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世
の
中
に
は
、
一
旦
立
場
が
分
か
れ
て
し
ま
う
と
、
双
方
が
そ
の
立
場
に
固
執
し
て
建
設
的
な
対
話
が

成
り
立
た
な
い
問
題
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
日
本
に
お
い
て
は
原
発
や
憲
法
改
正
を
め
ぐ
る
問
題
が
そ

の
典
型
で
す
が
、「
社
会
の
監
視
の
度
合
い
を
強
め
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
の
も
そ
う
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク

の
１
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
監
視
に
関
す
る
問
題
が
難
し
い
の
は
、
そ
れ
が
単
に
「
利
便
性
か
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
か
」「
社
会
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
か
、
個
人
の
自
由
か
」
と
い
う
あ
る
時
点
に
お
け
る
意

見
の
対
立
だ
け
で
は
な
く
、
監
視
が
導
入
さ
れ
た
場
合
の
将
来
に
お
け
る
そ
の
受
容
、
す
な
わ
ち
「
慣
れ
」

を
め
ぐ
る
評
価
の
対
立
を
含
ん
で
い
る
点
で
し
ょ
う
。

す
な
わ
ち
、「
監
視
社
会
化
」
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
じ
つ
は
「
現
時
点
に
お
け
る
気
持
ち
悪
さ
」
を
強

調
す
る
立
場
と
、「
将
来
に
お
け
る
気
持
ち
悪
さ
の
消
滅（
＝
慣
れ
）」
の
蓋が

い

然ぜ
ん

性せ
い

の
高
さ
を
強
調
す
る
立
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場
と
の
対
立
と
し
て
理
解
で
き
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
日
本
社
会

に
お
い
て
、
こ
の
両
者
の
戦
い
で
は
、
ほ
ぼ
常
に
後
者
が
勝
利
し
て
き
た
、
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
私
た
ち
の
住
む
社
会
が
、
本
書
で
も
取
り
上
げ
た
帰
結
主
義
・
幸
福
主
義
・
集
計
主
義
の
三
位

一
体
、
す
な
わ
ち
功
利
主
義
的
な
考
え
方
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
だ
と
言
っ
て
も
い
い

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
ど
う
せ
人
間
は
新
し
い
環
境
に
慣
れ
る
の
だ
か
ら
、
現
時
点
で
感
じ
て

い
る
『
気
持
ち
の
悪
さ
』
な
ど
は
無
視
し
て
も
よ
い
の
だ
」
と
い
う
議
論
は
本
当
に
正
し
い
の
で
し
ょ
う

か
。確

か
に
「
ど
う
せ
人
間
は
新
し
い
環
境
に
慣
れ
る
」
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
私
た
ち
が
新
し
い

環
境
に
慣
れ
る
ま
で
に
一
定
の
時
間
や
、
手
続
き
と
い
っ
た
も
の
が
必
要
だ
と
い
う
事
実
と
は
、
別
に
矛

盾
し
な
い
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
社
会
に
お
け
る
監
視（
防
犯
）カ
メ
ラ
の
設
置
に
つ
い
て
「
慣

れ
」
て
し
ま
っ
た
多
く
の
人
々
が
、
中
国
に
お
け
る
様
々
な
監
視
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
導
入
や
、
信
用
ス
コ

ア
の
普
及
を
「
気
持
ち
悪
い
」「
怖
い
」
と
感
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
意
味
で
は
、
本
書
で
取
り
上
げ
た
中
国
の
監
視
社
会
化
に
つ
い
て
の
最
大
の
問
題
は
、
そ
の
進
行

ス
ピ
ー
ド
が
あ
ま
り
に
早
く
、
人
々
が
十
分
に
納
得
し
、
慣
れ
る
ま
で
の
時
間
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
同
じ
よ
う
な
現
象
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に
関
す
る
進
み
方
の
違
い
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
、
社
会
の
質
的
な
違
い
に
も
関
係
し
て
く
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
い
っ
た
問
題
意
識
が
、
本
書
の
、
特
に
後
半
部
分
の
モ
チ
ー
フ
の
１
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
書
の
「
幸
福
な
監
視
国
家
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
幸
福
」
と
い
う
言
葉
が
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ
を

喚
起
す
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
本
文
を
読
ん
で
い
た
だ
け
ば
お
わ
か
り
か
と
思
い
ま
す
が
、
本
書
で
は

「
幸
福
」
と
は
何
か
と
い
っ
た
個
々
の
内
面
の
問
題
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。

本
書
で
「
幸
福
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
、
そ
れ
は
一
貫
し
て
功
利
主
義
的
な
、
快
楽
が
よ
り
多
く
、

苦
痛
が
よ
り
少
な
い
状
態
、
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
本
を
通
じ
て
考
察
し
て
き

た
「
幸
福
な
監
視
国
家（
社
会
）」
の
本
質
は
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
の
実
現
の
た
め
、
そ
の
手
段

と
し
て
人
々
の
監
視
を
行
う
国
家（
社
会
）、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
定
義
に
は
現
在
、
何
ら
か
の
形
で
市
民
を
監
視
す
る
技
術
・
制
度
を
導
入
し

て
い
る
ほ
ぼ
全
て
の
国
家
や
社
会
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
在
の
中
国
社
会
で
起
き
て
い

る
こ
と
は
、
基
本
的
に
ど
の
社
会
に
お
い
て
も
起
き
う
る
、
よ
り
普
遍
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
本
書
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
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新
書
出
版
に
つ
い
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
の
山
北
健
司
さ
ん
か
ら
オ
フ
ァ
ー
が
あ
っ
た
の
は
い
ま
か
ら
３
年
前

の
２
０
１
５
年
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
当
時
は
中
国
の
「
監
視
社
会
化
」
が
こ
れ
ほ
ど
話
題
に
な
る
と
は

筆
者
も
ま
っ
た
く
予
想
し
て
お
ら
ず
、
漠
然
と
、
そ
の
当
時
出
し
た
ば
か
り
の
『
日
本
と
中
国
、「
脱
近

代
」
の
誘
惑
』（
太
田
出
版
）と
い
う
本
の
テ
ー
マ
の
１
つ
で
も
あ
っ
た
中
国
社
会
の
「
公
」
と
「
私
」
を
め

ぐ
る
問
題
を
、
よ
り
具
体
的
な
市
民
社
会
論
と
結
び
つ
け
て
書
い
て
み
よ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
日
本
で
も
中
国
の
目
覚
し
い
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
そ
の
社
会
実
装
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
な
ど
が
話
題
に
な
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
芝
麻
信
用
な
ど
の
信
用
ス
コ
ア
や
、
社
会

信
用
シ
ス
テ
ム
の
導
入
が
話
題
に
な
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
国
経
済
の
動
向
を
ウ
ォ
ッ
チ
し
て
い
る

者
と
し
て
そ
う
い
っ
た
社
会
の
変
化
を
な
ん
と
な
く
追
っ
て
い
る
う
ち
に
、
中
国
独
特
の
文
脈
で
語
ら
れ

が
ち
な
市
民
社
会
に
関
す
る
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
監
視
社
会
化
の
問
題
と
深
く
関
係
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

た
だ
、
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
中
国
を
訪
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
一
大
学
教
員
と
し
て
は
、
中
国
社
会
、

特
に
様
々
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
「
社
会
実
装
」
が
も
た
ら
す
変
化
の
あ
ま
り
の
激
し
さ
に
は
か
な
り
の
タ

イ
ム
ラ
グ
を
伴
い
な
が
ら
つ
い
て
い
く
の
が
や
っ
と
で
、
と
て
も
こ
の
テ
ー
マ
で
一
冊
の
本
を
書
き
き
る
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自
信
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
も
た
ら
す
社
会
の
変
化
に
詳
し
い
旧
知
の
フ

リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
高
口
康
太
さ
ん
の
協
力
を
仰
ぐ
、
と
い
う
解
決
策
を
思
い
つ
い
た
の
が
２
０
１

７
年
暮
れ
の
こ
と
で
し
た
。
と
い
う
わ
け
で
本
書
は
、
第
1
章
と
第
5
～
7
章
を
梶
谷
が
、
第
2
～
4
章

を
高
口
さ
ん
が
主
に
執
筆
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
分
担
執
筆
と
な
っ
た
こ
と
で
、
な
か
な
か
２
人
の
文
章
の
ス
タ
イ
ル
や
執
筆
の
ペ
ー
ス
が
そ
ろ

わ
ず
、
山
北
さ
ん
に
は
そ
の
調
整
に
多
大
な
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
よ

う
や
く
出
版
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
見
え
て
か
ら
の
山
北
さ
ん
の
獅し

子し

奮ふ
ん

迅じ
ん

の
ご
活
躍
に
改
め
て
感
謝

い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
お
忙
し
い
中
ゲ
ラ
の
段
階
で
本
書
の
原
稿
を
読
ん
で
頂
き
、
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を

下
さ
っ
た
伊
藤
亜
聖
さ
ん
、
さ
ら
に
は
帯
の
推
薦
文
を
快
く
お
引
き
受
け
頂
い
た
山
形
浩
生
さ
ん
に
も
、

こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
書
が
と
か
く
誤
解
を
生
み
や
す
い
「
中
国
の
監
視
社
会
」
に
関
す
る
読
者
の
理
解
を
助
け
、「
そ
こ

か
ら
先
の
問
題
」
を
考
え
る
き
っ
か
け
の
１
つ
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

２
０
１
９
年
７
月
11
日

�

著
者
を
代
表
し
て　

梶
谷 

懐　


