
（
五
八
○
）

に
具
現
化
さ
れ
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
。
わ
た
し
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
を
活
き
た
も
の
と
し
て
再
構

成
す
る
と
き
、
純
粋
た
原
理
論
と
し
て
督
一
徹
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
の
中
に
も
こ
の
基
洲
は

強
く
働
い
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
も
『
資
本
論
』
そ
の
も
の
は
歴
史
的
実
在
の
具
象
性
と
結
合
し
て
、
む
し
ろ
学
的
に
難
解
な
渚
閉

題
を
の
こ
し
た
、
と
思
っ
て
い
る
。
梯
教
授
は
、
む
し
ろ
右
の
よ
う
な
わ
た
し
の
主
張
と
は
対
極
的
な
学
的
立
場
か
ら
『
資
、
木
論
』

の
再
把
握
、
再
構
成
を
考
え
て
こ
ら
れ
た
わ
げ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
労
働
者
の
主
体
性
を
積
極
的
に
措
定
し
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

及
閉
を
も
経
済
学
的
な
そ
れ
よ
り
も
、
更
に
ふ
か
く
労
働
主
体
の
〔
覚
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
わ
げ
で
あ
る
。
わ
た
し
の
考
え
る

と
こ
ろ
で
は
、
と
も
に
、
客
体
的
弁
征
法
の
適
用
に
よ
る
『
資
本
論
』
把
握
に
対
し
て
根
本
的
な
批
判
の
立
場
に
た
ち
、
「
資
木
論
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
マ
ル
ク
ス
の
真
意
に
お
い
て
根
木
的
に
再
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
学
閉
と
し
て
の
把
握
で
大
き
く
立
場
も
分
枢
化

し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
だ
か
ら
、
閉
え
ば
、
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
端
緒
商
品
の
体
系
的
意
味
を
資
本
主
叢
商
品
の
論
理
構
止
か
ら
規
定
さ
れ
て
ゆ
く
正

確
な
考
察
や
（
Ｂ
、
第
三
車
そ
の
他
）
、
　
仙
値
形
態
論
を
主
と
し
て
『
資
本
論
』
初
版
本
に
よ
り
っ
っ
へ
ー
ゲ
ル
諭
〃
学
の
　
「
木
貫

論
」
を
照
応
さ
せ
て
解
明
さ
れ
る
見
水
さ
（
『
岨
火
的
な
学
と
し
て
の
資
木
論
』
第
二
、
三
節
な
ど
）
、
吏
に
は
『
経
・
折
〔
子
稿
』
に
お
げ

る
マ
ル
ク
ス
の
糀
舶
を
捉
え
て
「
席
品
人
…
」
、
「
労
働
人
閉
」
を
『
賓
本
論
』
の
う
ち
に
論
〃
的
に
読
み
二
も
う
と
さ
れ
る
場
八
〕
ガ

莇
■
さ
（
Ａ
、
狐
二
楡
）
、
等
々
の
沽
考
に
っ
い
て
は
教
授
か
ら
貨
重
な
も
の
を
教
え
ら
れ
、
　
ま
た
き
び
し
い
桁
針
を
与
え
ら
れ
っ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

も
、
企
体
と
し
て
の
『
資
本
諭
』
の
学
的
把
握
と
し
て
は
企
く
ど
う
と
も
な
ら
ぬ
距
離
を
ｎ
覚
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ

る
。
ま
た
、
別
の
い
い
方
を
す
れ
ぼ
、
榔
分
的
に
は
全
く
共
鳴
し
た
り
、
桁
針
を
え
た
り
す
る
と
い
う
二
と
は
わ
た
し
が
牧
々
と
上

体
灼
立
場
を
ひ
と
し
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
教
授
の
「
伐
労
働
者
の
ｎ
覚
体
系
」
と
し
て
『
資
木
諭
」
を
捉
え



る
そ
の
立
場
そ
の
も
の
は
全
く
そ
の
ま
ま
わ
た
し
の
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
し
、
労
働
主
体
が
『
資
本
論
』
に
よ
っ
て
階
級

的
白
覚
を
基
礎
づ
げ
ら
れ
、
真
実
な
る
歴
史
的
実
践
の
媒
介
と
す
べ
き
だ
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
も
教
授
と
変
ら
な
い
と
思
っ
て

い
る
。

　
た
だ
一
　
『
資
本
論
』
を
、
下
向
過
程
の
み
な
ら
ず
む
し
ろ
上
向
過
程
と
し
て
こ
そ
科
学
と
し
て
一
貫
し
た
資
本
の
論
理
体
系
で
あ

る
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
で
は
労
働
主
体
は
体
系
の
底
に
ひ
そ
み
、
資
木
が
資
木
と
し
て
労
働
力
を
完
全
に
把
握
し
て
自
己
増
確
的
展

閑
を
行
な
い
、
そ
こ
に
い
か
に
資
木
が
完
全
に
労
働
生
産
力
を
把
握
し
と
お
そ
う
と
し
て
も
、
不
可
避
的
に
露
呈
せ
ざ
る
を
え
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

必
然
的
矛
盾
（
恐
慌
）
、
こ
れ
を
内
在
的
矛
盾
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
、
こ
の
科
学
が
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
オ
ー
。
。
・
。
、
目
・
。
。
｝
、
津
の
積
板

的
木
貫
だ
と
考
え
る
点
で
、
わ
た
し
は
玖
授
の
「
科
学
と
折
学
の
弁
証
法
的
統
一
」
説
に
同
意
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
労
働
主
体
が
、

体
系
の
論
理
的
映
閉
に
主
体
と
し
て
柑
定
さ
れ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
、
資
木
の
論
理
的
主
体
性
に
対
し
て
、
更
に
そ
の
根
帳
に
絶

対
的
主
体
を
た
て
る
こ
と
で
あ
り
、
　
こ
の
こ
と
は
究
恢
的
主
体
の
立
場
の
宣
明
と
し
て
は
正
し
い
と
し
て
も
、
　
丁
度
マ
ル
ク
ス
が

『
資
木
論
』
に
お
い
て
陥
ら
ざ
る
を
え
た
か
っ
た
訣
り
、
す
な
わ
ち
坐
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
費
本
主
義
段
階
に
よ
る
徴
向
を
法
則
的
認

談
に
泌
入
さ
せ
た
訣
り
と
比
す
べ
き
訣
り
の
可
能
仕
を
許
す
方
法
的
立
場
を
定
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
批
々
は
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
、
、
「
緑
炊
の
ｎ
己
、
芯
泌
的
た
反
劣
に
お
い
て
約
珊
的
木
性
が
ｎ
覚
さ
れ
塊
火
化
し
て

ゆ
く
と
い
う
点
か
ら
、
北
〕
後
に
あ
る
沽
州
的
木
什
は
つ
ね
に
か
か
る
汁
炊
の
一
歩
一
ル
に
お
い
て
改
変
さ
れ
、
経
炊
と
と
も
に
ｎ
覚

的
に
ｎ
己
松
化
を
と
げ
つ
つ
ｎ
推
〔
火
す
る
も
の
た
と
い
う
こ
と
を
な
味
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
ｎ
己
巡
動
す
る
諭
珊
の
現
尖
性

で
あ
る
・
」
（
Ｃ
、
六
一
）
「
資
木
論
』
の
午
的
論
〃
は
、
こ
の
よ
う
に
「
ｎ
覚
的
に
ｎ
己
似
化
を
と
げ
っ
っ
ｎ
売
ｎ
腔
す
る
」
主
体
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ば
、
企
く
ソ
の
～
に
ひ
そ
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ｎ
覚
的
論
理
体
系
は
『
貴
木
諭
』
の
火
践
哲
学
的
再
椛
成
と
よ
ぶ

　
　
　
　
『
資
本
論
』
に
お
け
る
科
学
と
哲
学
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
（
五
八
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
二
巻
・
策
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
（
五
八
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
火
践
哲
学
の
原
理
的
な
大
前
提
と
し
て
『
資
本
論
」
が
わ
た
し
の
い
う
意
味
の
学
的
体
系
と
し
て
捉
え

ら
れ
、
こ
れ
を
枢
軸
と
す
る
科
学
認
識
の
具
体
化
を
媒
介
と
し
て
、
は
じ
め
て
こ
の
実
践
哲
学
的
白
覚
体
系
が
正
し
く
実
現
す
る
も

の
で
は
あ
る
ま
い
か
一
、
こ
の
客
観
的
原
理
体
系
と
し
て
の
「
資
本
論
」
の
面
を
、
主
体
的
実
践
哲
学
の
否
定
的
媒
介
面
と
し
て
だ
げ

意
味
づ
け
、
　
『
籔
木
論
」
を
「
科
学
と
哲
学
と
の
弁
証
法
的
統
一
」
と
す
る
こ
と
は
、
　
『
資
木
論
』
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
の
真
意
を

理
代
の
わ
れ
わ
れ
に
活
か
す
こ
と
は
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
　
教
桓
は
し
ぼ
し
ぼ
流
逝
士
上
養
に
対
す
る
批
判
的
立
場
を
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
た
し
の
『
資
本
倫
』
に
対
す
る
考
え
方
も
典

型
的
な
流
皿
乍
表
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
最
も
客
概
的
に
、
論
双
的
に
、
資
本
を
拠
え
る
場
合
、
い
っ
た

い
資
本
そ
の
も
の
こ
そ
流
通
主
義
的
だ
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
ｎ
己
増
殖
す
る
仙
値
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
資
本
の
「
一
般
的

純
式
」
は
Ｇ
Ｉ
Ｗ
Ｉ
ぴ
で
あ
り
、
資
本
主
養
的
狩
本
す
な
わ
ち
産
業
資
本
は
、
こ
の
Ｇ
Ｉ
Ｗ
Ｉ
ぴ
が
生
産
過
程
を
把
握
し
て
Ｇ
ｌ
Ｗ

Ｉ
Ｐ
Ｉ
Ｗ
Ｉ
ぴ
と
し
て
実
塊
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
費
本
は
、
膿
業
資
本
と
し
て
も
使
用
価
値
を
生
産
す
べ
く
生
産
を
行
な
う

の
で
は
な
く
、
伽
仇
を
ｎ
己
埆
殖
す
べ
く
生
陸
す
る
の
で
あ
る
。
Ｇ
－
Ｗ
Ｉ
ぴ
な
る
資
本
の
普
遍
的
形
式
が
雁
史
的
内
容
を
白
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

形
式
の
う
ち
に
包
摂
し
つ
く
し
つ
つ
ｎ
己
逃
助
し
よ
う
と
す
る
展
閉
こ
そ
資
本
主
義
の
学
の
体
系
だ
と
い
う
こ
と
を
、
徹
底
し
た
論

理
学
者
で
あ
る
柳
教
扱
が
ど
う
し
て
認
め
よ
う
と
さ
れ
な
い
の
か
、
わ
た
し
に
は
全
く
不
忠
議
な
こ
と
に
忠
わ
れ
る
。

　
沽
〃
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
生
む
も
の
、
質
本
を
生
む
も
の
、
と
し
て
の
雌
史
的
実
在
の
側
に
学
閉
的
立
場
を
た
て
な
が
ら
、
貸
本
主

裁
の
論
〃
的
体
系
を
汀
尼
一
竹
一
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
二
兎
を
辿
お
う
と
し
て
一
兎
を
も
え
ぬ
結
茱
に
お
わ

る
に
ち
が
い
な
い
も
の
と
わ
た
し
は
忠
う
。
尤
も
、
こ
の
批
判
は
教
授
に
向
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
部
の
雌
史
主
滋
的
『
費

本
諭
』
学
者
に
対
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
。



梯
教
授
の
哲
学
は
・
そ
の
積
極
面
に
向
一
て
わ
れ
わ
れ
が
学
び
検
討
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
－
ゲ
ル
哲
学
と
の
壮
大
な
対
応
、

西
田
哲
学
と
の
主
体
論
的
結
び
つ
き
、
白
然
史
的
世
界
観
と
『
資
本
論
』
の
世
界
と
の
関
連
、
す
な
わ
ち
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
開
か

れ
た
体
系
一
の
問
題
・
等
々
の
視
角
か
ら
深
く
入
り
、
実
に
豊
か
を
の
を
っ
か
言
る
思
想
体
系
で
あ
る
。
わ
た
し
の
こ
の
小
論

は
・
そ
の
入
口
に
立
止
ま
っ
て
の
ほ
ん
の
予
備
的
な
省
察
と
い
う
べ
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

【
付
記
】

　
　
拙
稿
「
〈
労
働
の
疎
外
Ｖ
と
く
労
働
力
の
商
品
化
Ｖ
」
一
本
誌
第
十
一
巻
第
五
・
六
号
所
収
一
で
、
わ
た
し
は
梯
経
済
哲
学
の
内
容
に
ど
こ

か
深
く
食
い
こ
ん
だ
検
討
を
し
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
白
分
の
テ
↓
の
展
開
が
中
心
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
、
そ
の
こ
と
を
果
た
す
こ
と
が

　
で
き
な
か
っ
た
・
そ
れ
以
来
非
常
に
心
残
り
で
あ
っ
た
の
で
、
い
ま
や
教
授
の
哲
学
の
主
力
が
結
集
し
て
い
る
と
い
つ
て
よ
い
「
〈
向
自
有
Ｖ

　
範
購
」
論
に
対
す
る
考
察
を
志
ｔ
、
一
度
機
会
を
え
て
発
表
し
た
い
も
の
と
昨
年
の
初
夏
以
来
断
続
し
て
草
稿
を
重
ね
て
ぎ
た
。

　
　
幸
い
に
し
て
編
集
部
の
快
婁
え
て
寄
稿
の
は
こ
び
と
な
一
た
が
、
苦
闘
を
黒
た
末
「
〈
宵
有
Ｖ
護
」
論
考
は
ど
う
に
も
完
成
で
き

　
ず
・
そ
の
方
法
論
的
前
提
と
な
る
教
授
の
『
資
本
論
』
の
学
問
的
構
造
に
対
す
る
考
え
方
の
検
討
を
ま
と
め
て
み
る
に
と
ど
ま
つ
た
。

　
　
お
わ
り
に
・
梯
教
授
の
深
い
哲
学
的
思
索
に
対
し
て
尊
敬
の
気
持
を
新
た
に
す
る
と
共
に
、
併
せ
て
編
集
部
の
御
好
意
に
応
え
る
べ
き
予
定

　
の
論
文
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
わ
び
し
た
い
。

『
資
本
論
』
に
お
け
る
科
学
と
哲
学

（
清
水
）

一
〇
三
　
（
五
八
三
）


