
他
者
と
共
に
自
律
す
る
こ
と

永

守

伸

年

と
き
に
哲
学
は
運
動
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
知
識
の
集
積
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
く
︑
思
考
の
た
え
ざ
る
運
動
で
あ
る
と
い
う
︒
こ
の
運
動
は
直
線
的

に
走
る
と
は
限
ら
ず
︑
と
き
に
は
立
ち
ど
ま
り
︑
同
じ
と
こ
ろ
を
ま
わ
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
︒﹁
哲
学
す
る
こ
と
︵
philosophieren
︶
﹂
の
活
動
性

を
強
調
し
た
カ
ン
ト
も
ま
た
︑
原
理
と
原
理
の
あ
い
だ
を
派
手
に
﹁
移
行
﹂
し
た

り
﹁
架
橋
﹂
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
そ
の
思
想
の
全
体
を
見
渡
せ
ば
︑

あ
る
理
念
の
ま
わ
り
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
が

自
律
の
理
念
で
あ
る
︒
カ
ン
ト
の
著
作
の
ど
の
文
章
を
取
り
出
し
て
も
︑
書
か
れ

て
い
る
こ
と
が
ら
の
奥
に
は
自
律
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
自
律
の
理
念
を
中
心
と
す
る
運
動
が
︑
北
尾
宏
之
氏
の
哲
学
も
動

か
し
て
い
る
︵
わ
た
し
に
と
っ
て
は
﹁
北
尾
先
生
﹂
と
い
う
呼
称
に
な
じ
み
が
あ
る
が
︑

本
論
で
は
﹁
北
尾
氏
﹂
と
呼
び
た
い
︶
︒
す
で
に
卒
業
論
文
で
は
自
律
が
主
題
と
し

て
選
ば
れ
︑﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
焦
点
を
絞
っ
た
近
年
の
研
究
に

お
い
て
も
自
律
の
構
想
が
追
究
さ
れ
て
い
る
︒
カ
ン
ト
の
哲
学
と
同
じ
よ
う
に
︑

北
尾
氏
の
哲
学
も
自
律
を
め
ぐ
っ
て
深
め
ら
れ
て
き
た
︒
そ
の
運
動
の
軌
跡
は
カ

ン
ト
と
共
に
︑
あ
る
い
は
カ
ン
ト
に
抗
っ
て
﹁
哲
学
す
る
こ
と
﹂
を
志
す
す
べ
て

の
人
に
と
っ
て
道
標
と
な
る
だ
ろ
う
︒

本
論
の
目
的
は
︑
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
た
北
尾
氏
の
論
考
を
手
が
か
り
と
し
て

﹁
自
律
と
は
何
か
﹂
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
︒
過
去
の
哲
学
者
に
ひ
た
す
ら
忠
義

を
尽
く
そ
う
と
す
る
タ
イ
プ
の
思
想
史
研
究
者
と
は
異
な
り
︑
北
尾
氏
の
関
心
は

必
ず
し
も
カ
ン
ト
の
意
図
を
復
元
す
る
こ
と
に
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
︒﹁
自
律

と
は
何
か
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
こ
そ
︑
テ
キ
ス
ト
は
正
確
に
読
み
解
か
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
こ
の
要
求
が
北
尾
氏
の
虚
飾
を
排
し
た
文
体
の
骨
格
を
な
し
て

い
る
︶
︒
本
論
も
こ
の
方
針
に
な
ら
っ
て
︑︵
一
︶﹁
そ
も
そ
も
自
律
と
は
何
を
意

味
し
て
い
る
の
か
﹂︑︵
二
︶﹁
自
律
は
い
か
に
し
て
わ
た
し
た
ち
を
拘
束
す
る
の

か
﹂
と
い
う
二
つ
の
問
い
に
絞
っ
て
検
討
を
進
め
る
︒
最
終
的
に
は
﹁
他
者
と
共

に
自
律
す
る
こ
と
﹂
と
い
う
北
尾
氏
の
構
想
の
特
徴
を
︑
カ
ン
ト
の
構
想
と
の
緊

張
関
係
か
ら
際
立
た
せ
て
み
た
い
︒

一

自
律
と
は
何
か

ま
ず
は
一
つ
目
の
問
い
に
取
り
組
も
う
︒
自
律
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の

か
︒
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
は
︑
自
律
が
何
で
な﹅

い﹅

か
を
考
え

る
こ
と
で
あ
る
︒

混
同
さ
れ
が
ち
な
の
は
︑
自
己
決
定
︵
self-determ
ination
︶
あ
る
い
は
自
立

︵
independence︶
の
概
念
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
概
念
は
語
感
こ
そ
似
て
い
て
も
︑

自
律
︵
autonom
y
︶
の
概
念
と
は
ま
る
で
別
物
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
両

者
を
区
別
す
る
た
め
に
︑
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
自
律
の
概
念
を
︵
ａ
︶

ア
ウ
ト
ス
︵
autos︶
と
し
て
の
﹁
自
己
﹂
と
︵
ｂ
︶
ノ
モ
ス
︵
nom
os︶
と
し
て

の
﹁
普
遍
性
﹂
と
い
う
二
つ
の
構
成
要
素
か
ら
理
解
し
て
み
よ
う
︒
カ
ン
ト
の
テ

他
者
と
共
に
自
律
す
る
こ
と
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キ
ス
ト
に
お
い
て
力
点
は
︵
ｂ
︶
の
普
遍
性
に
置
か
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
自
律

的
で
あ
る
こ
と
は
﹁
自
己
﹂
が
他
者
の
干
渉
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑﹁
自
己
﹂
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
独
り
よ
が
り

な
も
の
で
は
な
く
︑
他
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
よ
う
な
普
遍
性
を
そ
な
え
て

い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
要
求
を
形
式
的
に
表
現
し
た
も
の
が
定
言

命
法
で
あ
る
︒

他
方
︑
自
己
決
定
や
自
立
の
概
念
の
力
点
は
︵
ａ
︶
の
﹁
自
己
﹂
に
置
か
れ
て

い
る
︒
た
と
え
ば
自
己
決
定
の
権
利
が
主
張
さ
れ
る
と
き
︑
尊
重
さ
れ
る
の
は
何

ご
と
か
を
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
﹁
自
己
﹂
で
あ
り
︑
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
ら

の
内
容
で
は
な
い
︒
自
立
の
概
念
も
同
様
で
あ
る
︒
そ
れ
は
国
家
か
ら
の
︑
家
族

か
ら
の
︑
他
者
か
ら
の
自
立
と
し
て
︑
い
ず
れ
も
﹁
自
己
﹂
が
そ
れ
と
区
別
さ
れ

る
外
的
な
も
の
か
ら
独
立
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
ま
る
で
他
者
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
行
為
の
指
針
で
あ
っ
た
と
し

て
も
︑
そ
れ
が
他
者
の
干
渉
を
免
れ
て
い
る
な
ら
ば
自
己
決
定
あ
る
い
は
自
立
の

実
現
と
み
な
さ
れ
う
る
︒
こ
う
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒
自
律
が
そ
の
法
則
性
の
制
約

に
よ
っ
て
道
徳
性
を
要
求
す
る
の
に
対
し
て
︑
自
己
決
定
や
自
立
は
道
徳
的
に
中

立
的
で
あ
る
︒

道
徳
性
の
要
求
は
他
者
と
の
共
生
を
準
備
す
る
︒
わ
た
し
の
﹁
自
己
決
定
﹂
が

あ
な
た
の
﹁
自
己
決
定
﹂
の
機
会
を
奪
う
こ
と
は
あ
り
う
る
が
︑
わ
た
し
が
﹁
自

律
﹂
す
る
こ
と
は
あ
な
た
の
﹁
自
律
﹂
と
両
立
す
る
︒
わ
た
し
た
ち
の
自
律
が
共

に
実
現
さ
れ
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
の
指
針
は
互
い
に
と
っ
て
受
け
入
れ

ら
れ
う
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
結
び
つ
い
た
関
係
を
カ
ン
ト

は
﹁
目
的
の
国
﹂
と
表
現
す
る
︒
こ
の
国
の
構
成
員
の
ふ
る
ま
い
に
は
ノ
モ
ス
と

し
て
の
法
則
性
が
浸
透
し
て
お
り
︑
異
な
る
身
体
を
そ
な
え
︑
異
な
る
空
間
を
占

め
る
他
者
同
士
が
互
い
を
尊
重
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
自
律
の
構
想
は
お
よ
そ
現
実
離
れ
し
た
想
定
に
基
づ
い

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
普
遍
性
の
要
求
を
か
か
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑
本
来
︑
さ
ま
ざ
ま
な
欲
求
を
抱
い
て
い
る
は
ず
の
﹁
自
己
﹂
の
複
数
性

を
剥
奪
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
目
的
の
国
﹂
の
構
成
員
と
は

つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
個
人
と
し
て
の
個
性
や
来
歴
を
漂
白
さ
れ
た
空
虚
な
主
体
に
過

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
ら
の
批
判
に
は
い
く
つ
か
の
応
答
が
あ
り
う
る

が
︑
北
尾
氏
は
ひ
と
ま
ず
︑
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
﹁
目
的
の
国
﹂
の
複
数
性
を

読
み
取
ろ
う
と
す
る
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
︒
そ
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
︑﹁
他

者
は
ひ
と
り
ひ
と
り
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
て
お
り
︑
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
に
異
な

る
す
べ
て
の
他
者
の
意
志
と
関
係
づ
け
る
こ
と
が
普
遍
的
立
法
で
あ
る
﹂(

)
︒
す
な

1

わ
ち
︑
普
遍
性
の
要
求
と
複
数
性
の
事
実
は
整
合
す
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
︒
こ

の
解
釈
は
︑﹁
目
的
の
国
﹂
の
構
成
員
が
互
い
の
意
志
を
﹁
関
係
づ
け
る
﹂
と
い

う
︑﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
表
現
に
支
え
ら
れ
て

い
る
︒し

た
が
っ
て
︑﹁
普
遍
的
立
法
を
お
こ
な
う
者
と
し
て
理
性
が
意
志
の
格
率

を
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
意
志
と
関
係
づ
け
る
﹂︵
IV
434︶
と
い
わ
れ
る
場
合
の

﹁
他
者
﹂
も
︑
自
分
と
均
質
な
理
性
的
存
在
者
一
般
と
し
て
の
他
者
で
は
な

く
︑
ひ
と
り
ひ
と
り
異
な
っ
た
個
性
を
も
つ
他
者
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
︒
も
と
も
と
自
分
と
他
者
と
が
均
質
な
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
も
そ

も
自
分
の
格
率
を
他
者
の
意
志
と
関
係
づ
け
る
必
要
な
ど
な
い
だ
ろ
う
︒
均

質
で
な
い
か
ら
こ
そ
︑
自
分
の
格
率
を
他
者
の
意
志
と
関
係
づ
け
る
必
要
が

生
じ
る
の
で
あ
る(

)
︒

2

わ
た
し
た
ち
は
自
律
的
で
あ
る
た
め
に
︑
自
分
の
意
志
を
他
者
の
意
志
と
﹁
関
係

づ
け
﹂
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
だ
し
北
尾
氏
に
よ
れ
ば
︑﹁
関
係
づ
け
る
﹂
こ

と
は
自
他
の
個
別
性
を
﹁
捨
象
す
る
﹂
も
の
で
は
あ
る
が
︑﹁
消
滅
﹂
さ
せ
る
も
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の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑﹁
目
的
の
国
﹂
に
は
多
様
な
目
的
を
定
め
︑
欲
求
を
抱

く
他
者
が
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
各
人
の
意
志
を
あ
え
て
﹁
関

係
づ
け
る
﹂
要
求
が
課
せ
ら
れ
る
︒﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
は
︑
こ

の
よ
う
な
個
性
の
彩
り
を
そ
な
え
た
他
者
が
﹁
目
的
の
国
﹂
の
構
成
員
と
し
て
具

体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
カ
ン
ト
の
記
述
を
注
意
深

く
読
み
解
く
な
ら
︑
自
律
の
構
想
に
他
者
の
想
定
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は
古
典
に
深
く
分
け
入
り
︑
そ
の
哲
学
的
な
潜
在
力

を
汲
み
と
っ
て
く
る
北
尾
氏
の
哲
学
の
特
長
が
見
出
さ
れ
る
︒

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
よ
う
︒
自
律
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
︒
こ

の
問
い
に
対
し
て
は
︑
自
律
の
普
遍
性
︑
そ
し
て
複
数
性
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と

が
で
き
る
︒
自
律
は
自
己
決
定
や
自
立
と
い
っ
た
考
え
方
と
は
違
い
︑
他
者
に
も

受
け
入
れ
ら
れ
う
る
だ
け
の
普
遍
性
を
そ
な
え
た
行
為
の
指
針
に
し
た
が
う
こ
と

を
要
求
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
要
求
は
わ
た
し
た
ち
の
個
別
性
を
奪
う
も
の
で
は

な
く
︑
あ
く
ま
で
複
数
性
を
前
提
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒

二

自
律
の
普
遍
性

も
ち
ろ
ん
︑
自
律
の
要
求
は
た
や
す
く
は
達
成
さ
れ
な
い
︒
欲
求
に
根
ざ
し
た

私
的
目
的
を
﹁
捨
象
す
る
﹂
こ
と
は
理
論
上
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
︑
現
実
的
に

は
難
し
い
︒
だ
か
ら
自
律
は
﹁
理
念
﹂
と
み
な
さ
れ
る
︒
わ
た
し
た
ち
が
行
為
者

と
し
て
目
指
す
べ
き
目
標
と
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
理
念
の

規
範
的
性
格
を
踏
ま
え
る
と
き
︑
そ
も
そ
も
︑
ど
う
し
て
そ
れ
を
目
指
す
べ﹅

き﹅

な

の
か
と
い
う
問
い
が
生
ま
れ
る
︒﹁
自
律
は
い
か
に
し
て
わ
た
し
た
ち
を
拘
束
す

る
の
か
﹂
と
い
う
︑
自
律
を
め
ぐ
る
本
書
の
第
二
の
問
い
で
あ
る
︒
前
節
で
述
べ

た
よ
う
に
︑
自
律
は
他
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
よ
う
な
行
為
の
指
針
に
し
た

が
っ
て
行
為
す
る
こ
と
を
指
令
す
る
︒
そ
れ
は
普
遍
性
の
要
求
で
あ
り
︑
道
徳
性

の
制
約
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
第
二
の
問
い
は
﹁
ど
う
し
て
道
徳
的
に
行
為
す

る
べ﹅

き﹅

な
の
か
﹂
と
い
う
倫
理
学
の
根
本
問
題
と
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
根
本
問
題
に
は
カ
ン
ト
の
︑
あ
る
い
は
カ
ン
ト
主
義
の
立
場
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
応
答
が
あ
り
う
る
し
︑
実
際
に
応
答
さ
れ
て
き
た
︒
北
尾
氏
も
そ
の
い
く
つ

か
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︵
ⅰ
︶
ア
ー
ペ
ル
を
代
表
と
す
る
︑

超
越
論
的
語
用
論
と
呼
ば
れ
る
立
場
︑︵
ⅱ
︶﹁
w
hy
be
m
oral?﹂
問
題
を
め
ぐ

る
国
内
の
倫
理
学
者
の
論
争
︑︵
ⅲ
︶
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
︑

構
成
主
義
的
見
解
で
あ
る(

)
︒
本
論
に
は
そ
れ
ぞ
れ
を
詳
細
に
点
検
す
る
だ
け
の
余

3

裕
は
な
い
が
︑
こ
れ
ら
の
立
場
に
共
有
さ
れ
る
特
徴
が
あ
る
︒﹁
超
越
論
的
方
法
﹂

と
形
容
す
る
こ
と
の
で
き
る
哲
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
︒

超
越
論
的
方
法
と
は
何
か
︒
そ
れ
は
カ
ン
ト
以
来
の
超
越
論
的
哲
学
の
伝
統
に

お
い
て
ゆ
る
や
か
に
継
承
さ
れ
て
き
た
論
証
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
︒
こ
の
方
法
は

フ
ィ
ヒ
テ
︑
シ
ェ
リ
ン
グ
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
の
古
典
哲
学
か
ら
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
に

は
じ
ま
る
現
象
学
︑
さ
ら
に
は
ス
ト
ラ
ウ
ド
︑
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
ら
に
よ
っ
て
論
じ

ら
れ
た
﹁
超
越
論
的
論
証
﹂
に
至
る
豊
か
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
伝
統
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
を
明
示
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
︑
本
論

で
は
﹁
後
退
論
証
﹂
と
い
う
論
証
形
式
︑
そ
し
て
﹁
懐
疑
論
の
無
効
化
﹂
と
い
う

理
論
的
動
機
か
ら
そ
の
特
徴
を
際
立
た
せ
て
み
た
い(

)
︒

4

ま
ず
﹁
後
退
論
証
﹂
と
は
︑
あ
る
自
明
な
経
験
を
出
発
点
と
し
て
︑
そ
の
経
験

が
可
能
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
形
式
を
持
っ
て
い
る

︵
Y
↓
X
︶
︒
こ
の
ス
タ
イ
ル
の
源
流
と
し
て
カ
ン
ト
の
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
の
論

証
の
一
部
を
再
構
成
し
よ
う
︒
は
じ
め
に
︑﹁
わ
た
し
た
ち
が
持
続
的
に
自
分
の

存
在
を
意
識
す
る
﹂︵
Y
︶
と
い
う
自
明
な
経
験
が
主
張
さ
れ
る
︒
で
は
︑
こ
の

よ
う
な
経
験
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
は
何
だ
ろ
う
か
︒
カ
ン
ト
に
よ
れ

ば
︑
そ
れ
は
︵
持
続
性
の
枠
組
み
を
与
え
る
た
め
の
︶﹁
空
間
的
対
象
が
存
在
す
る
こ

と
﹂︵
X
︶
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
わ
た
し
た
ち
が
持
続
的
に
自
分

他
者
と
共
に
自
律
す
る
こ
と
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の
存
在
を
意
識
す
る
な
ら
ば
︑︵
持
続
性
の
枠
組
み
を
与
え
る
た
め
の
︶
空
間
的
対

象
が
存
在
す
る
︵
Y
↓
X
︶
︒
こ
う
し
て
︑
時
間
の
幅
を
も
っ
て
自
分
自
身
を
意

識
す
る
と
い
う
当
た
り
前
の
経
験
か
ら
︑
空
間
的
な
外
界
の
秩
序
が
導
き
出
さ
れ

る
わ
け
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
こ
か
ら
﹁
懐
疑
論
の
無
効
化
﹂
が
試
み
ら
れ
る
︒﹃
純
粋
理
性
批

判
﹄
の
場
合
︑
対
決
す
る
べ
き
懐
疑
論
の
一
つ
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
が
﹁
空
間

的
対
象
は
存
在
し
な
い
﹂︵
¬
X
︶
と
い
う
観
念
論
的
立
場
で
あ
る
︒
こ
の
懐
疑
論

は
︑
さ
き
ほ
ど
想
定
し
た
自
明
な
経
験
︵
Y
︶
の
否
定
に
帰
着
す
る
た
め
に
退
け

ら
れ
る
︒
単
純
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

︵
一
︶
わ
た
し
た
ち
が
持
続
的
に
自
分
の
存
在
を
意
識
す
る
な
ら
ば
︑︵
持
続
性
の

枠
組
み
を
与
え
る
た
め
の
︶
空
間
的
対
象
が
存
在
す
る
︒︵
Y
↓
X
︶

︵
二
︶
空
間
的
対
象
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
︑
わ
た
し
た
ち
は
持
続
的
に
自
分
の

存
在
を
意
識
し
な
い
︒︵
¬
X
↓

¬
Y
︶

︵
三
︶
懐
疑
論
に
よ
れ
ば
︑
空
間
的
対
象
は
存
在
し
な
い
︒︵
¬
X
︶

︵
四
︶︵
二
︶
と
︵
三
︶
よ
り
︑
懐
疑
論
に
よ
れ
ば
︑
わ
た
し
た
ち
は
持
続
的
に
自

分
の
存
在
を
意
識
し
な
い
︵
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
な
い

か
ら
︑
懐
疑
論
は
無
効
化
さ
れ
る
︶
︒︵
¬
Y
︶

こ
の
よ
う
な
﹁
後
退
論
証
﹂
と
﹁
懐
疑
論
の
無
効
化
﹂
の
内
容
は
経
験
︵
Y
︶
の

想
定
に
応
じ
て
多
様
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
ら
の
内
容
は
﹁
わ
た
し
た
ち
は
言

語
を
用
い
る
﹂
と
か
︑﹁
身
体
を
介
し
て
他
者
と
関
わ
る
﹂
と
か
︑
い
ず
れ
の
経

験
に
立
脚
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
︒
こ
こ
で
︑
行﹅

為﹅

者﹅

と﹅

し﹅

て﹅

の﹅

経
験
に
訴
え

る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
え
て
み
よ
う
︒
も
し
行
為
者
一
般
に
と
っ
て
自
明
な
経
験
か

ら
出
発
し
て
﹁
後
退
論
証
﹂
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
そ
の
よ
う
な
経

験
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
わ
た
し
た

ち
が
行
為
者
で
あ
る
限
り
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
構
成
的
な
条
件
と
し
て
︑

規
範
的
な
拘
束
力
を
有
す
る
は
ず
で
あ
る
︵
仮
に
そ
の
条
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
︑
行
為
者
と
し
て
の
自
明
な
経
験
を
手
放
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か

ら
︶
︒
行
為
者
な
ら
ば
等
し
く
服
す
る
べ﹅

き﹅

規
範
で
あ
る
︒

し
か
し
こ
の
試
み
︑
い
わ
ば
﹁
倫
理
の
超
越
論
的
な
基
礎
づ
け
﹂
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
︒
影
響
力
の
あ
る
研
究
と
し
て
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
の

構
成
主
義
的
見
解
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う(

)
︒
ま
ず
︑
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
は
行
為
者
に

5

と
っ
て
自
明
な
経
験
と
し
て
﹁
わ
た
し
は
目
的
を
設
定
す
る
﹂︵
Y
︶
こ
と
を
主

張
す
る
︒
な
ら
ば
︑
こ
の
経
験
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
条
件
︵
X
︶
は
何
だ
ろ
う

か
︒
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
は
条
件
を
特
定
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
分
析
を
加
え
て
い

る
︒

︵
ａ
︶
わ
た
し
は
目
的
を
設
定
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
わ
た
し
は
φ
す
る
こ
と
を
理

性
的
に
選
択
す
る
︒

︵
ｂ
︶
わ
た
し
が
φ
す
る
こ
と
を
理
性
的
に
選
択
す
る
に
は
︑
わ
た
し
は
φ
す
る

こ
と
が
自
分
自
身
の
ニ
ー
ズ
や
欲
求
や
傾
向
性
を
充
足
す
る
ゆ
え
に
︑
φ

す
る
こ
と
を
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
み
な
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

︵
ｃ
︶
わ
た
し
は
自
分
自
身
を
価
値
あ
る
も
の
と
み
な
さ
な
い
限
り
︑
自
分
自
身

の
ニ
ー
ズ
や
欲
求
や
傾
向
性
を
充
足
す
る
ゆ
え
に
φ
す
る
こ
と
を
よ
い
こ

と
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
︵
仮
に
︑
わ
た
し
が
自
分
自
身
に

ま
る
で
価
値
を
認
め
て
い
な
け
れ
ば
︑
自
分
自
身
の
ニ
ー
ズ
や
欲
求
や
傾

向
性
を
充
足
す
る
よ
う
な
行
為
を
よ
い
も
の
と
は
み
な
さ
な
い
だ
ろ
う
︶︒

︵
ｄ
︶
し
た
が
っ
て
︑
わ
た
し
は
自
分
自
身
を
価
値
あ
る
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒

以
上
の
分
析
を
受
け
入
れ
る
と
︑
後
退
論
証
﹁
わ
た
し
は
︑
自
分
が
目
的
を
設
定
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す
る
な
ら
ば
︑
自
分
の
人
間
性
に
価
値
が
あ
る
と
み
な
す
﹂︵
Y
↓
X
︶
が
成
立

す
る
︒
そ
の
上
で
︑
超
越
論
的
方
法
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
︑
す
な
わ
ち
﹁
懐
疑
論
の

無
効
化
﹂
が
な
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
懐
疑
論
と
は
︑
人
間
性
に
価
値
が

あ
る
こ
と
を
疑
う
よ
う
な
主
張
で
あ
る
︒

︵
一
︶
わ
た
し
は
︑
自
分
が
目
的
を
設
定
す
る
な
ら
ば
︑
自
分
の
人
間
性
に
価
値

が
あ
る
と
み
な
す
︒︵
Y
↓
X
︶

︵
二
︶
自
分
の
人
間
性
に
価
値
が
あ
る
と
み
な
さ
な
い
な
ら
ば
︑
自
分
は
目
的
を

設
定
し
な
い
︒︵
¬
X
↓

¬
Y
︶

︵
三
︶
懐
疑
論
者
に
よ
れ
ば
︑
自
分
の
人
間
性
に
価
値
が
あ
る
と
み
な
さ
な
い
︒

︵
¬
X
︶

︵
四
︶︵
二
︶︑︵
三
︶
よ
り
︑
懐
疑
論
者
に
よ
れ
ば
︑
自
分
は
目
的
を
設
定
し
な
い

︵
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
な
い
か
ら
︑
懐
疑
論
は
無
効
化
さ
れ

る
︶
︒︵
¬
Y
︶

し
か
し
︑
こ
の
論
証
を
受
け
入
れ
る
と
し
て
も
︑﹁
倫
理
の
超
越
論
的
な
基
礎

づ
け
﹂
に
は
至
ら
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
わ
た
し
は
目
的
を
設
定
す
る
﹂
こ
と
を

出
発
点
と
す
る
論
証
か
ら
導
か
れ
る
の
は
︑﹁
わ
た
し
は
自
分
自
身
を
価
値
あ
る

も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
規
範
で
あ
っ
て
︑﹁
自
分
だ
け
で

な
く
︑
他
者
の
人
間
性
も
自
分
の
人
間
性
と
同
様
に
価
値
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
規
範
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

コ
ー
ス
ガ
ー
ド
の
超
越
論
的
方
法
か
ら
は
︑
カ
ン
ト
の
自
律
が
含
意
す
る
よ
う
な

道
徳
的
規
範
は
帰
結
し
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
も
っ
ぱ
ら
自
己
利
益
の
た
め
に
他
者

に
危
害
を
加
え
る
人
は
︑
そ
の
よ
う
な
私
的
目
的
を
設
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
自

分
自
身
に
価
値
を
認
め
る
一
方
︑
危
害
を
こ
う
む
る
他
者
に
同
様
の
価
値
を
認
め

よ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は
独
り
よ
が
り
な
ふ
る
ま
い
を
制
約
す
る
普

遍
性
の
要
求
が
欠
け
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
限
界
を
北
尾
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘

す
る
︒し

か
し
な
が
ら
︑
こ
こ
で
の
規
範
性
は
︑
私
自
身
に
対
す
る
︵
私
自
身
に
対

し
て
だ
け
効
力
を
も
つ
︶
規
範
性
︑
主
観
的
規
範
性
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
う
し

た
意
志
規
定
は
︑
自
己
決
定
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
て
も
︑
カ
ン
ト
本
来
の
意

味
で
の
自
律
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い(

)
︒

6

あ
ら
た
め
て
︑﹁
カ
ン
ト
本
来
の
意
味
で
の
自
律
﹂
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
確
認
し

て
お
こ
う
︒
自
律
は
自
己
決
定
や
自
立
と
は
違
っ
て
普
遍
性
の
要
求
を
含
意
す
る

の
だ
っ
た
︒
構
成
主
義
的
見
解
の
超
越
論
的
方
法
は
こ
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
︒
私
的
目
的
が
﹁
捨
象
﹂
さ
れ
て
﹁
目
的
の
国
﹂
に
至
る
と
い
う
自
律

の
目
標
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

三

自
律
の
複
数
性

で
は
︑
ど
う
す
れ
ば
超
越
論
的
方
法
に
よ
っ
て
普
遍
性
の
要
求
に
応
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
一
つ
の
可
能
性
は
︑﹁
後
退
論
証
﹂
の
出
発
点
と
な
る
経

験
の
内
容
を
再
考
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
前
節
の
構
成
主
義
的
解
釈
で
は
﹁
わ
た
し

は
目
的
を
設
定
す
る
﹂
と
い
う
行
為
者
の
経
験
が
言
及
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の

よ
う
な
経
験
は
行
為
者
の
一
人
称
的
な
自
己
理
解
に
と
ど
ま
る
た
め
に
︑
た
と
え

経
験
の
可
能
性
の
条
件
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
個
人
を
超
え
た
拘
束
力
を
持
つ
こ
と

は
な
か
っ
た
︒﹁
わ
た
し
は
自
分
自
身
を
価
値
あ
る
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
﹂
と
い
う
主﹅

観﹅

的﹅

な﹅

規
範
性
に
と
ど
ま
る
︒

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
あ
ら
か
じ
め
自
己
理
解
を
超
え
出
た
も
の
︑
い
わ

ば
間﹅

主﹅

観﹅

的﹅

な﹅

経
験
か
ら
出
発
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
か
つ
て
北
尾
氏
は
︑
こ
の
よ

他
者
と
共
に
自
律
す
る
こ
と
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う
な
ア
イ
デ
ア
に
し
た
が
っ
て
展
開
さ
れ
た
超
越
論
的
語
用
論
と
呼
ば
れ
る
立
場

に
検
討
を
加
え
て
い
た
︒
本
論
で
も
ま
た
︑
こ
の
立
場
を
代
表
す
る
哲
学
者
の

ア
ー
ペ
ル
と
︑
か
れ
の
方
法
を
継
承
す
る
ケ
ッ
ト
ナ
ー
の
研
究
を
手
が
か
り
と
し

て
そ
の
論
証
を
追
跡
し
て
み
よ
う(

)
︒
ま
ず
︑
前
提
と
し
て
︑
わ
た
し
は
行
為
者
と

7

し
て
他
者
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
た
え
ず
他
者
の
存
在

を
意
識
し
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
迫
ら
れ
︑
と
き
に
は
議
論
を
交
わ
し
て
納

得
す
る
こ
と
も
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
︑
欲
求
の
お
も
む
く
ま
ま
他
者
を
支

配
し
よ
う
と
し
た
り
︑
社
会
制
度
に
よ
っ
て
他
者
と
分
け
隔
て
ら
れ
た
り
す
る
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
こ
こ
で
は
理
想
的
な
状
況
を
想
定
し
て
み
よ

う
︒
討
議
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
合
意
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
︑
わ
た
し
た

ち
が
等
し
く
共
有
し
て
い
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
想
定
で
あ

る
︒
ケ
ッ
ト
ナ
ー
は
こ
の
目
的
を
﹁
規
範
的
に
構
成
的
な
目
的
﹂
と
表
現
す
る(

)
︒

8

こ
こ
か
ら
﹁
後
退
論
証
﹂
の
一
種
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
︒
す
な
わ
ち

﹁
わ
た
し
た
ち
は
理
由
に
基
づ
く
主
張
を
交
わ
し
て
合
意
の
形
成
を
目
指
す
﹁
規

範
的
に
構
成
的
な
目
的
﹂
を
共
有
す
る
﹂
こ
と
か
ら
出
発
し
て
︑
そ
の
可
能
性
の

条
件
に
さ
か
の
ぼ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
条
件
と
し
て
﹁﹁
規
範
的
に
構
成

的
な
目
的
﹂
を
目
指
す
た
め
の
能
力
を
自
他
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と

か
︑﹁
討
議
は
こ
の
能
力
を
有
す
る
者
に
対
し
て
開
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

と
い
っ
た
規
範
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︵
こ
れ
ら
の
規
範
か
ら
逸
脱
し
た

な
ら
ば
︑
討
議
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
︶
︒
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
こ
う
し
て
抽
出
さ

れ
た
討
議
の
規
範
が
間
主
観
的
な
妥
当
性
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
た
と

え
ば
︑
理
由
に
基
づ
い
て
主
張
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
自
分
に
だ
け
認
め
︑

自
分
の
能
力
の
み
を
尊
重
し
た
と
こ
ろ
で
討
議
は
成
立
し
な
い
︒
自
分
だ
け
で
な

く
︑
他
者
に
も
同
様
の
能
力
を
認
め
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
な
要
求
は
い
か
な
る
現
実
的
な
討
議
に
も
先
行
し
︵
つ
ま
り
︑
ア
プ
リ
オ
リ
に
成

り
立
ち
︶
︑
自
他
に
課
せ
ら
れ
る
普
遍
的
性
格
を
そ
な
え
て
い
る
︒

加
え
て
︑
こ
の
論
証
に
基
づ
き
﹁
懐
疑
論
の
無
効
化
﹂
も
次
の
よ
う
に
試
み
ら

れ
る
︒
仮
に
懐
疑
論
が
﹁
わ
た
し
は
討
議
の
規
範
の
規
範
に
は
妥
当
し
な
い
﹂
と

主
張
す
る
と
し
よ
う
︒
こ
の
主
張
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
導
出
さ
れ
た
後
退
論
証
の
結

論
︵﹁
わ
た
し
た
ち
は
討
議
の
規
範
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︶
に
真
っ
向
か

ら
反
論
す
る
︒
し
か
し
こ
の
場
合
︑
懐
疑
論
者
も
何
ら
か
の
理
由
に
基
づ
い
て
主

張
し
て
い
る
限
り
討
議
の
参
加
者
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
︑
そ
の
発
語
内
意
図
は

﹁
わ
た
し
は
討
議
の
規
範
に
妥
当
す
る
﹂
と
な
る
︒
こ
こ
に
懐
疑
論
は
自
己
矛
盾

を
き
た
す
︒
以
上
の
無
効
化
が
う
ま
く
い
く
な
ら
︑
普
遍
的
規
範
の
﹁
究
極
的
根

拠
づ
け
﹂
が
成
立
す
る
だ
ろ
う
︒﹁
倫
理
の
超
越
論
的
な
基
礎
づ
け
﹂
は
成
功
す

る
か
に
見
え
る
︒

た
だ
し
︑
新
た
に
問
わ
れ
る
の
は
論
証
の
前
提
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

共
同
体
の
内
容
で
あ
る
︒
実
質
的
な
内
容
を
そ
な
え
た
普
遍
的
規
範
を
導
出
す
る

た
め
に
︑
超
越
論
的
語
用
論
の
擁
護
者
は
﹁
無
限
界
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共

同
体
﹂︵
ア
ー
ペ
ル
︶
や
﹁﹁
規
範
的
に
構
成
的
な
目
的
﹂
を
共
有
す
る
共
同
体
﹂

︵
ケ
ッ
ト
ナ
ー
︶
と
い
っ
た
半
事
実
的
な
想
定
に
訴
え
る
︒
し
か
し
︑
超
越
論
的
方

法
の
伝
統
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
︒﹁
後
退
論
証
﹂
の
出
発
点
は
誰
に
と
っ
て
も

自
明
な
経
験
に
求
め
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
︵﹁
わ
た
し
た
ち
は
持
続
的
に
自
分
の
存
在

を
意
識
す
る
﹂
の
よ
う
に
︶
︒
対
し
て
︑
超
越
論
的
語
用
論
は
理
論
家
に
と
っ
て
望

ま
し
い
結
論
を
導
出
す
る
た
め
に
前
提
を
理
想
化
し
て
い
る
懸
念
が
あ
る
︒
な
る

ほ
ど
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
到
達
不
可
能
な
理
念
で
は
な
く
︑
通
常
の
討
議
に

お
い
て
暗
黙
に
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
化
し
た
の
だ
と
反
論
す
る
こ
と
も

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
そ
う
し
た
明
示
化
が
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て

は
さ
ら
に
懐
疑
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
︑
そ
の
限
り
に
お
い
て
懐
疑
論
は

な
お
無
効
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
の
点
に
つ
い
て
北
尾
氏
も
ま
た
︑
超
越
論
的
語
用
論
の
想
定
す
る
討
議
が

﹁
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
︑
先
取
さ
れ
た
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

一
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ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
﹂
こ
と
を
指
摘
す
る(

)
︒
た
だ
し
︑
北
尾
氏
が
批
判
す
る
の
は

9

理
想
化
と
い
う
手
続
き
そ
の
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
そ
の
手
続
き
に
よ
っ
て
︑

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
﹁﹁
魂
の
自
己
対
話
﹂
と
い
う
内
的
活
動
の
か
た
ち
を

取
ら
ざ
る
を
え
な
い
﹂
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒

[⁝
]理﹅

想﹅

的﹅

な﹅

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
先
取
に
重
心
が
移
さ
れ
る

と
き
に
は
︑﹁
魂
の
自
己
対
話
﹂
と
い
う
内
面
性
が
大
き
な
役
割
を
担
う
こ

と
に
な
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
よ
う
な
反
事
実
的
先
取
が
正
当
と
み
な
さ
れ
う

る
の
は
︑
他
者
も
そ
の
自
己
対
話
を
追
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
理
上
同

意
で
き
る
は
ず
だ
︑
と
い
う
こ
と
に
よ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
追
遂
行
は
︑

内
化
︵
社
会
性
の
内
面
化
︶
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
外
化
︵
内
面
性
の
社
会
化
︶

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
社
会
性
よ
り
も
内
面
性
を
先
行
す
る
も
の
と
み
な
す

の
は
︑
伝
統
的
な
倫
理
学
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ

ろ
う
か(

)
︒
10

本
論
の
言
葉
づ
か
い
で
言
え
ば
︑
こ
こ
で
は
複
数
性
の
欠
如
と
い
う
観
点
か
ら
超

越
論
的
語
用
論
の
方
法
が
批
判
さ
れ
て
い
る
︒
た
し
か
に
︑
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
の
共
同
体
の
構
成
的
条
件

と
し
て
の
規
範
を
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
仮
定
に
お
い
て
は

共
同
体
の
構
成
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
な
ぞ
り
合
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
一

人
の
声
を
復
唱
す
る
よ
う
な
独
白
の
舞
台
で
あ
る
︒
そ
れ
は
意
識
哲
学
へ
の
逆
戻

り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
批
判
に
こ
そ
北
尾
氏
の
考
え
る
自
律
の
理
念
の
核
心
が
あ
る
︒
わ
た
し
た

ち
は
自
律
の
特
徴
と
し
て
普
遍
性
と
と
も
に
複
数
性
を
挙
げ
て
い
た
︒
複
数
性
は

社
会
性
と
言
い
換
え
て
も
い
い
︒﹁
目
的
の
国
﹂
は
個
別
性
を
剥
奪
さ
れ
た
主
体

の
集
ま
り
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
来
歴
と
目
的
を
そ
な
え
た
行
為
者
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
行
為
者
の
あ
い
だ
︑
他
者
と
他
者
の
あ
い
だ
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
超
越
論
的
方
法
の
出
発
点
に
据
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
の
着
想
は
カ
ン
ト
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑
こ
の
よ
う
に
超
越
論
的
語
用

論
と
の
対
比
に
お
い
て
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が
浮
か
び
あ
が
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ

は
﹁
伝
統
的
な
倫
理
学
﹂
か
ら
の
脱
却
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

四

結
論

以
上
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
︒
本
論
は
二
つ
の
問
い
に
そ
く
し
て
北
尾
氏
の
哲

学
の
軌
跡
を
な
ぞ
り
︑﹁
自
律
と
は
何
か
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
た
︒
一
つ
の
問
い
は
﹁
自
律
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
﹂
だ
っ
た
︒
こ
の

問
い
に
対
し
て
は
︑
あ
る
行
為
の
指
針
が
わ
た
し
だ
け
で
な
く
︑
他
者
に
と
っ
て

も
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
︒
繰
り
返
し
述
べ
る
な
ら

ば
︑
他
者
と
共
存
す
る
複
数
性
と
と
も
に
︑
自
他
に
妥
当
す
る
普
遍
性
が
自
律
の

構
想
を
特
徴
づ
け
る
︒

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
︑
も
う
一
つ
の
問
い
︑
す
な
わ
ち
﹁
自
律
は
い
か
に
し
て

わ
た
し
た
ち
を
拘
束
す
る
の
か
﹂
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
論
で
は
北
尾
氏
の

哲
学
の
方
法
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
︑
同
じ
く
超
越
論
的
哲
学
の
伝
統
に
属
す
る

構
成
主
義
的
見
解
と
︑
超
越
論
的
語
用
論
の
立
場
を
検
討
し
た
︒
ま
ず
︑
構
成
主

義
的
見
解
は
﹁
わ
た
し
は
目
的
を
設
定
す
る
﹂
こ
と
か
ら
出
発
す
る
が
︑
そ
こ
か

ら
抽
出
さ
れ
る
の
は
主
観
的
規
範
に
と
ど
ま
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
わ
た
し
が
行

為
者
で
あ
る
た
め
の
条
件
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
他
者
を
も
拘
束
す
る
だ
け
の
普

遍
性
を
そ
な
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
続
い
て
︑
超
越
論
的
語
用
論
は
﹁
わ
た
し

た
ち
は
理
由
に
基
づ
く
主
張
を
交
わ
し
て
合
意
の
形
成
を
目
指
す
﹁
規
範
的
に
構

成
的
な
目
的
﹂
を
共
有
す
る
﹂
こ
と
か
ら
出
発
し
て
︑
わ
た
し
だ
け
で
な
く
︑
他

者
も
拘
束
す
る
よ
う
な
規
範
を
導
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
︒
だ
が
︑
こ
の
試
み
は

他
者
と
共
に
自
律
す
る
こ
と
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出
発
点
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
を
討
議
と
い
う
理
念
に
し
た
が
っ

て
理
想
化
す
る
︒
こ
の
共
同
体
で
は
他
者
の
役
割
が
主
張
の
追
遂
行
に
切
り
詰
め

ら
れ
て
お
り
︑
複
数
性
を
欠
落
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
立
場
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
北
尾
氏
の
超
越
論
的
方
法
の
輪

郭
が
定
ま
る
︒
そ
れ
は
﹁
複
数
性
﹂
を
そ
な
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
出

発
し
て
︑﹁
普
遍
性
﹂
を
そ
な
え
た
道
徳
的
規
範
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
︒

一
見
す
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
複
数
性
の
主
張
は
他
者
論
を
経
由
し
た
現
代
哲
学

の
関
心
を
伴
っ
て
お
り
︑
カ
ン
ト
の
哲
学
か
ら
は
発
展
的
に
逸
脱
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
お
そ
ら
く
北
尾
氏
は
カ
ン
ト
に
立
ち
戻

り
︑
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
正
確
に
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
他
者
と
共
に
自
律
す

る
﹂
と
い
う
構
想
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
考
え
る
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば

﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
を
め
ぐ
る
近
年
の
研
究
で
は
︑﹁
相
異
な
る
さ
ま

ざ
ま
な
理
性
的
存
在
者
が
共
通
の
法
則
[＝
法
]に
よ
っ
て
体
系
的
に
結
合
し
て
い

る
こ
と
﹂
と
い
う
カ
ン
ト
の
表
現
に
光
が
あ
て
ら
れ
る
︵
IV
433︶(

)︒
い
ま
や
︑
わ

11

た
し
た
ち
は
﹁
相
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
︵
verschieden
︶
﹂
と
い
う
カ
ン
ト
の
表

現
に
複
数
性
を
め
ぐ
る
北
尾
氏
の
思
考
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
︒

と
は
い
え
︑﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄
に
は
そ
の
よ
う
な
複
数
性
の
内

容
が
詳
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
は
た
し
て
﹁
ひ
と
り
ひ
と
り
異
な
っ
た
個
性
を

も
つ
他
者
﹂
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
と
り
結
ぶ
の
だ
ろ
う
か
︒
北
尾
氏
は
こ

の
問
い
に
応
え
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
も
与
え
て
く
れ
る
︒
た
と
え
ば
構
想
力
を
主
題

と
す
る
論
文
で
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
に
関
し
て
﹁
現
実
に
は
存
在

し
な
い
他
者
を
も
可
能
的
な
他
者
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
想
定
す
る
﹂
可
能
性
が

提
起
さ
れ
る(

)
︒
こ
れ
は
つ
ま
り
︑
行
為
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
﹁
相
異
な
る
さ
ま
ざ
ま

12

な
理
性
的
存
在
者
﹂
を
構
想
力
に
よ
っ
て
想
定
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
︒
た

だ
し
︑
北
尾
氏
は
構
想
力
に
訴
え
る
と
き
も
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
ら
は
抑
制
的

な
距
離
を
と
っ
て
い
る
︒
他
者
は
構
想
力
に
よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
︑
自
分
の
存
立
を
脅
か
し
う
る
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
洞
察
か
ら
︑
複
数
性
と
は
同
一
性
を
そ
な
え
た
主
体
の
た
ん
な
る
集

合
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
わ
た
し
に
と
っ
て
の
他
者
︑
あ

る
い
は
他
者
に
と
っ
て
の
わ
た
し
は
互
い
に
切
り
離
さ
れ
た
主
体
で
は
な
い
︒

﹁
わ
れ
わ
れ
は
︑
自
己
の
存
立
を
賭
け
て
働
き
か
け
あ
い
︑
ま
た
受
け
て
立
つ
﹂(

)
︒

13

い
わ
ば
︑
他
者
は
わ
た
し
の
主
体
性
に
あ
ら
か
じ
め
喰
い
こ
ん
で
い
る
の
で
あ

る
︒
そ
の
よ
う
な
他
者
に
抗
い
︑
そ
の
﹁
働
き
か
け
﹂
か
ら
自
分
を
防
衛
し
よ
う

と
す
る
と
き
︑
わ
た
し
の
主
体
性
も
ま
た
意
識
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
他
者
と
の

危
う
い
相
互
作
用
を
介
し
て
︑
逆
説
的
に
も
わ
た
し
の
成
り
立
つ
条
件
が
見
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
わ
た
し
と
い
う
主
体
の
根
拠
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
複
数
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
明
示

さ
れ
て
い
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
の
超
越
論
的
統
覚
の
理
論

に
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
北
尾
氏
の
哲
学
を
追
跡
す
る
た
め
に
は
︑
カ
ン
ト
が

必
ず
し
も
主
題
化
し
な
か
っ
た
人
間
の
相
互
作
用
の
局
面
に
踏
み
こ
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
地
点
に
至
っ
て
︑
北
尾
氏
の
哲
学
は
カ
ン
ト
の
哲
学
を

内
側
か
ら
揺
さ
ぶ
り
︑
そ
の
可
能
性
を
拡
張
す
る
だ
け
の
運
動
を
潜
在
さ
せ
て
い

る
︒
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