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メ
デ
ィ
ア
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー 

第
七
回 
〈
不
寛
容
〉
な
日
本 

高
田
明
典 

今
日
ニ
ホ
ン
が
死
ん
だ
。
も
し
か
し
た
ら
昨
日
か
も
知
れ
な
い
が
。
六
十
二
年
前
の
今
日
―
―
八

月
十
五
日
に
―
―
。
一 

そ
の
死
は
新
た
な
誕
生
に
向
け
て
の
一
つ
の
契
機
で
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、
多
く
の
人
々
が
そ
れ
を

信
じ
て
き
た
の
だ
が
、
二
〇
〇
七
年
の
今
日
の
状
況
は
あ
ま
り
芳
し
く
な
い
よ
う
だ
。
死
を
悼
む
あ

ま
り
に
故
人
の
復
活
を
望
む
か
の
ご
と
く
、
時
計
の
針
を
お
よ
そ
七
十
年
分
も
戻
そ
う
と
し
て
い
る

人
た
ち
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
私
た
ち
の
総
意
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
に
し
た
が
う
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
二

」
と
い
う

主
張
―
―
こ
れ
は
「
時
計
の
針
を
戻
す
」
と
い
う
意
味
だ
―
―
が
「
民
意
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
三

直
後
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
国
の
真
夏
の
景
色
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
「
大
敗
」
で

も
ま
だ
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
―
―
六
十
二
年
前
の
あ
の
「
大
敗
」
四

で
も
足
り
な
か
っ
た

の
だ
か
ら
、
選
挙
で
負
け
た
ぐ
ら
い
で
は
へ
こ
た
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
。 

も
ち
ろ
ん
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
と
い
う
文
言
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
脱
却
」
の
方
向

性
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。「
新
し
い
体
制
」
へ
と
移
行
す
る
の
も
、「
古
い
体
制
」
に
戻
る
の
も
、

ど
ち
ら
も
「
脱
却
」
で
は
あ
る
が
、
こ
の
政
権
の
脱
却
の
方
向
は
、
明
ら
か
に
過
去
を
向
い
て
い
る
。

逆
風
を
自
覚
し
つ
つ
も
、
言
い
訳
程
度
に
閣
僚
一
名
五

を
靖
国
参
拝
さ
せ
て
お
茶
を
濁
す
と
い
う
姑

息
な
手
段
を
と
る
の
が
、
こ
の
政
権
で
あ
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
こ
の
国
に
は
「
旧
体
制
＝

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
六

」
に
戻
ろ
う
と
す
る
大
き
な
力
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
「
力
」
は
選
挙
で
大
敗
し
た
ぐ
ら
い
で
は
弱
ま
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
恐
ろ
し
い
事
実

で
あ
る
―
―
民
意
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
「
力
」
が
、
二
〇
〇
七
年
現
在
に
も
、
こ
の
国
に

は
厳
然
と
し
て
残
存
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。 

                              

                    

 

一 

カ
ミ
ュ
『
異
邦
人
』
冒
頭
に
よ
る
。「
き
ょ
う
、
マ
マ
ン
が
死
ん
だ
。
も
し
か
す
る
と
、
昨
日
か
も
知
れ
な
い

が
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
養
老
院
か
ら
連
絡
を
も
ら
っ
た
。
」 

 

二 

二
〇
〇
七
年
当
時
の
首
相
、
安
倍
晋
三
の
掲
げ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
一
つ
。 

 

三 

二
〇
〇
七
年
の
参
議
院
選
挙
で
、
自
民
党
は
大
敗
し
た
。 

 

四 

一
九
四
五
年
の
終
戦
の
こ
と
。 

 

五 

高
市
早
苗
沖
縄
北
方
担
当
大
臣
（
役
職
は
二
〇
〇
七
年
当
時
）
だ
け
が
参
拝
し
た
。 

 

六 ancien régim
e  

「
旧
体
制
・
旧
制
度
」
。
特
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
の
、
王
を
中
心
と
し
た
政
治
体
制

を
指
す
。
全
然
関
係
な
い
が
、「
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
」
と
い
う
名
前
の
競
走
馬
が
い
る
ら
し
い
。
ど
う
い
う

「
意
味
」
な
ん
だ
ろ
う
。
な
ん
だ
か
怖
い
。 
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同
様
の
景
色
は
国
会
議
事
堂
の
周
辺
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
周
囲
に
も
薄
く
広
く
存
在
し
て

い
る
。
む
し
ろ
こ
の
ほ
う
が
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
景
色
の
成
分
は
「
独
善
」
と
「
不
寛
容
」

で
あ
る
。
実
は
こ
の
二
つ
は
同
じ
も
の
の
別
の
名
前
で
あ
り
、
ま
た
、
お
よ
そ
七
十
年
前
七

の
こ
の

国
の
空
気
の
主
成
分
の
名
前
で
あ
る
―
―
私
は
、
一
九
三
六
年
に
建
造
さ
れ
た
あ
の
議
事
堂
の
屋
根

が
こ
の
成
分
の
収
集
精
製
機
な
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
の
だ
が
。 

「
独
善
」
の
表
現
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
不
寛
容
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
特
に
、
異
邦

人
へ
の
不
寛
容
な
態
度
に
そ
れ
は
如
実
に
表
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
「
異
邦
人
＝
エ
ト
ラ
ン
ジ
ェ
」

と
い
う
語
を
敢
え
て
使
っ
て
い
る
―
―
単
に
国
籍
や
文
化
的
な
背
景
が
日
本
以
外
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
―
―
。 

あ
る
文
化
圏
に
生
育
す
る
と
、
そ
の
文
化
的
価
値
観
に
照
合
し
て
異
質
な
も
の
が
気
に
な
る
こ
と

が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
の
自
己
主
張
の
強
さ
に
辟
易
と
し
、
大
阪
人
の
傍
若
無
人
さ
に
嫌
悪
感
を
持

つ
。
駅
の
ホ
ー
ム
で
整
列
乗
車
で
き
な
い
人
た
ち
を
理
解
で
き
な
い
と
感
じ
る
し
、「
謝
っ
た
ら
、
し

ま
い
や
」
と
い
う
言
葉
に
も
、「
謝
っ
た
ら
負
け
」
と
い
う
考
え
に
も
、
違
和
感
を
感
じ
る
。
し
か
し
、

同
様
に
「
と
り
あ
え
ず
謝
る
」
と
い
う
東
京
的
な
感
覚
に
違
和
感
を
感
じ
る
人
も
少
な
く
な
い
は
ず

だ
八

。
そ
う
い
う
感
覚
自
体
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
「
異
質
さ
」
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う

こ
と
が
重
要
だ
。 

横
綱
朝
青
龍
が
、
薄
弱
な
理
由
で
地
方
巡
業
を
欠
席
し
た
と
い
う
か
ど
で
、
相
撲
協
会
か
ら
謹
慎

や
出
場
停
止
な
ど
の
処
分
を
受
け
た
と
い
う
。
ま
ぁ
そ
れ
は
そ
ん
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
午

後
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
を
眺
め
て
い
た
の
だ
が
、
ど
う
も
変
な
雰
囲
気
だ
。
処
分
が
出
さ
れ
、
本
人
も

そ
れ
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
何
が
問
題
な
の
だ
ろ
う
と
感
じ

る
の
だ
が
、
な
に
や
ら
毎
日
こ
れ
に
つ
い
て
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
横
綱
が
「
外
国
人
」
も
し
く

は
「
異
邦
人
＝
異
質
な
る
も
の
」
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
の
根
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の

の
、
詳
細
は
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
。
簡
単
に
言
う
と
、
こ
の
「
問
題
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

人
た
ち
が
、
何
が
し
た
い
の
か
、
ど
う
な
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
の
か
が
、
よ
く
理
解
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。「
と
り
あ
え
ず
記
者
会
見
す
る
べ
き
」
と
か
「
説
明
す
る
べ
き
」
と
か
、
果
て
は
、

品
格
が
ど
う
の
、
帰
化
し
て
い
な
い
か
ら
ど
う
の
、
モ
ン
ゴ
ル
で
事
業
を
し
て
い
る
か
ら
ど
う
の
こ

う
の
―
―
で
、
ど
う
し
ろ
っ
て
言
い
た
い
の
？ 

 

あ
る
人
間
に
対
し
て
何
ら
か
の
役
割
演
技
を
求
め
る
の
は
、
比
較
的
よ
く
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
社
会
人
ら
し
く
」「
学
生
ら
し
く
」「
男
ら
し
く
」「
女
ら
し
く
」
―
―
さ
ら
に
は
「
横
綱
ら
し
く
」

                              

                    

 

七 

一
九
三
六
年
二
月
一
日
、「
天
皇
機
関
説
」
を
提
唱
し
た
美
濃
部
達
吉
が
右
翼
に
襲
撃
さ
れ
る
。
ま
た
、
二

月
二
六
日
、
二
・
二
六
事
件
が
発
生
し
、
そ
の
後
、
七
月
十
六
日
ま
で
の
間
、
東
京
市
に
戒
厳
令
が
敷
か
れ
る
。 

 

八 

つ
ま
り
、
同
じ
国
に
生
ま
れ
育
っ
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
必
ず
誰
か
に
対
し
て
は
「
異
邦
人
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
普
段
は
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
友
人
や
同
僚
で
あ

っ
て
も
、
と
き
に
そ
こ
に
異
質
な
も
の
を
見
る
こ
と
は
、
ま
ま
あ
る
こ
と
。 
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「
外
国
人
ら
し
く
」
。
実
は
狡
猾
な
人
間
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
「
ら
し
く
」
振
舞
う
九

。
そ
の
ほ
う

が
社
会
に
お
い
て
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
役

割
を
う
ま
く
演
じ
ら
れ
な
い
、
も
し
く
は
演
じ
な
い
人
た
ち
を
排
除
し
た
り
、
ま
た
、
役
割
演
技
を

高
圧
的
に
強
要
し
た
り
す
る
者
も
い
る
一
〇

。
も
ち
ろ
ん
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
、
誰
も
が
何
ら
か
の

役
割
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
く
。
し
か
し
そ
れ
は
、
誰
か
に
強
要
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
で
選
び
と
る
も
の
で
あ
る
。 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
一
一

は
「
他
者
の
了
解
不
可
能
性
」
と
い
う
概
念
を
提
示
す
る
一
二

。
私
た
ち
は
、
人
と

出
会
っ
た
と
き
、
そ
の
人
が
「
誰
で
あ
る
か
」「
何
者
で
あ
る
か
」
を
知
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ

は
、「
私
の
認
識
の
枠
内
に
、
そ
の
人
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
営
み
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
私
は
、

「
あ
あ
、
あ
の
ク
ラ
ス
の
学
生
だ
」
も
し
く
は
「
同
僚
だ
」「
知
ら
な
い
人
だ
」
な
ど
と
人
々
を
位
置

づ
け
て
認
識
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
人
の
一
つ
の
側
面
で
し
か
な
く
、
ま
た
、
そ
の
人
の
一
側

面
に
属
す
る
何
か
を
、
私
が
想
定
す
る
役
割
に
あ
て
は
め
て
得
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。「
他
性
＝

他
者
で
あ
る
と
い
う
性
質
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
捕
捉
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
も
他

者
を
「
了
解
し
た
」
と
す
る
な
ら
、
そ
の
瞬
間
に
そ
れ
は
「
他
な
る
も
の
＝
他
者
」
で
は
な
く
、「
私

が
認
識
し
た
対
象
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
一
三

。
私
に
よ
っ
て
と
り
こ
ま
れ
た
そ
れ
は
、
も
は
や
「
他

な
る
も
の
」
で
は
な
く
、
私
の
認
識
の
一
部
と
な
る
。 

「
独
善
」
と
対
を
な
す
概
念
は
、
「
他
性
の
覚
知
」
で
あ
り
、
「
他
者
の
了
解
不
可
能
性
を
知
る
こ

と
」
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
自
分
が
正
し
い
か
否
か
、
も
し
く
は
、
他
人
が
正
し
い
か
否
か
、
な
ど

と
い
う
対
立
を
超
え
て
、
自
分
以
外
の
す
べ
て
の
人
間
が
―
―
と
き
に
、
自
分
自
身
の
身
体
で
さ
え

―
―
「
決
定
的
に
了
解
不
可
能
な
他
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。 

「
了
解
不
可
能
な
他
者
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
居
住
ま
い
の
悪
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
ま
ま
あ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
他
者
の
存
在
こ
そ
が
、
私
の
存
在
を
底
で
支
え
て
い
る
。
他
者
が
い
な
け

                              

                    

 

九 

「
狡
猾
」
で
は
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
は
ず
。 

 

一
〇 

高
圧
的
に
強
要
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
が
自
然
と
役
割
演
技
を
行
う
よ
う
に
誘
導
す
る
と
い
う
の
は
詐

欺
師
が
よ
く
使
う
手
口
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
「
他
者
配
役
理
論
（altercasting theory

）
」
と
呼
ば
れ
る
。

た
と
え
ば
、
イ
カ
サ
マ
賭
け
将
棋
の
詐
欺
師
は
、
自
分
が
そ
れ
ほ
ど
優
秀
で
は
な
く
、
下
手
な
手
口
で
相
手
（
多

く
の
場
合
「
サ
ク
ラ
」
）
を
騙
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
演
じ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
カ
モ
」
と
さ
れ
る
人
は
、

「
自
分
は
イ
カ
サ
マ
を
見
抜
い
た
優
秀
な
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
役
割
を
演
じ
る
よ
う
に
誘
導
さ
れ
る
。
つ
ま

り
「
カ
モ
」
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
。 

 

一
一 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
（Lévinas, Em

m
anuel

）
。 

 

一
二 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
他
者
論
の
中
核
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
中
核
に
位
置
す

る
概
念
で
あ
る
と
も
言
え
る
。 

 

一
三 

「
私
が
認
識
す
る
」
と
は
、
「
私
」
と
の
あ
い
だ
に
い
か
な
る
関
係
を
有
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ

の
関
係
性
の
中
に
そ
の
人
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
私
に
何
か
を
教
え
て
く
れ
る
人
」
で
あ
っ

た
り
、
「
私
を
養
育
し
て
く
れ
る
人
」
で
あ
っ
た
り
、
「
私
を
非
難
す
る
人
」
で
あ
っ
た
り
、
と
認
識
す
る
。 
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れ
ば
、「
私
」
は
存
在
し
え
な
い
。
単
純
な
た
と
え
で
言
え
ば
、「
黒
だ
け
の
世
界
に
は
、
黒
と
い
う

概
念
は
発
生
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
黒
は
、
白
と
い
う
対
立
概
念
が
存
在
し
て
初
め
て
成

立
す
る
。
同
様
に
、「
私
」
と
い
う
概
念
は
、「
他
者
」
が
存
在
す
る
と
き
に
限
り
、
成
立
す
る
。
そ

し
て
そ
の
と
き
、
他
者
と
は
、
決
し
て
「
私
」
に
よ
っ
て
は
捕
捉
さ
れ
え
な
い
「
他
性
一
四

」
を
持
つ

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
他
者
の
了
解
不
可
能
性
」
と
は
、
私
が
私
と
し
て
存
在
す
る
た
め
に

不
可
欠
な
概
念
で
あ
る
。 

寛
容
と
は
、
「
他
者
の
了
解
不
可
能
性
の
覚
知
」
で
あ
る
。
私
た
ち
が
寛
容
で
あ
る
と
き
、
譲
歩
、

妥
協
、
和
解
、
な
ど
と
い
う
概
念
は
、
な
り
を
潜
め
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
一
五

は
『
批
評
と
臨
床
』
に
お

い
て
、「〈
他
者
〉
に
対
抗
す
る
た
め
の
、
外
部
に
お
け
る
闘
い
＝
対
抗
す
る
闘
い
」
と
「〈
自
己
〉
の

内
部
に
お
け
る
闘
い
＝
あ
い
だ
に
お
け
る
闘
い
」
と
を
区
別
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
あ
い
だ
に
お
け
る
闘
い
と
は
、
他
の
様
々
な
力
を
捕
ら
え
、
あ
る
新
し
い
集
合
の
中
、
あ
る
生
成

の
中
で
、
そ
れ
ら
に
み
ず
か
ら
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
力
が
お
の
れ
を
豊
か
に
し

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。
一
六

」
譲
歩
で
も
妥
協
で
も
和
解
で
も
な
く
、
異
な
る
主
張
を
持
つ

二
人
の
人
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
、
と
り
あ
え
ず
最
適
な
解
に
到
達
す
る
ま
で
意
思
の
伝
達
と
思

考
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
双
方
が
新
し
い
何
か
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
「
寛
容
」

で
あ
る
。 

寛
容
と
は
、
お
目
こ
ぼ
し
す
る
こ
と
で
も
、
見
逃
す
こ
と
で
も
、
と
が
め
だ
て
し
な
い
こ
と
で
も

な
い
。
ま
た
、
寛
容
と
は
「
あ
る
人
間
が
、
自
分
が
想
定
す
る
枠
組
み
を
外
れ
た
行
為
を
し
た
と
き

に
そ
れ
を
許
容
す
る
」
こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
あ
る
人
間
の
行
動
や
思
考
に
関
し
て
の
、

自
分
の
認
識
枠
組
み
の
正
当
性
を
常
に
疑
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
絶
対
的
に
正
し
い

人
間
は
、
こ
の
世
界
に
は
一
人
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
す
だ
け
で
十
分
理
解
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。 

し
か
し
一
方
で
、
独
善
と
不
寛
容
は
大
き
な
魅
力
と
力
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
独
善
は
一
見

効
率
的
だ
か
ら
だ
。
相
手
の
主
張
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
主
張
の
正
当
性
を
や
み
く
も
に

信
じ
て
い
る
と
き
、
そ
の
人
間
の
内
部
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
対
立
も
、
衝
突
も
、
摩
擦
も
、
発

生
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
単
に
外
部
に
お
け
る
騒
音
で
あ
り
、
独
善
者
の
内
部
は
静
謐
そ
の
も
の
で
あ

                              

                    

 

一
四 

「
他
」
で
あ
る
と
い
う
性
質
。
つ
ま
り
「
自
」
で
は
な
く
、
ま
た
、「
自
」
に
と
り
こ
ま
れ
え
な
い
も
の
。

し
た
が
っ
て
こ
の
文
は
、
同
義
語
反
復
で
も
あ
る
。 

 

一
五 

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
（D

eleuze, G
illes)

。 
 

一
六 

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ(

著
）
守
中
高
明
・
谷
昌
親
・
鈴
木
雅
大
（
訳
）
『
批
評
と
臨
床
』
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
〇
二
，
二
六
一
頁
―
二
六
二
頁
。
こ
の
「
あ
い
だ
に
お
け
る
闘
い
」
と
い
う
考
え
方
は
少
々
面
倒
で
あ
る
。

相
手
の
立
場
や
、
相
手
が
持
っ
て
い
る
力
、
相
手
が
抱
い
て
い
る
悲
し
み
、
な
ど
の
す
べ
て
を
、
自
分
の
中
に

再
生
産
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
ら
が
変
化
す
る
こ
と
を
指
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
対
抗
す
る
闘
い
」
と
は
、

単
に
相
手
を
拒
否
し
、
遠
ざ
け
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
す
る
た
め
の
「
闘
い
」

を
言
う
。 
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る
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
、
人
は
、
簡
単
に
力
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
、
不
寛
容
に
傾
斜
す
る
一
七

。

王
や
政
権
担
当
者
や
指
導
者
が
「
不
寛
容
」
に
な
る
の
は
、
そ
の
と
き
で
あ
る
。 

不
寛
容
は
伝
染
し
伝
播
す
る
。
不
寛
容
な
人
間
と
接
し
、
摩
擦
や
軋
轢
を
経
験
す
る
と
、
そ
の
力

に
魅
了
さ
れ
、
人
は
少
し
不
寛
容
に
な
る
一
八

。
そ
し
て
不
寛
容
の
種
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
蒔
か
れ

て
い
る
。 

教
育
実
践
に
お
け
る
「
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス(zero tolerance)

」
を
「
寛
容
度
ゼ
ロ
」「
不
寛
容
」

と
訳
す
の
は
誤
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
許
容
度
ゼ
ロ
」
も
し
く
は
「
お
目
こ
ぼ
し
無
し
」
と
訳
す
の

が
正
し
い
。「
寛
容
さ
」
は
、
数
値
で
表
現
さ
れ
る
概
念
で
は
な
い
。
数
値
（
つ
ま
り
こ
の
場
合
は
ゼ

ロ
）
を
以
て
表
現
さ
れ
う
る
「
ト
レ
ラ
ン
ス
」
と
は
「
許
容
誤
差
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
提

出
期
限
を
一
日
で
も
遅
れ
た
ら
受
け
取
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
最
初
に
提
示
し
た
目
標
得
点

を
一
点
で
も
下
回
れ
ば
補
習
を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
本
来
、

「
独
善
」
と
も
「
不
寛
容
」
と
も
ま
っ
た
く
関
係
が
な
く
、
教
育
実
践
に
お
け
る
技
術
的
方
策
の
一

つ
で
し
か
な
い
。
こ
れ
を
「
不
寛
容
に
基
づ
く
教
育
」
と
し
て
称
揚
す
る
こ
と
は
論
外
で
あ
る
が
、

同
じ
理
由
で
非
難
す
る
の
は
的
を
外
し
て
い
る
。
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
教
育
に
よ
っ
て
、
教
師
が
力

を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
り
、
む
し
ろ
教
師
の
裁
量
権
は
小
さ
く
な
る
一
九

。

問
題
は
、
こ
れ
を
誤
解
し
て
、
教
育
の
場
所
に
「
不
寛
容
」
の
種
を
植
え
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
あ

る
。 一

方
、
行
政
官
僚
は
、
自
ら
の
権
限
を
確
保
・
拡
大
す
る
た
め
に
、「
行
政
裁
量
」
の
範
囲
を
広
く

と
る
法
案
を
作
成
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
、「
法
的
に
正
し
い
お
目
こ
ぼ
し
」
を
可
能
と

す
る
よ
う
な
法
律
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
お
目
こ
ぼ
し
」
す
る
側
の
人
間

は
「
裁
量
権
」
と
い
う
名
前
の
権
力
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
お
目
こ
ぼ
し
と
は
、
そ
の
個
人
の
恣
意

的
な
判
断
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
行
為
で
あ
り
、
私
た
ち
「
下
々
の
者
」
は
彼
ら
に
対
し
て

伏
し
て
お
目
こ
ぼ
し
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
原
則
と
し
て
不
寛
容
」

                              

                    

 

一
七 

不
寛
容
で
あ
る
と
、
相
手
を
否
定
し
拒
絶
す
る
こ
と
が
簡
単
に
な
る
。
そ
れ
が
自
分
の
信
念
に
基
づ
く
も

の
で
あ
っ
て
も
そ
う
だ
が
、
さ
ら
に
そ
れ
が
法
や
慣
習
、
あ
る
社
会
に
お
け
る
価
値
基
準
に
照
ら
し
て
の
も
の

で
あ
る
と
き
、
そ
の
不
寛
容
さ
は
社
会
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
る
の
で
、
よ
り
強
力
に
な
る
。
社
会
規
範
は
重

要
な
こ
と
で
あ
る
が
、「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
の
よ
う
に
、
社
会
規
範
を
振
り
か
ざ
し
て
い
る
人
の
中
に
は
、
単

に
「
自
分
の
も
の
で
は
な
い
権
力
」
を
行
使
す
る
こ
と
に
快
楽
を
見
出
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。
現
代
で

は
、
そ
れ
が
、
力
の
無
い
者
が
権
力
を
行
使
す
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
で
も
あ
る
か
ら
ね
。 

 

一
八 

不
寛
容
な
人
に
出
会
う
と
、
不
寛
容
に
な
っ
た
ら
さ
ぞ
か
し
気
持
ち
が
い
い
の
だ
ろ
う
な
、
と
感
じ
る
心

性
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。 

 

一
九 

こ
の
後
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
裁
量
権
が
小
さ
く
な
れ
ば
、
権
力
を
行
使
で
き
る
可
能
性
も
小
さ
く
な

る
。
教
師
と
い
う
の
は
（
私
も
そ
う
だ
が
）
学
校
と
い
う
場
所
に
お
い
て
は
明
確
に
権
力
者
で
あ
る
の
で
、
そ

の
権
力
関
係
を
小
さ
く
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
も
と
に
「
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
」
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
好
ま
し
い
方
向
で
あ
る
と
感
じ
る
。
権
力
な
ん
て
、
持
た
さ

れ
て
も
い
い
こ
と
は
何
も
な
い
か
ら
ね
。
面
倒
な
だ
け
。
た
だ
し
、
権
力
は
義
務
お
よ
び
責
任
と
セ
ッ
ト
な
の

で
、
権
力
が
無
く
な
れ
ば
、
義
務
も
責
任
も
無
く
な
っ
て
、
個
人
的
に
は
と
て
も
楽
に
な
る
だ
ろ
う
な
と
思
う
。 
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で
あ
る
こ
と
が
、
役
人
に
力
を
与
え
て
い
る
。
だ
か
ら
役
所
か
ら
帰
っ
て
来
た
人
は
、
誰
も
が
少
し

不
寛
容
に
な
っ
て
い
る
。 

渡
辺
一
夫
は
『
寛
容
は
自
ら
を
守
る
た
め
に
不
寛
容
に
対
し
て
不
寛
容
に
な
る
べ
き
か
二
〇

』
と
題

さ
れ
た
評
論
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
二
一

。「
従
っ
て
、
寛
容
は
不
寛
容
に
対
す
る
時
、

常
に
無
力
で
あ
り
、
敗
れ
去
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
人
間
が
猛

獣
に
喰
わ
れ
る
の
と
同
じ
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
二
二

」 

文
明
を
離
れ
た
と
き
、
人
は
猛
獣
の
餌
食
と
な
る
。
私
た
ち
は
、「
力
」
と
し
て
の
文
明
や
社
会
を

手
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
寛
容
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ

な
ら
社
会
の
基
礎
を
な
す
絆
や
連
帯
は
、
寛
容
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら

だ
。
不
寛
容
な
人
間
た
ち
が
集
ま
っ
て
も
、
そ
こ
に
絆
や
連
帯
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
不
寛

容
と
は
こ
の
社
会
を
ジ
ャ
ン
グ
ル
へ
と
変
化
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
。 

し
か
し
私
た
ち
は
孤
独
に
生
き
て
い
る
と
き
、
と
て
も
弱
い
。
孤
独
で
あ
り
つ
つ
も
強
く
あ
ろ
う

と
す
る
と
き
、
不
寛
容
を
武
器
と
し
て
使
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
と
き
人
は
「
猛
獣
」
に
な
る
―
―

孤
独
な
王
が
不
寛
容
な
独
裁
者
に
な
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
も
い
え
る
。 

こ
の
猛
獣
の
牙
は
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
強
く
、
過
去
に
お
い
て
は
「
正
義
」
や
「
国
家
」
や

「
神
」
と
い
う
名
前
を
持
つ
に
至
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
孤
独
な
人
間
は
、
そ
の
牙
を

自
分
の
も
の
と
し
、
よ
り
強
力
な
猛
獣
と
な
っ
て
い
く
。 

そ
の
牙
は
、
そ
ば
で
生
き
る
者
た
ち
を
肩
身
の
狭
い
状
態
へ
と
追
い
込
む
。
そ
こ
で
は
人
々
は
、

不
寛
容
の
餌
食
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
他
人
か
ら
指
弾
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
息
を
殺
し
、
毎
日
怯
え

な
が
ら
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
「
役
割
演
技
」
の
中
で
生
き
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
い
か
に
し
て
自

分
が
「
日
本
人
ら
し
く
」「
愛
国
者
ら
し
く
」「
軍
人
ら
し
く
」「
銃
後
の
母
ら
し
く
」
見
え
る
か
に
極

度
の
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
る
―
―
お
よ
そ
七
十
年
前
の
ニ
ホ
ン
の
景
色
で
あ
り
、
渡
辺
一
夫
の
言

う
と
こ
ろ
の
「
ジ
ャ
ン
グ
ル
」
だ
。
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
「
不
寛
容
」
と
い
う
牙
を
持
つ
猛
獣
に
殺

さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
が
猛
獣
と
な
る
か
、
も
し
く
は
暗
い
穴
の
中
で
息
を
潜
め

て
生
き
て
い
く
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
を
想
像
す
る
だ
け
で
息
苦
し
く
な
る
。
こ
の
不
寛
容
の
回
路
が

い
っ
た
ん
起
動
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
寛
容
に
よ
っ
て
止
め
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
く
な
る
。 

そ
し
て
、
二
〇
〇
七
年
の
日
本
に
も
そ
の
景
色
の
一
部
が
見
え
隠
れ
す
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

私
た
ち
は
も
う
一
度
死
の
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
、
不
寛
容
の

                              

                    

 

二
〇 

こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
が
、
寛
容
が
、
不
寛
容
に
対
し
て
も
「
寛
容
」
で
あ
る
な
ら
、
お
そ
ら
く
「
寛
容
」

は
普
及
し
な
い
し
、
結
局
こ
の
世
界
に
は
不
寛
容
が
蔓
延
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、「
寛
容
」
が

「
不
寛
容
で
あ
る
こ
と
」
に
対
し
て
不
寛
容
に
な
る
と
い
う
の
は
、
自
己
矛
盾
と
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

二
一 

『
狂
気
に
つ
い
て
―
渡
辺
一
夫
評
論
選
』 

岩
波
文
庫
、
一
九
九
三
。 

 

二
二 

つ
ま
り
、
「
不
寛
容
な
人
た
ち
」
に
寛
容
を
も
っ
て
接
し
て
も
、
そ
れ
は
伝
播
し
な
い
と
い
う
こ
と
。 
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小
さ
な
芽
を
―
―
牙
に
な
ら
な
い
う
ち
に
―
―
一
つ
一
つ
丹
念
に
指
摘
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
し
て
そ
れ
を
多
く
の
寛
容
で
包
み
込
み
、
不
寛
容
が
拡
散
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
―
―
も
う
間
に
合
わ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
。 

時
計
の
針
を
七
十
年
分
戻
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
日
本
の
ど
こ
か
に
住
ん
で
い
る
悪
人
の

集
団
で
は
な
い
。
そ
の
主
力
は
、
午
後
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
を
見
て
朝
青
龍
を
指
弾
す
る
人
た
ち
で
あ

り
、
き
ち
ん
と
吟
味
す
る
こ
と
な
く
「
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
教
育
」
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち

で
あ
り
、
国
旗
掲
揚
に
起
立
し
な
い
人
間
を
非
難
す
る
人
た
ち
で
あ
り
、「
愛
国
心
」
と
い
う
概
念
を

「
牙
」
と
し
て
使
う
人
た
ち
で
あ
る
。 

こ
の
私
に
残
さ
れ
た
望
み
は
、
多
く
の
人
々
が
、
指
弾
す
る
こ
と
も
、
非
難
す
る
こ
と
も
、
憎
悪

の
叫
び
を
あ
げ
る
こ
と
も
な
く
、
彼
ら
の
孤
独
を
知
り
、
そ
れ
を
寛
容
さ
を
以
て
迎
え
る
こ
と
で
あ

る
。
二
三 

（
初
出 

『
文
學
界
』
二
〇
〇
七
年
十
月
号
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二
三 

カ
ミ
ュ
『
異
邦
人
』
末
尾
に
よ
る
。
「
一
切
が
は
た
さ
れ
、
私
が
よ
り
孤
独
で
な
い
こ
と
を
感
じ
る
た
め

に
、
こ
の
私
に
残
さ
れ
た
望
み
と
い
っ
て
は
、
私
の
処
刑
の
日
に
大
勢
の
見
物
人
が
集
ま
り
、
憎
悪
の
叫
び
を

あ
げ
て
、
私
を
迎
え
る
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。
」 


