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間
理
性
の
示
す
「
平
和
の
条
項
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

ッ
ブ
ズ
間
題
と
カ
ン
ト

「
全
て
の
人
は
こ
の
こ
と
、

つ
ま

ホ
ッ
ブ
ズ
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ソ
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
様
々
な
事
柄
が
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
例
え
ば
、

こ
の
著
作
で
最
大
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
国
家
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
は
多
数
の
人
々
の
間
で
の
「
共
通
権
力

(
c
o
m
m
o
n
p
o
w
e
r
)
」

で
あ
る
が
、

ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
人
間
の
権
力
（
力
）
の
定
義
は
「
将
来
善
に
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
獲
得
す
る
た
め
に
現
在
持
っ
て

(
1
)
 

い
る
手
段
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
最
大
の
力
と
は
、

へ
と
統
一
さ
れ
た
力
」
、

つ
ま
り
、(

3
)
 

の
平
和
と
防
御
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
言
い
か
え
る
と
、
国
家
と
い
う
共
通
権
力
は
平
和
と
自
己
保
存
と
い
う
善
を
実
現
す
る
た

ホ

「
非
常
に
多
く
の
人
々
の
力
を
結
合
し
て
、
同
意
に
よ
っ
て
―
つ
の
人
格

(
2
)
 

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
力
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
設
立
の
目
的
を
「
全
て
の
者

め
の
最
大
の
手
段
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
人
間
が
国
家
社
会
を
形
成
す
る
と
き
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
と
な
る
自
然
法
は
人

(
4
)
 

「
平
和
の
手
段
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
と
、
善
悪
に
関

す
る
共
通
の
尺
度
が
な
い
と
争
い
が
起
こ
り
、
自
然
状
態
は
戦
争
状
態
と
な
る
の
で
、
そ
の
結
果
、

黒

顛

勉
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り
、
平
和
は
善
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
平
和
へ
の
道
、

(
5
)
 

こ
と
に
な
る
。
正
義
、
報
恩
、
衡
平
ら
の
自
然
法
の
徳
は
、
国
家
と
同
様
、
平
和
と
自
己
保
存
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
さ

ら
に
ま
た
、
人
間
の
最
も
基
本
的
な
権
利
で
あ
る
自
然
権
も
、
自
己
保
存
、
力
、
手
段
と
い
う
語
で
説
明
さ
れ
る
。

自
分
自
身
の
自
然
、

そ
し
て
、

つ
ま
り
、
自
分
自
身
の
生
命
の
保
存
の
た
め
に
、
意
の
ま
ま
に
自
分
の
力
を
使
用
す
る
こ
と
の
自
由
」
で
あ
り
、

(
6
)
 

「
そ
の
た
め
に
最
も
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
手
段
」
を
使
う
自
由
で
あ
る
。
自
然
権
の
本
質
を
二
目
で
言
う
と
、
「
可
能
な
全

(
7
1
)
 

て
の
手
段
を
使
っ
て
、
我
々
自
身
を
守
れ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
哲
学
で
は
、
自
己
保
存
と
乎
和
の
実
現
の

た
め
に
有
効
な
手
段
を
示
す
こ
と
が
基
本
的
な
関
心
と
な
っ
て
い
る
。

パ
ー
ソ
ン
ズ
は
こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
惟
が
目
的
ー
手
段
の
関
係
に
大
い
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
社
会
理
論
体

系
を
功
利
主
義
の
純
粋
な
一
形
態
と
み
な
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
功
利
主
義
で
は
目
的
と
合
理
性
と
い
う
概
念
が
大
き
い
意
味
を
も

っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
合
理
性
と
は
利
用
可
能
で
、
最
も
効
率
の
よ
い
手
段
に
よ
っ
て
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

バ
ー
マ
ス
に
な
ら
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
合
理
性
を
目
的
合
理
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
）
。
ハ
ー
ソ
ン
ズ
は
功
利
主
義
的
目
的
合
理
性
を
つ

き
つ
め
る
と
、

ホ
ッ
ブ
ズ
が
戦
争
状
態
で
の
主
な
徳
と
呼
ん
だ
「
強
制
と
詐
欺

(
f
o
r
c
e
a
n
d
 fraud)
」
が
最
も
直
接
的
な
効
果
を
あ

(10) 

げ
る
の
に
有
効
な
手
段
と
し
て
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
言
い
か
え
る
と
、
厳
密
な
功
利
主
義
的
目
的
合
理
性
を
前
提
に
す

る
と
、
互
い
に
強
制
と
詐
欺
と
い
う
手
段
を
用
い
る
可
能
性
が
あ
っ
て
、
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ
な
く
な
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
社
会
秩
序

(11) 

の
形
成
を
契
約
説
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
だ
が
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
そ
こ
に
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
合
理
性
の
概
念
の
拡
大
を
見
て
い
る
。
つ

ま
り
、
行
為
者
が
直
接
的
な
利
益
に
支
配
さ
れ
な
い
で
、
強
制
的
行
為
や
詐
欺
を
排
除
す
る
の
に
必
要
な
行
為
を
と
る
と
こ
ろ
ま
で
拡

大
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
強
制
と
詐
欺
を
も
手
段
と
し
て
選
ぶ
合
理
性
を
前
提
に
し
て
は
、
当
事
者
の
問
で
の

ヘ
ノ言、

l 

「
自
然
権
と
は
、

つ
ま
り
、
手
段
も
善
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
一
致
す
る
」
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め
て
い
る
位
置
は
大
き
い
の
で
あ
る
。

合
意
形
成
が
困
難
、
不
可
能
に
な
る
か
ら
、

理
性
的
な
合
意
形
成
を
可
能
に
す
る
に
は
、
各
自
が
自
分
の
直
接
的
な
利
益
を
犠
牲
に
し

て
互
い
の
権
利
を
認
め
あ
う
こ
と
が
合
理
性
の
概
念
に
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
バ
ー
ソ
ン
ズ
は
ロ
ッ
ク
が
ホ
ッ
ブ
ズ
的
目

的
合
理
性
と
は
違
っ
た
形
態
の
合
理
性
を
考
え
て
い
た
と
す
る
。

ロ
ッ
ク
の
理
性
概
念
に
は
、
他
人
の
命
、
自
由
、
権
利
、
所
有
を
侵

(12) 

害
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
含
ま
れ
て
お
り
、
目
的
達
成
の
手
段
の
選
択
に
お
い
て
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

パ
ー
ソ
ン
ズ
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
ロ
ッ
ク
を
対
置
し
た
が
、

ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
目
的
合
理
的
思
惟
を
大
い
に
問
題
に
し
た
思
想
家
と
し
て
カ

ン
ト
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
自
身
が
ホ
ッ
プ
ズ
の
名
前
を
出
し
て
、

開
す
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
あ
る
が
、

一
の
基
本
的
自
然
法
と
し
て
、

ま
た
は
、

カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」

ホ
ッ
ブ
ズ
を
意
識
し
て
自
己
の
思
想
を
展

ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
と
、
共
通
権
力
の
存
在
し
な
い
自
然
状
態
で
は
、
人
間
の
状
態
は
悲
惨
な
戦
争
状
態
で
あ
り
、
万
人
が
万
人
と
争

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
然
状
態
を
脱
出
す
る
可
能
性
は
―
つ
に
は
人
間
の
情
念
の
う
ち
に
あ
り
、
ま
た
―
つ
に
は
人
間
の
理
性
の
う

(13) 

ち
に
あ
る
と
ホ
ッ
プ
ズ
は
考
え
て
い
る
。
自
然
法
と
は
理
性
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
平
和
の
諸
々
の
条
項
と
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第

「
す
べ
て
の
人
は
、
平
和
を
獲
得
す
る
希
望
の
あ
る
限
り
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。

平
和
を
求
め
、
そ
れ
に
従
え
。
」
が
、
そ
し
て
、
第
二
の
自
然
法
と
し
て
、
「
他
人
も
進
ん
で
そ
う
す
る
場
合
、
人
は
平
和
と
自
己
防
衛

自
分
自
身
に
対
し
て
他
人
が
持
つ
こ
と
を
許
せ
る
程
の
自
由
で
満
足
す
べ
き
で
あ
る
。
」

の
た
め
に
必
要
だ
と
考
え
る
限
り
、
万
物
に
対
す
る
自
分
の
権
利
を
進
ん
で
放
棄
す
べ
き
で
あ
る
。
他
人
に
対
す
る
自
由
に
関
し
て
は
、

が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
の
法
は
、
各

（
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
言
葉
を
借
り
て
言
う
と
）
が
占



30 

自
が
自
然
状
態
で
持
っ
て
い
る
万
物
に
対
す
る
権
利
を
平
和
状
態
を
設
立
す
る
た
め
に
相
互
に
制
限
し
あ
う
法
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は

こ
の
第
二
の
自
然
法
を
「
君
は
君
が
他
人
に
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
こ
と
を
他
人
に
す
る
な
」
と
も
い
い
表
し
て
、

サ
ソ
』
の
他
の
個
所
で
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
諸
々
の
自
然
法
の
議
論
が
ど
ん
な
に
錐
し
く
て
も
、

ら
嫌
な
こ
と
を
他
人
に
す
る
な
」
と
い
う
「
全
世
界
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
た
―
つ
の
格
言
」
に
要
約
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る

と
最
も
能
力
の
低
い
者
で
も
、
他
人
の
行
為
と
自
分
の
行
為
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
命
題
が
理
解
で
き
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
い
わ
ば
、

ホ
ッ
ブ
ズ
は
諸
々
の
自
然
法
の
ニ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
第
二
の
自
然
法
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、

あ
げ
た
一
九
の
自
然
法
の
う
ち
、
第
九
、
十
、
十
一
、
十
二
の
法
な
ど
は
第
二
の
法
の
内
容
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、

の
状
態
に
入
る
に
際
し
て
、

い
か
な
る
人
も
、
自
分
以
外
の
全
て
の
人
に
留
保
さ
れ
た
ら
自
分
が
満
足
し
な
い
、

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア

「
他
人
に
さ
れ
た

ホ
ッ
ブ
ズ
が

い
か
な
る
権
利
も
自

分
自
身
に
留
保
す
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
」
と
い
う
第
十
の
法
は
万
物
に
対
す
る
権
利
を
互
い
に
制
限
し
あ
う
こ
と
を
命
ず
る
第
二
の

(16) 

法
と
同
じ
内
容
と
言
っ
て
い
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
と
こ
の
第
十
の
法
は
、
他
人
を
生
ま
れ
つ
い
て
自
分
と
同

(17) 

等
の
も
の
と
認
め
る
こ
と
を
命
じ
る
第
九
の
法
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
と
人
の
問
を
裁
く
際
に
、
両
者
を
平
等
に
取

り
扱
う
こ
と
を
命
ず
る
第
十
一
の
衡
平

(
e
q
u
i
t
y
)

の
法
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
第
十
二
の
法
が
第
九
の
法
と
関
係
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
こ
う
し
た
考
え
方
か
ら
は
っ
巻
り
と
わ
か
る
こ
と
は
、
諸
々
の
自
然
法
の
ユ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
自
由

と
権
利
の
制
限
の
相
互
的
平
等
と
衡
乎
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
法
は
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
神
の
法
に
も
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
二
の
自
然
法
は
、

対
し
て
す
る
よ
う
に
君
が
要
求
す
る
こ
と
を
他
人
に
対
し
て
行
え
」
と
い
う
福
音
の
法
と
同
じ
と
さ
れ
て
い
る
。
先
に
問
題
に
し
た

「
君
は
君
が
他
人
に
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
こ
と
を
他
人
に
す
る
な
」
が
黄
金
律
の
消
極
的
形
式
と
言
わ
れ
る
な
ら
、
こ
れ
は
黄
金

「
他
人
が
君
に

「
平
和
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い
か
ら
」
、

で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

『
市
民
論
』
で
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
神
に
は
、

か
た
よ
り
見
る
（
え
こ
ひ
い
き
）
こ
と
が
な

に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
人
に
同
等
の
権
利
を
認
め
る
の
を
全
て
の
人
に
命
ず
る
衡
乎
の
自
然
法
は
マ
タ
イ
福
音
書
の

(20) 

「
自
分
を
愛
す
よ
う
に
あ
な
た
の
隣
人
を
愛
せ
」
と
い
う
隣
人
愛
の
命
令
と
同
じ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
然
法
的
衡
平
と
キ
リ

ス
ト
教
的
倫
理
を
同
一
視
す
る
傾
向
は
、
第
十
の
法
の
違
反
を
プ
レ
オ
ネ
ク
シ
ア
、
第
十
一
の
法
の
違
反
を
。
フ
ロ
ソ
ー
ボ
レ
ー
プ
シ
ア

と
す
る
点
に
も
現
れ
て
い
る
。
プ
レ
オ
ネ
ク
シ
ア
と
は
、

ブ
ズ
が
訳
し
て
い
る
よ
う
に
(
a
d
e
s
i
r
e
 o
f
 m
o
r
e
 t
h
a
n
 t
h
e
i
r
 s
h
a
r
e
)
、
自
分
の
分
け
前
以
上
を
取
っ
て
比
例
的
均
衡
を
破
る
こ
と

(21) 

で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
国
家
が
政
治
的
に
も
、
経
済
的
に
も
維
持
さ
れ
て
い
く
の
は
、
人
々
の
相
互
的
活
動
に
お
い

て
、
比
例
的
均
衡
の
と
れ
た
互
酬
性

(
r
e
c
i
p
r
o
c
i
t
y
)
が
保
た
れ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
比
例
が
幾
何
学
的
比
例
（
配

（刀）

分
的
正
義
）
と
算
術
的
比
例
（
整
正
的
正
義
）
に
分
け
ら
れ
、
裁
判
官
の
正
義
は
後
者
の
方
で
あ
る
°
。
フ
レ
オ
ネ
ク
シ
ア
と
は
比
例
的

均
衡
を
破
り
、
互
酬
性
の
原
理
に
反
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
紛
争
を
調
停
す
る
者
が
、
不
正
な
判
決
を
下
し
て
、

(23) 

一
方
の
当
事
者
か
ら
金
銭
的
報
酬
を
得
る
の
も
プ
レ
オ
ネ
ク
シ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
裁
判
官
が
自
然
法
的
衡
平
、

つ
ま
り
、
当
事
者
の
一
方
に
加
担
し
て
、
え
こ
ひ
い
き
す
る
こ
と
を
プ
ロ
ソ
ー
ボ
レ
ー
プ
シ
ア
と
す
る
。

配
分
的
正
義
を
破
る
こ
と
を
、

『
新
約
聖
書
』
に
由
来
す
る
こ
の
言
葉
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
ろ
う
が
、
自
由
人
で
あ
ろ
う
が
、
奴
隷
で
あ
ろ
う
が
、
正
し
い
も
の
は
だ
れ

ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
ろ
う
が
、

（お）

で
も
受
け
い
れ
ら
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
神
の
愛
の
無
差
別
と
裁
判
官
の
衡
乎
が
等
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、

し
ろ
、

(19) 

律
の
積
極
的
形
式
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
で
は
両
者
の
間
に
は
っ
き
り
と
し
た
差
異
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む

『
市
民
論
』
で
詳
細
に
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
法
は
神
に
よ
っ
て
万
人
に
与
え
ら
れ
た
神
の
法
で
あ
り
、
聖
書
の
文
句

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、

ホ

ッ

キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
愛
が
民
族
、
人
種
、
身
分
、
地
位
に
と
ら
わ
れ
な
い
無
差
別
な
も
の



32 

両
者
は
完
全
に
同
じ
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

プ
シ
ア
と
言
う
よ
り
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
考
え
る
と
、

ブ
ズ
は
社
会
形
成
の
ル
ー
ル
と
し
て
互
酬
性
の
原
理
を
最
も
重
要
視
し
て
い
る
が
、

た
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
第
十
、
第
十
一
の
法
の
違
反
は

と
も
に
。
フ
レ
オ
ネ
ク
シ
ア
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
方
が
、
裁
判
官
が
衡
平
を
破
る
の
を
聖
書
の
言
葉
で
あ
る
プ
ロ
ソ
ー
ポ
レ
ー

よ
り
ホ
ッ
プ
ズ
自
然
法
の
内
実
に
ふ
さ
わ
し
い
。
と
い
う
の
も
、
第
二
の
自
然
法
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

な
く
、
手
段
と
見
な
し
て
い
る
ゆ
え
に
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、

ホ

ッ

キ
リ
ス
ト
教
倫
理
は
そ
う
し
た
互
酬
性
の
原
理
を

ハ
ソ
ス
・
ヨ
ナ
ス
は
、
社
会
契
約
に
よ
る
法
は
「
与
え
ら
れ
る
た
め
に
、
私
は
与
え
る
」

と
い
う
互
酬
性
に
基
づ
く
が
、
黄
金
律
は
そ
う
し
た
互
酬
性
と
は
区
別
さ
れ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
黄
金
律
の
も
と
で
は
、
人
は
自
分

が
同
じ
事
情
に
あ
れ
ば
、
与
え
て
欲
し
い
と
思
う
も
の
を
与
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
時
、
自
分
が
与
え
ら
れ
る
た
め

(26) 

に
与
え
る
と
い
う
お
返
し
を
期
待
し
て
ほ
駄
目
な
の
で
あ
る
。
互
酬
性
は
社
会
形
成
の
本
質
的
な
条
件
に
な
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的

博
愛
と
同
じ
も
の
と
は
思
え
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
平
和
と
自
己
保
存
の
手
段
で
あ
る
自
然
法
を
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
と
も
関
係
づ
け
て
い

『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
‘
‘
つ
け
』
に
お
い
て
、
嘘
の
約
束
を
し
て
他
人
を
利
用
す
る
人
は
、
他
人
を
目
的
と
し
て
で

を
欲
し
な
い
こ
と
を
他
人
に
す
る
な
」
と
い
う
命
題
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
対
す
る
批
判
の
原
理
に
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
カ

ン
ト
の
考
え
で
は
、
こ
の
命
題
は
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
、
他
人
に
対
す
る
愛
の
義
務
や
相
互
的
な
義
務
な
ど
の
根
拠
に
な
ら
ず
、

（
訂
）

普
遍
的
な
法
則
に
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
ホ
ッ
ブ
ズ
が
第
二
の
自
然
法
を
要
約
し
た
命
題
と
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
、

及
び
、
他
人
へ
の
愛
の
義
務
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
倫
理
学
で
は
仮
言
命
法
と
定
言
命
法
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
、
そ
し
て

そ
れ
に
対
応
し
て
目
的
論
も
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
っ
は
「
技
術
的

(
t
e
c
h
n
i
s
c
h
)

で
実
用
的

(
p
r
a
g
m
a
t
i
s
c
h
)

な

カ
ソ
ト
は
、

超
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
君
は
君
が
他
人
に
さ
れ
る
こ
と
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目
的
論
で
は
、

目
的
論
で
、
自
分
の
目
的
の
選
択
の
お
い
て
怜
悧

(
K
l
u
g
h
e
i
t
)

の
規
則
を
含
む
」
、
も
う
―
つ
は
道
徳
的
目
的
論
で
、
こ
こ
で
は
同

時
に
義
務
で
も
あ
る
目
的
が
問
題
と
な
り
、
定
言
命
法
の
可
能
性
は
こ
う
し
た
目
的
の
可
能
性
に
か
か
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ

う
し
た
目
的
が
な
い
と
全
て
の
目
的
は
別
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
し
ま
い
、
定
言
命
法
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
。
カ
ン
ト
は
同
時
に
義
務
で
も
あ
る
目
的
と
し
て
、
自
分
の
完
全
性
と
他
人
の
幸
福
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
他
人
の
幸
福
を

阻
害
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
を
促
進
す
る
こ
と
も
な
い
の
は
「
目
的
自
体
と
し
て
の
人
類
」
に
消
極
的
に
一
致
し
て
い
て
も
、
積

(29) 

極
的
に
は
一
致
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。
カ
ン
ト
は
他
人
の
幸
福
へ
の
積
極
的
な
関
与
を
万
人
の
義
務
と
し
、
そ
れ
を
「
自
分
を
愛
す

る
よ
う
に
あ
な
た
の
隣
人
を
愛
せ
」
と
い
う
福
音
書
の
命
令
と
関
係
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人

愛
を
衡
乎
の
自
然
法
と
同
一
視
し
、

「
自
分
自
身
に
許
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
す
べ
て
を
隣
人
に
許
す
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
と
し
て

(31) 

い
る
が
、
他
人
の
幸
福
へ
の
積
極
的
関
与
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
自
然
法
は
目
的
達
成
の
た
め
に
必

要
な
手
段
の
選
択
、
そ
れ
も
よ
り
効
果
的
な
手
段
の
選
択
を
命
じ
る
も
の
で
あ
り
、

効
な
手
段
の
選
択
に
お
け
る
合
理
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

ホ
ッ
ブ
ズ
的
合
理
性
と
は
自
己
保
存
の
た
め
に
有

ホ
ッ
ブ
ズ
自
然
法
は
、
カ
ン
ト
の
言
葉
で
言
う
と
、
仮
言
命
法
、
特
に
怜
悧

の
命
法
に
相
当
す
る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
最
も
狭
い
意
味
で
の
怜
悧
と
は
「
自
分
自
身
の
最
大
の
幸
福
へ
の
手
段
の

選
択
に
お
け
る
熟
練
」
を
意
味
し
、
幸
福
は
誰
も
が
持
っ
て
い
る
目
的
で
あ
り
、
幸
福
を
促
進
す
る
た
め
に
あ
る
行
為
が
必
然
的
な
手

(32) 

段
と
し
て
示
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
実
然
的
仮
言
命
法
で
あ
る
。
ホ
ッ
プ
ズ
の
目
的
合
理
的
思
考
は
、
先
に
あ
げ
た
カ
ソ
ト
の
二
つ
の

「
技
術
的
で
実
用
的
な
目
的
論
」
に
相
当
す
る
と
い
え
る
が
、

カ
ソ
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
や
道
徳
性
の
領
域
を

こ
の
目
的
論
と
厳
格
に
区
別
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
人
間
は
必
然
的
に
自
己
保
存
や
幸
福
に
向
か
う
が
、

問
の
活
動
に
は
自
己
保
存
と
幸
福
で
は
説
明
さ
れ
得
な
い
次
元
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
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で
ホ
ッ
ブ
ズ
に
は
な
か
っ
た
問
題
を
提
出
す
る
。

区
別
に
気
付
い
た
こ
と
は
、

カ
ン
ト
哲
学
で
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
両
者
は
現
実
世
界
で
絶
え
ず
緊
張
関
係
に
あ
り
、

(33) 

人
間
の
内
面
に
葛
藤
を
呼
び
起
こ
す
。
こ
う
し
た
緊
張
関
係
は
、
カ
ン
ト
最
晩
年
の
著
作
『
学
部
の
争
い
』
で
は
、
実
利
的
な
怜
悧
の

知
と
そ
れ
を
批
判
す
る
哲
学
知
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
。
国
民
は
自
分
自
身
の
幸
福
を
自
由
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
自
然
的
目
的
の

う
ち
に
お
く
傾
向
を
も
っ
て
い
る
が
、

「
幸
福
で
あ
る
こ
と
」
と
「
幸
福
に
値
す
る
こ
と
」
の
区
別
は
カ
ン
ト
の
哲
学

ヒ
ン
ス
ケ
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
怜
悧
と
道
徳
性
の
区
別
、
実
用
的
と
道
徳
的
の

か
つ
持
続
的
な
影
響
を
与
え
る
こ

カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
自
然
的
目
的
と
し
て
死
後
の
救
済
、
存
命
中
の
財
産
の
安
全
、
健
康
と

(34) 

長
生
き
と
い
う
身
体
的
生
命
の
享
受
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
政
府
の
関
心
は
国
民
に
最
も
強
く
、

と
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
効
果
的
な
の
は
、
国
民
が
自
然
に
求
め
る
こ
の
三
つ
の
願
望
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
彼
等
の
幸
福
を
促
進

さ
せ
る
と
信
じ
込
ま
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
政
府
は
永
遠
の
生
に
関
す
る
教
え
を
通
じ
て
国
民
の
内
面
を
支
配
管
理
し
、
財
産
を
保
証
す

る
公
法
に
よ
っ
て
国
民
の
行
為
を
制
御
し
、
健
康
を
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
の
目
的
に
利
用
で
き
る
多
数
の
強
い
国
民
の
存

(35) 

在
が
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
い
わ
ば
政
府
の
手
先
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
言
葉
で
言
う
と
、
「
政
府
の
道
具
」
と
し
て
機
能

(36) 

す
る
の
が
上
級
三
学
部
の
「
実
務
家
(
G
e
s
c
h
a
f
t
s
m
a
n
n
)
」
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
効
果
的
に
国
民
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
実

務
家
た
ち
の
功
利
主
義
的
な
怜
悧
は
国
民
の
願
望
に
つ
け
込
ん
で
い
く
。
放
埓
な
人
生
を
送
っ
て
も
天
国
に
召
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、

不
正
を
し
て
も
訴
訟
に
勝
つ
こ
と
を
願
い
、
享
楽
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
て
も
健
康
で
長
生
き
す
る
こ
と
を
願
う
国
民
は
、
実
務
的
に

迎
か
れ
、
欺
か
れ
る
こ
と
を
望
む
。
つ
ま
り
、
国
民
は
「
自
分
自
身
で
骨
を
折
っ
た
り
、
自
分
自
身
の
理
性
を
使
う
必
要
が
最
も
少
な

(37) 

い
」
こ
と
を
望
み
、
実
務
家
た
ち
の
怜
悧
は
国
民
の
こ
う
し
た
傾
向
を
利
用
し
て
政
府
の
目
的
を
効
果
的
に
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

『
人
間
学
』
で
は
、
他
人
に
影
響
を
及
ぼ
す
能
力
と
し
て
名
誉
欲
、
支
配
欲
、
所
有
欲
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
う
し
た
能
力
に
向
か

目
的
論
の
二
つ
の
区
別
、
怜
悧
と
道
徳
性
の
区
別
、
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(38) 

う
傾
向
性
と
怜
悧
の
格
率
が
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
怜
悧
は
支
配
と
容
易
に
結
び
つ
く
。

録
1
で
も
、
政
治
で
人
問
を
支
配
す
る
怜
悧
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
は
変
わ
り
わ
な
い
が
、
カ
ン
ト
が
あ
げ
た
二
つ
の
政
治

家
の
類
型
、

『
永
遠
平
和
論
』
の
付

「
道
徳
的
政
治
家
」
と
「
政
治
的
道
徳
家
」
の
う
ち
、
前
者
ぱ
国
家
の
怜
悧
（
国
家
政
略
）
の
原
理
と
道
徳
が
両
立
し
う

る
と
考
え
る
の
に
対
し
、
後
者
は
道
徳
を
自
分
た
ち
政
治
家
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
や
き
直
す
。
法
概
念
と
政
治
と
む
す
び
つ
け
、
法

概
念
を
政
治
を
制
限
す
る
条
件
に
す
る
た
め
に
、

カ
ン
ト
は
両
者
の
一
致
の
可
能
性
を
認
め
、
実
質
的
原
理
（
具
体
的
対
象
）
か
ら
出

(39) 

発
す
る
の
で
は
な
く
、
形
式
的
原
理
（
格
率
を
普
遍
的
法
則
と
す
る
）
か
ら
出
発
す
べ
き
と
す
る
。
道
徳
的
政
治
家
は
後
者
で
あ
り
、

政
治
を
幸
福
追
求
の
術
と
し
て
の
技
術
の
問
題
と
せ
ず
、
法
義
務
概
念
を
実
現
す
る
術
と
し
て
道
徳
の
問
題
と
す
る
。
カ
ン
ト
は
政
治

と
道
徳
性
の
合
致
の
可
能
性
を
探
り
、
付
録
2
で
は
、
そ
れ
を
政
治
の
公
開
性
に
求
め
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
カ
ソ
ト
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
名
前
を
あ
げ
て
そ
の
考
え
を
批
判
し
て
い
る
の
を
見
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
、

「
国
家
元
首

は
契
約
に
よ
る
国
民
に
対
す
る
責
務
は
何
も
な
い
。
従
っ
て
、
彼
が
公
民
に
不
正
を
な
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の

(40) 

『
市
民
論
』
の
主
張
を
自
分
と
は
正
反
対
の
考
え
と
み
な
す
。
カ
ン
ト
が
言
及
し
て
い
る
箇
所
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
「
統
治
者
は
最
高
支

配
権
を
契
約
に
よ
っ
て
得
た
の
で
は
な
い
。
侵
害

(
i
n
j
u
r
y
)

と
は
契
約
の
破
棄
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
統
治
者
は
臣
民
を
侵
害
す
る

(41) 

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
契
約
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
侵
害
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
カ
ソ
ト

は
そ
れ
を
言
論
の
自
由
の
問
題
に
関
連
づ
げ
て
い
る
。
統
治
者
が
市
民
に
不
正
を
加
え
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
る
こ
と
で
、
彼

に
対
し
て
無
謬
性
の
神
話
を
つ
く
っ
て
、
彼
を
神
格
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
う
な
る
と
、
公
共
の
こ
と
に
関
す
る
自
由
な
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言
論
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
カ
ソ
ト
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
全
て
の
人
間
は
失
う
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
を
持
ち
、
そ
の
権

と
に
関
し
て
自
分
の
意
見
を
公
表
す
る
」
こ
と
が
国
家
公
民
に
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
論
の
自
由
は
「
国
民
の
権
利
の
唯
一
の
守
護

神
」
で
あ
り
、
こ
の
自
由
を
奪
う
こ
と
は
「
最
高
命
令
者
に
関
す
る
（
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
と
）
す
べ
て
の
権
利
要
求
を
国
民
か
ら
奪
う

(42) 

こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
し
、
命
令
者
に
自
分
自
身
の
誤
り
を
訂
正
さ
す
機
会
を
奪
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
論
の
自

由
を
重
要
視
す
る
カ
ソ
ト
に
対
し
て
、

(43) 

と
し
て
い
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
言
論
を
平
和
の
手
段
と
み
な
し
て
、
そ
れ
の
管
理
統
制
を
主
権
者
に
属
す
る
も
の

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ソ
』
に
よ
る
と
、

一
人
の
人
間
か
多
数
の
人
問
か
ら
な
る
合
議
体
に
与

「
元
首
の
と
っ
た
処
置
で
、
共
同
体
に
対
し
て
不
正
だ
と
思
わ
れ
る
こ

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
設
立
の
目
的
ほ
人
々
の
平
和
の
防
衛
で
あ
り
、
こ
の
目
的
に
対

す
る
権
利
を
持
つ
も
の
は
、
そ
の
手
段
に
対
す
る
権
利
を
持
つ
。
平
和
と
防
衛
の
手
段
、

す
る
権
利
は
主
権
者
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

お
よ
び
、
こ
れ
ら
を
妨
害
す
る
手
段
を
判
定

い
か
な
る
意
見
や
教
義
が
乎
和
に
貢
献
す
る
か
、
平
和
に
反
す
る
か
を
判
断
す
る
の
は
主

権
者
に
任
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
行
為
は
そ
の
意
見
に
由
来
し
、
乎
和
の
維
持
の
た
め
に
人
間
の
行
為
を
う
ま
く
支
配
す
る
に
は
彼
等

の
意
見
を
う
ま
く
支
配
す
れ
ば
い
い
。
こ
の
よ
う
な
ホ
ッ
ブ
ズ
の
考
え
方
か
ら
自
由
な
討
論
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

(44) 

ホ
ッ
ブ
ズ
は
自
然
状
態
か
ら
国
家
状
態
へ
の
移
行
に
お
い
て
、
人
々
の
間
で
の
議
論
、
及
び
、
多
数
決
の
原
理
を
導
入
し
て
い
る
。

国
家
が
形
成
さ
れ
る
の
は
、
全
員
の
人
格
を
表
す
権
利
が
、
多
数
決
に
よ
っ
て
、

え
ら
れ
、
そ
れ
に
反
対
の
投
票
を
し
た
者
も
賛
成
の
投
票
を
し
た
者
も
、
そ
れ
に
従
う
と
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
多
数
決
の
原
理
の
役

割
は
暴
力
的
で
あ
る
。
主
権
者
設
立
集
会
で
決
ま
っ
た
こ
と
に
は
、
そ
れ
に
反
対
し
た
者
も
同
意
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
う
し
な

け
れ
ば
、
賛
成
し
た
者
に
殺
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
と
い
う
の
も
、
集
会
に
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
多
数
の
者
の
命
令
に
従

う
こ
と
に
同
意
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
自
然
状
態
に
置
か
れ
る
の
嫌
な
ら
ば
、
集
会
に
参
加
し
よ

利
に
関
し
て
自
分
自
身
で
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
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う
が
し
ま
い
が
、
同
意
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
多
数
者
の
命
令
に
従
う
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

れ
る
に
際
し
て
採
用
さ
れ
た
多
数
決
の
原
理
は
、
主
権
者
設
立
で
少
数
者
が
多
数
者
へ
服
従
す
る
の
を
強
制
し
、
そ
し
て
そ
の
強
制
を

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
設
立
さ
れ
る
と
は
、
主
権
者
の
「
全
行
為
と
判
断
を
あ
た
か
も
自
分
の
も
の
の
よ

(46) 

う
に
権
威
づ
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
臣
民
と
主
権
者
の
判
断
の
一
致
、
時
に
は
、

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
公
私
の
一
致
は
単
に
外
面
的
な
一
致
に
留
ま
る
場
合
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

と
も
十
分
知
っ
て
い
る
。

れ
た
。
と
い
う
の
も
、
言
葉
に
出
す
信
仰
告
白
は
単
に
外
的
な
こ
と

改
宗
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
別
の
神
を
信
じ
て
い
た
主
君
に
従
っ
て
そ
の
宗
教
儀
式
に
つ
き
あ
っ
た
が
、
予
言
者
ェ
リ
シ
ャ
に
許
さ

(47) 

で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

政
治
的
主
権
者
が
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
て
も
、
彼
に
反
逆
す
る
者
は
神
の
法
（
自
然
法
）
に
反
逆
す
る
こ
と
に
な
り
、

教
徒
に
王
へ
の
服
従
を
説
く
使
徒
た
ち
の
教
え
に
逆
ら
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
彼
に
従
え
ば
い
い
。

invisible) 

そ
う
す
る
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
許
さ
れ
る
、
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
信
仰
が
「
内
面
的
で
不
可
視
(
i
n
t
e
r
n
a
l
l
a
n
d
 

(48) 

で
あ
る
」
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
自
身
の
信
仰
に
反
し
て
為
す
外
的
行
為
は
、
そ
の
行
為
を
命
じ
る
統
治
者
の

行
為
で
あ
っ
て
、

ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
旧
約
聖
魯
』
か
ら
ナ
ア
マ
ン
の
例
を
出
す
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
そ
の
こ

ナ
ア
マ
ン
は
心
の
中
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
に

キ
リ
ス
ト

ナ
ア
マ
ソ
が
許
さ
れ
た
よ
う
に
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
行
為
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
前
で
キ
リ
ス
ト
を
拒
ん
で
も
、
そ
の
行
為
は
そ

れ
を
命
じ
る
者
の
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
強
い
ら
れ
る
者
の
行
為
で
は
な
い
と
し
て
、
人
間
の
内
面
性
と
外
面
性
を
区
別
す
る
。
こ

の
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
が
考
え
る
―
つ
の
理
由
は
、
外
的
権
力
に
よ
っ
て
人
間
の
内
面
ま
で
は
支
配
で
ぎ
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

「
信
、
不
信
は
決
し
て
人
間
の
命
令
に
従
う
も
の
で
は
な
い
°
信
仰
は
神
の
贈
り
物
で
あ
っ
て
、
人
は
報
酬
の
約
束
や
拷

強
制
的
な
一
致
が
ホ
ッ
ブ
ズ
国
家
の
原
理
で
あ
る
の
が
見
て
取
れ
る
。

正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
a
n
 
e
x
t
e
r
n
a
l
l
 
t
h
i
n
g
)
 

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
設
立
さ
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(49) 

問
の
脅
威
に
よ
っ
て
そ
れ
を
与
え
る
こ
と
も
取
り
去
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
」

い
か
な
る
政
治
の
格
率
も
公
開
性
を
通
じ
て
の
み
普

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
内
乱
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
平
和
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
奇
跡
の
問
題
に
関
連
し
て
、

「
一
人
の
私
人
は
彼
の
心
の
中
で
は
信
じ
た
り
信
じ
な
か
っ
た
り
す
る
自
由
を
い
つ
も
持
っ
て
い
る
。

か
ら
）

．．．．．． 
し
か
し
、
信
仰
告
白
に
な
る
と
、
私
的
理
性
は
公
的
理
性
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(50) 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

つ
ま
り
、
神
の
代
理
人
に
従
わ

ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
の
よ
う
な
外
面
的
な
公
私
の
一
致
に
よ
っ
て
乎
和
を
守
ろ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た

カ
ン
ト
に
お
い
て
も
理
性
の
私
的
使
用
と
公
的
使
用
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

啓
蒙
を
成
就
す
る
の
は
理
性
を
公
的
に
使
用
す
る
自
由
で
あ
る
と
し
、
理
性
の
私
的
使
用
は
時
と
し
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

(51) 

公
的
使
用
は
い
つ
で
も
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
こ
こ
で
い
う
理
性
の
公
的
使
用
と
は
「
学
識
者
」
が
読
者
全
体
の
前
で

理
性
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
私
的
使
用
と
は
あ
る
地
位
、
官
職
に
つ
い
て
い
る
公
民
が
そ
の
立
場
か
ら
理
性
を
使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

共
同
体
の
構
成
員
の
中
に
は
、
公
共
の
利
益
の
た
め
に
組
織
機
構
に
受
動
的
に
服
従
せ
ざ
る
を
得
な
い
者
も
い
る
が
、
カ
ソ
ト
は
そ
う

し
た
人
に
も
理
性
の
公
的
使
用
が
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
機
構
に
受
動
的
に
服
従
し
つ
つ
も
、
世
界
公
民
的
社
会

の
一
員
と
し
て
、
学
識
者
と
し
て
理
性
を
使
用
し
て
も
い
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
軍
事
機
構
に
忠
実
に
服
従
し
て
い
る
軍

人
で
も
、
学
識
者
と
し
て
、
軍
事
に
関
す
る
欠
陥
を
批
判
す
る
自
由
、
理
性
の
公
的
使
用
の
自
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ソ
ト

の
使
っ
て
い
る
「
公
的
」
と
い
う
語
は
「
公
法
」
に
お
け
る
「
公
」
で
あ
り
、
公
法
と
は
法
的
状
態
を
成
立
さ
す
諸
法
則
の
総
体
で
あ

(52) 

り
、
公
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
体
制
が
公
民
状
態
で
あ
る
。
個
人
の
私
的
意
志
と
公
的
意
志
の
一
致
の
理
念
が
全
て
の
公
法
の
正
当

(53) 

性
の
試
金
石
で
あ
り
、
そ
し
て
、
公
法
の
先
験
的
原
理
に
公
開
性
が
あ
げ
ら
れ
、

平
和
が
外
面
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

『
啓
蒙
と
は
何
か
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、

（
何
故
な
ら
、
思
想
は
自
由
だ

も
う
―
つ
の
理
由
は
、
人
が
内
的
信
仰
に
従
っ
て
行
為
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(54) 

遍
的
目
的
に
合
致
す
る
と
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
政
治
の
怜
悧
に
対
し
て
公
開
性
を
対
置
し
、
政
治
の
公
開
性
が
国
民
の
言
論
活
動
を
可

能
に
し
、
国
民
の
権
利
の
守
蔑
神
た
る
言
論
活
動
を
媒
介
に
し
て
公
私
の
一
致
が
成
立
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
根
源
契
約
で
の
全
員
一

致
の
理
念
に
近
づ
い
て
い
く
際
に
公
私
の
媒
介
と
な
る
の
が
言
論
活
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
公
私
の
一
致
が
外
面
的
な

ホ
ッ
ブ
ズ
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
対
立
と
緊
張
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ホ
ッ
ブ
ズ
と
カ
ン
ト
の
間
で
の
言
論
の
自
由
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
は
両
者
の
自
由
に
対
す
る
考
え
の
相
違
に
由
来
す

る
。
自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態
へ
移
行
す
る
際
に
人
々
は
主
権
者
の
行
為
を
権
威
づ
け
、
自
分
に
引
き
受
け
る
が
、
そ
れ
で
も
決
し
て

譲
渡
さ
れ
な
い
す
べ
て
の
こ
と
に
臣
民
は
自
由
を
持
っ
て
い
る
、
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
考
え
、
ま
ず
第
一
に
臣
民
の
真
の
自
由
と
は
、
主
権

者
に
命
令
さ
れ
て
も
そ
れ
を
拒
ん
で
も
不
当
で
な
い
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
が
あ
げ
て
い
る
例
で
言
う
と
、
主
権
者
が
臣
民

に
自
分
自
身
を
傷
つ
け
た
り
、
殺
し
た
り
せ
よ
と
い
う
命
令
を
出
し
て
も
、
た
と
え
そ
の
命
令
が
正
当
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
臣
民
は

(55) 

従
う
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
臣
民
は
自
分
自
身
を
告
訴
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
自
由
は
自
然
権
と
し
て
の
自
由
、

自
分
自
身
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
為
し
う
る
全
て
を
す
る
権
利
で
あ
っ
て
、
人
間
が
生
き
て
い
る
限
り
こ
の
権
利
は
決
し
て
制
限

(56) 

さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
自
由
に
加
え
て
、

な
る
コ
モ
ソ
ウ
ェ
ル
ス
も
人
々
の
全
行
為
を
規
制
す
る
の
に
十
分
な
規
則
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
臣
民
は
法
が
不
問
に
し
て

(57) 

い
る
部
分
で
自
分
に
最
も
有
利
な
こ
と
を
す
る
自
由
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
由
の
定
義
は
「
反
対
の
欠
如
、
運

動
の
外
的
障
害
の
欠
如
」
で
あ
り
、
社
会
状
態
を
規
制
す
る
法
は
正
義
と
自
由
を
実
現
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
、

「
人
工
の
鎖
」

(58) 

と
し
て
自
由
を
束
縛
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
人
問
の
自
由
は
法
が
黙
過
し
て
い
る
部
分
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
自
由
論
か
ら
す
る
と
、
臣
民
に
許
さ
れ
て
い
る
自
由
と
し
て
は
、
売
買
、
相
互
契
約
、
住
居
と
仕
事
の
選
択
の
自
由
、
子

「
法
の
沈
黙
」
に
よ
る
自
由
を
ホ
ッ
ブ
ズ
は
あ
げ
て
い
る
。
い
か

つ
ま
り
、
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す
る
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
決
定
的
な
違
い
を
示
す
。

こ
れ
に
対
し
、

カ
ン
ト
で
は
、
国
民
の
国
家
形
成
行
為
、

つ
ま
り
、
根
源
契
約
に
よ
っ
て
人
々
の
自
由
が
失
わ
れ
た
り
、
限
定
さ
れ

供
の
教
育
な
ど
が
残
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
社
会
状
態
は
人
間
の
自
由
の
拡
大
発
展
を
保
証
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
、
臣
民

の
自
由
な
活
動
を
限
定
さ
れ
た
場
に
お
い
て
の
み
許
す
体
制
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
政
治
的
自
由
は
許
さ
れ
ず
、
法
と
自
由
は
対
立
す
る

も
の
と
し
て
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
カ
ン
ト
で
は
根
源
契
約
は
歴
史
的
な
事
実
で
は
な
く
、
理
性
の
純
粋
な
理
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
実
践
的

な
現
実
性
を
も
っ
と
さ
れ
る
。
立
法
行
為
の
た
め
に
結
合
し
た
国
家
公
民
の
法
的
属
性
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
自
由
、
平
等
、
独
立
を
あ

(59) 

げ
、
自
由
を
「
自
分
が
同
意
し
た
法
以
外
の
法
に
は
従
わ
な
い
」
こ
と
と
説
明
す
る
。
根
源
契
約
に
よ
っ
て
自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態

へ
移
行
す
る
に
際
し
て
、
各
人
は
自
ら
の
外
的
自
由
を
放
棄
は
す
る
が
、
国
家
の
一
員
と
し
て
再
び
そ
の
自
由
を
取
り
戻
す
の
で
あ
り
、

(60) 

ま
た
、
野
蛮
で
無
法
則
な
自
由
を
全
面
的
に
放
棄
は
す
る
が
、
法
状
態
で
そ
の
自
由
を
減
少
す
る
こ
と
な
く
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
ル

ソ
ー
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
は
自
然
状
態
に
い
る
ほ
う
が
ず
っ
と
幸
福
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、

カ
ン
ト
の
考
え
で
は
、
人
間
が

社
会
状
態
へ
移
行
す
る
の
は
幸
福
や
自
己
保
存
の
た
め
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
国
家
形
成
に
関
し
て
幸
福
の
原
理
と
法
の
原
理
を
混
同

(61) 

す
る
こ
と
は
繰
り
返
し
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
の
原
理
と
し
て
、
自
己
の
最
大
の
幸
福
を
追
求
す

る
怜
悧
の
原
理
と
法
の
原
理
が
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
な
政
治
の
原
則
は
「
―
つ
の
民
族
は
自
由
と

乎
等
と
い
う
唯
一
の
法
の
概
念
に
し
た
が
っ
て
国
家
へ
と
統
一
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
原
理
は
怜
悧
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
義
務
に

(62) 

基
づ
く
。
」

「
定
言
命
法
に
よ
っ
て
、
理
性
は
体
制
が
法
の
原
理
と
最
大
限
一

(63) 

致
し
て
い
る
状
態
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
に
義
務
づ
け
る
の
で
あ
る
。
」

仮
言
命
法
で
あ
る
怜
悧
の
規
則
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

定
言
命
法
を
国
家
体
制
の
形
成
原
理
と
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ホ
ッ
ブ
ズ
は
自
分
の
方
法
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
、
時
計
が
名
部
分
に
分
解
さ
れ
、
そ
の
部
分
が
別
々
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
で
よ
く

理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
て
の
も
の
は
要
素
に
分
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
理
解
で
き
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
機
械
の
み
な
ら

(64) 

ず
国
家
も
ま
た
、
そ
の
構
成
要
素
が
あ
た
か
も
分
解
さ
れ
た
が
ご
と
く
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
で

は
、
国
家
に
お
け
る
全
体
と
部
分
の
関
係
と
時
計
の
よ
う
な
機
械
に
お
け
る
そ
の
関
係
の
間
に
違
い
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
カ
ン
ト

も
時
計
の
例
を
出
す
が
、
そ
れ
は
有
機
体
と
機
械
の
違
い
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
。
機
械
に
は
動
か
す
力
は
あ
っ
て
も
、
自
己
形
成

(65) 

―
つ
の
部
分
が
他
の
部
分
を
補
っ
た
り
、
産
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ン

ト
は
、
自
然
の
有
機
的
完
全
性
を
人
間
の
技
術
的
所
産
に
類
比
比
較
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
理
念
に
お
い
て
見
い
だ

さ
れ
る
結
合
な
ら
ば
、
逆
に
、
そ
の
結
合
を
自
然
的
目
的
に
類
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
み
な
し
、
そ
の
例
と
し
て
、

立
の
場
合
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
一
個
の
国
家
が
形
成
さ
れ
る
の
に
関
し
て
、

ア
メ
リ
カ
の
独

葉
が
使
わ
れ
た
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
国
家
の
構
成
員
は
単
な
る
手
段
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
目
的
で
も
あ
り
、
全
体
を
可

能
な
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
全
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
制
限
つ
き
で
は
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
人
間
が
国
家
結

合
を
形
成
す
る
行
為
に
対
し
て
有
機
体
の
自
己
形
成
す
る
活
動
と
の
比
較
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、

ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
機
械
論
的
思
考

と
一
線
を
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
定
言
命
法
を
可
能
に
す
る
同
時
に
義
務
で
も
あ
る
目
的
は
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
み
な
ら

『
学
部
の
争
い
』
で
そ
の
語
が
印
象
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、

不
利
益
を
顧
み
ず
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
「
私
欲
に
と
ら
わ
れ
な
い
共
感
（
関
与

T
e
i
l
n
e
h
m
u
n
g
)
」
を
表
明
し
た
と
こ
ろ
に
人
類

(66) 

の
道
徳
的
性
格
、
及
び
、
そ
の
道
徳
性
の
進
歩
が
見
て
と
れ
る
と
す
る
。
革
命
は
全
て
の
観
察
者
の
心
に
共
感
を
呼
び
起
こ
し
た
が
、

そ
の
共
感
の
表
明
は
危
険
を
伴
う
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
人
類
の
道
徳
的
素
質
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
道

ず
、
国
家
論
で
も
重
要
で
あ
る
が
、

一
般
の
人
々
が
危
険
と

「
有
機
的
体
制

(
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
)
」
と
い
う
言

す
る
力
は
な
い
。
機
械
は
有
機
体
と
違
っ
て
、
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公
民
体
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を
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と
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第
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、

法
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に
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も
善
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公
民
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の
後
者
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同
時
に
義
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も
あ
る
目
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蘇

5

共
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同
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同
時
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義
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も
あ
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目
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他
人
へ
の
愛
の
義
務
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

(68) 

わ
か
る
よ
う
に
、
カ
ソ
ト
は
構
成
員
を
単
な
る
手
段
と
し
て
で
な
く
、
目
的
と
す
る
社
会
体
制
を
目
指
す
素
質
が
人
類
に
あ
る
と
判
断

し
た
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
的
目
的
合
理
性
に
対
し
、

ズ
に
対
し
て
、

カ
ソ
ト
が
定
言
命
法
を
可
能
に
す
る
道
徳
的
目
的
論
（
同
時
に
義
務
で
も
あ
る

目
的
）
を
区
別
し
た
こ
と
は
述
べ
た
が
、
こ
の
厳
格
な
区
別
に
よ
っ
て
、
社
会
体
制
を
人
間
の
自
由
が
閉
塞
さ
れ
た
場
と
し
て
ホ
ッ
ブ

カ
ン
ト
は
社
会
体
制
を
幸
福
と
自
己
保
存
で
は
な
く
、
自
由
を
基
礎
と
し
た
、
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法
の
原
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体
制
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へ
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努
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と
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課
し
て
い
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で
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