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読
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■
追
跡

①

見
田
宗
介
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
社
会
共
通
の
価
値
観
が
壊
れ
は
じ
め
た
の
は
一
九
七
〇
年
代

以
降
で
あ
り
、
以
後
、
「
虚
構
の
時
代
」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
新
し
い
時
代
に
突
入
す
る
。

そ
れ
は
「
関
係
の
、
最
も
基
底
の
部
分
自
体
が
、『
わ
ざ
わ
ざ
す
る
も
の
』、
演
技
と
し
て
、
虚
構
と
し
て

感
覚
さ
れ
る
」
時
代
で
あ
る
、
と
見
田
は
言
う
。
た
と
え
ば
親
子
や
夫
婦
と
い
っ
た
関
係
も
、
親
と
し
て
、

子
と
し
て
、
夫
と
し
て
、
妻
と
し
て
、
各
々
が
自
分
の
役
割
を
演
技
と
し
て
感
じ
て
い
る
、
ど
こ
か
現
実

で
は
な
い
虚
構
と
し
て
感
覚
さ
れ
て
い
る
。

「
虚
構
の
時
代
」
は
、
高
度
経
済
成
長
以
後
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
戦
中
戦
後
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

表
面
上
の
内
容
は
大
き
く
変
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、「
総
力
戦
」
と
い
う
一
点
で
は
、
変
わ
り
は
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
七
〇
年
代
を
境
に
、
人
間
関
係
の
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
が
変
質
し
て
い
く
。

「
関
係
を
演
じ
る
時
代
」。
こ
れ
は
や
が
て
、「
キ
ャ
ラ
を
演
じ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
、
生
き
て
い

く
た
め
の
当
然
の
戦
略
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
い
く
。

②

東
浩
紀
は
こ
う
し
た
「
虚
構
の
時
代
」
に
つ
い
て
、「
大
き
な
物
語
が
フ
ェ
イ
ク
と
し
て
し
か
機
能

し
な
い
時
代
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

fake

＝
に
せ
も
の
。「
大
き
な
物
語
」
と
は
何
だ
ろ
う
？

す
で
に
他
の
文
章
に
出
て
き
て
は
い
る
が
。

③

｢

大
き
な
物
語
」
と
は
宗
教
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
、
個
人
が
生
き
る
意
味
を
見
出
だ
す
た
め
の
社

会
共
通
の
価
値
観
で
あ
り
、
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
が
強
い
影
響
力
を
持
つ
社
会
で
は
、
神
へ
の
信
仰
を

示
す
行
為
や
生
き
方
こ
そ
、
そ
の
人
の
生
の
意
味
を
決
定
す
る
し
、
共
産
主
義
の
国
家
で
は
、
国
家
に
忠

誠
を
示
す
行
為
こ
そ
が
賞
賛
さ
れ
、
そ
の
価
値
を
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
は
、
お
さ
ら
い
、
ね
。「
近
代
の
理
想
」
と
い
う
の
も
、
大
き
な
物
語
だ
。
こ
こ
で
い
っ
て
い
る

共
産
主
義
は
、
「
物
語
」
と
い
う
よ
り
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
に
染
ま
っ
た
、
現
実
の
共
産
主
義
の
こ
と
や

ね
。
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
意
味
の
「
大
き
な
物
語
」
は
、
労

働

者
の
独
裁
に
よ
り
、
資
本
主
義
の
矛

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

盾
が
止
揚
さ
れ
た
理
想
の
社
会
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
「
物
語
」
だ
よ
。
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④

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
大
き
な
物
語
」
が
信
用
を
失
い
、
社
会
共
通
の
価
値
観
が
ゆ
ら
い
だ
と
き
、

私
た
ち
は
何
を
す
れ
ば
社
会
に
認
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
生
き
る
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の

か
、
そ
の
規
準
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、「
大
き
な
物
語
」
の
フ
ェ
イ
ク
（
偽
物
）
を
無
自
覚

の
う
ち
に
捏
造
し
、
そ
れ
を
信
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
生
き
る
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
す

る
。
家
族
が
各
々
の
役
割
を
演
じ
る
の
も
、
一
方
で
は
家
族
の
理
想
像
を
見
失
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
幸
せ
な
家
族
の
像
を
あ
え
て
信
じ
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
自
分
の
居
場
所
を
見
い
だ
せ
な
い
か
ら
な

の
だ
。

論
理
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

・
私
た
ち
は
、
確
か
だ
と
感
じ
ら
れ
る
社
会
共
通
の
価
値
観
に
照
ら
し
て
、
自
分
が
生
き
る
意
味
を
見
い

だ
す
。

・
社
会
共
通
の
価
値
観
（
物
語
）
が
崩
壊
す
る
と
、
自
分
が
生
き
る
意
味
を
見
い
だ
し
に
く
く
な
る
。

・
そ
の
ま
ま
で
は
生
き
ら
れ
な
い
の
で
、
無
意
識
に
に
せ
も
の
の
物
語
を
作
り
出
し
、
信
じ
よ
う
と
す
る
。

・
理
想
の
家
族
の
物
語
を
作
り
出
し
、
信
じ
る
（
演
じ
る
）
こ
と
で
、
自
分
の
生
き
る
場
所
を
確
保
す
る
。

⑤

こ
の
よ
う
に
、
信
じ
る
べ
き
価
値
を
持
た
な
い
か
ら
こ
そ
、
形
式
だ
け
で
も
信
じ
る
ふ
り
を
し
て
し

ま
う
精
神
、
こ
れ
を
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
は
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
呼
ん
で
い
る
。

シ
ニ
シ
ズ
ム
【cynicism

】
の
一
般
的
な
意
味
は
、「
社
会
風
習
や
既
存
の
価
値
・
理
念
な
ど
に
対
し
て
、

懐
疑
的
で
冷
笑
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
る
傾
向
」。

「
信
じ
て
る
ふ
り
を
し
て
る
だ
け
さ
」
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
、「
無
自
覚
に
ね
つ
造
し
」
と
あ
っ

た
よ
う
に
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
自
覚
的
に
わ
ざ
と
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。

⑥

た
と
え
ば
ナ
チ
ズ
ム
や
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
二
〇
世
紀
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
崇
拝
の
根
底
に
あ

る
の
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
。
民
衆
は
そ
れ
を
本
気
で
信
じ
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
た
だ
形
式
的
に
信
じ
る
ふ
り
を
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。「
ふ
り
を
し
て
い
た
」
と
言
っ
て

も
、
自
覚
的
に
演
技
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
が
そ
う
し
た
思
想
を
信
じ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、

意
識
の
上
で
疑
念
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
心
の
ど
こ
か
で
疑
っ
て
い
る
た
め
、
自
分
の
態
度
に
ど
こ
か

「
わ
ざ
と
ら
し
さ
」
を
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
。

や
は
り
そ
う
だ
。「
無
自
覚
に
」
演
じ
る
。
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
の
よ
う
だ
。
や
っ
て
い
な
が
ら
、
ど
こ

か
で
、
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
も
の
を
感
じ
る
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
？

あ
る
種
の
違
和
感
が
人
々
を
包
む
。

⑦

｢

シ
ニ
カ
ル
な
主
体
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
仮
面
と
社
会
的
現
実
と
の
間
の
距
離
を
ち
ゃ
ん
と
知
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
仮
面
に
執
着
す
る
」。
ジ
ジ
ェ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
王
様
は
裸
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だ
」
と
知
っ
て
い
な
が
ら
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
た
、
あ
の
寓
話
に
お
け
る
民
衆
た
ち
と
同
じ
な
の
で

あ
る
。

こ
の
感
じ
、
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。

努
力
し
、
偏
差
値
の
高
い
大
学
へ
入
り
、
高
学
歴
の
道
を
進
め
ば
、
よ
り
幸
福
な
人
生
が
訪
れ
る
、
と

い
う
物
語
が
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
現
実
に
は
、
大
学
、
大
学
院
と
学
歴
が
高
く
な
る
に
つ
れ
、
経
済
的
に

苦
し
く
な
っ
た
り
、
就
職
の
機
会
が
減
っ
て
い
っ
た
り
す
る
実
態
が
あ
る
。
し
か
し
、
今
、
も
は
や
自
分

に
は
勉
強
す
る
し
か
な
い
と
な
れ
ば
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
し
か
な
い
で
は
な
い
か
。

⑧

し
か
し
、
こ
う
し
た
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
時
代
は
終
わ
り
に
近
づ
い
て
い
る
、
と
東
浩
紀
は
主
張
す
る
。

も
は
や
意
味
へ
の
渇
望
を
人
間
関
係
の
な
か
で
満
た
す
こ
と
は
で
き
ず
、
他
者
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
も

な
く
、
自
分
だ
け
で
欲
求
を
満
た
す
し
か
道
は
な
い
。
そ
し
て
東
浩
紀
は
こ
の
よ
う
な
変
化
を
「
動
物
化
」

と
呼
ん
で
い
る
。

「
人
間
」
は
他
者
（
あ
る
い
は
親
・
先
生
・
社
会
）
の
承
認
に
よ
っ
て
そ
の
生
を
支
え
ら
れ
る
。
こ
の

欲
求
は
根
深
い
。
自
分
と
他
者
を
比
較
し
た
く
な
る
欲
求
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
無

効
だ
と
す
る
と
、
人
間
を
や
め
て
「
動
物
」
と
な
る
し
か
な
い
。
恋
を
し
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
思
い

を
遂
げ
る
、
と
い
う
の
が
「
リ
ア
充
」
だ
と
す
れ
ば
、
「
リ
ア
充
」
の
断
念
は
、
二
次
元
と
か
、
妄
想
と

か
、
他
者
の
い
な
い
世
界
で
の
快
感
充
足
の
道
に
私
た
ち
を
導
く
。

⑨

だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
人
間
は
他
者
の
承
認
ば
か
り
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
し
、
単
独
で
欲
求
を
満
た
す
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
他
者
の
承
認
な
ど
必
要
な
い
」
と

主
張
す
る
人
間
も
、
決
し
て
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
他
者
の
承
認
は
自
分
の
存
在

価
値
に
関
わ
る
、
最
も
人
間
的
な
欲
望
で
あ
り
、
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
れ
な
し
に
生
き
て
い
け
る
人
間
は

ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。

筆
者
の
意
見
と
し
て
、
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
べ
し
。
☆
「
し
か
し
」
の
あ
と
に
主
張
が
出
て
く
る
。

そ
れ
で
も
他
者
か
ら
の
承
認
欲
求
は
消
え
な
い
ぞ
！

書
き
手
は
そ
う
言
っ
て
い
る
。

⑩

確
か
に
現
代
の
日
本
社
会
で
は
、
社
会
共
通
の
大
き
な
価
値
観
に
対
す
る
信
頼
は
ゆ
ら
い
で
い
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
他
者
の
承
認
を
求
め
な
い
よ
う
な
、
自
分
一
人
で
動
物
的
に
欲
求
を
満
た
す
人
々
が

多
数
派
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
多
数
の
人
間
は
現
在
も
な
お
、
身
近
な
人
間
関
係
や
小
集
団

の
な
か
で
承
認
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
学
校
や
職
場
、
趣
味
の
共
同
体
な
ど
、
自
分
が
属
す
る
集

団
に
お
い
て
共
有
さ
れ
た
価
値
観
を
重
視
し
、
そ
の
価
値
観
に
準
じ
た
言
動
を
心
が
け
て
い
る
。

自
分
一
人
で
動
物
的
に
欲
求
を
満
た
す
ヤ
ツ
は
、
多
く
な
い
。
ふ
つ
う
は
、
小
さ
な
集
団
内
で
の
承
認
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を
求
め
て
い
る
。
キ
ャ
ラ
を
演
じ
た
り
し
て
。

⑪

小
集
団
ご
と
に
異
な
っ
た
価
値
観
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
集
団
内
で
共
有
さ
れ
た
価
値
観

は
、
集
団
に
属
す
る
者
と
し
て
承
認
さ
れ
る
た
め
の
参
照
枠
と
し
て
機
能
す
る
。
食
品
の
研
究
所
で
は
新

食
品
の
開
発
が
、
サ
ッ
カ
ー
の
部
活
動
で
は
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
や
高
度
な
プ
レ
ー
が
、「
価
値
あ
る
行
為
」

と
見
な
さ
れ
、
仲
間
と
し
て
の
承
認
を
高
め
て
く
れ
る
規
準
と
な
る
。
こ
の
点
は
社
会
共
通
の
価
値
観
が

社
会
的
承
認
の
参
照
枠
で
も
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

小
さ
な
単
位
で
は
、
そ
こ
で
の
共
通
の
価
値
観
は
機
能
し
て
い
る
と
い
う
論
だ
ね
。

⑫

し
か
し
一
方
で
は
、
自
分
が
属
す
る
小
集
団
の
価
値
観
は
、
誰
も
が
信
じ
て
い
る
価
値
観
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
こ
と
、
世
の
中
に
は
多
様
な
価
値
観
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
普
通
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
自
分
が
属
す
る
小
集
団
の
価
値
観
へ
の
熱
狂
が
冷
め
、
関
心
が
薄
れ
る
と
、
そ
の
価
値
観
に

準
じ
た
行
為
に
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ
で
も
仲
間
の
承
認
だ
け
は
維
持
し
た
い

た
め
、
そ
う
し
た
行
為
の
価
値
を
無
意
味
に
感
じ
る
反
面
、
そ
れ
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

実
感
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

例
を
見
よ
う
。

⑬

た
と
え
ば
営
利
目
的
の
職
場
で
あ
れ
ば
、
売
り
上
げ
を
伸
ば
せ
ば
評
価
さ
れ
、
承
認
を
得
る
こ
と
は

で
き
る
し
、
う
ま
く
い
っ
て
い
る
間
は
そ
れ
も
楽
し
め
る
。
だ
が
一
方
で
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
職
場

以
外
で
は
さ
し
て
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
た
め
、
仕
事
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
れ
ば
、
た
だ

営
業
成
績
を
競
う
日
々
の
生
活
に
価
値
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
周
囲
の
批
判
を
怖

れ
、
彼
ら
の
承
認
を
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
う
し
た
行
為
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
ま
し
て
、

学
校
の
同
級
生
や
幼
稚
園
の
マ
マ
友
の
よ
う
な
仲
間
関
係
に
お
い
て
は
、
目
的
や
価
値
観
を
共
有
し
て
集

ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
よ
り
一
層
、
承
認
を
維
持
す
る
こ
と
だ
け
が
目
的
に
な
り
や
す
い
。

承
認
し
て
も
ら
う
こ
と
が
自
己
目
的
に
な
る
。
あ
る
で
し
ょ
？

ピ
ア
ノ
を
弾
く
こ
と
に
は
、
も
う
意

味
を
感
じ
て
い
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
ピ
ア
ノ
を
弾
く
私
、
を
認
め
て
も
ら
う
た
め
だ
け
に
弾
く
。
Ｕ
Ｓ
Ｊ

に
行
く
こ
と
に
は
、
も
う
価
値
を
感
じ
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
ミ
キ
た
ち
と
さ
あ
、
は
ぐ
れ
ち
ゃ
う
と
さ
あ
、

居
場
所
な
い
じ
ゃ
ん
？

だ
か
ら
行
く
よ
っ
て
感
じ
か
な
。
あ
あ
つ
ら
い
つ
ら
い
―
―
。

⑭

承
認
を
維
持
す
る
た
め
の
形
式
化
さ
れ
た
空
虚
な
行
為
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
シ

ニ
シ
ズ
ム
と
同
じ
だ
が
、
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
も
は
や
虚
構
と
し
て
も
社
会
共
通
の
価
値
観
は
措
定
さ

れ
ず
、
そ
う
し
た
価
値
観
を
信
じ
よ
う
と
す
る
自
己
欺
瞞
的
な
意
識
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。

⑮

そ
れ
が
「
読
解
問
題
１
空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
」
な
の
で
あ
る
。
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読
解
問
題
１
「
空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
」
に
つ
い
て
、「
シ
ニ
シ
ズ
ム
」
と
比
較
し
て
説
明
せ
よ
。

こ
の
段
落
を
ま
と
め
れ
ば
で
き
ち
ゃ
う
み
た
い
だ
が
、
そ
れ
で
い
い
の
か
。
と
り
あ
え
ず
作
っ
て
み
よ

う
。

△
解
答
例
（
そ
の
ま
ん
ま
）「
承
認
を
維
持
す
る
た
め
の
形
式
化
さ
れ
た
空
虚
な
行
為
と
い
う
意
味
で
は
、

シ
ニ
シ
ズ
ム
と
同
じ
だ
が
、
空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
は
、
も
は
や
虚
構
と
し
て
も
社
会
共
通
の
価
値
観
は
措

定
さ
れ
ず
、
そ
う
し
た
価
値
観
を
信
じ
よ
う
と
す
る
自
己
欺
瞞
的
な
意
識
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
。」

何
か
、
わ
か
っ
て
な
い
感
が
満
載
の
答
案
―
―
。

ど
こ
が
一
番
ダ
メ
か
。

空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
と
は
？
と
聞
か
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
内
容
が
な
い
、
と
い
う
点
だ
、
こ
の
ま
ま

だ
と
、「
空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
と
は
、
自
己
欺
瞞
的
な
意
識
が
存
在
し
な
い
こ
と
。」
と
い
う
形
に
な
っ
て

し
ま
う
。
ダ
メ
じ
ゃ
ん
。

空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
っ
て
何
？

も
う
一
度
そ
う
問
お
う
。
端
的
に
言
う
な
ら
、「
承
認
し
て
も
ら
う

た
め
の
空
疎
な
ゲ
ー
ム
」
。「
空
疎
な
」
っ
て
？

「
集
団
の
価
値
に
合
わ
せ
た
行
為
を
無
意
味
に
感
じ
る

の
に
や
っ
て
る
」
っ
て
い
う
こ
と
だ
ね
。

△
解
答
例
（
空
虚
な
…
を
定
義
）「
空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
と
は
、
そ
の
集
団
の
価
値
観
に
必
ず
し
も
意
味

を
感
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
集
団
の
中
で
の
自
分
の
場
所
を
み
ん
な
に
承
認
し
て
も
ら
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
集
団
に
と
っ
て
価
値
あ
る
行
為
を
す
る
こ
と
。」

さ
ら
に
問
い
は
、
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
比
較
せ
よ
、
と
い
っ
て
い
る
。
シ
ニ
シ
ズ
ム
を
定
義
し
な
い
と
。

シ
ニ
シ
ズ
ム
＝
社
会
の
価
値
観
を
本
気
で
信
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
無
自
覚
に
、
た
だ
形
式
的
に

信
じ
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
。

こ
の
と
き
に
い
わ
れ
て
い
る
「
社
会
の
価
値
観
」
は
、
ナ
チ
ズ
ム
や
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
と
い
う
例
が
使

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
全
体
を
覆
う
価
値
観
の
こ
と
だ
。
し
か
し
、
空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
は
、
も
は

や
虚
構
と
し
て
も
社
会
共
通
の
価
値
観
な
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
段
階
で
の
話
で
あ
る
。

解
答
例
「
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
は
、
社
会
共
通
の
価
値
観
を
本
気
で
信
じ
る
こ
と
な
く
、
無
自
覚
に
、
た
だ
形

式
的
に
信
じ
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
一
方
、
空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
と
は
、
も
は
や
社
会
共
通
の
価

値
観
が
な
く
な
り
、
信
じ
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
段
階
で
、
小
さ
な
集
団
に
自
分
の
居
場
所

を
承
認
し
て
も
ら
う
こ
と
だ
け
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。」

⑯

｢

空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
」
に
お
い
て
は
、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
行
動
し
た
い
、
感
じ
た
ま
ま
に
発
言
し

た
い
、
と
い
う
思
い
は
、「
本
音
を
出
し
た
ら
嫌
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
不
安
に
よ
っ
て
、
あ

る
程
度
ま
で
我
慢
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
も
そ
も
愛
情
や
信
頼
を
感
じ
て
い
る
相
手
で
な
い
限
り
、

過
度
の
配
慮
や
同
調
は
負
担
な
だ
け
で
あ
り
、
自
分
の
自
然
な
感
情
を
抑
圧
す
る
こ
と
で
、
自
己
不
全
感
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を
招
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

友
達
関
係
の
中
で
、
多
少
と
も
あ
る
ヤ
ツ
や
ね
。
実
感
読
み
、
し
て
く
だ
さ
い
。

⑰

読
解
問
題
２
そ
れ
は
「
承
認
」
を
過
度
に
優
先
し
、「
自
由
」
を
必
要
以
上
に
抑
圧
し
た
結
果
と
も

言
え
る
。

読
解
問
題
２
「
そ
れ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

「
自
己
不
全
感
」
で
す
。
以
上
。
―
―
そ
ん
な
わ
け
な
い
か
。
ど
の
よ
う
に
「
自
己
不
全
感
」
に
至
る

か
、
足
せ
ば
い
い
だ
け
。
書
い
て
あ
る
し
ね
。

解
答
例
１
「
空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
行
動
し
た
い
、
感
じ
た
ま
ま
に
発
言

し
た
い
、
と
い
う
思
い
を
、「
本
音
を
出
し
た
ら
嫌
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
不
安
に
よ
っ
て
、

あ
る
程
度
ま
で
我
慢
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
自
己
不
全
感
。」

解
答
例
２
「
思
う
ま
ま
に
行
動
し
た
い
と
い
う
自
然
な
感
情
を
、
嫌
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安

が
抑
圧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
自
分
が
の
び
の
び
と
し
て
い
な
い
感
じ
。」

⑱

も
と
も
と
「
自
由
へ
の
欲
望
」
と
「
承
認
へ
の
欲
望
」
の
間
に
は
葛
藤
が
起
き
や
す
い
。
た
と
え
ば
、

職
場
で
自
分
の
や
り
た
い
仕
事
が
あ
っ
て
も
、
上
司
や
同
僚
に
気
を
遣
っ
て
断
念
し
た
り
、
休
日
は
寝
て

い
た
い
と
思
っ
て
も
、
恋
人
の
買
い
物
や
友
人
の
遊
び
に
付
き
合
っ
た
り
、
私
た
ち
は
他
者
の
承
認
を
維

持
す
る
た
め
に
（
「
承
認
へ
の
欲
望
」
を
満
た
す
た
め
に
）、
あ
る
程
度
ま
で
自
由
な
行
動
を
抑
制
す
る
。

あ
、
そ
う
い
う
こ
と
ね
。
他
者
、
が
絡
む
か
ら
ね
。

⑲

一
般
的
に
、
承
認
に
対
す
る
不
安
が
強
い
人
間
ほ
ど
、
他
者
に
承
認
さ
れ
る
た
め
の
過
剰
な
努
力
、

不
必
要
な
ま
で
の
配
慮
と
自
己
抑
制
に
よ
っ
て
、
自
由
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
い
や
す
い
。
自
分
の
自
然
な

感
情
や
考
え
（
本
当
の
自
分
）
を
抑
圧
し
、
「
偽
り
の
自
分
」
を
無
理
に
演
じ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
結

果
、
心
身
と
も
に
疲
弊
し
て
う
つ
病
に
な
っ
た
り
、
心
身
症
や
神
経
症
を
患
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
少
な

く
な
い
。

書
き
手
は
心
理
学
者
だ
か
ら
ね
。
こ
れ
も
実
感
読
み
し
て
お
こ
う
。
親
に
認
め
ら
れ
る
た
め
に
い
い
子

を
演
じ
る
と
か
い
う
ヤ
ツ
だ
ろ
う
か
。
不
安
が
強
い
人
間
と
そ
う
で
な
い
人
間
、
が
そ
も
そ
も
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
不
安
の
時
代
だ
か
ら
、
心
身
共
に
疲
弊
す
る
人
が
続
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

―
―
い
ろ
い
ろ
考
え
な
が
ら
。



- 7/10 -

山竹伸二「空虚な承認ゲーム」

⑳

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
共
通
の
価
値
観
（
＝
大
き
な
物
語
）
へ
の
信
頼
が
失
墜
し
た
た
め
、

何
を
し
た
ら
承
認
さ
れ
る
の
か
が
わ
か
り
に
く
く
な
り
、
結
果
と
し
て
承
認
不
安
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

だ
が
、「
読
解
問
題
３
自
由
と
承
認
の
葛
藤
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
る
と
、
そ

こ
に
は
「
自
由
な
社
会
の
到
来
」
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
時
代
背
景
が
見
え
て
く
る
。

承
認
、
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
「
自
己
実
現
」
と
い
っ
た
な
じ
み
の
こ
と
ば
で
置
き
換
え
て
理
解
し

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
自
己
実
現
と
は
、
じ
つ
は
、
社
会
か
ら
の
要
求
と
、
自
分
の
要
求
が
合
致
す
る
形
で

成
し
遂
げ
ら
れ
る
。
自
分
を
知
り
、
社
会
を
知
り
、
目
標
（
志
）
を
立
て
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
試
行
錯
誤

し
つ
つ
、
自
己
形
成
、
自
己
実
現
を
目
指
す
。
こ
れ
が
、
近
代
的
（
い
や
、
古
く
か
ら
の
）
進
路
イ
メ
ー

ジ
だ
。

た
と
え
ば
、
受
験
勉
強
な
ど
は
こ
の
古
典
的
（
？
）
な
進
路
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ
て
い
る
。
合
格
最
低
点

を
超
え
る
こ
と
を
目
指
し
、
知
識
を
蓄
え
、
不
足
を
補
い
、
進
ん
で
い
く
。
自
分
の
現
在
地
点
を
測
定
し
、

す
べ
き
こ
と
を
判
断
し
、
修
正
補
足
し
て
い
く
。
目
標
を
ふ
ら
ふ
ら
変
え
ら
れ
る
と
、
そ
の
戦
略
が
立
て

ら
れ
な
く
な
る
か
ら
、
選
抜
試
験
は
み
だ
り
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
不
文
律
が
あ
る
。
こ
う
し

て
、
各
大
学
の
出
題
形
式
と
か
傾
向
と
い
う
も
の
が
定
ま
っ
て
い
く
。
受
け
る
者
は
、
こ
う
し
た
ら
受
か

る
、
と
い
う
見
通
し
を
立
て
ら
れ
る
。
ダ
メ
だ
っ
た
と
き
も
、
勉
強
不
足
だ
っ
た
の
だ
、
と
納
得
で
き
る
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
、
社
会
が
変
わ
っ
た
か
ら
、
入
試
改
革
だ
、
問
題
も
変
え
る
ぞ
、
と
い
わ
れ
た
ら
、

受
験
生
は
不
安
に
な
る
で
し
ょ
う
？

「
こ
れ
を
覚
え
な
さ
い
」
な
ら
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
が
、
「
創
造

性
を
問
う
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
大
事
だ
」「
主
体
的
で
対
話
的
か
ど
う
か
だ
な
」
と
か
、
わ
け

の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言
わ
れ
た
ら
、「
ど
う
す
れ
ば
私
を
〈
承
認
〉
し
て
く
れ
る
ん
で
す
か
？
」
と
叫

び
た
く
な
る
。

「
就
活
」
で
は
、
こ
の
「
承
認
不
安
」
は
も
っ
と
大
き
く
な
る
。
就
職
氷
河
期
に
は
、
い
く
つ
受
け
て

も
、
ど
う
演
じ
て
も
、
受
か
ら
な
い
就
活
生
が
だ
ん
だ
ん
心
理
的
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
―
―
映
画

に
も
な
っ
た
朝
井
リ
ョ
ウ
の
『
何
者
』
を
読
む
が
い
い
。

「
就
職
活
動
の
情
報
交
換
の
た
め
に
集
ま
っ
た
、
５
人
の
２
２
歳
。
企
業
に
入
れ
ば
特
別
な
「
何
者
」

か
に
な
れ
る
の
か
、
そ
し
て
自
分
は
「
何
者
」
に
な
り
た
い
の
か
。

そ
れ
ぞ
れ
が
疑
問
を
抱
え
な
が
ら
、

就
活
に
立
ち
向
か
っ
て
い
た
―
―
。」

㉑

近
代
以
前
の
西
欧
社
会
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
価
値
観
が
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
価

値
観
に
反
す
る
行
動
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
個
人
の
自
由
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
八

世
紀
以
降
、
市
民
革
命
と
資
本
主
義
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
個
人
が
自
由
に
生
き
る
条
件
も
次
第
に
整

い
は
じ
め
た
。
と
い
っ
て
も
、「
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
る
が
、
し
か
し
い
た
る
と
こ

ろ
で
鉄
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
」
と
い
う
ル
ソ
ー
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
最
初
は
ま
だ
伝
統
的
価
値
観

の
影
響
力
が
強
く
、
自
由
な
行
動
に
は
数
多
く
の
制
約
が
あ
っ
た
。
伝
統
的
価
値
観
に
反
す
る
行
動
は
社

会
的
承
認
が
得
ら
れ
ず
、
周
囲
の
信
用
を
失
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
高
か
っ
た
の
だ
。
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読
解
問
題
３
「
自
由
と
承
認
の
葛
藤
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
か
。

「
市
民
革
命
と
資
本
主
義
の
発
展
」。
以
上
。
―
―
と
い
う
わ
け
は
な
い
か
。
で
も
、
そ
う
じ
ゃ
ん
。

ま
あ
、
そ
の
過
程
を
も
う
一
度
整
理
し
て
ね
、
と
い
う
問
い
だ
と
受
け
取
ろ
う
。
自
由
バ
ン
ザ
イ
と
は
い

か
な
か
っ
た
、
と
い
う
そ
の
事
情
を
書
く
。

・
一
八
世
紀
以
降
、
市
民
革
命
と
資
本
主
義
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
個
人
が
自
由
に
生
き
る
条
件
も
次

第
に
整
い
は
じ
め
た
。

・
し
か
し
、
最
初
は
ま
だ
伝
統
的
価
値
観
の
影
響
力
が
強
く
、
自
由
な
行
動
に
は
数
多
く
の
制
約
が
あ
っ

た
。

解
答
例
（
本
文
の
語
句
を
つ
な
い
で
）「
一
八
世
紀
以
降
、
市
民
革
命
と
資
本
主
義
の
発
展
に
と
も
な
っ

て
、
個
人
が
自
由
に
生
き
る
条
件
も
次
第
に
整
い
は
じ
め
た
が
、
し
か
し
、
最
初
は
ま
だ
伝
統
的
価
値
観

の
影
響
力
が
強
く
、
伝
統
的
価
値
観
に
反
す
る
自
由
な
行
動
は
社
会
的
承
認
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、

自
由
に
行
動
し
た
い
と
い
う
思
い
と
社
会
か
ら
承
認
し
て
も
ら
う
こ
と
の
間
に
葛
藤
が
生
ま
れ
た
。」

解
答
例
（
短
く
）
「
市
民
革
命
と
資
本
主
義
の
発
展
に
伴
い
、
個
人
が
自
由
に
生
き
る
条
件
が
整
い
始
め

た
が
、
一
方
、
伝
統
的
価
値
観
に
反
し
て
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
個
人
の

自
由
な
行
動
と
社
会
か
ら
の
承
認
と
の
間
に
葛
藤
が
生
ま
れ
た
。」

㉑

こ
こ
に
「
自
由
と
承
認
の
葛
藤
」
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
ず
「
個
人
と
社
会
の
葛

藤
」
と
し
て
現
わ
れ
、
「
個
人
は
社
会
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
世
界
像
を
生
み
出
し
た
。
自
由

に
生
き
る
条
件
は
確
実
に
増
大
し
て
い
た
が
、
し
か
し
自
由
へ
の
欲
望
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
、
む
し
ろ
「
社

会
に
よ
っ
て
自
由
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
」
と
感
じ
ら
れ
や
す
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

個
人
は
「
自
由
に
行
動
し
た
い
」
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
思
い
が
強
さ
に
、
社
会
の
自
由
に
生
き
る

条
件
の
拡
大
が
追
い
つ
か
な
い
。
自
由
に
学
校
へ
行
き
た
い
、
と
思
っ
て
も
、
学
校
を
作
る
環
境
が
整
わ

な
い
、
と
か
。
日
本
の
自
由
民
権
運
動
な
ど
も
、
旧
来
の
価
値
観
（
藩
閥
政
治
と
い
う
江
戸
時
代
的
な
価

値
観
）
と
自
由
の
衝
突
と
し
て
現
れ
た
も
の
だ
。

㉑
た
と
え
ば
精
神
分
析
を
創
始
し
た
フ
ロ
イ
ト
は
、「
個
人
と
社
会
の
葛
藤
」
を
軸
に
据
え
て
神
経
症
を

説
明
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
葛
藤
を
も
っ
ぱ
ら
「
性
欲
と
道
徳
心
の
葛
藤
」
と
し
て
据
え
て
い
た
が
、
そ

れ
は
神
経
症
が
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
（
一
九
世
紀
末
）、
性
的
欲
望
の
自
由
な
発
露
を
許
さ
な
い
よ

う
な
伝
統
的
な
道
徳
観
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
伝
統
的
な
道
徳
観
に
反
す
る
行
為
は
社
会
的
承

認
の
剥
奪
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
道
徳
観
に
反
す
る
性
的
欲
望
は
抑
圧
さ
れ
、
神
経
症
が

発
症
す
る
。
個
人
の
自
由
と
社
会
の
承
認
の
葛
藤
は
、
神
経
症
と
い
う
心
の
ね
じ
れ
を
生
み
出
し
た
の
で
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あ
る
。

こ
こ
は
、
一
つ
の
知
識
と
し
て
覚
え
て
お
く
が
よ
い
。
神
経
症
（N

eurose

）
は
、
時
代
の
病
い
と
も

ノ

イ

ロ

ー

ゼ

い
え
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
解
放
に
よ
っ
て
、
病
気
を
治
療
し
よ
う
と
し
た
。

㉑

現
在
で
は
、（
性
に
限
ら
ず
）
社
会
の
抑
圧
が
そ
れ
ほ
ど
強
い
わ
け
で
は
な
く
、
自
由
に
生
き
る
こ
と

を
妨
げ
る
足
枷
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
科
学
の
進
歩
と
産
業
の
発
展
、
二
度
の
世
界
大
戦
、
マ
ル
ク

ス
主
義
の
退
潮
、
そ
し
て
消
費
社
会
の
到
来
に
よ
っ
て
、
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
お
い
て
は
伝
統
的
価
値

観
の
影
響
力
が
弱
く
な
り
、
多
く
の
人
が
特
定
の
考
え
方
に
縛
ら
れ
ず
、
自
由
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

㉑

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
誰
も
が
認
め
る
よ
う
な
行
為
の
規
準
が
見
え
に
く
く
な
り
、
読
解
問
題
４
何

を
す
れ
ば
他
者
に
認
め
て
も
ら
え
る
の
か
、
き
わ
め
て
不
透
明
な
状
況
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ

の
た
め
多
く
の
人
間
は
、
自
分
の
感
情
や
思
考
を
自
由
に
表
出
す
る
こ
と
、
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
を
抑

制
し
、
身
近
な
人
々
の
承
認
を
維
持
す
る
た
め
に
、
彼
ら
に
同
調
し
て
し
ま
い
や
す
い
。
自
由
と
承
認
の

葛
藤
は
、
い
ま
や
「
個
人
の
自
由
」
と
「
社
会
の
承
認
」
の
葛
藤
で
は
な
く
、
「
個
人
の
自
由
」
と
「
身

近
な
人
間
の
承
認
」
の
葛
藤
に
な
っ
て
い
る
。

㉑

い
ま
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
重
要
に
な
り
、「
空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
」
が
蔓
延
し
て
い
る
の

は
、
社
会
共
通
の
価
値
観
を
基
盤
と
し
た
「
社
会
の
承
認
」
が
不
確
実
な
も
の
と
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
介
し
た
「
身
近
な
人
間
の
承
認
」
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
」
と
か
科
目
名
に
な
る
く
ら
い
、
な
ん
で
も
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

と
唱
え
ら
れ
る
理
由
も
ま
た
、
時
代
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
一
方
、「
コ
ミ
ュ
障
」

も
一
般
語
に
な
っ
て
い
く
。

読
解
問
題
４
「
何
を
す
れ
ば
他
者
に
認
め
て
も
ら
え
る
の
か
、
き
わ
め
て
不
透
明
な
状
況
に
な
っ
た
」
と

い
う
事
実
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
。

「
「
個
人
の
自
由
」
と
「
身
近
な
人
間
の
承
認
」
の
葛
藤
」
が
起
き
た
。
以
上
。
―
―
と
い
う
わ
け
は

な
い
か
。
で
も
、
そ
う
や
ん
ね
。
―
―
な
ん
で
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
繰
り
返
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
問

題
を
作
っ
た
方
の
癖
な
の
で
す
。
本
文
の
重
要
箇
所
を
基
本
的
に
抜
き
出
せ
ば
、
答
え
っ
ぽ
く
な
る
と
こ

ろ
ば
か
り
を
問
い
に
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
う
い
う
設
問
、
あ
る
よ
ね
。
そ
こ
で
、
抜
き
出
し
た
答
え

だ
け
書
く
人
も
い
ま
す
な
。
で
も
解
答
欄
が
白
く
余
っ
て
い
る
。
え
え
ん
か
な
あ
。
え
え
わ
け
な
い
ね
。

「
何
し
た
ら
認
め
て
く
れ
る
ん
？
」
的
状
況
と
、「
個
人
の
自
由
対
親
や
友
達
か
ら
の
承
認
」
を
結
び

つ
け
よ
。
そ
れ
が
問
い
。
そ
の
ま
ま
で
は
結
び
つ
か
な
い
も
ん
ね
。

実
質
的
に
本
文
全
体
を
ま
と
め
る
問
い
に
な
っ
て
い
る
。

か
つ
て
の
「
伝
統
＝
社
会
の
承
認

対

個
人
の
自
由
」
と
比
べ
つ
つ
考
え
る
と
い
い
。
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「
…
…
不
透
明
な
状
況
に
な
っ
た
結
果
、
…
…
と
い
う
葛
藤
が
生
じ
た
」
と
い
っ
た
形
が
想
定
さ
れ
る
。

解
答
例
「
か
つ
て
「
個
人
の
自
由
」
は
社
会
と
対
立
し
て
い
た
が
、
社
会
共
通
の
規
準
が
な
く
な
り
、
身

近
な
様
々
な
他
者
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
結
果
、
個
人
は
自
由
な
行
動
を
抑
制
し
、

他
者
に
同
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、「
個
人
の
自
由
」
と
「
身
近
な
人
間
の
承
認
」
の
葛
藤
を

生
み
出
し
た
。」

■
読
解
問
題

１

「
空
虚
な
承
認
ゲ
ー
ム
」
に
つ
い
て
、「
シ
ニ
シ
ズ
ム
」
と
比
較
し
て
説
明
せ
よ
。

２

「
そ
れ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

３

「
自
由
と
承
認
の
葛
藤
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
か
。

４

「
何
を
す
れ
ば
他
者
に
認
め
て
も
ら
え
る
の
か
、
き
わ
め
て
不
透
明
な
状
況
に
な
っ
た
」
と
い
う
事

実
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
。

■
発
展
問
題

本
文
が
示
す
「
他
者
か
ら
の
承
認
ゲ
ー
ム
」
の
実
例
を
取
り
上
げ
、
こ
う
い
う
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ど

う
考
え
る
か
、
論
じ
な
さ
い
。

●
重
要
語｢

承
認
欲
求
」
＝
「
認
め
ら
れ
た
い
」
と
思
う
気
持
ち
。
人
間
の
欲
求
の
う
ち
の
一
つ
。
し
か

し
こ
れ
は
な
か
な
か
や
っ
か
い
な
も
の
で
も
あ
る
。
認
め
ら
れ
た
い
、
と
、
人
の
目
が
気
に
な
る
、
は
セ

ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
こ
じ
れ
る
と
「
山
月
記
」
の
李
徴
に
な
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
が
な
い
人

間
も
い
な
い
。

―
―
と
は
い
う
も
の
の
、
自
分
で
自
分
の
存
在
を
端
的
に
認
め
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
そ
ん
な

に
困
難
な
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
を
か
き
乱
す
の
は
、
余
計
な
世
の
中
の
声
、
他
者
の
声
、
そ
し
て
、
そ

れ
ら
を
内
面
化
し
て
し
ま
っ
た
自
分
の
中
の
妄
言
だ
。
そ
ん
な
も
の
に
必
要
以
上
に
耳
を
貸
さ
ず
、
心
臓

の
鼓
動
と
呼
吸
す
る
感
じ
に
だ
け
耳
を
傾
け
れ
ば
、
自
分
は
よ
み
が
え
る
。
か
ん
た
ん
な
こ
と
な
ん
だ
け

ど
な
。


