
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

「
魁(

さ
き
が
け)

」v
o
l
.
1
1

2
0
0
8

年
４
月

中
間
法
人
さ
き
が
け

発
行

社
会
福
祉
法
人

恵
の
園

よ
り
転
載

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

提
唱

『
平
和
省
』
を
つ
く
ろ
う

横
浜
市
立
大
学
名
誉
教
授

伊
藤
隆
二

太
平
洋
戦
争
が
終
わ
り
に
近
づ
い
た
夜
に
、
二
百
五
十
機
か
ら
な
る
米
国

空
軍
に
よ
る
空
爆
を
、
私
が
直
接
受
け
た
の
は
小
学
六
年
生
の
夏
の
こ
と
で

し
た
。
死
者
は
千
人
を
超
え
ま
し
た
。
昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日
に
そ
の
「
戦

争
」
は
終
わ
り
ま
し
た
。
翌
年
の
二
一
年
一
一
月
三
〇
日
に
日
本
国
憲
法
が

公
布
さ
れ
ま
し
た
。
中
学
生
に
な
っ
て
い
た
私
は
そ
れ
を
読
ん
で
欣
喜
雀
躍

し
ま
し
た
。
五
臓
六
腑
の
す
べ
て
が
高
鳴
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。「
日

本
国
民
は
恒
久
の
平
和
を
念
願
す
る
」
「
武
力
の
行
使
は
永
久
に
こ
れ
を
放

棄
す
る
」
「
国
の
交
戦
権
は
認
め
な
い
」
―
―
私
が
小
学
生
の
と
き
に
考
え

て
い
た
「
平
和
」
が
こ
れ
で
実
現
す
る
ぞ
、
「
平
和
」
の
実
現
の
た
め
に
尽

く
す
こ
と
、
そ
れ
が
私
が
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
役
割
な
の
だ
、
と
自
覚
し

ま
し
た
。

「
く
だ
か
け
」
（
一
九
九
九
年
八
月
号
）
よ
り

『
平
和
省
』
を
創
設
し
、
“
新
文
明
”
を
築
こ
う

―
―
―
―
平
和
に
ま
さ
る
福
祉
な
し
―
―
―
―

彼
ら
は
剣
を
打
ち
直
し
て
鋤
と
し



槍
を
打
ち
直
し
て
鎌
と
す
る
。

国
は
国
に
向
か
っ
て
剣
を
上
げ
ず

も
は
や
戦
う
こ
と
を
学
ば
な
い
。

（
「
イ
ザ
ヤ
書
」
第
二
章
第
四
節
）

太
平
洋
戦
争
で
壊
滅
状
態
に
陥
っ
た
日
本
が
敗
戦
の
翌
年
（
一
九
四
六

年
）
に
、
米
国
政
府
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
も
自
ら
の
手
で
新
し
い
「
日
本

国
恩
法
」
を
創
り
、
再
生
の
道
を
歩
み
始
め
た
、
そ
の
と
き
に
な
ぜ
わ
が
国

の
政
府
が
内
閣
に
「
平
和
省
」
を
設
置
し
な
か
っ
た
の
か
、
わ
た
し
は
そ
れ

が
不
思
議
で
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
今
で
も
そ
の
こ
と
を
非
常
に
残
念
に

思
っ
て
い
る
。

そ
の
「
日
本
国
憲
法
」
の
“
前
文
”
で
、
わ
れ
ら
日
本
国
民
は
世
界
の
恒

久
平
和
を
達
成
す
る
た
め
に
全
力
を
あ
げ
る
と
宣
言
し
、
そ
し
て
“
第
九

条
”
で
自
ら
武
力
の
行
使
を
永
久
に
放
棄
す
る
、
そ
の
た
め
に
陸
海
空
軍
そ

の
他
の
戦
力
を
保
持
し
な
い
と
、
世
界
中
の
人
び
と
に
向
か
っ
て
高
ら
か
に

宣
誓
し
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
私
た
ち
の
憲
法
は
世
界
の
人
び
と
か
ら
光
り
輝
く

「
平
和
憲
法
」
だ
、
と
称
賛
さ
れ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
、

日
本
政
府
は
「
平
和
省
」
を
創
設
し
、
全
世
界
の
政
府
に
同
じ
よ
う
に
「
平

和
省
」
の
設
置
を
働
き
か
け
、
そ
し
て
各
国
の
「
平
和
省
」
同
士
が
共
に
密

接
に
提
携
し
合
っ
て
恒
久
平
和
と
い
う
理
想
を
実
現
す
る
よ
う
率
先
垂
範

す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

危
険
性
を
孕
ん
だ
ま
ま

し
か
し
な
が
ら
“
前
文
”
の
宣
言
も
“
第
九
条
”
の
宣
誓
も
次
第
に
日

本
人
の
意
識
か
ら
遠
の
き
、
そ
し
て
今
や
日
本
は
世
界
第
二
の
戦
力
を
有
す

る
“
自
衛
隊
”
と
い
う
名
の
軍
隊
を
も
つ
国
に
堕
ち
て
し
ま
っ
た
。
何
と
い

う
悲
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
私
の
『
平
和
省
』
を
創
設
し
よ
う
と
い
う
訴
え(

注

1
)

に
耳
を
傾
け
る
日
本
人
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
そ
ん
な

訴
え
は
非
現
実
的
だ
よ
」
と
嘲
笑
す
る
人
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
い
の
で
あ

る
。で

は
、
新
し
い
憲
法
を
創
っ
て
以
来
六
十
年
以
上
も
の
間
、
日
本
政
府
は

何
に
力
を
入
れ
て
き
た
か
。
一
語
で
言
え
ば
「
経
済
力
」
だ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
戦
前
・
戦
中
の
国
是
で
あ
っ
た
「
富
国
強
兵
」
の
強
兵
の
二
文
字
を
抹

消
し
た
も
の
の
富
国
の
た
め
の
殖
産
興
業
と
、
そ
れ
を
支
え
る
人
材
育
成

（
企
業
戦
士
の
養
成
を
目
指
す
教
育
）
に
カ
点
を
お
く
姿
勢
を
変
え
よ
う
と

し
な
か
っ
た
。
「
全
て
の
道
は
金
銭
に
通
ず
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
多
く
の
国
民
も
そ
の
こ
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
諒
解
し
、
そ
の
た
め
に
経

済
至
上
主
義
に
立
つ
市
場
原
理
が
、
直
接
、
経
済
に
関
わ
る
人
た
ち
の
間
だ

け
で
は
な
く
、
こ
の
国
の
隅
々
に
ま
で
ゆ
き
わ
た
り
、
金
銭
の
獲
得
の
た
め

な
ら
ば
手
段
を
選
ば
ず
、
と
き
に
は
神
か
ら
の
贈
り
も
の
で
あ
る
「
良
心
」

を
マ
ヒ
さ
せ
て
ま
で
悪
徳
を
働
く
人
は
未
だ
跡
を
絶
た
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
増
え
る
一
方
だ
、
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
社
会
福
祉
の
分
野
に

ま
で
及
ん
で
い
る
と
は
、
何
と
悲
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。



国
際
的
に
見
て
も
、
表
面
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
覇
権
主
義
を
主
張
す
る
国

は
影
を
潜
め
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
国
が
「
国
益
を
守
る
」
と
か
、
「
国

家
の
繁
栄
」
と
い
っ
た
大
義
名
分
を
掲
げ
て
い
る
た
め
に
他
国
と
の
間
で
の

経
済
的
緊
張
関
係
の
内
に
あ
る
。
し
か
も
ど
の
国
も
武
力
の
増
強
、
す
な
わ

ち
「
軍
拡
」
を
推
し
進
め
て
い
る
た
め
に
、
自
国
に
と
っ
て
不
利
益
な
状
況

が
生
じ
た
り
、
あ
る
い
は
肥
大
化
し
て
い
く
欲
望
と
欲
望
が
競
合
す
る
と
、

「
戦
争
」
に
突
き
進
む
危
険
性
を
常
に
孕
ん
で
い
る
。
し
か
も
そ
の
「
戦
争
」

が
勃
発
す
れ
ば
、
核
兵
器
や
大
量
破
壊
兵
器
の
使
用
が
強
く
懸
念
さ
れ
て
い

る
。

恒
久
平
和
実
現
の
た
め
の
一
里
塚

こ
こ
で
思
い
起
こ
す
の
は
一
九
〇
三
年
に
内
村
鑑
三
氏
が
述
べ
ら
れ
た

次
の
言
葉
で
あ
る
。

「
戦
争
の
利
益
は
強
盗
の
利
益
で
あ
る
、
（
中
略
）
盗
み
し
者
の
道
徳
は

之
が
為
に
堕
落
し
、
其
結
果
と
し
て
彼
は
終
に
彼
が
剣
を
抜
い
て
盗
み
得
し

も
の
よ
り
も
数
層
倍
の
も
の
を
以
て
彼
の
罪
悪
を
償
は
ざ
る
に
至
る
、
若
し

世
に
大
愚
の
極
と
称
す
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
剣
を
以
て
国
運
の
進

歩
を
計
ら
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
戦
争
廃
止
論
の
声
の
揚
が
ら

な
い
国
は
未
開
国
で
あ
る
、
然
り
、
野
蛮
国
で
あ
る
」
（
「
万
朗
報
」
一
九

〇
三
年
六
月
三
〇
日
付
）
。

そ
れ
か
ら
す
で
に
Ｉ
〇
〇
年
以
上
も
経
っ
て
い
る
の
に
世
界
各
地
に
相

変
わ
ら
ず
「
強
盗
」
が
蔓
延
り
、
道
徳
を
堕
落
さ
せ
、
罪
悪
に
苦
し
む
と
い

う
「
大
愚
」
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
地
球
上
の
人
間
一
人
ひ
と
り
は
も
っ
と

お
の
れ
の
叡
智
を
磨
き
あ
げ
、「
大
愚
」
か
ら
脱
却
し
、
平
和
を
実
現
す
る
、

と
い
う
「
希
望
と
勇
気
」
を
も
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
が
提
唱
す
る
『
平
和
省
』
は
、
い
ず
れ
の
国
も
「
国
益
」
と
い
う
呪
縛

を
解
き
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
「
地
球
益
」
（
拡
大
す
る
な
ら
ば
「
宇
宙
益
」
）

を
視
野
に
入
れ
、
か
つ
人
間
中
心
の
「
大
義
」
で
は
な
く
、
宇
宙
の
創
造
主
、

す
な
わ
ち
神
の
義
で
あ
る
「
真
理
」
に
よ
っ
て
世
界
の
恒
久
平
和
を
実
現
す

る
た
め
の
一
里
塚
を
築
く
基
と
な
る
。
そ
の
さ
い
の
最
善
の
手
掛
か
り
は
冒

頭
に
掲
げ
た
イ
ザ
ヤ
の
預
言
で
あ
る
。
私
は
、「
日
本
国
憲
法
」
の
“
前
文
”

と
“
第
九
条
”
は
そ
の
預
言
を
具
現
化
し
た
も
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
太

平
洋
戦
争
の
末
期
に
、
人
類
史
上
の
「
大
愚
」
の
極
で
あ
る
原
爆
投
下
に
よ

っ
て
、
夥
し
い
数
の
人
間
が
殺
戮
さ
れ
た
事
実
を
直
視
し
、
二
度
と
再
び
戦

禍
を
起
こ
さ
な
い
と
願
っ
た
日
本
人
が
「
平
和
憲
法
」
を
誕
生
さ
せ
た
こ
と

を
世
界
の
人
た
ち
が
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
今
、
こ
の
「
平
和
憲
法
」
こ
そ

が
暗
黒
の
世
界
を
照
ら
し
続
け
る
光
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
こ
の

「
世
の
光
」
を
世
界
の
隅
々
に
ま
で
照
ら
し
続
け
る
の
は
唯
一
の
被
爆
国
で

あ
る
日
本
の
、
つ
ま
り
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
与
え
ら
れ
た
使
命
な
の
で

あ
る
。剣

を
取
る
者
は
剣
に
よ
っ
て
滅
び
る



各
国
政
府
に
設
置
さ
れ
る
『
平
和
省
』
は
、
「
剣
を
取
る
者
は
剣
に
よ
っ

て
滅
び
る
」
と
い
う
神
の
「
真
理
」
の
上
に
立
っ
て
、
剣
（
剣
に
よ
っ
て
蛮

行
を
奮
う
武
力
）
を
こ
の
地
球
上
か
ら
全
廃
し
、
剣
の
な
い
文
明
、
つ
ま
り

は
戦
争
の
な
い
文
明
を
築
き
あ
げ
る
べ
く
密
接
に
連
携
し
合
う
と
い
う
役

目
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
文
明
を
私
は
人
類
史
上
、
曾
て
な

か
っ
た
“
新
文
明
”
と
呼
び
た
い
。

平
和
実
現
の
た
め
に
剣
に
代
わ
っ
て
何
を
作
る
か
、
そ
し
て
何
を
ど
う
す

る
か
は
各
国
の
主
体
性
に
任
さ
れ
る
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
貧
困
を
撲
滅

し
、
衣
食
住
に
代
表
さ
れ
る
暮
ら
し
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
、
学
問
・
芸
術
を

普
及
し
、
文
化
的
精
神
面
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
、
破
壊
さ
れ
、
本
来
の
美
し

さ
を
失
い
つ
つ
あ
る
文
化
環
境
と
自
然
環
境
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に

天
変
地
異
な
い
し
は
大
災
害
の
被
害
者
へ
の
国
際
的
（
国
境
な
き)

協
力
体

制
を
整
え
る
こ
と
―
―
言
い
か
え
れ
ば
“
国
家
”
と
い
う
枠
を
超
え
、
地
球

上
に
住
む
人
び
と
が
皆
、
譲
り
合
い
、
補
い
合
い
、
扶
け
合
う
“
人
類
福
祉
”

と
い
う
文
化
を
基
盤
と
し
た
世
界
的
「
人
類
共
同
体
」
を
築
く
、
と
い
う
方

向
性
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
必
須
条
件
は
だ
れ
も
が
（
出
自
や
皮
膚
の
色
や

学
歴
・
地
位
や
経
済
的
事
情
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
）
相
互
に
人
格
を
尊
重

し
、
幸
福
に
な
る
権
利
、
な
い
し
は
基
本
的
人
権
を
認
め
、
絶
対
的
に
信
頼

し
、
理
解
し
合
う
関
係
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
関
係
の
根
源
に
は
「
愛
」

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
愛
」
は
剣
を
断
固
と
し
て
拒
絶
す
る
。

逆
に
言
え
ば
、
剣
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
「
愛
」
が
な
い
、
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
世
界
的
「
人
類
共
同
休
」
は
す
べ
て
の
国
、
す
べ
て
の
人
が

剣
を
放
棄
す
る
こ
と
で
初
め
て
築
か
れ
る
。
私
の
言
う
剣
の
な
い
文
明
、
な

い
し
は
戦
争
の
な
い
“
新
文
明
”
の
第
一
歩
が
そ
れ
で
あ
る
。

先
の
内
村
氏
が
一
九
二
一
年
に
述
べ
ら
れ
た
次
の
提
言
以
上
に
説
得
力

が
あ
る
も
の
は
な
い
。

「
平
和
を
他
人
又
は
他
国
に
待
つ
が
故
に
平
和
が
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

戦
争
は
最
大
の
悪
事
で
あ
る
。

故
に
他
国
の
戦
争
を
廃
す
る
を
待
た
ず
し
て
自
ら
進
ん
で
之
を
廃
す
べ
き

で
あ
る
。
自
ら
剣
を
鞘
に
収
め
ず
し
て
他
に
兵
器
の
放
棄
を
要
求
す
る
も
効

果
な
き
は
明
白
で
あ
る
、
戦
争
は
相
談
の
結
果
廃
す
る
能
は
ず
、
先
ず
自
ら

独
り
之
を
廃
す
べ
き
で
あ
る
」
（
『
聖
吉
之
研
究
』
第
二
五
八
号
、
一
九
二

一
年
）
。

生
命
は
地
球
よ
り
も
重
い
は
ず

右
手
に
剣
を
持
ち
な
が
ら
左
手
で
相
手
と
握
手
す
る
と
い
う
の
は
詐
欺

師
の
業
で
あ
る
。
よ
く
国
際
会
議
な
ど
で
各
国
の
首
胴
た
ち
が
愛
想
笑
い
を

し
な
が
ら
握
手
し
て
い
る
姿
が
テ
レ
ビ
の
映
像
と
し
て
登
場
し
て
い
る
が
、

彼
ら
は
衣
の
下
に
鎧
を
纏
い
、
懐
に
剣
を
隠
し
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
状
態
で
は
ど
ん
な
に
言
葉
巧
み
に
外
交
を
展
開
し
て
も
真
の
平
和

は
実
現
し
な
い
。
全
員
が
剣
を
捨
て
、
鎧
を
外
し
た
上
で
両
手
で
が
っ
ち
り



と
相
手
と
握
手
し
、
「
愛
」
を
こ
め
て
抱
擁
し
合
う
と
き
、
真
の
平
和
の
第

一
歩
が
築
け
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
剣
を
手
放
せ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
相
手
に
対
し
て
常
に
疑
心
暗
鬼

を
生
じ
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
相
手
を
心
底
か
ら
信
頼
し
、

そ
の
人
格
と
人
権
を
尊
重
し
、
平
和
を
願
っ
て
お
の
れ
の
「
愛
」
を
捧
げ
尽

く
す
と
い
う
麗
し
い
博
愛
の
心
と
は
正
反
対
の
、
相
手
を
信
頼
せ
ず
、
警
戒

心
を
抱
き
、
い
つ
襲
わ
れ
る
か
、
と
い
う
不
安
に
お
の
の
き
、
「
愛
」
を
捨

て
、
憎
し
み
を
露
に
す
る
、
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
最
も
醜
く
、
下
劣
で
、

卑
屈
な
心
を
常
に
宿
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

自
分
が
剣
を
手
放
さ
な
け
れ
ば
相
手
も
手
放
さ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

そ
の
相
手
よ
り
も
多
く
の
剣
を
持
つ
、
相
手
の
そ
の
行
為
を
知
る
と
そ
の
相

手
以
上
に
多
く
の
剣
を
持
た
な
け
れ
ば
不
安
が
一
層
募
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に

多
く
の
剣
を
も
つ
…
…
と
い
う
よ
う
に
「
軍
拡
」
競
争
は
際
限
な
く
続
く
。

「
軍
拡
」
の
た
め
の
費
用
は
厖
大
に
な
る
。
ま
た
、
武
器
の
使
用
者
（
相

手
を
殺
傷
す
る
者
）
の
養
成
や
訓
練
は
ま
す
ま
す
熱
を
帯
び
て
い
く
。
武
器

そ
の
も
の
の
性
能
も
科
学
・
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
研
ぎ
澄
ま

さ
れ
て
い
き
、
相
手
を
殺
傷
す
る
確
率
は
弥
が
上
に
も
高
ま
っ
て
い
く
。
そ

れ
ゆ
え
に
一
旦
武
力
の
衝
突
が
起
こ
れ
ば
双
方
の
死
傷
者
の
数
は
鰻
登
り

に
増
え
て
い
く
。
「
生
命
は
地
球
よ
り
も
重
い
」
は
ず
な
の
に
、
戦
場
で
は

「
生
命
は
鴻
毛
よ
り
も
軽
い
」
の
で
あ
る
。
殺
ら
れ
た
側
は
殺
っ
た
方
に
報

復
措
置
を
と
る
と
い
う
の
は
悲
し
い
こ
と
に
世
の
習
い
に
な
っ
て
い
る
。
ゆ

え
に
“
不
幸
”
は
続
い
て
い
く
。

平
和
に
ま
さ
る
福
祉
な
し

も
し
「
悪
魔
の
兵
器
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
核
兵
器
を
一
方
が
使
用
す
る
な

ら
ば
相
手
も
同
じ
方
法
で
報
復
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
被
害
者
は
夥
し

い
数
に
な
る
。
厖
大
な
金
銭
が
灰
と
な
り
、
地
球
環
境
は
抜
き
差
し
な
ら
ぬ

状
態
に
な
る
。
「
道
徳
は
之
が
為
に
堕
落
し
」
人
び
と
は
罪
悪
感
に
打
ち
の

め
さ
れ
る
。
平
和
を
願
っ
て
お
の
れ
の
「
愛
」
を
捧
げ
尽
く
す
と
い
う
博
愛

の
心
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
つ
社
会
福
祉
は
音
を
立
て
て
瓦
解
す
る
…
。
そ

し
て
地
球
上
に
不
幸
な
人
び
と
が
溢
れ
る
。
不
幸
な
人
は
さ
ら
に
不
幸
に
な

っ
て
い
く
。
「
平
和
な
く
し
て
福
祉
な
し
」
は
真
実
な
の
で
あ
る
。
言
い
か

え
れ
ば
「
平
和
に
ま
さ
る
福
祉
な
し
」
と
い
う
こ
と
を
人
び
と
は
肝
に
銘
ず

る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

地
球
上
の
国
々
、
と
く
に
核
兵
器
を
保
有
し
て
い
る
国
々
に
往
ん
で
い
る

人
た
ち
は
今
、
武
力
（
戦
力
）
と
い
う
「
力
の
バ
ラ
ン
ス
」
を
保
っ
て
い
る

か
ら
安
全
だ
と
信
じ
て
い
る
節
が
あ
る
。
し
か
し
、
ど
こ
か
の
国
が
「
軍
拡
」

(

と
く
に
核
兵
器
の
増
強)

を
進
め
れ
ば
そ
の
「
力
の
バ
ラ
ン
ス
」
は
容
易
に

崩
れ
る
。
冷
静
に
考
え
れ
ば
直
ち
に
判
る
こ
と
で
あ
る
が
、
武
力
（
戦
力
）

に
よ
る
「
力
の
バ
ラ
ン
ス
」
ほ
ど
不
安
定
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
最
高

の
安
定
は
、
わ
れ
わ
れ
の
地
球
上
か
ら
武
力
（
戦
力
）
を
全
廃
す
る
こ
と
で

得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
各
国
の
莫
大
な
軍
事
費
を
す
べ
て
平
和
費
に

切
り
換
え
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
最
高
の
安
定
と
、
そ
し
て
安



心
と
安
全
が
完
全
に
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
役
目
を
果
た
す
の
が

『
平
和
省
』
で
あ
る
。

わ
が
国
に
例
を
と
る
な
ら
ば
、
現
行
の
自
衛
隊
を
平
和
貢
献
隊
に
編
成
替

え
し
、
不
幸
な
人
び
と
の
い
る
地
域
で
の
救
助
活
動
（
医
療
・
教
育
・
経
済

面
の
支
援
）
、
技
術
提
供
、
さ
ら
に
は
学
問
・
芸
術
面
の
文
化
活
動
、
環
境

問
題
の
解
決
の
た
め
の
諸
活
動
、
そ
し
て
国
と
国
と
の
一
般
市
民
の
平
和
交

流
へ
の
援
助
な
ど
の
協
力
を
す
る
。
そ
れ
を
担
う
の
が
内
閣
に
お
か
れ
る

『
平
和
省
』
で
あ
る
。
現
行
の
『
厚
生
労
働
省
』
は
“
日
本
”
と
い
う
一
国

の
人
び
と
の
福
祉
の
向
上
に
取
り
組
む
役
所
に
す
ぎ
な
い
が
、
『
平
和
省
』

の
役
目
は
“
人
類
福
祉
”
の
向
上
と
充
実
を
念
頭
に
お
い
て
活
動
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。

今
こ
そ
新
文
明
を
築
く
と
き

一
九
九
九
年
五
月
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
で
開
か
れ
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
主
催
の

「
ハ
ー
グ
平
和
市
民
会
議
」
で
「
日
本
国
憲
法
」
の
“
第
九
条
”
を
「
二
十

一
世
紀
の
平
和
と
正
義
へ
の
課
題
」
と
し
て
採
択
し
、
「
各
国
の
議
会
は
日

本
の
憲
法
“
第
九
条
”
を
見
習
い
、
自
国
の
政
府
に
戦
争
を
さ
せ
な
い
た
め

の
決
議
を
採
択
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
を
「
公
正
な
国
際
社
会
の
た

め
の
基
本
一
〇
原
則
」
の
第
一
項
に
掲
げ
ら
れ
た
。

全
世
界
の
国
々
が
『
平
和
省
』
を
創
設
し
、
こ
の
原
則
に
立
ち
、
手
を
携

え
て
、
“
神
の
義
”
に
よ
っ
て
剣
を
捨
て
、
忌
ま
わ
し
い
戦
争
を
こ
の
地
球

上
か
ら
な
く
し
、
恒
久
平
和
を
礎
に
“
人
類
福
祉
”
を
実
現
し
、
人
間
と
し

て
道
徳
を
確
立
さ
せ
る
、
と
い
う
機
は
熟
し
つ
つ
あ
る
。

「
平
和
憲
法
」
が
こ
の
極
東
の
小
さ
な
島
国
、
日
本
と
い
う
地
に
与
え
ら

れ
た
の
は
神
の
恵
み
で
あ
る
。
そ
の
神
は
私
た
ち
日
本
国
民
一
人
ひ
と
り
に
、

自
ら
地
の
塩
に
な
っ
て
地
球
上
の
腐
敗
を
と
ど
め
、
自
ら
光
と
な
っ
て
世
の

暗
黒
を
照
ら
せ
よ
、
と
命
じ
ら
れ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
私
た
ち
日
本
人
一
人

ひ
と
り
は
神
よ
り
「
特
別
な
使
命
」
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
は
宇
宙
の
中
の
小
さ
な
惑
星
「
地
球
」
の
上
で
国
と
国
、
人
と
人
と
が

武
器
を
も
っ
て
争
っ
て
い
る
様
子
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
「
人
間
よ
、
賢
明
に

な
れ
。
日
本
人
よ
、
目
覚
め
よ
」
と
諭
し
て
お
ら
れ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ

る
。さ

あ
、
私
た
ち
は
そ
の
神
の
教
え
を
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
、
神
を
愛
し

続
け
、
神
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
、
一
日
も
早
く
『
平
和
省
』
を
創
設
し
、
神

の
望
ん
で
お
ら
れ
る
“
新
文
明
”
を
、
叡
智
を
結
集
し
、
も
て
る
力
を
振
り

絞
っ
て
築
い
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
。

<

註>

（
１
）
伊
藤
隆
二
「
『
平
和
省
』
を
つ
く
ろ
う
Ｉ
『
力

の
論
理
』
か
ら
『
愛
の
論
理
』

ヘ
ー
」
『
学
士

会
会
報
』
（
第
八
三
三
号
、
二
〇
〇
一
年
、
学

士
会
）
を
参
照
。
こ
の
論
文
を
希
望
さ
れ
る
方

は
〒
１
０
１
ー
８
４
５
９
東
京
都
千
代
田
区
神

田
錦
町
三
の
二
八
、
学
士
会
（
電
話
○
三-



三
二
九
二-

五
九
三
三
）
へ
。
な
お
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
「
平
和
省
を
つ
く
ろ
う
」
（
伊
藤
隆
二
）

を
検
索
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
２
）
伊
藤
隆
二
「
『
希
望
と
勇
気
』
を
も
っ
て
生
き

ま
せ
ん
か
」
（
特
別
寄
稿
）
『
湧
』
（
第
二
三
五
号
、

二
〇
〇
六
年
、
地
湧
社
）
を
参
照
。
こ
の
論
文
を

希
望
さ
れ
る
方
は
〒
１
０
１-

０
０
３
６
東
京

都
千
代
田
区
神
田
北
乗
物
町
一
六
番
地
、
地
湧

社
（
電
話
○
三-

三
二
五
八-
一
二
五
一
）
へ
。

（
３
）
伊
藤
隆
二
著
『
続
・
人
間
形
成
の
臨
床
教
育

心
理
学
研
究
」
（
第
七
章
、
第
八
章
お
よ
び
第

十
一
章
、
二
〇
〇
二
年
、
風
間
書
房
）
を
参
照
。

こ
の
著
書
を
希
望
さ
れ
る
方
は
〒
１
０
１-

０
０
５
１
東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
一
の

三
四
、
風
間
書
房
（
電
話
○
三-

三
二
九
一-

五
七
二
九
）
へ
。

な
お
、
次
の
文
献
に
も
『
平
和
省
』
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

○
深
瀬
忠
一
著
「
戦
争
放
棄
と
平
和
的
生
存
権
』
岩

波
書
房
、
一
九
八
七

年
。

○
デ
ニ
ス
・
ク
シ
ニ
ッ
チ
と
き
く
ち
ゆ
み
共
著
『
デ

ニ
ス
・
ク
シ
ニ
ッ
チ

―
―
ア
メ
リ
カ
に
平
和
の
大
統

領
を
！
」
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ス
ピ
リ
ッ
ト
、
二

〇
〇
三
年
。


