
へ
ー
ゲ
ル
『
精
神
の
現
象
学
』
に
み
る
人
間
の
自
立
性
の
本
質

　
　
－
二
方
の
行
為
L
の
挫
折
か
ら
他
者
存
在
を
知
る
必
然
性
－

（203～へ一ゲル『精神の現象学』にみる人閻の白立性の本質

初
め
に

　
本
論
は
、
「
人
問
の
自
立
性
」
と
い
う
も
の
の
根
源
に
つ
い
て

考
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、

自
立
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
白
明
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
確
か
に
自
分
を
白
立
的
で
あ
る
よ
う

に
感
じ
る
し
、
「
私
は
自
立
的
で
あ
る
」
と
確
信
を
持
っ
て
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
自
立
性
は
何
の
前
提
も
な
く
存
在

す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
が
白
立
的
な
存
在
と
な
る
ま
で
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
が
前
提
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
諸
契
機
と
は
、
私
た
ち
の
世
界
で
あ
り
、
肉
体
で
あ
り
、
そ

し
て
他
者
存
在
で
あ
る
。
す
で
に
自
明
な
存
在
で
あ
る
こ
れ
ら
の

契
機
が
な
け
れ
ぱ
、
私
た
ち
は
存
在
意
義
を
も
ち
え
な
い
、
つ
ま

佐
　
　
藤

啓
　
　
太

り
「
自
立
的
」
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

「
自
己
を
知
る
意
識
」
の
叙
述

　
自
立
性
の
た
め
に
必
要
な
こ
れ
ら
の
「
前
提
」
と
い
う
も
の
を

根
底
・
か
ら
考
え
る
た
め
に
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
主
著
の
ひ
と
つ
、

『
精
神
の
現
象
学
（
勺
意
昌
昌
雪
〇
一
〇
〇
q
ざ
箒
ω
Ω
①
室
窃
）
』
が
参

考
と
な
る
。
彼
は
こ
の
著
作
で
意
識
（
霊
ミ
⊆
零
窒
ま
）
の
成
長

を
叙
述
し
た
。
意
識
と
は
、
人
間
存
在
の
主
観
的
側
面
を
端
的
に

表
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
叙
述
を
し
た
か
。
へ
ー

ゲ
ル
は
、
哲
学
が
い
っ
ぺ
ん
に
真
理
を
解
説
す
る
こ
と
を
独
断
的

で
あ
る
と
考
え
、
真
理
を
語
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
以
前
の

哲
学
と
は
一
線
を
画
す
る
方
法
を
取
っ
た
。
つ
ま
り
、
最
も
直
接

的
．
単
純
な
意
識
形
態
が
必
然
的
な
経
緯
に
よ
っ
て
自
己
展
開
し
、
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哲
学
的
な
認
識
を
す
る
「
絶
対
知
」
の
立
場
（
つ
ま
り
真
理
を
解

説
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
）
ま
で
た
ど
り
つ
く
遺
程
を
叙
述
す

る
と
い
う
方
法
を
取
づ
た
の
だ
。
途
上
の
意
識
自
身
の
立
場
か
ら

哲
学
者
の
立
場
の
正
当
性
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
叙
述
す

る
真
理
の
体
系
が
独
断
的
で
押
し
つ
け
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
を

回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
へ
ー
ゲ
ル
は
自
分
の
体
系
に
正
当
性
を
与
え
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
道
程
は
意
識
に
と
っ
て
容
易
な
も
の
と

し
て
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。
意
識
は
繰
り
返
し
蹟
き
、
挫
折
し
、

そ
の
た
び
に
自
分
の
過
ち
を
修
正
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

だ
が
、
自
分
の
失
敗
に
よ
っ
て
真
実
が
少
し
ず
つ
見
え
て
く
る
の

で
あ
る
。

　
意
識
は
初
め
に
目
前
の
対
象
を
見
る
。
そ
の
と
き
自
分
自
身
の

こ
と
は
意
識
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
自
分
の
「
自
立
性
」
と
い
う

も
の
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
し
て
意
識
は
、
目
前
に
あ
る
対
象

が
何
。
か
と
い
う
こ
と
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
こ
と
で
、
対
象
が

「
白
分
に
対
し
て
の
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
。

こ
う
し
て
意
識
は
初
め
て
自
分
自
身
に
気
が
つ
く
。
意
識
は
自
分

の
自
立
性
を
直
接
的
に
直
観
し
た
、
つ
ま
り
意
識
は
自
己
意
識

（
ω
①
亭
ω
註
①
ξ
仁
雲
窒
ま
）
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
私
は

私
で
あ
る
L
生
言
う
。

　
対
象
を
見
て
い
た
意
識
と
は
異
な
り
、
自
己
意
識
は
実
践
的
な

行
動
を
取
る
。
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
言
う
だ
け
で
は
あ
ま
り
に

漢
然
と
し
て
い
る
か
ら
、
自
分
の
存
在
す
な
わ
ち
自
立
性
を
具
体

的
・
客
観
的
に
確
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
自
己
意

識
の
性
格
は
、
「
他
在
（
自
分
で
な
い
も
の
）
を
廃
棄
す
る
こ
と

で
自
分
の
自
立
性
を
確
証
す
る
」
と
い
う
も
の
に
な
る
。
「
自
分

で
な
い
も
の
」
を
否
定
す
れ
ぱ
、
「
自
分
が
存
在
す
る
」
と
い
う

こ
と
を
証
明
で
き
る
、
と
い
う
理
屈
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
性
格

が
自
己
意
識
の
根
源
的
な
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
性
格
こ
そ
が
自
已
意
識
つ
ま
り
人
問
の
根
本
を
な

す
性
格
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
自
己
意
識
の
経
る

経
験
が
人
間
の
自
立
性
の
た
め
の
端
緒
的
な
前
提
を
作
り
上
げ
て

ゆ
く
も
の
と
な
る
。

　
自
己
意
識
は
何
の
障
害
も
な
く
自
立
性
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
む
し
ろ
自
己
意
識
は
、
自
分
が
追
求
す
る
も
の
を
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
こ
の
挫
折
は
、
「
自
立
性
」
と

い
う
も
の
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
失
敗
は
成
功
へ
の
導
き
に

な
る
よ
う
に
、
自
己
意
識
は
自
分
の
取
っ
た
方
法
が
現
実
に
失
敗

す
る
こ
と
で
、
本
来
の
自
立
性
へ
進
む
道
を
自
分
で
明
ら
か
に
す
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る
の
で
あ
る
。

　
白
已
意
識
が
取
っ
た
そ
の
方
法
と
は
、
「
自
分
の
自
立
性
を
現

実
に
確
証
す
る
た
め
に
、
他
在
を
廃
棄
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
方
法
は
一
方
的
な
行
為
で
あ
る
。
こ
の
方
法

を
取
り
続
け
る
か
ぎ
り
、
自
己
意
識
は
真
の
自
立
性
を
得
る
こ
と

．
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
方
法
に
よ
る
目
的
の
達
成
を
あ
き

ら
め
た
自
已
意
識
の
方
が
、
真
の
自
立
性
を
獲
得
す
る
可
能
性
を

も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
、
へ
ー
ゲ
ル
は
『
精
神
の
現
象
学
』
「
自

己
意
識
」
の
章
で
叙
述
し
て
い
る
。
と
く
に
こ
の
章
の
前
半
三
分

の
二
を
占
め
る
「
1
V
．
自
己
確
信
の
真
理
」
と
「
A
．
自
己
意
識

の
自
立
性
と
非
自
立
性
、
支
配
と
隷
属
」
の
節
が
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
二
節
を
見
直
す
こ
と
で
、
自
己
意
識
（
人
問
）
の
白

立
性
の
根
源
を
探
っ
て
い
て
う
と
思
う
。

生
命
　
－
個
と
他
在
、

個
と
全
体
の
関
係
－

　
意
識
は
客
観
的
対
象
を
相
手
に
す
る
こ
と
で
「
私
は
私
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
に
た
ど
り
着
い
た
。
そ
こ
ま
で
た
ど
り
着
い
た

と
い
う
意
味
で
、
こ
の
命
題
は
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
、
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
は

「
運
動
を
失
っ
た
同
語
反
復
」
（
二
二
八
頁
）
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま

り
、
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
抽
象
的
・
観
念
的
な

意
味
で
達
成
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
私
」
は
ま
だ
純
粋
な

「
点
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
づ
て
、
客
観
的
に
他
の
述
語
を
付
け

加
え
な
け
れ
ば
、
具
体
的
な
「
私
」
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
「
他
在
を
否
定
す
る
こ
と
で
自
分
の
自
立
性
を
確
証
す

る
」
、
こ
れ
が
「
欲
望
（
雰
O
q
庁
a
①
）
」
と
呼
ぱ
れ
る
自
已
意
識

の
性
向
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
の
対
象
と
な
る
の
は
、

「
生
命
（
■
9
竃
）
」
で
あ
る
。

　
ふ
つ
う
「
生
命
」
と
言
う
と
、
生
き
て
い
る
個
体
の
こ
と
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
へ
ー
ゲ
ル
の
考
え
て
い
る
「
生
命
」
は
、

む
し
ろ
生
き
て
い
る
個
体
（
3
ω
5
σ
g
皇
o
q
①
）
が
相
互
に
関
係

し
合
う
運
動
の
全
体
を
指
す
。
意
識
が
自
己
還
帰
し
て
自
己
意
識

と
な
っ
た
と
き
に
、
対
象
も
以
前
の
「
客
観
的
に
存
在
す
る
対

象
」
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
対
象
は
自
已
意
識
と

の
関
係
の
な
か
で
存
在
す
る
「
生
命
の
一
分
肢
」
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
己
意
識
自
身
も
同
じ
「
生
命
の
一
分

肢
」
な
の
だ
が
、
ま
だ
自
分
自
身
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は

理
解
し
て
い
な
い
。
自
己
意
識
は
「
山
の
新
た
な
対
象
に
関
わ
る
こ

と
で
、
こ
の
対
象
の
自
立
性
を
経
験
す
る
。
そ
し
て
そ
の
な
か
で
、
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自
分
も
ま
た
「
生
命
」
の
渦
中
に
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
生
命
概
念
に
お
い
て
、
「
意
識
が
自
己
意
識
と
な

る
」
と
い
う
こ
と
の
背
後
に
あ
る
も
の
が
ま
ず
ひ
と
つ
明
ら
か
に

な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル
の
「
個
と
全
体
」
に
つ
い
て
の

考
え
方
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
の
だ
。
自
己
意
識
は
こ
の
章
を

皮
切
り
に
し
て
最
後
の
叙
述
に
お
い
て
ま
で
の
主
役
で
あ
り
、
ま

た
そ
の
遣
程
を
通
じ
て
白
己
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
経
験
し
白
覚

し
て
ゆ
く
。
実
は
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
様
々
な
形
で
現
れ
て

く
る
他
者
存
在
、
あ
る
い
は
自
分
に
対
立
す
る
全
体
性
な
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
第
一
の
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
が
こ
の
生
命
概
念

に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
意
識
が
自
己
意
識
に
な
る
」

と
い
う
こ
と
の
第
一
条
件
と
し
て
、
こ
こ
の
生
命
概
念
が
あ
る
と

　
　
　
　
（
1
）

考
え
ら
れ
る
。

生
命
の
自
立
性
の
経
験
、
「
他
の
自
己
意
識
」

必
要
性
、
自
己
意
識
同
±
の
関
係
へ

の

　
欲
望
す
る
自
己
意
識
は
他
在
を
廃
棄
す
る
う
ち
に
、
他
在
の
自

立
性
を
経
験
す
る
。
つ
ま
り
他
在
を
廃
棄
す
る
た
め
に
は
他
在
が

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
つ
ま
り
欲
望

の
本
質
は
、
欲
望
す
る
側
の
自
己
意
識
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

「
白
已
意
識
で
は
な
い
も
の
」
（
一
四
三
頁
）
、
つ
ま
り
、
対
象
側

に
位
置
す
る
他
の
生
命
に
あ
る
。
だ
が
自
己
意
識
が
「
自
分
は
自

立
的
な
存
在
だ
」
と
い
う
こ
と
を
確
証
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
生

命
を
廃
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
廃
棄
し
て
し
ま
え
ぱ
、
白
己
意
識

の
満
足
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
生
命
が
対
象
で
あ
る
か
ぎ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

自
己
意
識
は
こ
の
よ
う
な
循
環
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
、

生
命
と
し
て
の
対
象
は
確
か
に
白
立
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、

自
立
性
を
失
う
と
き
に
同
時
に
存
在
を
も
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
で
は
自
己
意
識
は
自
立
性
の
確
証
を
得
ら
れ
な
く
な

る
。
そ
こ
で
自
己
意
識
が
持
統
的
な
自
立
性
を
獲
得
す
る
に
は
、

そ
の
対
象
が
「
自
分
自
身
の
も
と
で
否
定
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
な

か
で
同
時
に
自
立
的
で
あ
る
よ
う
な
」
（
一
四
四
頁
）
存
在
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
自
己
意
識
」
で
あ
る
。

「
自
己
意
識
が
自
分
の
満
足
に
到
達
す
る
の
は
、
あ
る
他
の
自
己

意
識
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
」
（
同
右
）
。
そ
こ
で
、
「
他
の
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

意
識
」
が
対
象
と
な
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
己
意
識
は
生
命
に
つ
い
て
の
経
験
を
し
た
。

そ
し
て
次
の
対
象
は
「
他
の
自
己
意
識
」
と
な
る
必
要
が
出
て
き

た
。
白
己
意
識
が
満
足
に
達
す
る
に
は
、
そ
の
対
象
は
生
命
的
に
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存
在
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
生
命
あ
る
自
己
意
識
（
一
g
雪
昌
－

o
q
窃
ω
①
冒
g
一
〕
①
ミ
⊆
め
房
9
自
）
」
（
同
宥
）
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
は
、
複
数
の
独
立
し
た
自
己
意
識
の
関

係
が
叙
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
こ
と
は
「
精
神

（
Ω
①
季
）
」
の
概
念
、
「
我
々
な
る
我
、
我
な
る
我
々
（
－
O
戸
3
ω

奏
貝
■
目
O
ミ
ヌ
q
塞
－
；
－
9
）
」
（
一
四
五
頁
）
と
い
う
こ
と
の

真
実
が
具
体
的
に
現
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
場

面
の
解
釈
に
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
自
己
意
識
の
対

象
は
「
生
命
」
か
ら
「
他
の
自
己
意
識
」
に
な
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
生
命
の
経
験
に
お
け
る
第
一
の
意
義
で
あ
る
。
だ
が
当
の

自
己
意
識
は
、
対
象
が
他
の
自
己
意
識
に
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
こ
と
の
本
当
の
理
由
を
自
覚
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の

理
由
が
自
己
意
識
の
行
為
自
体
に
備
わ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を

自
覚
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
必
要
性
を
理
解
し
て
い
る
の

は
客
観
的
な
立
場
に
い
る
も
の
（
へ
ー
ゲ
ル
、
あ
る
い
は
へ
－
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ル
の
叙
述
を
理
解
す
る
私
た
ち
）
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
自
己
意
識
が
自
分
で
対
象
を
「
他
の
自
己
意

識
」
に
変
え
る
の
で
は
な
い
、
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
自
己
意

識
は
こ
こ
で
「
生
命
」
を
否
定
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
「
生
命
」
が

ど
う
い
う
存
在
な
の
か
を
よ
う
や
く
経
験
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
こ
で
白
己
意
識
が
自
分
で
対
象
を
「
他
の
自
己
意

識
」
に
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
筋
の
通
ら
な
い
話
に
な
る
。
自
己

意
識
は
ま
だ
「
他
の
自
己
意
識
」
に
つ
い
て
経
験
し
て
い
な
い
の

だ
か
ら
、
「
他
の
自
已
意
識
」
と
い
う
存
在
す
ら
知
ら
な
い
の
だ
。

あ
る
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
も
の
を
対
象
に
で
き
る
わ
け
は
な
い
。

　
だ
が
諸
解
釈
で
は
、
「
白
己
意
識
が
自
分
の
対
象
の
変
化
を
知

っ
て
い
る
」
あ
る
い
は
「
自
分
で
対
象
を
変
え
て
い
る
」
と
す
る

　
　
　
（
5
）

も
の
が
多
い
。
こ
こ
で
の
解
釈
の
ズ
レ
は
、
後
の
「
生
死
を
賭
け

た
闘
争
」
に
対
す
る
理
解
に
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。

　
自
己
意
識
が
「
他
の
自
己
意
識
」
と
い
う
も
の
を
経
験
し
、
そ

の
存
在
を
認
識
し
て
い
く
場
面
は
、
後
の
「
生
死
を
賭
け
た
闘

争
」
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
そ
こ
で
、
単
な
る
「
生
命
」
だ
と
思

っ
て
い
た
も
の
の
な
か
で
も
そ
れ
以
上
の
も
の
（
生
命
あ
る
自
已

意
識
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
経
験
す
る
。
そ
う
し
て
初
め
て
、

「
他
在
」
で
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
「
他
者
」
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。
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相
互
承
認
の
概
念
　
－
自
立
性
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
－

　
こ
う
し
て
、
次
に
描
か
れ
る
の
は
「
自
己
意
識
同
士
の
関
わ
り

合
い
」
と
な
る
。
だ
が
へ
ー
ゲ
ル
は
、
自
己
意
識
相
互
の
具
体
的

な
運
動
を
叙
述
す
る
前
に
、
こ
の
運
動
の
概
念
的
な
説
明
を
行
う
。

こ
の
説
明
は
六
つ
の
段
落
か
ら
成
っ
て
い
る
。
初
め
の
三
つ
の
段

落
で
、
自
己
意
識
の
行
う
一
方
的
な
行
為
が
挫
折
し
て
ゆ
く
必
然

性
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
四
・
五
段
落
目
で
一
方
的
な
行
為
の

不
十
分
さ
が
指
摘
さ
れ
、
六
段
落
目
で
自
己
意
識
の
あ
る
べ
き
姿

（
相
互
承
認
）
が
描
か
れ
る
。
初
め
の
「
一
方
的
な
」
行
為
と
は
、

先
に
見
た
「
生
命
」
に
対
し
て
の
自
己
意
識
の
行
為
の
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
同
時
に
、
こ
の
次
に
自
己
意
識
が
進
み
入
る
「
生
死
を

賭
け
た
闘
争
」
に
お
け
る
行
為
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
四
段
落
目
で

「
一
方
の
行
為
（
註
ω
↓
＝
目
急
ω
ヨ
目
竃
）
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。

　
二
方
の
行
為
L
は
相
互
的
な
行
為
で
は
な
い
。
こ
の
行
為
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

他
在
を
否
定
す
る
行
為
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
本
来
そ
の
よ
う
な

性
格
を
持
つ
存
在
止
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
初
め

は
こ
の
行
為
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
他
在
を
否
定
し
よ
う

と
す
る
と
か
え
っ
て
他
在
が
「
他
在
」
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
つ

ま
り
「
自
分
」
と
「
他
在
」
と
の
問
に
屹
立
す
る
深
淵
が
自
覚
さ

れ
、
他
在
は
か
え
っ
て
そ
の
存
在
を
明
確
に
示
し
て
く
る
の
で
あ

る
。
「
生
命
」
の
場
面
を
思
い
返
し
て
欲
し
い
。
あ
の
時
の
よ
う

に
、
自
分
の
自
立
性
は
確
保
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
「
相
互
承

認
」
の
概
念
が
説
明
さ
れ
る
箇
所
に
お
い
て
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な

挫
折
の
過
程
が
描
か
れ
る
。

　
従
来
の
解
釈
の
な
か
に
は
、
こ
の
二
方
の
行
為
L
（
つ
ま
り

初
め
の
三
つ
の
段
落
）
が
承
認
の
概
念
の
う
ち
に
入
っ
て
い
る
、

と
解
釈
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

自
己
意
識
は
二
方
の
行
為
L
を
行
う
こ
と
で
、
自
分
を
「
自

分
」
と
し
て
、
他
在
を
「
他
在
」
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
そ
の
「
承
認
」
が
各
々
の
自
己
意
識
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
と
で
、
相
互
承
認
が
成
立
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
そ

う
す
る
と
、
自
己
意
識
が
相
互
承
認
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
互
い

に
廃
棄
し
合
え
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
誤
り
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
自
己
意
識
は
「
生
命
」
を
対
象
に
し
て
い
た
と
き
の
よ
う
に
、

他
在
の
否
定
に
よ
っ
て
は
自
立
性
を
確
証
し
続
け
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
を
自
覚
す
る
に
い
た
る
。
つ
ま
り
、
「
自
分
の
自
立
性
を

覆
す
も
の
」
と
し
て
の
他
在
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
そ
れ
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が
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
一
方
の
行
為
」
の
実
相
で
あ
る
。
こ

れ
は
自
己
意
識
自
身
に
と
つ
て
は
否
定
的
な
ご
と
と
し
て
現
れ
る
。

し
か
し
客
観
的
に
見
れ
ぱ
、
そ
こ
に
は
肯
定
的
な
意
義
が
浮
か
ぴ

上
が
つ
て
く
る
。
自
己
意
識
は
確
か
に
、
他
在
の
自
立
性
を
「
自

分
に
と
っ
て
否
定
的
な
も
の
」
と
し
て
認
識
す
る
。
だ
が
こ
の
よ

う
に
認
識
す
る
こ
と
が
、
逆
に
肯
定
的
な
意
義
を
併
せ
持
つ
。
す

な
わ
ち
「
他
在
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
認

識
し
て
い
る
」
と
も
言
え
る
の
だ
。
そ
し
て
自
己
意
識
は
、
「
他

在
が
あ
る
」
と
い
う
前
提
を
持
ち
（
具
体
的
に
言
え
ぱ
「
生
命
」

と
い
う
他
在
、
あ
る
い
は
「
他
の
自
己
意
識
」
と
い
う
他
者
を
認

識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
、
新
た
に
自
立
性
を
求
め
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

　
さ
て
「
一
方
の
行
為
」
が
挫
折
す
る
と
し
た
ら
、
自
已
意
識
の

自
立
性
は
ど
う
す
れ
ぱ
確
保
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
相
亙
承

認
」
に
よ
る
。
先
の
段
落
構
成
で
言
え
ば
六
つ
目
に
描
か
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
意
識
が
客
観
的
に
自
立
性
を
確
証
す
る
に

は
、
白
分
の
白
立
性
を
「
客
観
的
に
認
め
て
く
れ
る
」
も
の
が
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
前
に
「
生
命
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し

生
命
は
持
続
的
な
承
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
存
在
を
否

定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
消
滅
し
て
い
つ
た
。
そ
の
た
め
、
「
否
定

さ
れ
つ
つ
な
お
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
L
も
の
が
対
象
に
な
ら

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
．
「
他
の
自
已
意
識
」
で
あ
る
。
他

の
自
己
意
識
は
自
分
の
自
立
性
を
自
分
で
否
定
し
て
、
他
者
の
自

立
性
を
承
認
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
で
持
統
的
な
承
認

が
生
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
一
方
だ
け
に
と
ど
ま

る
な
ら
、
そ
れ
は
一
面
的
な
承
認
で
し
か
な
い
。
ふ
た
つ
の
自
己

意
識
が
互
い
に
承
認
し
合
つ
て
初
め
て
、
双
方
の
自
己
意
識
が
自

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

立
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
相
互
承
認
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
が
自
己
意
識
に
よ
づ
て
具
体
的
に
実
現
さ
れ
る
の

は
ま
だ
ま
だ
先
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
い
い
ち
、
自
己
意
識
は
白
分

の
対
象
を
ま
だ
「
生
命
」
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
哲
学
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ぱ
、
何
よ
り
も
ま
ず
白
己
意
識

の
対
象
が
「
生
命
」
か
ら
「
他
の
自
己
意
識
」
と
な
る
必
要
が
出

て
き
た
。
そ
こ
で
自
己
意
識
は
他
の
自
已
意
識
と
面
す
る
こ
と
に

な
る
。

生
死
を
賭
け
た
闘
争

－
他
人
を
「
物
」
と
見
る
自
己
意
識
1

　
こ
う
し
て
自
己
意
識
は
生
命
以
上
の
も
の
に
出
会
う
こ
と
に
な

つ
た
の
で
あ
る
が
、
自
己
意
識
は
初
め
他
の
自
己
意
識
を
単
な
る
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「
生
命
の
あ
り
方
に
沈
み
込
ん
だ
も
の
」
（
一
四
八
頁
）
と
し
て
し

か
見
て
い
な
い
。
し
た
が
つ
て
白
己
意
識
が
取
る
手
段
も
変
わ
る

こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
他
在
を
一
方
的
に
否
定
し
て
、
自
分
の

自
立
性
を
確
信
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
自
己
意
識
が
白
分
の
自
立

性
の
確
信
を
真
実
に
得
る
た
め
に
は
、
一
方
の
意
識
だ
け
で
は
な

く
他
の
意
識
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
己
意
識
は
そ
の
必
要
不
可
欠
な
「
他
の
自
已
意
識
」
を
「
否
定

さ
れ
る
だ
け
の
存
在
」
と
し
て
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

の
た
め
、
自
己
意
識
は
こ
の
他
在
を
否
定
す
る
こ
と
で
目
的
を
達

成
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
自
已
意
識
は
自
分
に
自
立
性
の

確
証
を
与
え
る
は
ず
の
も
の
、
相
互
承
認
の
た
め
に
絶
対
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
他
者
を
自
分
の
手
で
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
行
為
は
「
一
方
の
行
為
」
だ
と
言
う
こ
と
が
で

む
砧
。
自
己
意
識
は
生
命
に
対
し
て
と
同
じ
行
為
を
す
る
。
し
た

が
づ
て
、
そ
の
帰
結
も
生
命
の
場
合
と
同
様
、
循
環
に
陥
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
状
況
も
現
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

各
々
の
自
已
意
識
は
「
他
の
自
己
意
識
」
で
あ
る
は
ず
の
対
象
を

今
ま
で
ど
お
り
「
生
命
の
あ
り
方
に
沈
み
込
ん
だ
も
の
」
と
し
て

し
か
見
て
い
な
い
。
だ
が
他
面
で
、
対
象
も
「
他
．
の
自
己
意
識
」

に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
対
象
も
白
分
が
否
定
さ
れ
る

（
殺
さ
れ
る
）
こ
と
に
無
関
心
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
対
象
の

方
で
も
他
在
を
一
方
的
に
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
「
殺
さ
れ
る
前

に
殺
そ
う
」
と
す
る
。
つ
ま
り
「
一
方
の
行
為
」
が
両
方
の
自
己

意
識
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
ま
た
そ
の
否
定
的
な
行
為
が
相
互
の
自

己
意
識
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
づ
た
の
だ
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
主
体
側
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
自
己

意
識
は
、
今
ま
で
の
対
象
の
反
応
と
は
異
な
る
も
の
を
受
け
取
る
。

以
前
の
対
象
で
あ
っ
た
「
生
命
」
は
、
白
己
意
識
が
否
定
し
よ
う

と
し
て
も
主
体
的
な
反
応
を
し
て
く
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
今
度
の
対
象
は
白
分
を
殺
そ
う
と
向
か
つ
て
く
る
の
で
あ
る
。

生
命
の
と
き
は
一
方
（
自
己
意
識
）
が
他
方
（
対
象
の
生
命
）
に

否
定
を
も
た
ら
す
と
い
う
構
図
だ
つ
た
。
言
い
換
え
る
と
対
象
の

生
命
を
殺
す
と
い
う
一
方
的
な
行
為
だ
つ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は

複
数
の
自
己
意
識
が
互
い
の
死
を
求
め
る
、
つ
ま
り
「
殺
し
あ

う
」
と
い
う
相
互
的
な
行
為
に
な
つ
た
。
そ
こ
で
ふ
た
つ
の
自
己

意
識
は
「
生
死
を
賭
け
た
闘
争
」
に
突
入
す
る
。

　
　
諸
解
釈
と
の
相
違
点

　
諸
解
釈
の
な
か
で
は
、
こ
の
「
生
死
を
賭
け
た
闘
争
」
を
「
承

認
を
要
求
す
る
（
め
ぐ
る
）
闘
争
」
と
解
釈
す
る
も
の
が
あ
る
。
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そ
れ
に
よ
る
と
、
「
白
已
意
識
は
他
の
自
己
意
識
に
自
分
の
自
立

性
を
認
め
る
よ
う
に
要
求
し
、
闘
争
す
る
」
の
だ
と
い
う
。
こ
の

よ
う
な
解
釈
は
、
「
生
命
」
に
お
け
る
解
釈
の
ズ
レ
か
ら
続
い
て

く
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
意
識
の
対
象
が
「
生
命
」
か

ら
「
他
の
自
己
意
識
」
と
な
っ
た
こ
と
を
自
己
意
識
自
身
が
知
っ

て
い
る
、
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
考
え
方
に
よ
れ
ぱ
、
白
已
意
識
は
す
で
に
他
の
自
己
意
識
を
認

識
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
自
己
意
識
は
「
他
の
自
己

意
識
に
自
分
の
自
立
性
を
認
め
る
よ
う
に
要
求
す
る
」
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
う
す
る
と
、
自
已
意
識
は
な
ぜ
他
の
自
已
意
識
を
殺
そ
う

と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
要
求
す
る
こ
と
と
殺
す
こ
と
は
同
じ
こ
と

で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
殺
し
て
し
ま
っ
て
は
白
分
の
自
立
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

承
認
し
て
く
れ
る
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。

　
実
際
の
と
こ
ろ
は
そ
う
で
は
な
い
。
各
々
の
自
己
意
識
は
、
互

い
に
相
手
を
自
己
意
識
で
あ
る
と
認
め
て
い
な
い
。
各
々
は
相
手

を
ま
だ
「
生
命
」
と
し
て
し
か
見
て
お
ら
ず
、
こ
の
対
象
を
否
定

し
よ
う
（
殺
そ
う
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
闘
争
」
と

な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
伽
、
自
己
意
識
が
「
生

命
」
に
向
け
て
い
た
行
為
と
同
じ
「
他
在
の
否
定
」
で
あ
り
、
さ

ら
に
そ
れ
を
各
々
の
自
己
意
識
が
相
互
に
向
け
合
う
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
殺
し
合
い
」
の
な
か
で
こ
そ
、
自
己

意
識
は
対
象
に
「
生
命
」
以
上
の
存
在
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。

「
否
定
さ
れ
る
生
命
で
し
か
な
い
」
と
思
っ
て
い
た
対
象
が
、
自

分
を
殺
す
よ
う
な
存
在
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
白
分
と
同
じ
こ
と

を
意
志
し
て
い
る
。
自
己
意
識
は
、
他
在
が
そ
の
よ
う
な
主
体
性

を
も
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
経
験
す
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
闘
争
を
通
じ
て
、
自
己
意
識
の
対
象
は
自
已
意
識
自

身
に
と
っ
て
初
め
て
「
自
己
意
識
」
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ぱ
、

「
他
在
」
が
「
他
者
」
と
し
て
顔
を
出
し
て
く
る
の
で
あ
令
そ

う
し
て
自
已
意
識
は
対
象
を
「
生
命
あ
る
自
己
意
識
」
と
し
て
認

　
　
　
　
　
（
H
）

め
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
闘
争
の
帰
結
と
し
て
、
自
己
意
識
の
問
の
関
わ
り
方
が
変

化
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
意
識
は
闘
争
の
な
か
で
生
命
を
越
え

よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い
自
己
意
識
が
現
れ
る
。

こ
の
自
己
意
識
は
「
死
」
を
ま
の
あ
た
り
に
し
、
自
分
の
生
命
を

手
放
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
闘
争
・
か
ら
逃
げ
出
し

他
者
に
屈
し
、
自
分
の
生
命
を
確
保
す
る
。
他
方
、
死
の
恐
怖
に

打
ち
勝
っ
た
勝
者
は
、
何
も
変
え
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
自
己
意

識
は
「
生
命
的
な
形
態
に
依
存
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
実
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際
に
証
明
で
き
て
し
ま
づ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
自
己
意

識
の
行
為
の
相
互
性
も
「
単
純
に
否
定
し
合
う
（
殺
し
合
う
）
」

と
い
う
形
態
か
ら
「
否
定
す
る
側
－
否
定
さ
れ
る
側
」
と
い
う
関

係
を
維
持
す
る
よ
う
な
形
態
に
変
わ
り
て
ゆ
く
。

　
し
か
し
「
自
己
意
識
の
自
立
性
」
の
観
点
か
ら
す
れ
ぱ
、
へ
ー

ゲ
ル
は
負
け
側
の
自
己
意
識
の
方
に
自
立
の
可
能
性
を
与
え
て

　
（
螂
）い

る
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
が
、
「
支
配
と
隷
属
」
の
叙
述

に
お
い
て
で
あ
る
。

支
配
と
隷
属
1
「
一
方
の
行
為
」

の
帰
結
－

　
こ
の
闘
争
の
結
果
、
自
己
意
識
は
ふ
た
つ
の
側
に
別
れ
る
。
つ

ま
り
「
勝
ち
組
」
と
「
負
け
組
」
で
あ
る
。
闘
争
を
完
全
に
克
服

し
た
「
勝
ち
組
」
は
、
自
分
の
自
立
性
を
対
象
の
も
と
で
確
証
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
二
方
の
行
為
L
を
完
遂
で
き
た

自
己
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
闘
争
に
破
れ
、
自
分
の
「
死
」
に

打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
負
け
組
」
は
、
自
分
の
「
生

命
」
を
保
持
す
る
た
め
に
自
分
の
自
立
性
を
放
棄
す
る
。
こ
れ
は

「
一
方
の
行
為
」
を
あ
き
ら
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
，
支
配
す
る
側
の
「
主
（
匡
①
冒
）
」
、
隷
属
す
る
側
の
「
奴
（
丙
亮
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旭
）

○
巨
）
」
と
い
う
関
係
が
で
き
あ
が
る
。

　
「
主
」
は
闘
争
に
打
ち
勝
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
生
命
と

い
う
「
物
性
（
冒
自
O
q
ぎ
5
」
を
断
ち
切
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

自
分
の
「
生
命
」
と
い
う
物
性
を
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
「
奴
」
を

支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
主
」
は
「
奴
」
を
支
配
す
る

こ
と
で
「
物
」
を
支
配
す
る
。
つ
ま
り
、
「
物
」
を
「
奴
」
に
加

工
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
に
「
物
」
を
享
楽
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
欲
望
」
は
「
物
」
の
自
立

性
に
よ
う
て
挫
折
し
た
が
、
「
主
」
は
「
奴
」
に
「
物
」
の
白
立

性
を
委
ね
る
こ
と
で
、
う
ま
い
汁
だ
け
を
吸
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
主
」
は
、
「
奴
」
に
よ
っ
て

「
白
立
的
な
存
在
で
あ
る
」
と
承
認
さ
れ
て
も
い
る
。

　
「
主
」
は
こ
の
よ
う
に
自
立
的
な
存
在
に
な
る
こ
と
が
で
き
た

よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ
で
実
は
「
奴
」
の
方
が
自
立
的
で
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
主
」
の
本
質

は
「
奴
」
の
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
主
」
が
行
っ
て
い
る
「
物
」

の
否
定
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
の
は
「
奴
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り

「
主
」
が
非
本
質
的
だ
と
思
っ
て
い
た
「
奴
」
の
行
為
の
方
が
、

実
は
「
主
」
の
本
質
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
奴
」
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
奴
」
は
「
生
死
を
賭
け
た
闘
争
」
で
自
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分
が
死
ぬ
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
自
分
の
自
立
性

を
放
棄
し
、
「
主
」
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
「
奴
」
に
現

前
す
る
の
は
、
物
性
を
支
配
し
た
「
主
」
の
差
し
向
け
る
「
死
の

恐
怖
」
で
あ
る
。
「
奴
」
は
こ
の
恐
怖
の
た
め
に
、
自
分
の
全
存

在
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
自
分
の
存
在
な
ど
在
っ
て
無
き
が
ご
と
し

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
動
揺
は
、
「
自
分
を
外
に
見
る
」
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
自
分
の
生
き
死
に
を
外
部
の
も
の
が
握
っ
て
い

る
。
「
奴
」
は
「
主
」
に
奉
仕
し
、
自
分
の
主
体
性
を
具
体
的
な

形
で
滅
し
、
外
都
に
自
分
の
意
志
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
「
主
」

に
命
じ
ら
れ
た
労
働
を
行
う
。

　
こ
の
「
労
勧
」
に
お
い
て
、
「
死
の
恐
怖
」
に
よ
っ
て
動
揺
さ

せ
ら
れ
た
「
奴
」
自
身
の
存
在
が
外
部
に
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
物
を
加
工
す
る
こ
と
で
、
「
奴
」
の
意
志
が
「
形
式

（
句
O
『
昌
）
」
と
し
て
対
象
世
界
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。
単
な
る

「
物
」
で
あ
っ
た
も
の
に
、
「
奴
が
作
り
上
げ
た
も
の
」
と
い
う
意

味
と
し
て
の
「
形
式
」
が
与
え
ら
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
「
物
」

は
単
に
廃
棄
さ
れ
る
の
で
は
な
く
「
加
工
」
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、

そ
の
存
在
は
な
お
持
続
し
て
い
る
た
め
、
「
形
式
」
は
消
失
す
る

こ
と
な
く
存
続
す
る
。
つ
ま
り
「
奴
」
は
「
労
働
」
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
欲
望
」
や
享
楽
す
る
「
主
」
が
成
し
え
な
か
っ
た

「
自
己
の
確
証
」
を
は
か
ら
ず
も
成
就
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
と
は
い
え
、
「
奴
」
は
あ
く
ま
で
「
奴
」
で
あ
る
。
「
奴
」
の
意

志
は
「
主
」
の
意
志
で
あ
る
か
ら
、
「
形
式
」
と
し
て
刻
み
込
ま

れ
て
い
る
の
は
「
奴
」
自
身
の
意
志
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意

味
で
は
「
奴
」
は
完
全
に
自
立
的
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
哲
学
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ぱ
、
「
意
志
－
形
成
－

現
実
化
」
と
い
う
過
程
（
つ
ま
り
自
立
的
な
行
為
を
行
う
と
い
う

こ
と
）
を
自
己
意
識
が
自
覚
す
る
と
い
う
、
新
た
な
形
態
が
現
れ

た
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
「
支
配
と
隷
属
」
の
展
開
で
あ
る
。

「
一
方
の
行
為
」
の
挫
折

　
こ
こ
で
は
自
立
的
な
主
体
が
「
主
」
か
ら
「
奴
」
に
逆
転
し
て

い
く
運
動
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
奴
」
が
本
来
的
な
自

立
性
を
得
ら
れ
る
白
己
意
識
と
な
っ
た
。
し
か
し
没
落
す
る

「
主
」
の
方
に
も
、
そ
れ
な
り
の
意
義
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り

「
主
」
が
没
落
し
て
ゆ
く
成
り
行
き
は
、
「
一
方
の
行
為
」
が
現
実

的
に
挫
折
す
る
様
子
を
描
い
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
「
主
」

は
「
欲
望
」
か
ら
引
き
続
い
て
い
た
一
方
的
な
他
在
否
定
を
完
遂

し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
完
遂
自
体
が
「
主
」
を
袋
小
路
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に
陥
れ
た
の
で
あ
る
。
「
主
」
が
行
う
こ
と
と
い
え
ぱ
、
加
工
さ

れ
た
「
物
」
を
享
楽
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
他

在
の
否
定
」
と
い
う
虚
無
で
し
か
な
い
。
逆
に
、
二
方
の
行
為
L

を
あ
き
ら
め
た
「
奴
」
の
方
が
、
自
立
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
一
方
の
行
為
」
が
そ
も
そ
も
破
綻
す
る

し
か
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
一
方
の
行
為
」
が
追
求
し
て
い
た
「
自
立
性
」
と
は
、
ま
う
た

く
実
の
な
い
も
の
で
あ
う
た
。
だ
が
、
こ
の
「
自
立
性
」
を
追
求

し
、
そ
れ
が
実
の
な
い
も
の
だ
と
知
る
こ
と
こ
そ
が
、
本
来
の
自

立
性
を
築
く
第
一
歩
と
な
る
の
で
あ
る
。

自
立
性
の
本
質
に
向
け
て

　
以
上
に
お
い
て
、
自
已
意
識
の
始
ま
り
に
お
け
る
過
程
を
概
観

し
て
き
た
。
自
己
意
識
は
こ
の
わ
ず
か
な
場
面
に
お
い
て
、
す
で

に
い
く
つ
か
の
重
要
な
経
験
を
経
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
自
己
意
識
は
、
自
分
と
い
う
個
別
的
な
存
在
が
他
在
と
の
関
係

で
あ
る
「
生
命
」
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て

「
他
の
自
己
意
識
」
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
経
験
し
た
。

そ
し
て
自
己
意
識
は
こ
の
新
た
な
対
象
の
も
と
で
自
立
性
を
確
証

し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
こ
に
も
落
と
し
穴
が
現
れ
た
。
「
主
」
は

「
欲
望
」
か
ら
引
き
続
く
自
己
満
足
的
な
他
在
・
他
者
の
廃
棄
を

続
け
て
い
た
が
、
こ
の
一
方
的
な
廃
棄
を
持
続
的
に
続
け
る
た
め

に
は
、
対
象
の
側
で
持
続
的
に
「
廃
棄
さ
れ
」
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
廃
棄
の
本
質
は
、
「
廃
棄
さ
れ
続
け
る
自

己
意
識
」
の
方
に
あ
っ
た
。
主
奴
の
立
場
は
逆
転
し
、
「
主
」
は

袋
小
路
に
突
き
当
た
る
。
こ
う
し
て
「
一
方
の
行
為
」
は
挫
折
に

い
た
り
、
「
一
方
の
行
為
」
を
放
棄
し
た
自
己
意
識
が
逆
に
自
立

性
を
獲
得
で
き
る
可
能
性
を
得
た
。

　
自
已
意
識
が
自
立
性
を
得
る
に
は
、
「
奴
」
の
よ
う
に
一
度
自

分
の
自
立
性
を
放
棄
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
他
者
の
自
立
性

を
承
認
し
、
白
分
の
自
立
的
な
あ
り
方
を
他
者
の
な
か
に
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
自
己
意
識
は
、
「
自
分
だ
け
で
存
在

す
る
」
と
い
う
こ
と
の
本
質
を
示
す
。
つ
ま
り
、
他
者
が
存
在
し

そ
の
他
者
の
な
か
で
こ
そ
白
分
が
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
人
問
が
自
立
的
に
存
在
す
る
、
こ
の
こ
と
の
根
源
に
は
、
他

在
・
他
者
（
他
の
人
間
）
の
存
在
、
そ
し
て
こ
の
他
者
と
の
認
め

合
い
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
へ
－
ゲ
ル
に
よ
っ
て
こ
の
真
理
が

必
然
的
に
示
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
も
は
や
漢
然
と
提
出
さ
れ
た
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真
理
で
は
な
い
。
自
己
意
識
が
実
際
に
「
一
方
の
行
為
」
を
貫
き
、

そ
れ
が
挫
折
す
る
こ
と
を
通
じ
て
整
然
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と

　
　
＾
M
）

で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
私
た
ち
が
自
立
的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
の
第
一
の
前
提
と
な
る
こ
と
だ
、
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
私

た
ち
は
、
し
ば
し
ぱ
こ
の
前
提
を
当
然
視
し
が
ち
で
あ
る
。
へ
ー

ゲ
ル
は
こ
の
前
提
の
必
然
性
を
、
一
貫
し
た
論
理
に
よ
っ
て
説
得

し
て
く
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。

＊
　
へ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
。
勺
す
甘
目
O
ヨ
①
目
〇
一
〇
〇
q
一
①
ρ
9
Q
9
9
鶉
、

　
（
『
精
神
の
現
象
学
』
）
は
ズ
ー
ル
カ
ム
ブ
版
を
使
用
し
た
。
訳
は
引

　
用
者
に
よ
る
も
の
。
引
用
の
際
に
は
頁
数
の
記
載
に
略
す
。

　
　
例
一
（
一
四
七
頁
）

（
1
）
　
こ
こ
で
見
て
い
く
の
は
、
主
体
的
に
行
動
す
る
自
己
意
識
が
生

　
命
を
対
象
に
行
動
す
る
場
面
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
に
先
立
っ

　
て
ま
ず
哲
学
者
の
立
場
か
ら
見
た
生
命
概
念
を
客
観
的
に
叙
述
し
て

　
い
る
の
だ
が
、
本
論
に
と
っ
て
そ
れ
を
説
明
す
る
重
要
性
は
無
い
と

　
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

（
2
）
　
『
へ
ー
ゲ
ル
「
精
神
現
象
学
」
入
門
［
新
版
］
』
で
は
こ
の
循
環

　
の
説
明
を
欠
い
て
お
り
、
対
象
を
「
他
の
自
己
意
識
」
に
す
る
必
然

　
性
が
失
わ
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

　
　
「
否
定
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
目
我
の
肯
定
的
な
内
容
は
、
否
定

　
さ
れ
た
非
我
の
肯
定
的
な
内
容
次
第
で
決
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
欲
望
が
『
自
然
的
』
非
我
に
向
か
う
な
ら
ぱ
、
こ
の
自
我
白
身
も
ま

　
た
「
自
然
的
」
白
我
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
欲
望
が
行
動
に
よ
り

　
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
自
我
は
、
こ
の
欲
望
が

　
向
か
う
物
と
同
一
の
本
性
を
具
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ

　
れ
は
『
物
の
よ
う
な
』
目
我
、
た
だ
生
き
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
自
我
、

　
動
物
的
自
我
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
自
然
的
対
象
と

　
相
関
す
る
自
然
的
自
我
は
目
己
感
情
と
し
て
以
外
に
自
己
お
よ
ぴ
他

　
者
に
対
し
て
開
示
さ
れ
う
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
我
が

　
目
己
意
識
に
至
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
L
（
A
・
コ
ジ
ェ

　
ー
ヴ
、
一
九
八
七
年
、
二
二
頁
）
。

　
　
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
と
っ
て
「
人
間
と
は
自
己
意
識
で
あ
る
」
（
同
杳
、

　
一
一
頁
）
か
ら
、
白
然
的
な
生
命
を
対
象
に
し
て
い
る
欲
望
は
、
ま

　
だ
人
間
と
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
　
へ
ー
ゲ
ル
が
緒
論
（
里
三
警
昌
O
q
）
で
行
っ
た
解
説
を
適
用
で

　
き
る
だ
ろ
う
。
「
こ
の
〔
叙
述
の
進
行
の
〕
必
然
性
自
体
だ
け
は
、

　
あ
る
い
は
新
し
い
形
態
（
こ
れ
は
意
識
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
生
じ

　
る
か
が
意
識
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
生
じ
る
の
だ
が
）
の
発
生
だ
け

　
は
、
我
々
〔
哲
学
者
の
立
場
に
い
る
も
の
〕
に
と
っ
て
い
わ
ぱ
意
識

　
の
背
後
で
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
」
（
八
十
頁
、
〔
〕
内
引
用
者
）
。

（
5
）
　
ガ
ダ
マ
ー
、
高
囲
純
な
ど
。

（
6
）
　
こ
こ
で
「
他
在
」
と
い
う
言
葉
は
「
他
の
存
在
」
と
い
う
意
味

　
だ
け
で
は
な
く
、
「
他
者
（
他
の
白
己
意
識
）
」
と
い
う
意
味
も
合
意

　
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の

　
は
概
念
的
な
説
明
な
の
で
、
へ
－
ゲ
ル
は
両
者
を
ま
と
め
て
「
他
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在
L
と
言
っ
て
い
る
。

（
7
）
　
ガ
ダ
マ
ー
、
金
子
武
蔵
、
幽
口
純
夫
な
ど
。

（
8
）
　
現
在
の
私
た
ち
が
「
私
は
自
立
的
で
あ
る
」
と
自
分
自
身
で
認

　
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
ま
ず
他
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
初
め

　
て
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
自
分
を
承
認
す
る
こ
と

　
を
他
者
か
ら
学
ば
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
自
己
意
識
は
初
め
、
自
分

　
の
根
本
的
な
性
格
で
あ
る
他
者
否
定
し
か
行
う
こ
と
は
な
い
。
「
自

　
分
を
自
分
で
認
め
る
」
と
い
う
こ
と
も
初
め
は
無
い
の
で
あ
る
。
他

　
者
か
ら
外
的
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
自
分
が
認
め
ら
れ
る
」
こ

　
と
を
内
面
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
「
自
分
を
認
め
る
」
と
い
う
行
為

　
と
そ
の
意
義
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
9
）
　
高
田
は
、
こ
こ
で
「
生
命
」
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
た
行
為
、

　
す
な
わ
ち
「
欲
望
」
の
立
場
が
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
、
と
す
る
。

　
「
こ
こ
に
あ
る
の
は
他
人
へ
の
『
欲
望
雰
o
q
討
邑
o
』
で
は
な
く
、
他

　
人
へ
の
『
要
求
向
O
a
宰
…
O
目
』
で
あ
ろ
う
」
（
高
田
純
、
一
九
九
四

　
年
、
二
＝
二
頁
）
。
こ
の
誤
解
も
、
こ
こ
で
の
自
己
意
識
の
状
態
に

　
対
す
る
彼
の
理
解
・
か
ら
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
彼

　
は
、
こ
こ
で
の
自
己
意
識
が
自
分
の
対
象
で
あ
る
「
他
の
意
識
」
を

　
た
ん
な
る
「
物
（
生
命
）
」
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
、
と
い
う
こ

　
と
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
他
人
に
「
要
求
」
す
る
た
め
に

　
は
、
「
要
求
す
る
た
め
の
相
手
（
つ
ま
り
他
の
意
識
）
」
が
す
で
に
自

　
己
意
識
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
高
田
純
、
ガ
ダ
マ
ー
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
な
ど
。
ガ

　
ダ
マ
ー
は
、
「
生
死
を
賭
け
た
闘
争
」
を
「
名
誉
を
賭
け
た
決
闘
」

　
の
．
こ
と
く
解
釈
し
て
い
る
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
・
イ
ポ
リ
ッ
ト
は
、
生
命

　
の
と
こ
ろ
で
は
「
自
己
意
識
は
対
象
を
自
已
意
識
だ
と
認
識
し
て
い

　
な
い
」
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
生
死
を
賭
け
た
闘
争
」

　
で
の
自
己
意
識
は
「
対
象
を
自
己
意
識
と
認
識
し
て
い
る
」
と
解
釈

　
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
「
自
分
の
対
象
は
自
己
意
識
で
あ
る
」
と
認

　
識
す
る
過
程
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
生
死
を
賭
け

　
た
闘
争
」
こ
そ
が
、
そ
の
過
程
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
参
照
。

　
　
「
…
私
が
他
人
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
感
ず
る
の
は
、
彼

　
の
眼
な
ざ
し
が
私
を
物
に
還
元
す
る
そ
の
瞬
間
に
、
私
が
自
分
の
主

　
体
性
を
体
験
し
つ
づ
け
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
私
が

　
他
人
を
奴
隷
状
態
に
お
と
し
め
る
の
も
、
私
が
彼
を
物
と
し
て
眺
め

　
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
聞
に
、
彼
が
依
然
と
し
て
意
識
お
よ
び
自
由

　
と
し
て
私
に
現
前
し
つ
づ
け
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
相
剋
の
意

　
識
は
、
相
互
関
係
と
わ
れ
わ
れ
に
共
通
な
人
閥
性
の
意
識
に
よ
っ
て

　
の
み
可
能
な
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
互
い
に
絹
手
を
意
識
と
し
て
認

　
め
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
互
い
に
否
定
し
合
う
。
私
と
は
あ
ら

　
ゆ
る
物
と
他
人
と
の
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
こ
の
否
定
は
、
他

　
人
に
よ
る
私
の
否
定
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

　
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
死
お
よ
び
無
と
し
て
の
私
の
自
己
意
識
が
歎

　
脇
的
で
あ
り
、
私
の
生
と
私
の
存
在
と
の
肯
定
を
含
ん
で
い
る
の
と

　
同
様
に
、
敵
と
し
て
の
他
人
の
意
識
も
同
類
と
し
て
の
他
人
の
肯
定

　
を
合
ん
で
い
る
」
（
M
・
メ
ル
ロ
＾
ポ
ン
テ
ィ
、
一
九
八
二
年
、
九

　
八
頁
）
。

（
1
2
）
　
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
参
照
。

　
　
「
…
人
問
の
状
況
を
こ
の
上
な
く
正
確
に
意
識
し
う
る
の
は
、
主
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人
で
は
な
い
。
主
人
と
は
、
そ
の
上
で
お
の
れ
の
絶
望
と
騎
り
が
作

　
動
し
て
い
る
は
ず
の
存
在
と
交
流
の
地
を
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い

　
る
人
問
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
識
を
も
ち
う
る
の

　
は
、
真
に
恐
れ
を
感
じ
、
敵
を
武
カ
で
征
服
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
、

　
そ
の
人
こ
そ
が
生
へ
の
愛
を
も
っ
て
い
る
が
故
に
彼
の
み
が
死
の
経

　
験
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
奴
隷
な
の
だ
L
（
同
杳
、
九
九
頁
）
。

（
1
3
）
　
「
奴
」
は
「
主
」
に
よ
っ
て
服
従
を
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
は

　
な
い
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
「
服
従
を
強
制
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
の
で

　
あ
る
が
、
服
従
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
相
手
は
す
で
に
自

　
立
的
な
存
在
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
筋
が
通
ら
な
い
。

（
M
）
　
こ
れ
が
「
へ
ー
ゲ
ル
個
人
の
理
屈
で
し
か
な
く
、
普
遍
的
真
理

　
と
は
言
え
な
い
」
と
い
う
批
判
は
あ
ま
り
重
要
さ
を
持
た
な
い
。
こ

　
の
理
屈
を
越
え
る
他
の
理
屈
を
提
示
し
な
け
れ
ぱ
、
批
判
に
は
な
ら

　
な
い
。参
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閣
選
杳
㎜
、
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
。

高
田
純
一
『
承
認
と
自
由
』
未
来
社
、
一
九
九
四
年
。

出
口
純
夫
一
『
精
神
と
言
葉
』
創
文
社
、
一
九
八
O
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
燕
埜
而
計
鮨
竈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
オ
ラ
ク
ル
株
式
会
社
）
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