
事
実
と
規
範

登

尾

章

本
稿
で
は
、
事
実
と
規
範
を
区
別
す
る
事
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
を
考
え
る
。
両
者
の
区
別
を
重
視
す
る
法
理
論
の
代

表
は
、
法
実
証
主
義
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て
は
学
界
の
主
流
で
あ
っ
た
こ
の
立
場
は
、
新
し
い
世
代
（
と
は
言
っ
て
も
定
年
退

職
す
る
年
齢
に
達
し
た
が
）
の
法
哲
学
者
達
に
よ
っ
て
、
根
源
的
な
批（
１
）判に
曝
さ
れ
た
。
現
在
で
は
、
全
面
的
に
法
実
証
主
義
に
与

す
る
理
論
家
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

し
か
し
我
々
は
、
法
実
証
主
義
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
事
実
と
規
範
（
あ
る
い
は
存
在
と
当
為
）
の
区
別
も
同
様
に
無
意
味

で
あ
る
、
と
い
う
結
論
を
直
ち
に
導
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
確
か
に
、
両
者
を
区
別
す
る
方
法
二
元
論
は
、
法
実
証
主
義
の
最
も
重

要
な
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
法
実
証
主
義
が
発
明
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と

前
か
ら
存
在
し
て
い（
２
）る。
そ
こ
で
本
稿
は
、
ポ
ス
ト
法
実
証
主
義
と
も
呼
ぶ
べ
き
現
代
の
法
思
想
が
、
事
実
と
規
範
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
問
に
対
す
る
本
稿
の
答
は
、
現
代
に
お
い
て
も
、
事
実
と
規
範

の
区
別
は
、
人
々
の
規
範
意
識
の
形
成
に
法
が
ど
の
よ
う
に
寄
与
す
る
か
を
説
明
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
事
を
示
す
た
め
に
、
ま
ず
は
法
実
証
主
義
に
つ
い
て
考
え
る
事
に
す
る
。

法
実
証
主
義
が
、
法
思
想
と
し
て
大
き
な
魅
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
疑
わ
れ
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
実
証
主
義
の
描
く

論

説

千葉大学法学論集 第２９巻第１・２号（２０１４）

２１９



法
概
念
は
、
法
を
客
観
的
に
認
識
可
能
な
対
象
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
安
定（

３
）性を

強
く
保
証
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
法
実
証
主
義
の
右
に
出
る
法
理
論
は
、
恐
ら
く
こ
れ
ま
で
に
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
法
的
安
定
性
が
法

に
要
請
さ
れ
る
形
式
的
条
件
で
あ
る
こ
と
は
、
立
場
の
違
い
を
超
え
て
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
的
安
定
性
は
、

法
実
証
主
義
が
法
の
正
統
性
（legitim

acy

）
を
説
明
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
動
機
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
こ
れ
は
、
定
義
上
強

制
力
を
伴
う
「
法
」
を
正
当
化
（justify

）
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
説
得
的
な
拠
り
所
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
法
実
証
主
義
の
主
張
す
る
事
実
と
規
範
の
峻
別
は
、
常
識
的
に
は
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
知

的
財
産
権
の
侵
害
が
（
他
の
財
産
権
の
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
）
権
利
者
の
使
用
を
妨
げ
な
い
と
い
う
事
実
と
無
関
係
に
、
知
的
財
産

権
に
関
わ
る
法
規
（
規
範
）
を
特
別
に
定
め
た
理
由
を
説
明
出
来
る
と
は
、
普
通
は
考
え
な
い
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
法
実
証
主
義
は
何
を
ど
の
よ
う
に
間
違
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
明
が
可
能
で
あ

（
４
）る。
本
稿
は
、
こ
の
問
に
つ
い
て
、
逆
説
的
で
あ
る
が
、
法
実
証
主
義
は
む
し
ろ
事
実
と
規
範
の
区
別
を
徹
底
し
な
か
っ
た
故
に
自

ら
の
論
理
的
矛
盾
に
気
付
け
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
。

確
か
に
我
々
は
、
事
実
と
規
範
を
別
の
物
と
し
て
理
解
す
る
事
が
出
来
る
。
例
え
ば
、
両
者
の
区
別
は
、
事
実
命
題
と
規
範
命
題

の
（
日
本
語
の
場
合
の
）
語
尾
の
違
い
と
し
て
、
明
確
に
現
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
区
別
の
理
解
は
飽
く
ま
で
も
手

段
的
な
理
解
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
を
理
由
と
し
て
、
我
々
が
両
者
の
区
別
を
知
っ
て
い
る
、
も
し
く
は
知
り
得
る
、

と
い
う
結
論
を
導
く
事
は
出
来
な
い
。
我
々
が
行
っ
て
い
る
区
別
は
、
例
え
る
な
ら
ば
、
海
や
山
に
つ
い
て
「
ビ
ー
チ
サ
ン
ダ
ル
を

持
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
が
海
で
登
山
靴
を
持
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
が
山
」
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、

そ
こ
で
遊
ぶ
と
き
に
重
宝
す
る
道
具
（
と
し
て
の
履
物
）
の
違
い
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
海
と
山
の
区
別
そ
の
も
の
知
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、「
で
あ
る
。」
と
「
べ
し
。」
の
違
い
も
、
事
実
と
規
範
を
別
物
と
し
て
論
じ
る
た
め
の
、
道

《論 説》
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具
と
し
て
の
言
葉
の
違
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
で
あ
る
。」
と
「
べ
し
。」
を
両
方
語
尾
に
つ
け
る
事
が
出
来
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

も
し
く
は
「
で
あ
る
。」
と
「
べ
し
。」
の
中
間
的
語
尾
が
無
い
か
ら
と
い
っ
て
、
事
実
と
規
範
の
間
に
中
間
領
域
は
存
在
せ
ず
、
両

者
は
明
確
に
区
別
可
能
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
る
事
は
出
来
な
い
。
こ
れ
は
丁
度
、
自
分
の
鞄
に
ビ
ー
チ
サ
ン
ダ
ル
と
登
山
靴
が
両

方
入
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
も
し
く
は
ビ
ー
チ
サ
ン
ダ
ル
と
登
山
靴
と
を
兼
ね
た
履
物
が
売
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
海

と
山
は
別
々
に
存
在
す
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
な
い
事
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
山
が
海
に
せ
り
出
し
て
い
る
よ
う
な
地
形

で
は
、
両
方
持
っ
て
い
く
方
が
楽
し
め
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
海
と
山
の
関
係
が
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
事
実
と
規
範
の
関

係
も
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
う
で
な
い
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
我
々
が
事
実
と
規
範
を
別
の
物
と
し
て
理
解
す
る
事
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
両
者
の
区
別
を
知
っ
て
い
る
、

も
し
く
は
知
り
得
る
、
と
い
う
事
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
法
実
証
主
義
は
こ
れ
ら
を
意
図
的
に
混
同
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
法
実
証
主
義
の
立
場
は
、
こ
れ
ら
を
あ
え
て
混
同
し
、
自
ら
の
導
き
出
す

結
論
を
自
分
自
身
に
適
用
し
な
い
よ
う
に
す
る
事
に
よ
っ
て
し
か
、
維
持
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
が

何
か
を
語
る
際
に
は
言
葉
に
依
ら
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
点
は
、
法
実
証
主
義
者
も
例
外
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

法
実
証
主
義
は
、
言
葉
の
定
義
が
規
範
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
る
（
碧
海１９７３:４５ff.

）。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
事
実
」
と
い
う

言
葉
が
示
す
意
味
内
容
も
規
範
的
に
決
ま
る
の
で
あ
っ
て
、「
事
実
」
と
事
実
そ
れ
自
体
と
は
区
別
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、「
事
実
」

が
示
す
事
実
は
そ
の
形
の
イ
ン
ク
の
染
み
で
あ
り
、「
事
実
」
と
見
て
何
ら
か
の
意
味
を
想
起
す
る
人
は
、
そ
れ
を
規
範
的
に
理
解

し
て
い
る
（
と
同
時
に
、
そ
の
理
解
が
他
人
と
共
通
し
て
い
る
保
証
も
無
い
）
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
実
を
「
事
実
」
と
表
現
し
た

と
し
て
も
、「
事
実
」
は
事
実
で
は
な
い
。
法
実
証
主
義
は
、
言
葉
の
定
義
が
規
範
に
属
す
る
事
を
認
め
る
事
に
よ
り
、
こ
の
前
提

を
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
提
自
体
は
、
大
い
に
賛
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

事実と規範
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し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
法
実
証
主
義
が
依
っ
て
立
つ
方
法
二
元
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
事
実
と
規
範
は
独

立
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
学
（
す
な
わ
ち
学
問
す
な
わ
ち
科
学
）
の
対
象
を
事
実

に
限
定
し
、
そ
こ
か
ら
規
範
を
排
除
す
る
事
を
要
求
す（
５
）る。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
の
対
象
と
さ
れ
る
事
実
は
「
事
実
」
と
い
う
言
葉
で

表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
程
の
前
提
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
事
実
」
も
ま
た
規
範
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
事
実
命
題
は
事
実
で

は
な
く
規
範
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
に
法
実
証
主
義
の
発
想
を
受
け
入
れ
て
、
世
界
が
事
実
と
規
範
か
ら
成
立
し
て

い
る
と
考
え
た
と
し
て
も
な
お
、
事
実
命
題
と
規
範
命
題
と
で
世
界
が
成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
事
は
出
来
な
い
。
も
し
も
そ
の
世

界
観
の
中
で
正
確
な
説
明
を
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
事
実
命
題
と
規
範
命
題
は
ど
ち
ら
も
規
範
に
属
し
、
そ
の
他
の
物
と
共
に

規
範
の
世
界
を
構
成
す
る
一
方
で
、
そ
の
規
範
の
世
界
と
は
別
に
事
実
の
世
界
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
学
問
の
対
象
を
事
実
に
限
定
す
る
と
い
う
表
明
は
、
そ
の
学
問
を
言
葉
で
行
う
限
り
、
今
か
ら
自
殺
し
ま
す
と
宣
言
す
る
こ

と
に
似
て
、
自
ら
の
営
み
が
学
問
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ（
６
）る。

こ
の
よ
う
な
逆
説
的
状
況
は
、
我
々
が
何
か
を
語
る
際
に
は
（
口
か
ら
事
実
を
吐
き
出
す
事
な
ど
出
来
ず
）
言
葉
に
よ
っ
て
語
る
し

か
な
い
、
と
い
う
条
件
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
条
件
が
も
た
ら
す
帰
結
に
つ
い
て
あ
ま
り
自
覚
的
で
な
い
と
い

う
点
は
、
実
証
主
義
全
般
に
対
し
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
示
す
た
め
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
語
り
え

ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
、
沈
黙
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン２００３:１４９

）
と
い
う
有
名
な
断
章
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
こ
の
命
題
に
含
ま
れ
る
語
り
え
ぬ
も
の
は
、
言
葉
で
「
語
り
え
ぬ
も
の
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
以
上
語
ら
れ
て
い
る
、
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
沈
黙
す
る
こ
と
な
く
「
沈
黙
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
発
言
出
来
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
で
「
語
り
え
ぬ
も
の
」
と
表
現
さ
れ
た
も
の
と
語
り
え
ぬ
も
の
そ
れ
自
体
を

同
一
視
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
、「
沈
黙
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
禁
を
自
ら
犯
し
て
い
る
事
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
命
題
を
理

《論 説》
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解
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、
前
者
の
よ
う
に
、
彼
の
言
う
語
り
え
ぬ
も
の
は
「
語
り
え
ぬ
も
の
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
以
上
語
り

え
ぬ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
実
証
主
義
が
法
学
（
や
学
問
や
科
学
）
の
対
象

を
事
実
に
限
定
す
る
際
に
も
、
こ
れ
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
実
を
「
事
実
」
と
表
現
し
た
段
階

で
、
そ
の
「
事
実
」
は
規
範
に
属
す
る
事
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
を
明
確
に
意
識
す
る
な
ら
ば
、
も

は
や
、
我
々
が
事
実
と
規
範
を
別
の
物
と
し
て
理
解
す
る
事
が
出
来
る
こ
と
を
し
て
、
我
々
が
両
者
の
区
別
を
知
っ
て
い
る
、
も
し

く
は
知
り
得
る
と
は
言
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
実
証
主
義
者
の
依
っ
て
立
つ
方
法
二
元
論
は
そ
の
基
礎
を
失
う
こ
と

と
な
る
。
以
上
が
、
事
実
と
規
範
の
区
別
を
徹
底
的
に
行
っ
た
結
果
と
し
て
見
え
て
く
る
、
法
実
証
主
義
が
理
論
内
在
的
に
抱
え
る

難
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
法
実
証
主
義
の
見
解
の
非
常
識
さ
の
源
泉
と
も
な
っ
て
い
る
と
、
本
稿
は
考
え
る
。

そ
れ
で
は
我
々
は
、
法
実
証
主
義
が
落
ち
た
こ
の
陥
と
し
穴
を
ど
の
よ
う
に
回
避
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
対
し
て

本
稿
は
、
法
実
証
主
義
が
事
実
に
振
り
回
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
、
そ
の
根
底
に
あ
る
客
観
性
に
つ
い
て
の
基
礎
付
け
主
義
そ
の
も

の
を
あ
き
ら
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
答
え
た
い
。
確
か
に
、
学
問
と
し
て
客
観
的
な
主
張
を
行
お
う
と
奮
闘
す
る
そ
の
態
度
は
、
大

い
に
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
客
観
性
は
飽
く
ま
で
も
目
標
と
し
て
目
指
す
事
が
出
来
る

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
理
論
の
客
観
性
を
（
哲
学
的
厳
密
さ
を
も
っ
て
）
客
観
的
に
示
す
事
ま
で
は
出
来
な
い
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
言
葉
で
示
せ
る
客
観
性
は
、
客
観
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
言

葉
で
示
す
と
同
時
に
そ
れ
は
客
観
的
で
は
な
く
な
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
言
葉
や
論
理
に
よ
っ
て
何
か
を
客
観
的
に

語
り
得
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
基
礎
付
け
主
義
の
発
想
を
捨
て
な
い
限
り
、
こ
の
矛
盾
か
ら
は
抜
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
客
観
性
を
標
榜
す
る
事
は
、
労
多
く
し
て
功
少
な
き
営
み
で
あ
る
。
我
々
は
、
あ
る
理
論
を
受
け

容
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
、
そ
れ
の
客
観
性
を
ど
れ
く
ら
い
考
慮
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
個
人
差
が
あ
る
こ
と
は

事実と規範
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否
定
で
き
な
い
が
、
あ
る
理
論
が
客
観
的
だ
と
示
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
（
主
張
さ
れ
て
い
る
内
容
と
無
関
係
に
）
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
、

と
い
う
義
務
論
的
な
対
応
を
と
る
人
は
、
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
は
、
自
分
の
信

念
を
一
切
曲
げ
な
い
事
を
予
め
決
め
て
い
る
と
い
っ
た
頑
迷
な
人
だ
け
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
ま
た
、
自
分
に
有
利
か

不
利
か
や
自
分
の
願
望
と
整
合
す
る
か
否
か
を
考
え
て
、
都
合
の
良
い
も
の
だ
け
を
世
界
理
解
に
取
り
入
れ
る
よ
う
な
、
知
的
に
不

誠
実
な
態
度
を
擁
護
し
た
い
わ
け
で
も
な
い
。
本
稿
が
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
事
は
、
例
え
ば
株
価
は
、
事
実
と
し
て
業
績
が
良
く
な

く
て
も
人
々
が
そ
の
会
社
を
「
業
績
が
良
い
」
と
信
じ
れ
ば
そ
れ
で
実
際
に
上
昇
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
信
じ
る
者
は

救
わ
れ
る
」（
嶋
津２０１１:１５９
）
と
似
た
仕
組
み
が
様
々
な
場
面
で
機
能
す
る
事
に
よ
っ
て
、
現
実
の
社
会
秩
序
全
体
が
形
成
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
あ
る
理
論
を
受
け
容
れ
る
際
の
態
度
と
し
て
も
、
大
多
数
の
人
は
、
義
務
論
的
に
で
は

な
く
、
そ
の
理
論
の
も
た
ら
す
（
個
人
的
で
は
な
く
）
社
会
的
な
諸
帰
結
を
吟
味
し
た
上
で
賛
否
を
判
断
す
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
を
し
な
い
そ
の
ご
く
一
部
の
人
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
主
張
者
と
同
様
に
、
客
観
性

に
つ
い
て
の
基
礎
付
け
主
義
に
立
っ
て
い
る
人
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
人
が
、
他
の
人
々
も
皆
客
観
性

の
基
礎
付
け
を
信
仰
し
て
い
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
事
は
、
本
人
が
そ
れ
を
本
当
に
信
じ
て
い
る
以
上
、
致
し
方
な
い
と
言
え
ば
言

え
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
人
た
ち
が
考
え
て
い
る
ほ
ど
、
客
観
性
の
基
礎
付
け
は
説
得
力
を
持
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
嶋
津
格
の
次
の
よ
う
な
指
摘
も
、
こ
の
現
実
を
看
破
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

冷
静
に
考
え
て
み
る
な
ら
、
そ
れ
が
一
つ
の
描
き
方
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
い
く
ら
そ
れ
〔「
純
粋
法
学
」〕
が
そ
の
内
部
で
首
尾
一
貫
し
た
描

像
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
法
理
論
家
全
員
が
そ
れ
を
採
用
す
べ
き
義
務
を
「
論
理
」
の
権
威
に
よ
っ
て
お
わ
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
の

は
当
然
で
あ
る
。（
嶋
津２０１１:７

）（〔

〕
内
は
引
用
者
。）
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さ
て
次
に
、
以
上
の
哲
学
的
前
提
を
採
る
事
で
ど
の
よ
う
な
社
会
が
実
現
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
、
具
体
的

な
制
度
案
を
提
示
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、「
裁
判
規
範
と
し
て
一
定
期
間
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
法
律
を
自
動
的
に
失
効
さ
せ
る
制

（
７
）度」

で
あ
る
。
も
し
く
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
効
果
を
期
待
し
て
「
あ
ら
か
じ
め
そ
の
上
限
を
定
め
た
上
で
、
立
法
機
関
で
は
そ
の

年
限
内
の
時
限
立
法
し
か
出
来
な
い
制
度
」
で
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
制
度
を
運
用
す
る
事
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
法
律
の
条
文
等

に
還
元
さ
れ
得
る
も
の
だ
け
を
法
と
看
做
す
狭
隘
な
基
礎
付
け
主
義
に
依
ら
な
い
、
自
由
な
秩
序
を
手
に
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ

る
。し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
提
案
に
対
し
て
は
、
根
強
い
反
対
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、「
稀
な
ケ
ー

ス
に
つ
い
て
も
法
律
の
規
定
が
予
め
存
在
す
る
事
が
法
的
安
定
性
の
要
請
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
法
的
安
定
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る

事
が
、
法
の
支
配
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
」
と
す
る
立
場
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
的
安
定
性
と
法
の
支
配
と
が
連

続
的
に
語
ら
れ
る
事
は
、
確
か
に
多
い
。
例
え
ば
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
法
の
支
配
の
前
提
と
し
て
「
共
和
政
体
に
お
い
て
は
、
裁

判
役
が
法
律
の
文
字
に
従
う
の
が
そ
の
国
制
の
本
性
で
あ
る
。」（
モ
ン
テ
ス
キ
ュー

１９８９:１６３

）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
法
の
支
配
が

こ
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
得
る
事
は
、
本
稿
も
否
定
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
本
稿
は
、
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
さ
な
い
限
り
法
の

支
配
が
実
現
で
き
な
い
と
い
う
事
に
は
な
ら
な
い
、
と
反
論
し
た
い
。
そ
し
て
実
際
に
、
我
々
の
目
指
す
べ
き
法
の
支
配
の
性
質
は
、

時
代
状
況
に
よ
っ
て
変
化
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
こ
の
よ
う
に
主
張
し
た
時
代
は
（
ト

ク
ヴ
ィ
ル
の
指
摘
に
従
う
な
ら
ば
）
市
民
革
命
に
向
け
た
大
変
革
期
の
さ
中
だ
と
い
う
事
に
な
る
が
、
現
代
の
我
が
国
で
我
々
が
目
指

す
べ
き
は
、
も
う
少
し
違
っ
た
性
質
の
法
の
支
配
で
は
な
い
だ
ろ
う（
８
）か。

こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
た
上
で
、
本
稿
が
支
持
す
る
の
は
、
法
の
下
の
平
等
と
同
義
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
、
法
の
支
配
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
法
の
支
配
か
ら
は
、
法
的
安
定
性
と
の
つ
な
が
り
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ
も
そ
も
、
法
の
支
配
を
、
人
々
の
社
会
生
活
全
体
を
法
が
支
配
す
る
と
い
っ
た
意
味
に
理
解
す
る
事
は
、
支
配
と
い
う
言

葉
に
引
き
ず
ら
れ
過
ぎ
て
い
る
の
で（
９
）あ（
１０
）る。

ふ
だ
ん
我
々
は
、
人
々
の
行
動
が
法
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
困
る
、
な

ど
と
は
、
全
く
考
え
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、（
学
者
を
含
め
た
）
法
律
家
の
一
部
か
、
脱
法
行
為
を
企
て
て
い
る
人
か
、

立
法
万
能
主
義
に
立
つ
政
治
マ
ニ
ア
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
の
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
実
際
に
法
律
な
ど
存
在
し
な
い

に
等
し
く
、
そ
れ
で
問
題
な
く
暮
ら
せ
て
い
る
の
で
、
日
々
の
暮
ら
し
に
法
律
が
も
っ
と
深
く
関
わ
る
べ
き
な
ど
と
は
考
え
も
し
な

い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
近
代
法
の
基
本
原
理
で
あ
る
自
由
主
義
を
可
能
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
大
き
な
社
会
」
は
、
人
々
の

目
的
が
一
致
す
る
事
を
要
求
せ
ず
、
む
し
ろ
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る
目
的
を
追
求
す
る
事
か
ら
社
会
全
体
の
利
益
を
引
き
出

す
の
で
あ（

１１
）る。
そ
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
を
得
る
た
め
に
、
各
々
の
生
業
に
日
々
精
を
出
し
て
い
る
。

こ
れ
と
同
様
に
前
の
三
者
に
つ
い
て
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
法
律
が
自
ら
の
利
益
（
収
入
を
得
る
手
段
や
、
処
罰
さ
れ
な
い
事
や
、
自

ら
の
理
想
を
実
現
す
る
道
具
）
に
関
わ
る
か
ら
そ
の
よ
う
な
法
観
念
を
広
め
た
い
の
だ
、
と
も
説
明
出
来
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
社

会
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
事
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
法
律
の
改
廃
が
ど
れ
だ
け
激
し
か
ろ
う
と
、
大
多
数
の
人
に
と
っ
て
は
無

関
係
な
の
で
あ
る
。
既
に
我
が
国
で
は
、
毎
年
夥
し
い
数
の
法
律
が
作
ら
れ
て
お
り
、
法
律
家
に
と
っ
て
さ
え
、
そ
の
全
体
像
を
把

握
す
る
事
が
難
し
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
暮
ら
し
て
い
る
、
法
律
の
知
識
が
自
分
の
利
益
に
結
び
つ
か
な
い

大
多
数
の
人
々
の
生
活
に
、
法
律
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
幻
想
に
過
ぎ
な（

１２
）い。
そ
し
て
、
知
ら
な
い
法
律
が
出
来

て
も
無
頓
着
な
人
々
が
、
知
ら
な
い
う
ち
に
そ
の
法
律
が
廃
止
さ
れ
る
と
困
る
、
と
す
る
の
は
理
屈
に
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
（
法
律
が
自
動
的
に
廃
止
さ
れ
る
）
制
度
を
採
用
し
て
も
、
社
会
が
混
乱
す
る
事
な
ど
無
い
と
断
言
で
き

る
の
で
あ
る
。
寧
ろ
そ
う
し
た
方
が
、
法
が
簡
素
化
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
が
そ
れ
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
多
く

《論 説》
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の
法
律
家
た
ち
が
望
む
よ
う
に
、
か
え
っ
て
法
が
権
威
を
持
つ
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な（

１３
）い。

さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
大
き
な
社
会
」
の
中
で
、
法
の
支
配
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
結
局
の
と

こ
ろ
、
裁
判
所
の
中
で
用
い
ら
れ
る
、
裁
判
の
た
め
の
基
準
の
一
つ
と
し
て
、
縮
小
し
て
理
解
さ
れ
る
事
に
な
る
。
こ
れ
が
、
前
述

の
、
法
の
下
の
平
等
と
同
義
で
あ
る
法
の
支
配
、
の
理
解
で
あ
る
。
紛
争
と
は
、
法
律
の
知
識
で
生
計
を
立
て
て
い
る
の
で
は
な
い

大
多
数
の
人
々
が
、
あ
る
日
突
然
巻
き
こ
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
的
解
決
が
必
要
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
裁
判
所
に
持
ち

込
ま
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
法
が
当
事
者
を
平
等
に
（
正
し
さ
の
観
点
か
ら
の
み
）
扱
う
事
が
当
然
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
こ
そ
が
法
の
下
の
平
等
、
す
な
わ
ち
法
の
支
配
の
要
請
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
裁
判
に
な
る
前
に
、
ま
た
は
少
な

く
と
も
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
も
い
な
い
よ
う
な
状
態
で
、
法
の
支
配
が
人
々
の
社
会
生
活
に
出
し
ゃ
ば
っ
て
く
る
必
要
な
ど
無
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
法
の
支
配
と
は
そ
の
よ
う
な
裁
判
の
基
準
な
の
で
あ
る
か
ら
、
上
述
の
制
度
案
を
採
用
し
、
適
用
さ
れ

る
法
律
の
方
が
（
廃
止
に
よ
っ
て
）
頻
繁
に
改
変
さ
れ
て
も
、
法
の
支
配
自
体
は
何
も
影
響
を
受
け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も

む
し
ろ
、
法
律
が
そ
の
よ
う
に
改
変
さ
れ
る
事
の
方
が
、
社
会
の
大
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
は
好
都
合
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
い
く
ら
「
前
も
っ
て
定
め
ら
れ
た
法
律
に
従
っ
て
判
決
を
出
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
も
、
現
実
に
は
、
我
々
が
そ
の
法

律
を
前
も
っ
て
知
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
法
が
社
会
の
現
状
に
即
す
形
で
頻
繁
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て

い
る
が
故
に
、
人
々
が
「
我
々
の
正
義
感
と
か
け
離
れ
た
判
決
を
裁
判
所
が
出
す
は
ず
は
な
い
」
と
感
じ
る
事
が
出
来（

１４
）る社
会
の
方

が
、
社
会
と
し
て
魅
力
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
発
想
を
転
換
す
る
な
ら
ば
、
一
時
は
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得

な
い
か
に
見
え
た
法
的
安
定
性
も
、
実
は
充
分
に
確
保
で
き
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
考
え
に
従
え
ば
、「
既
に

法
律
に
書
い
て
あ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
が
自
ら
の
行
為
の
結
果
を
前
も
っ
て
知
る
事
が
出
来
る
、
と
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、

「
常
識
に
外
れ
た
事
が
法
律
に
書
い
て
あ
る
事
は
な
い
は
ず
だ
」
と
人
々
が
確
信
出
来
る
条
件
を
整
え
る
事
に
よ
っ
て
、
法
的
安
定
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性
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
に
お
け
る
法
の
あ
り
方
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
客
観
性
に
つ
い
て
の
基
礎
付

け
主
義
に
頼
る
事
無
く
、
法
的
安
定
性
も
法
の
支
配
も
充
分
に
維
持
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
最
後
に
、
こ
の
よ
う
に
法
が
後
景
に
退
い
た
社
会
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
事
に
す
る
。
逆

説
的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
は
、
法
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
本
稿
は
、
基
礎
付
け
主
義
は
否
定
す

る
も
の
の
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
や
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
に
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
法
が
法
に
し
か
果
た
せ
な
い
重
要
な
役

割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
法
は
、
人
々
の
社
会
生
活
に
日
常
的
に
入
り
込
ん
で
く
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
主
張

し
た
い
。

そ
も
そ
も
、
人
々
の
社
会
生
活
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
可
能
な
限
り
広
義
に
と
ら
れ
た
「
道
徳
」
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
規

範
命
題
と
し
て
表
現
出
来
る
も
の
全
て
は
勿
論
の
こ
と
、
対
象
と
な
る
行
為
を
う
ま
く
類
型
化
す
る
事
さ
え
出
来
な
い
に
も
関
わ
ら

ず
な
ぜ
か
「
恥
ず
か
し
い
」
と
感
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
感
覚
的
な
も
の
ま
で
が
、
含
ま
れ
得
る
。
別
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
人
々
が

自
ら
の
規
範
意
識
の
中
に
そ
れ
が
あ
る
事
を
発
見
し
得
る
も
の
全
て
を
、
こ
こ
で
は
「
道
徳
」
と
呼
ぶ
事
に
す
る
。
そ
し
て
、
あ
る

社
会
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
人
々
の
規
範
意
識
が
そ
の
社
会
の
存
続
に
適
切
な
形
に
な
っ
て
い
る
事
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ

の
規
範
意
識
に
影
響
を
与
え
る
の
は
、
法
で
は
な
く
て
、
道
徳
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
人
々
の
規
範
意
識
に
合
致
し
な
い
法
が
公
然

と
無
視
さ
れ
て
い
る
、
様
々
な
ザ
ル
法
の
例
が
、
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
知
ら
な
い
う
ち
に
湯
水
の
ご
と
く
立
法

さ
れ
る
法
律
が
、
本
人
も
知
ら
な
い
う
ち
に
人
々
の
規
範
意
識
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
事
な
ど
出
来
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

社
会
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
は
、
法
よ
り
も
、
こ
の
意
味
で
の
道
徳
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
「
道
徳
」
が
、
人
々
の
規
範
意
識
に
有
益
な
影
響
を
与
え
続
け
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
道
徳
が
、
常
に
挑
戦
を
受
け
、

吟
味
さ
れ
続
け
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
い
う
道
徳
に
は
規
範
に
関
わ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
含
ま
れ
て

《論 説》
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い
る
の
で
、
当
然
そ
こ
に
は
、
我
々
の
社
会
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
有
害
な
も
の
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
我
々
が
、
あ
る
道
徳
が
有
益
で
あ
る
こ
と
を
見
極
め
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
反
抗
し
た
人
々
が
失
敗
し
た
と
か
悲
惨
な

結
末
を
迎
え
た
と
い
う
よ
う
な
情
報
が
、
何
よ
り
も
重
要
な
の
で
あ（

１５
）る。

む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
情
報
も
無
い
ま
ま
に
、
そ
れ
が
受

け
容
れ
る
べ
き
道
徳
だ
と
、
我
々
は
ど
う
し
て
確
信
す
る
事
が
出
来
よ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
色
々
な
人
た
ち
が
挑
戦
し
て
も

あ
ら
が
う
事
が
出
来
な
か
っ
た
物
だ
け
が
、
道
徳
と
し
て
残
り
、
説
得
力
を
も
っ
て
我
々
の
目
の
前
に
立
ち
現
れ
る
。
こ
れ
と
は
逆

に
、
前
に
註
で
触
れ
た
「
部
族
社
会
の
倫
理
」
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
無
視
し
た
人
々
が
成
功
を
収
め
る
よ
う
な
道
徳
は
、
有
害
な
も

の
と
し
て
排
除
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
我
々
は
自
由
主
義
と
い
う
よ
り
効
率
的
な
秩
序
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
を
、

道
徳
の
発
展
・
進
化
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
先
に
述
べ
た
法
の
法
に
し
か
果
た
せ
な
い
役
割
と
は
、
こ
の
過
程
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
道
徳
」
に

対
す
る
挑
戦
を
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
種
々
の
実
験
的
な
不
道
徳
行
為
を
、
広
範
に
認
め
て
こ
れ
を
鼓
舞
す
る
こ
と
こ
そ
が
、

法
の
役
割
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
道
徳
に
反
す
る
行
為
を
行
う
人
が
、
既
存
の
道
徳
感
情
を
擾
乱
し
た
代
償
と
し
て
社
会
内
で
各
種

の
制
裁
を
受
け
る
事
は
不
可
避
で
あ
る
。
そ
こ
に
法
が
介
入
し
、
彼
の
行
動
は
法
的
に
は
問
題
無
い
の
で
あ
る
、
と
宣
言
し
擁
護
す

る
の
で
な
け
れ（

１６
）ば、
実
験
的
不
道
徳
の
試
み
は
萎
縮
し
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
道
徳
の
発
展
な
ど
、
望
む
べ
く
も
な（

１７
）い。
そ
し
て
こ

の
役
割
は
、
法
に
し
か
果
た
せ
な
い
も
の
な
の
で
あ（

１８
）る。

以
上
の
社
会
像
は
、
法
と
道
徳
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
は
、
法
実
証
主
義
が
法
と
道
徳
を
区
別
す
る
こ
と
そ

の
も
の
を
批
判
す
る
も
の
で
は
無
い
。
し
か
し
、
本
稿
が
両
者
を
区
別
す
る
の
は
、
道
徳
と
は
違
っ
て
法
に
は
事
実
と
し
て
記
述
出

来
る
側
面
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
は
な
い
し
、
道
徳
規
範
を
排
除
し
て
事
実
と
し
て
扱
え
る
法
の
妥
当
性
だ
け
を
論
じ
る

た
め
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
事
実
及
び
規
範
と
い
う
概
念
も
、
法
実
証
主
義
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
導
入
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
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ら
の
概
念
は
、
あ
る
道
徳
に
反
抗
し
た
人
々
が
失
敗
し
た
と
い
う
「
事
実
」
を
受
け
て
他
の
人
々
が
そ
の
道
徳
を
「
規
範
」
と
し
て

受
け
容
れ
る
、
と
い
う
説
明
の
た
め
に
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
、
事
実
と
規
範
を
区
別

す
る
事
の
意
義
で
あ
る
。

こ
の
説
明
に
お
け
る
事
実
及
び
規
範
と
い
う
語
は
、
言
葉
の
通
常
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
何
か
特
別
な
役
割
を
担
う
概
念

で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
、
そ
れ
以
上
に
多
く
の
も
の
（
例
え
ば
客
観
性
に
つ
い
て
の
基
礎
付
け
）
を
言
葉
に
負
わ
せ
よ
う
と
す

る
発
想
自
体
に
、
最
初
か
ら
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
挙
げ
た
例
で
言
う
な
ら
ば
、
言
葉
は
、
海
や
山
に
つ
い
て

の
明
確
な
定
義
を
与
え
る
事
に
は
向
い
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
そ
こ
に
遊
び
に
行
く
時
の
用
意
に
つ
い
て
他
人
に
伝
え
る
事
に
向
い

て
い
る
し
、
そ
う
い
う
場
面
で
こ
そ
真
価
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
挙
げ
た
社
会
像
に
お
け
る
道
徳
の
発
展
の
過

程
も
、
同
じ
例
を
用
い
て
示
す
事
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
我
々
は
、
何
度
言
わ
れ
て
も
山
に
ビ
ー
チ
サ
ン
ダ
ル
を
持
っ
て
ゆ
く
人
を

蔑
む
必
要
な
ど
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
人
が
毎
回
山
で
困
っ
て
い
る
姿
を
見
る
事
に
よ
っ
て
「
山
に
は
登
山
靴
で
あ
る
な
あ
」
と
確

信
を
新
た
に
で
き
る
事
に
感
謝
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、「
山
に
は
登
山
靴
を
持
っ
て
行
く
べ
し
」
と
い
う
（
時
限
付
き

で
な
い
）
立
法
を
す
る
な
ど
、
論
外
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
誰
も
「
山
自
体
」
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

【
参
考
文
献
】

碧
海
純
一
一
九
七
三
『
新
版
法
哲
学
概
論
（
全
訂
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二
版
）』
弘
文
堂
。

嶋
津
格
二
〇
一
一
『
問
い
と
し
て
の
〈
正
し
さ
〉
―
―
法
哲
学
の
挑
戦
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
。

登
尾
章
二
〇
一
一
「「
大
き
な
社
会
」
と
そ
の
規
範
的
構
成
」『
市
民
／
社
会
の
役
割
と
国
家
の
責
任
』
日
本
法
哲
学
会
編
、
有
斐
閣
〈
法
哲
学
年
報
二

〇
一
〇
〉。

平
野
仁
彦
・
亀
本
洋
・
服
部
高
宏
二
〇
〇
二
『
法
哲
学
』
有
斐
閣
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
一
九
七
一
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
（
上
）』
高
田
三
郎
訳
、
岩
波
書
店
。
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イ
ェ
ー
リ
ン
グ
一
九
八
二
『
権
利
の
た
め
の
闘
争
』
村
上
純
一
訳
、
岩
波
書
店
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
二
〇
〇
三
『
論
理
哲
学
論
考
』
野
矢
茂
樹
訳
、
岩
波
書
店
。

ハ
イ
エ
ク
一
九
八
七
『
社
会
正
義
の
幻
想
―
―
法
と
立
法
と
自
由
２
』
篠
塚
慎
吾
訳
、
春
秋
社
〈
ハ
イ
エ
ク
全
集
９
〉。

ヒ
ュ
ー
ム
一
九
六
八
「
人
性
論
」『
ロ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
ム
』
土
岐
邦
夫
訳
、
大
槻
春
彦
編
、
中
央
公
論
社
〈
世
界
の
名
著
２７
〉。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
一
九
八
九
『
法
の
精
神
（
上
）』
野
田
良
之
他
訳
、
岩
波
書
店
。

（
１
）
嶋
津
格
の
「
法
の
認
識
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」（
嶋
津２０１１:ch.５

）
を
筆
頭
に
、
多
数
の
論
者
が
様
々
な
角
度
か
ら
批
判
し
て
い
る
。

（
２
）
両
者
の
区
別
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
に
見
ら
れ
る
（
ヒ
ュ
ー
ム１９６８:５２０f.

）。
し
か
し
、
遡
ろ
う
と
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
エ
ピ

ス
テ
ー
メ
ー
と
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
の
区
別
も
、
事
実
と
規
範
の
区
別
を
前
提
と
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス１９７１:vol.６,chs.

３,５,６

）。
た
だ
し
、
そ
の
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
に
は
、
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
あ
る
種
の
科
学
主
義

に
立
ち
、
規
範
を
考
察
の
対
象
か
ら
排
除
す
る
（
法
）
実
証
主
義
の
発
想
と
は
、
大
き
く
異
な
る
。

（
３
）
本
稿
で
は
、
こ
の
語
を
、
法
が
頻
繁
に
変
更
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
人
々
の
行
為
の
結
果
の
予
見
可
能
性
を
増
や
し
て
い
る
、
と

い
う
意
味
で
用
い
る
。

（
４
）
例
え
ば
嶋
津
は
、（
法
）
実
証
主
義
の
目
指
し
た
科
学
観
自
体
が
間
違
っ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。（
嶋
津２０１１:７９f.

）

（
５
）
法
実
証
主
義
の
理
論
的
特
徴
は
、
法
律
の
「
妥
当
性
」
の
み
を
問
題
に
す
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
妥
当
性
は
、
法
律
の
規
範
的
内
容
と
は

無
関
係
に
定
ま
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
実
証
主
義
は
法
学
の
対
象
か
ら
規
範
を
排
除
し
て
い
る
、
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、「
妥
当
性
」
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
定
義
す
る
こ
と
自
体
は
、
現
代
の
法
学
に
お
い
て
も
一
般
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
法
実
証
主
義
の

影
響
力
を
垣
間
見
る
事
が
出
来
る
。

（
６
）
こ
の
指
摘
に
対
し
て
、
法
実
証
主
義
者
が
次
の
様
に
反
論
す
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
方
法
二
元
論
は
、
事
実
と
規
範
の
区
別

を
拠
り
所
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
も
（
規
範
の
中
の
）「
事
実
」
と
「
規
範
」
を
区
別
す
べ
し
と
す
る
主
張
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
縮
小
戦
略
を
採
用
し
た
方
法
二
元
論
は
、
本
当
に
魅
力
的
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
せ
っ
か
く
二
元
論
を
採
用
し
て
も
、
何
を
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「
事
実
」
の
外
延
と
す
る
か
が
規
範
的
に
決
ま
る
た
め
、
導
か
れ
る
結
論
に
も
規
範
が
含
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
ゆ
え
も
は
や

法
学
（
や
学
問
や
科
学
）
の
客
観
性
を
標
榜
し
な
い
よ
う
な
法
実
証
主
義
を
、
果
た
し
て
法
実
証
主
義
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

何
よ
り
疑
問
に
思
う
の
は
、（
言
葉
と
い
う
）
規
範
の
上
に
成
立
し
て
い
る
学
問
が
「
規
範
」
を
対
象
と
し
て
は
い
け
な
い
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。

（
７
）
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
法
に
こ
の
よ
う
な
制
度
が
あ
っ
た
事
を
紹
介
し
、
彼
自
身
も

こ
れ
に
賛
意
を
述
べ
て
い
る
。（
イ
ェ
ー
リ
ン
グ１９８２:８０f.

）

（
８
）
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
嶋
津
に
負
っ
て
い
る
。
彼
は
ケ
ル
ゼ
ン
を
擁
護
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
「﹇
…
…
﹈
国
民
的
統
合
を
（
た
と
え
一
部

で
あ
っ
て
も
）
道
徳
に
委
ね
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
状
況
の
下
で
、
法
の
み
の
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
な
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
意
図

﹇
…
…
﹈
と
、
上
記
の
法
規
範
一
元
論
が
無
縁
だ
と
は
考
え
難
い
。」（
嶋
津２０１１:６９

）。
な
お
、（
著
書
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
め
た
）

膨
大
な
著
作
の
中
で
、
嶋
津
が
ケ
ル
ゼ
ン
を
擁
護
し
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
こ
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。

（
９
）
現
代
の
法
理
論
で
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、「
法
化
」
と
い
う
別
の
概
念
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
、
良
い
面
と
悪
い

面
の
両
方
が
あ
る
事
を
指
摘
す
る
の
が
通
例
の
よ
う
で
あ
る
（
平
野
・
亀
本
・
服
部２００２:４６

）。

（
１０
）
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
根
底
に
あ
る
、
人
々
の
社
会
生
活
が
円
滑
に
進
む
た
め
に
は
何
者
か
が
適
切
に
支
配
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
発
想
自
体
に
も
、
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
イ
エ
ク
が
「
先
祖
返
り
」
と
し
て
批
判
す
る
「
部
族
社
会
の
倫
理
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

（
ハ
イ
エ
ク１９８７:２０２

）

（
１１
）
詳
し
く
は
拙
稿
（
登
尾
二
〇
一
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１２
）
人
々
の
生
活
に
法
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
表
現
は
、「
法
学
入
門
」
等
の
講
義
で
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
本
稿
も
、

法
律
家
が
こ
の
よ
う
な
認
識
を
持
つ
こ
と
自
体
を
、
否
定
し
き
れ
な
い
こ
と
は
認
め
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
律
家
も
他
の
人
々
と
同
様
に
自
ら
の

利
益
を
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
利
益
の
た
め
に
は
法
の
領
域
が
拡
大
し
た
方
が
好
都
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
法
律
は
、

法
律
家
を
養
う
と
い
う
面
以
外
に
も
、
社
会
の
人
々
に
対
し
て
強
制
力
を
行
使
す
る
と
い
う
側
面
も
持
っ
て
い
る
。
こ
の
点
が
、
法
理
論
の
危
険

な
点
で
あ
る
。
例
え
ば
数
学
理
論
で
あ
れ
ば
、
あ
る
数
学
者
が
ど
れ
ほ
ど
間
違
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
も
、
社
会
の
人
々
が
そ
こ
か
ら
直
接
被
害
を

被
る
事
は
な
い
。
そ
し
て
、
嶋
津
が
繰
り
返
し
述
べ
る
法
曹
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
法
曹
と
し
て
の
自
ら
の
経
験
を
背
景
に
、
こ
の
危
険
性

に
つ
い
て
警
告
を
発
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
曹
に
つ
い
て
外
的
視
点
に
立
つ
本
稿
は
、
法
律
家
に
は
、「
人
々
の
生
活
に
法

《論 説》
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が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
」
に
加
え
て
「
、
と
考
え
る
事
が
利
益
に
な
る
の
で
私
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
所
ま
で
自
覚
し
て

ほ
し
い
、
と
い
う
希
望
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

（
１３
）
法
の
権
威
に
関
し
て
、
嶋
津
は
「「
わ
か
ら
な
い
か
ら
」
で
は
な
く
「
わ
か
る
か
ら
こ
そ
」
与
え
ら
れ
る
権
威
を
、
法
曹
も
め
ざ
す
べ
き
な
の
で

あ
る
。」（
嶋
津２０１１:７７

）
と
述
べ
る
。
そ
の
対
象
が
法
で
あ
る
べ
き
か
否
か
は
と
も
か
く
、
凡
そ
権
威
と
い
う
も
の
が
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り

社
会
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
点
に
は
、
賛
同
す
る
。

（
１４
）
正
確
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
感
じ
る
事
が
出
来
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
訴
訟
の
当
事
者
が
判
決
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
蓋
然
性
が
高
ま

る
、
と
い
う
こ
と
迄
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
分
を
負
か
す
判
決
に
は
全
て
不
満
で
あ
る
と
感
じ
る
人
を
度
外
視
し
て
も
、
そ
こ
ま
で
は
楽
観

視
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
判
決
の
内
容
が
正
し
い
と
思
え
れ
ば
自
分
が
負
け
て
も
納
得
で
き
る
と
い
う
人
が
、
自
分
は
知
ら
な
か
っ
た
が
書
か
れ

て
い
た
法
律
に
従
っ
た
判
決
な
の
で
自
分
が
負
け
て
も
納
得
で
き
る
と
い
う
人
よ
り
も
、
圧
倒
的
に
少
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
限
り
、
こ
の

問
題
は
、
法
的
決
定
の
正
当
化
の
問
題
と
は
一
応
切
り
離
し
て
論
じ
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

（
１５
）
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
右
に
あ
る
、
人
々
が
自
ら
の
規
範
意
識
の
中
に
道
徳
を
発
見
す
る
、
と
い
う
表
現
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
確
か
に
、
社
会
秩
序
に
と
っ
て
重
要
な
道
徳
は
、
発
見
す
る
も
の
で
あ
っ
て
自
由
に
選
択
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、

発
見
し
た
も
の
を
修
正
す
る
事
は
不
可
能
で
は
な
い
と
、
本
稿
は
考
え
る
。

（
１６
）
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
が
敵
と
見
な
す
の
は
リ
ー
ガ
ル
・
モ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
本
人
が
社
会
的
制
裁
以
上
の
不
利
益
を
被
ら
な
い
よ
う

に
保
護
す
べ
き
法
が
、
道
徳
と
足
並
み
を
揃
え
て
こ
れ
を
攻
撃
す
る
側
に
回
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
が
法
で
あ
る
意
味
が
無
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、

リ
ー
ガ
ル
モ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
過
剰
な
道
徳
的
言
説
を
人
々
が
毛
嫌
い
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
、
自
ら
が
望
ん
だ
も
の
と
は
正
反
対
の
帰
結
を
受

け
取
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
１７
）
そ
れ
で
も
も
ち
ろ
ん
、
常
習
的
犯
罪
者
等
一
部
の
人
た
ち
は
、
不
道
徳
な
行
為
を
行
い
続
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
サ
ン
プ

ル
と
し
て
の
意
味
が
無
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
色
々
な
と
こ
ろ
で
様
々
な
反
社
会
的
行
為
を
し
て
い
る
人
が
失
敗
す
る
の
を
見
て
も
、
ど
の

行
為
が
そ
の
失
敗
の
原
因
で
あ
っ
た
の
か
が
特
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
社
会
の
道
徳
が
発
展
し
続
け
る
た
め
に
は
、
そ
う
で
は
な
い

ご
く
一
般
の
人
々
が
、
普
通
の
社
会
生
活
を
送
る
中
で
、
時
に
は
不
道
徳
行
為
を
実
験
で
き
る
、
と
い
っ
た
環
境
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

（
１８
）
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
像
の
根
幹
に
あ
る
発
想
の
多
く
を
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
に
負
っ
て
い
る
。
彼
が
法
に
つ
い
て
直
接
語
る
事
は
少
な
い
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が
、
そ
の
発
想
を
法
理
論
と
し
て
再
構
築
し
、
こ
れ
を
社
会
論
に
も
う
一
度
戻
し
た
も
の
が
、
以
上
の
記
述
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
主
著
の
副
題

で
あ
る
「
私
悪
す
な
わ
ち
公
益
」
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
悪
を
、
単
な
る
違
法
行
為
と
捉
え
る
解
釈
は
、
あ
ま
り
魅
力
的

と
は
言
え
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
悪
を
、
人
々
の
感
覚
と
深
く
結
び
つ
い
た
あ
る
意
味
で
純
粋
な
規
範
意
識
に
対
す
る
挑
戦
、
と
し
て
捉

え
る
事
に
よ
っ
て
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
理
論
の
深
い
洞
察
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
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