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事
実
と
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ス
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テ
ィ
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釜　
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一

一
、
事
実
に
関
す
る
直
観

　
「
事
実
と
は
何
か
」
を
厳
密
に
規
定
す
る
の
は
お
そ
ら
く
困
難
だ

ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
が
事
実
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
根
強
い
直
観
を

持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
事
実
と
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
や

そ
の
他
の
認
識
者
の
認
識
や
願
望
な
ど
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
事
柄

で
あ
り
、
実
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
現
実
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と

だ
、
と
い
う
の
が
最
大
公
約
数
的
な
理
解
で
あ
る
だ
ろ
う
。
大
雑
把

に
言
う
な
ら
、
事
実
と
は
、
人
間
あ
る
い
は
人
間
の
心
の
側
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
実
在
あ
る
い
は
世
界
の
側
に
属
す
る
何
か
、
で
あ
る
。

事
実
の
正
体
に
つ
い
て
厳
密
に
は
何
が
言
わ
れ
う
る
に
せ
よ
、
事
実

の
概
念
が
、
実
在
・
真
理
・
客
観
性
等
々
の
概
念
に
連
な
る
概
念
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
事
実
に
も
い
く
つ
か
の
種

類
が
あ
り
、
自
然
的
・
物
理
的
事
実
ば
か
り
で
な
く
、
心
理
的
事
実
、

数
学
的
事
実
な
ど
も
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
「
世
界
の

側
」
に
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
、
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
物
理
的
事
実
（
時
間
空
間
中
で
生
起
す

る
事
実
（
に
話
を
限
定
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
あ
る
事
実
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
立
ち
位
置
か

ら
そ
れ
を
知
り
、
そ
れ
に
対
し
て
様
々
な
態
度
を
と
っ
た
り
評
価
を

し
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
側
か
ら
す
る
事
実
に
対
す

る
様
々
な
関
わ
り
を
、
広
い
意
味
で
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
に
は
様
々
な
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
対
応
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
持
つ
具
体
的
経
験

は
、
客
観
的
事
実
と
主
体
の
側
の
様
々
な
条
件
あ
る
い
は
制
限
と
の

協
働
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
そ
の
時
々
に
生

ず
る
こ
と
だ
、
と
理
解
し
た
く
な
る
。
上
の
言
い
方
を
使
う
な
ら
、
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「
事
実
そ
の
も
の
」
が
わ
れ
わ
れ
か
ら
独
立
な
「
世
界
の
側
」
に
属

す
る
の
に
対
し
て
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
そ
の
独
立
な
事
実
と

わ
れ
わ
れ
自
身
と
の
間
の
「
関
係
の
あ
り
方
」
に
関
わ
る
、
と
考
え

た
く
な
る
。「
事
実
」
と
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
に
関
す
る
わ
れ

わ
れ
の
常
識
的
で
素
朴
な
理
解
は
、
お
お
よ
そ
以
上
な
も
の
で
あ
る

だ
ろ
う
。

二
、
事
実
は
数
え
ら
れ
る
か

　

し
か
し
な
が
ら
、
事
実
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
関
す
る
上
の
よ

う
な
素
朴
な
理
解
を
よ
り
厳
密
に
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
様
々
な
困

難
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
困
難
の
一
つ
の
具
体
例
と
し
て
、「
事
実

は
数
え
ら
れ
る
か
」
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
「
今
こ
の
瞬
間
に
、
こ
の
教
室
の
中
に
一
体
い
く
つ
の
事
実
が
存

在
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
問
を
誰
か
が
発
し
た
と
し
よ
う
。
こ
の

問
に
答
え
ら
れ
る
人
は
誰
も
い
な
い
。
だ
が
、
な
ぜ
答
え
ら
れ
な
い

の
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
た
と
え
ば
、
個
々
の
事
実
が
小
さ
す
ぎ

て
目
に
見
え
な
い
か
ら
で
も
、
そ
の
数
が
膨
大
す
ぎ
て
数
え
ら
れ
な

い
か
ら
で
も
な
い
。「
今
こ
の
瞬
間
に
、
こ
の
教
室
の
中
に
い
く
つ

の
原
子
が
存
在
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
問
に
は
、
原
子
が
小
さ
す

ぎ
ま
た
そ
の
数
が
膨
大
す
ぎ
る
の
で
、
実
際
に
答
え
る
こ
と
は
誰
に

も
不
可
能
だ
が
、
原
理
的
に
は
（
つ
ま
り
、
世
界
や
実
在
の
側
に
は
（

は
っ
き
り
し
た
答
が
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
直
観
的
に
考
え
る
。
後

者
の
問
い
に
答
え
ら
れ
な
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
側
の
事
情
（
能
力

の
限
界
（
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、「
本
当
の
答
」
は
わ
れ
わ
れ
か
ら

独
立
に
存
在
し
て
い
る
、
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
事
実

は
い
く
つ
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
に
対
し
て
は
、
単
に
実
際
的
に
で

は
な
く
、
原
理
的
に
答
え
よ
う
が
な
い
、
つ
ま
り
、
こ
の
問
に
は
「
本

当
の
答
」
な
ど
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
の
問
自
体
、
こ
の
ま
ま
で

は
有
意
味
な
問
と
は
言
え
な
い
、
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
問

い
が
無
意
味
で
あ
る
理
由
は
、
わ
れ
わ
れ
の
直
観
的
な
事
実
の
概
念

に
は
、
そ
の
個
別
化
あ
る
い
は
差
異
化
の
基
準
が
備
わ
っ
て
い
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
も
の
」（
物
理
的
対
象
（
に
つ
い
て
は
、
直
観
的
に
明
確
な
個
別

化
・
差
異
化
の
基
準
が
あ
る
。
そ
れ
は
通
常
、
そ
の
「
も
の
」
の
存

在
し
て
い
る
時
間
空
間
的
位
置
や
そ
れ
が
占
め
る
領
域
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
。「
も
の
」
の
占
め
る
位
置
や
領
域
は
、
そ
の
「
も
の
」

の
持
つ
「
輪
郭
」
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
事
実
に
は
明
示
的
な
「
輪
郭
」
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、

こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
が
「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
で
あ
る
、
と
え
る
よ

う
な
直
観
的
に
明
確
な
基
準
は
な
い
。
こ
れ
が
「
事
実
の
数
」
に
関

す
る
問
が
無
意
味
に
感
じ
ら
れ
る
大
き
な
理
由
だ
ろ
う
。

　

だ
が
も
ち
ろ
ん
、
事
実
の
個
別
化
・
差
異
化
が
、「
も
の
」
の
そ

れ
と
同
様
に
、
時
間
空
間
的
性
質
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
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い
、
と
考
え
る
必
然
性
は
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
事
実

は
「
も
の
」
と
は
異
な
る
。「
事
実
の
輪
郭
」
は
時
間
空
間
的
輪
郭

と
は
異
な
る
仕
方
で
描
き
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
何
ら
か

の
仕
方
で
「
事
実
の
輪
郭
」
を
描
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
事
実
の
個

別
化
の
原
理
を
与
え
て
「
事
実
の
数
を
数
え
る
」
こ
と
も
原
理
的
に

可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
、「
事
実
の
数
」
に
関
す
る
問
に
対

し
て
、「
本
当
の
答
」
が
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

三
、
事
実
と
単
称
命
題

　

こ
う
し
た
方
向
か
ら
す
る
一
つ
の
も
っ
と
も
ら
し
い
考
え
方
は
、

事
実
の
個
別
化
は
、
そ
れ
を
表
現
す
る
命
題
・
思
想
を
通
し
て
与
え

ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
フ
レ
ー
ゲ
や
ラ
ッ
セ
ル
は
、
事
実

と
は
、
思
想
や
命
題
を
「
真
と
す
る
も
の
（truth-m

aker
（」
だ
と

考
え
た
。「
事
実
」
の
概
念
と
思
想
・
命
題
の
概
念
と
の
密
接
な
関

係
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
思
想
や
命
題
の
個
別
化
・
差
異
化
の
基
準

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
、
そ
れ
ら
を

「
真
と
す
る
も
の
」
と
し
て
の
事
実
の
個
別
化
・
差
異
化
の
基
準
を

与
え
る
こ
と
が
可
能
性
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
も
ち
ろ
ん
、「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
に
対
し
て
複
数
の
語
り

方
が
あ
り
う
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
異
な
る
命
題
に
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
事
実
が
対
応
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
事
実
の
個
別
化
の
原
理
は
、
命
題
や
思
想
の
個
別
化
の
原

理
よ
り
も
、
よ
り
「
粗
い
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
線

に
沿
っ
た
最
も
素
朴
な
展
開
は
、
事
実
の
個
別
化
は
、
論
理
的
に
等

値
な
真
な
命
題
の
集
合
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
論
理
的
に
等
値
な
真
な
二
つ
の
命
題
ｐ
、
ｑ
は
、

同
一
の
事
実
に
対
応
す
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
少
し
考
え
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
思
想
・
命
題

の
論
理
的
等
値
性
を
用
い
た
事
実
の
個
別
化
・
差
異
化
が
、
わ
れ
わ

れ
の
事
実
理
解
と
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

フ
レ
ー
ゲ
の
有
名
な
例
で
考
え
よ
う
。「
明
け
の
明
星
は
明
け
の
明

星
で
あ
る
」
と
「
明
け
の
明
星
は
宵
の
明
星
で
あ
る
」
は
論
理
的
に

等
値
で
は
な
い
。
フ
レ
ー
ゲ
流
に
考
え
れ
ば
、
上
の
二
つ
の
文
は
異

な
る
思
想
を
表
現
し
て
い
る
。
思
想
と
は
命
題
の
意
義
で
あ
る
。
思

想
の
個
別
化
・
差
異
化
は
、
そ
れ
に
対
し
て
人
Ａ
が
ど
の
よ
う
な
命

題
態
度
を
持
ち
う
る
か
の
分
析
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
思
想
ｐ
と

思
想
ｑ
が
異
な
る
の
は
、
ｐ
や
ｑ
が
含
ま
れ
る
言
語
を
完
全
に
理
解

し
、
か
つ
合
理
的
な
判
断
を
下
せ
る
人
Ａ
が
、
ｐ
と
ｑ
に
対
し
て
異

な
る
命
題
態
度
を
取
り
う
る
場
合
で
あ
る
。
Ａ
は
「
宵
の
明
星
＝
宵

の
明
星
」
に
対
し
て
肯
定
的
態
度
を
と
り
、
同
時
に
「
宵
の
明
星
＝

明
け
の
明
星
」
に
否
定
的
態
度
を
合
理
的
に
取
り
う
る
。
そ
の
理
由

は
、「
宵
の
明
星
」
と
「
明
け
の
明
星
」
が
同
じ
指
示
（
金
星
（
を

持
つ
が
、
異
な
っ
た
意
義
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
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他
方
で
、
そ
れ
ら
二
つ
の
異
な
る
思
想
が
、
二
つ
の
「
異
な
る
事

実
」
を
表
現
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
ら
のtruth-

m
aker

は
「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

フ
レ
ー
ゲ
で
は
、
真
理
や
事
実
は
意
義
の
領
域
で
は
な
く
「
指
示
」

の
領
域
に
属
し
、
そ
し
て
「
宵
の
明
星
」
と
「
明
け
の
明
星
」
は
指

示
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
一
つ
の

事
実
に
対
し
て
、
論
理
的
に
等
値
で
な
い
・
異
な
る
思
想
を
持
ち
う

る
、
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
フ

レ
ー
ゲ
流
の
思
想
と
は
「
事
実
」
に
対
す
る
、
言
語
表
現
を
介
し
た
、

一
種
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

　

フ
レ
ー
ゲ
流
の
「
思
想
」
が
一
種
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
り
、

思
想
が
文
の
意
義
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
思
想
が
対
応
す
る

事
実
と
は
、
様
々
な
意
義
を
通
し
て
語
ら
れ
る
同
一
の
も
の
、
す
な

わ
ち
、
指
示
対
象
を
そ
の
成
分
と
し
て
含
む
よ
う
な
何
か
だ
、
と
考

え
た
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
筋
道
に
従
う
な
ら
、
事
実
の
個

別
化
に
最
も
適
し
た
言
語
表
現
は
、
通
常
の
命
題
で
は
な
く
、
指
示

対
象
の
み
が
そ
の
中
に
出
現
す
る
よ
う
な
特
殊
な
命
題
（
た
と
え

ば
、
ラ
ッ
セ
ル
流
の
単
称
命
題
やde re

命
題
（
だ
、
と
い
う
考
え

に
導
か
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
さ
ら
に
、
単
称
命
題
の
言
語
的
表
現

と
し
て
、
対
象
と
概
念
の
順
序
対
に
よ
る
表
記
を
採
用
す
る
な
ら
、

主
語
述
語
文
の
場
合
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
が
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
。

テ
ー
ゼ
1

ａ
、
ｂ
を
意
義
を
異
に
す
る
が
指
示
を
同
じ
く
す
る
名
前
、
Ｆ
、

Ｇ
を
意
義
を
異
に
す
る
が
指
示
（
外
延
（
を
等
し
く
す
る
一
項

述
語
と
し
、
α
を
ａ
と
ｂ
の
同
一
の
指
示
対
象
（
個
体
（、
φ

を
Ｆ
と
Ｇ
の
指
示
対
象
（
概
念
（
と
す
る
と
、
二
つ
の
文
Ｆ
ａ
、

Ｇ
ｂ
は
、
異
な
る
思
想
を
表
す
が
、
同
一
の
事
実
〈
α；

φ
〉

に
対
応
す
る
。

　

主
語
述
語
文
以
外
の
場
合
も
、
考
え
方
は
全
く
同
様
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
思
想
や
命
題
を
介
し
て
事
実
の
個
別

化
・
差
別
化
を
与
え
よ
う
と
す
る
際
の
、
最
も
自
然
な
展
開
だ
と
思

う
。
こ
こ
で
は
思
想
や
命
題
が
、
い
わ
ば
「
事
実
の
輪
郭
」
を
描
き

出
す
た
め
の
物
差
し
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
物
差

し
（
思
想
・
命
題
（
を
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
測
定
さ

れ
て
い
る
も
の
（
事
実
・truth-m

aker

（
は
同
一
で
あ
り
う
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
成
功
し
な
い
。
そ
の
こ
と
を
以
下
に

示
そ
う
。

四
、
事
実
の
個
別
化
の
試
み
の
失
敗

　

以
下
で
は
特
に
、
二
項
関
係
に
関
わ
る
事
実
に
つ
い
て
考
え
る
。

二
つ
の
対
象
α
、
β
の
組
に
、
外
延
を
異
に
す
る
二
つ
の
関
係
φ
、
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Ψ
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
る
。
上
の
表
記
を
二
項
関
係
に
拡
大
す

れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
表
し
う
る
だ
ろ
う
。

　
〈〈
α
、
β
〉；

φ
〉、（
た
と
え
ば
、
A
君
と
B
さ
ん
は
横
に
並
ん

で
い
る
（

〈〈
α
、
β
〉；
Ψ
〉、（
た
と
え
ば
、
A
君
と
B
さ
ん
は
恋
人
同
士

で
あ
る
（

　

今
、
こ
れ
ら
の
命
題
が
ど
ち
ら
も
真
で
あ
る
と
す
る
。
恋
人
同
士

で
あ
る
A
君
と
B
さ
ん
が
、
現
在
横
に
並
び
あ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
単
な
る
偶
然
で
あ
る
。
恋
人
同
士
で
あ
る
こ
と
と
、
横
に
並

ぶ
こ
と
と
に
特
別
な
論
理
的
関
係
は
な
い
。
だ
が
、
今
・
こ
こ
に
は
、

現
に
二
つ
の
別
々
の
事
実
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
A
君

と
B
さ
ん
と
の
間
に
、
二
つ
の
別
々
の
事
実
が
、
い
わ
ば
重
な
り

合
っ
て
、
現
在
成
立
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ

の
事
実
に
関
す
る
直
観
は
、
こ
の
よ
う
な
見
方
を
支
持
す
る
と
は
限

ら
な
い
。

　

わ
れ
わ
れ
の
事
実
の
同
一
性
・
差
異
性
に
関
す
る
直
観
が
ど
れ
ほ

ど
薄
弱
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
次
の
原
則
Ａ
を
認

め
た
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

原
則
Ａ
：
あ
る
概
念
が
別
の
概
念
を
含
意
す
る
時
、
同
一
の
対

象
（
あ
る
い
は
対
象
の
組
（
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
の
概
念
を
用
い

て
記
述
さ
れ
る
事
実
は
、
二
つ
の
異
な
る
事
実
で
は
な
い
。

　

た
と
え
ば
、「
こ
れ
は
赤
い
」
と
「
こ
れ
は
色
が
あ
る
」
は
、「
こ

れ
」
が
同
じ
対
象
を
指
す
時
、
そ
の
対
象
に
関
す
る
二
つ
の
異
な
る

事
実
の
記
述
で
は
な
く
、「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
に
対
す
る
、
詳
し

さ
の
異
な
る
記
述
で
あ
る
、
と
考
え
た
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
Ａ
君
と
Ｂ
さ
ん
の
例
に
戻
っ
て
、
次
の
よ
う
な
簡
単
な
操

作
を
行
っ
て
み
よ
う
。
φ
と
Ψ
を
論
理
的
に
含
意
す
る
よ
う
な
概
念

θ
を
導
入
す
る
。
最
も
簡
単
な
方
法
は
、
φ
＆
Ψ
＝
θ
と
す
る
こ
と

だ
ろ
う
。
φ
が
「
恋
人
同
士
で
あ
る
」
を
意
味
し
、
Ψ
が
「
横
に
並

ん
で
い
る
」
を
意
味
す
る
と
す
る
と
、
θ
は
「
恋
並
び
す
る
」
と
で

も
表
現
で
き
る
も
の
を
意
味
す
る
述
語
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と

き
、
上
の
原
則
Ａ
に
従
う
な
ら
、「〈〈
α
、
β
〉；

φ
〉
と
〈〈
α
、

β
〉；

Ψ
〉
は
、
二
つ
の
異
な
る
事
実
を
表
す
の
で
は
な
く
、
同
じ

一
つ
の
事
実
〈〈
α
、
β
〉；

θ
〉
に
つ
い
て
の
、
詳
し
さ
の
劣
る
二

つ
の
記
述
で
あ
る
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

θ
の
よ
う
な
概
念
が
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
導
入
し
て

は
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
特
段
の
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

θ
に
対
応
す
る
表
現
を
基
礎
述
語
と
し
て
持
つ
言
語
を
考
え
る
こ
と

は
十
分
に
可
能
で
あ
る
し
、
わ
れ
わ
れ
の
科
学
的
言
語
が
い
つ
か
そ

れ
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。「
事
実
そ
れ
自
体
」
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は
、
わ
れ
わ
れ
の
側
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
独
立
で
あ
り
、
特

に
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
な
言
語
を
持
つ
か
か
ら
独
立
な
は
ず
で
あ

る
。

　

こ
の
例
で
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
二
つ
の
対
象
、
ま
た

そ
れ
ら
に
関
し
て
成
り
立
つ
ど
の
よ
う
な
二
項
概
念
に
関
し
て
も
言

え
る
だ
ろ
う
。
任
意
の
二
つ
の
「
も
の
」
の
場
合
に
こ
れ
が
言
え
る

な
ら
、
次
の
こ
と
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

　

テ
ー
ゼ
2

同
じ
二
つ
の
「
も
の
」
に
つ
い
て
現
に
成
り
立
っ
て
い
る
（
真

で
あ
る
（
ど
の
単
称
命
題
も
、
そ
の
二
つ
の
も
の
に
つ
い
て
の

「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
に
対
す
る
部
分
的
記
述
と
見
な
す
べ
き

で
あ
る
。

　　

テ
ー
ゼ
2
に
加
え
て
、
事
実
に
関
わ
る
ど
の
真
な
命
題
に
も
、
そ

れ
を
真
と
す
る
単
称
命
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
仮
定
す
れ
ば
、
任
意

の
時
点
に
お
い
て
、
ど
の
特
定
の
二
つ
の
対
象
に
つ
い
て
も
、
そ
れ

ら
の
間
に
ど
の
よ
う
な
命
題
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
こ

に
は
そ
れ
ら
に
関
す
る
「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
し
か
な
い
、
と
い
う

結
論
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
同
じ
対
象
に
関
し
て
、
種

種
の
異
な
る
事
実
が
重
な
り
合
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る

時
点
で
そ
れ
ら
に
関
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
「
た
だ
一
つ
の
事
実
」

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
れ
ら
に
関
し
て
そ
の
時
点
で
成
立
す
る
す
べ

て
の
命
題
を
決
定
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
た

だ
一
つ
のtruth-m

aker

し
か
存
在
し
て
い
な
い
。

　

以
上
の
結
論
は
、
あ
ま
り
に
強
す
ぎ
る
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、「
事
実
」
が
わ
れ
わ
れ
の
認
識
や
理
解
か
ら
独
立
に

（
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
側
か
ら
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
独
立

に
（
成
立
し
て
い
る
何
か
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
側
が
そ
れ
を
ど
う

特
徴
づ
け
る
か
（
ど
の
よ
う
な
言
語
を
用
い
る
か
（
か
ら
論
理
的
に
、

あ
る
い
は
存
在
論
的
に
、
先
立
っ
て
存
在
す
る
も
の
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
上
の
結
論
を
否
定
す
る
妥
当
な
理
由
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し

い
と
思
う
。

　

し
か
し
、
問
題
は
こ
こ
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
次
に
三
項
述
語
の

例
で
考
え
て
み
よ
う
。
φ
を
二
項
述
語
「
恋
人
同
士
で
あ
る
」
に
対

応
す
る
概
念
、
η
を
一
項
述
語
「
走
っ
て
い
る
」
に
対
応
す
る
概
念

と
す
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
な
三
項
概
念
ξ
を
構
成
し

て
み
る
。

ξ
（
α
、
β
、
γ
（：
α
と
β
が
恋
人
同
士
で
あ
り
、
か
つ
γ
は

走
っ
て
い
る
。

　

あ
え
て
ξ
を
日
本
語
で
表
現
す
る
な
ら
、「
恋
走
る
」
と
で
も
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
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さ
て
、
φ
（
α
、
β
（
は
ξ
（
α
、
β
、
γ
（
か
ら
論
理
的
に
帰

結
す
る
か
ら
、
上
の
二
項
述
語
の
場
合
と
同
様
の
議
論
に
よ
っ
て
、

「
Ａ
君
と
Ｂ
さ
ん
は
恋
人
で
あ
る
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
Ａ

君
と
Ｂ
さ
ん
と
Ｃ
君
は
恋
走
っ
て
い
る
」
で
表
現
さ
れ
る
事
実

〈〈
α
、
β
、
γ
〉；
ζ
〉
の
、
部
分
的
な
（
よ
り
詳
し
く
な
い
（
記

述
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
以
下
の
議
論
を
組
み
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
。

⑴　
α
、
β
、
γ
に
つ
い
て
あ
る
時
点
で
成
り
立
つ
ど
の
よ
う
な

命
題
も
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
に
よ
っ

て
真
と
な
る
。

⑵　
α
、
β
に
つ
い
て
あ
る
時
点
で
成
り
立
つ
ど
の
よ
う
な
命
題

も
、
α
、
β
、
γ
に
つ
い
て
成
り
立
つ
あ
る
命
題
の
部
分
的
記

述
で
あ
る
と
見
な
し
う
る
。

よ
っ
て
、

⑶　
α
、
β
に
つ
い
て
あ
る
時
点
で
成
り
立
つ
ど
の
よ
う
な
命
題

も
、
α
、
β
、
γ
に
つ
い
て
そ
の
時
点
で
成
立
し
て
い
る
「
同

じ
一
つ
の
事
実
」
に
よ
っ
て
真
と
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
あ
る
時
点
で
3
つ
の
対
象
に
関
し
て
成
り
立
っ
て

い
る
事
実
と
、
そ
の
3
つ
の
対
象
の
う
ち
の
2
つ
に
つ
い
て
成
り

立
っ
て
い
る
事
実
と
は
、
別
々
の
二
つ
の
事
実
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

3
つ
の
対
象
に
つ
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
が
、

そ
の
う
ち
の
2
つ
の
対
象
に
関
す
る
命
題
の
真
偽
を
完
全
に
決
定
す

るtruth-m
aker

だ
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
議
論
は
、
同
様
の
仕
方
で
ど
こ
ま
で
も
進
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
最
終
的
に
は
、
世
界
に
n
個
の
「
も
の
」
が
あ
る
と
す
る
と
、

以
下
の
テ
ー
ゼ
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

テ
ー
ゼ
3

世
界
に
存
在
す
る
「
も
の
」
がa

0 , 

� a
n

だ
と
す
る
。
世
界

に
は
た
だ
一
つ
の
事
実
（「
世
界
文
」〈〈a

0 , 

� a
n

〉；φ

〉
で

表
現
さ
れ
る
よ
う
な
事
実
（
が
あ
り
、
他
の
す
べ
て
の
命
題
は
、

そ
の
事
実
の
部
分
的
な
（
よ
り
詳
し
く
な
い
（
記
述
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
次
の
よ
う
に
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
言
語
的
手
段
を
用
い
て
、
事
実
の
個
体
化
・
差
別
化
を
与
え
よ

う
と
言
う
試
み
、
す
な
わ
ち
、
事
実
に
対
し
て
言
語
的
を
介
し
て

「
輪
郭
」
を
与
え
よ
う
と
言
う
試
み
、
は
成
功
し
な
い
。
世
界
に
は

い
く
つ
の
事
実
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
に
対
す
る
唯
一
恣
意
的
で
な

い
答
え
は
、「
一
つ
」
で
あ
る
。
世
界
に
は
「
世
界
は
全
体
と
し
て

φ
で
あ
る
」
と
言
う
事
実
（「
世
界
文
」
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
な

事
実
（
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
お
さ
ら
い
し
よ
う
。
事
実
と
パ
ー
ス
ペ
ク
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テ
ィ
ヴ
と
の
関
係
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
直
観
的
な
理
解
は
、「
同

じ
一
つ
の
事
実
」
に
複
数
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
対
応
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
妥
当
性
は
、
当
該
の
「
一
つ
の
事
実
」

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

様
々
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
対
応
す
るtruth-m

aker

と
し
て
の

「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
が
存
在
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
事
実
の
個
別

化
・
差
異
化
が
い
か
に
し
て
な
さ
れ
う
る
か
を
つ
ぶ
さ
に
考
え
た

時
、
様
々
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
対
応
す
べ
き
「
同
じ
一
つ
の
事

実
」
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
可
能
な
こ
と
は
た
か
だ
か
「
世

界
全
体
」
と
い
う
唯
一
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
す
な

わ
ち
、
実
在
す
る
真
のtruth-m

aker
は
、「
世
界
」
と
い
う
分
節

さ
れ
て
い
な
い
全
体
で
で
し
か
な
い
。

　

以
上
の
結
論
が
成
り
立
つ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
含
意

を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
れ
が
何
を
帰
結
し
な
い
か
を
見
て
お

こ
う
。

　

第
一
に
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
形
の
一
元
論
を
帰
結
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
一
元
論
の
重
要
な
論
点
は
、
全
体
に
関
す
る
知
識
は
部
分
に

関
す
る
知
識
に
先
行
す
る
、
あ
る
い
は
、
全
体
に
関
す
る
知
識
な
し

に
は
、
部
分
に
関
す
る
知
識
は
整
合
的
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
だ
が
、
上
の
議
論
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
帰
結
し
な
い
。「
恋

並
ぶ
」
や
「
恋
走
る
」
に
関
す
る
知
識
な
し
に
、
Ａ
君
と
B
さ
ん
が

恋
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
な
く
、

い
わ
ん
や
前
者
の
概
念
な
し
に
は
後
者
の
概
念
が
理
解
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
は
な
い
。
部
分
的
知
識
は
全
体
の
知
識
な
し
に
も
可
能
で

あ
る
し
、
実
際
、
わ
れ
わ
れ
は
部
分
を
知
る
こ
と
を
通
し
て
し
か
全

体
を
知
り
え
な
い
。

　

第
二
に
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
形
の
観
念
論
を
帰
結
す
る
わ
け
で
も

な
い
。
命
題
や
思
想
を
真
と
す
る
も
のtruth-m

aker

は
、
あ
く
ま

で
も
「
世
界
」・
実
在
の
側
で
成
り
立
っ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
ど

の
よ
う
な
言
語
を
選
択
す
る
か
を
含
め
て
、
わ
れ
わ
れ
の
側
の
何
ら

か
の
条
件
が
、
事
実
の
事
柄fact of the m

atter

を
変
え
る
わ
け

で
は
な
い
。

　

だ
が
、「
事
実
は
数
え
ら
れ
る
か
」
と
い
う
問
か
ら
出
発
し
た
わ

れ
わ
れ
の
考
察
が
、
事
実
の
個
体
化
は
不
可
能
だ
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
結
果
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
重
要
な
含
意
を
持
た
な

い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
何
度
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ

れ
は
少
な
く
と
も
、
事
実
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
の
関
係
に
関
す

る
わ
れ
わ
れ
の
直
観
、
す
な
わ
ち
、「
同
じ
一
つ
の
事
実
に
対
し
て

多
く
の
見
方
が
可
能
で
あ
る
」、
あ
る
い
は
、「
多
く
の
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
が
同
じ
一
つ
の
事
実
に
対
応
す
る
」
と
い
う
図
柄
の
修
正
を

迫
る
も
の
で
あ
る
。
直
観
的
理
解
に
従
え
ば
、
事
実
と
は
最
も
具
体

的
な
何
か
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
側
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
「
同

じ
一
つ
の
事
実
」
の
限
ら
れ
た
一
面
の
み
を
切
り
取
る
、
と
い
う
意

味
で
抽
象
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
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議
論
が
示
し
た
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
多
く
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と

対
置
さ
れ
る
「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
が
何
を
意
味
し
う
る
の
か
に
対

し
て
、
ひ
い
て
は
「
事
実
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
直
観

の
修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。「
事
実
」
はtruth-m

aker

で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
か
ら
独
立
の
「
実
在
性
」
を
持
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体

と
し
て
の
個
別
化
の
原
理
を
欠
き
、
ど
れ
か
特
定
の
命
題
・
思
想
を

truth-m
ake

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
も
の
」
と
は
異

な
り
、
事
実
は
あ
る
種
の
「
抽
象
性
」
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

事
実
は
、
何
ら
か
の
「
物
差
し
」
を
差
し
当
て
ら
れ
て
初
め
て
、
そ

の
個
別
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
「
物
差
し
」

（
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（
か
ら
独
立
な
「
事
実
そ
の
も
の
」
と
い
う

概
念
は
、
空
虚
な
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
問
題
が
、
思
想
史
や
現
代
哲
学
の

問
題
と
ど
う
か
か
わ
る
か
を
簡
潔
に
論
じ
て
み
た
い
。

五
、
デ
カ
ル
ト
と
バ
ー
ク
リ
ー

　

バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
は
、「
デ
カ
ル
ト
」
と
い
う
著
作

の
中
で
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
「
知
識
」
の
概
念
が
近
世
哲
学
の
中

心
に
置
か
れ
た
事
情
と
、
そ
れ
が
近
世
の
哲
学
史
に
も
た
ら
し
た
意

味
に
つ
い
て
、
明
快
で
説
得
力
の
あ
る
記
述
を
与
え
て
い
る

（B. W
illiam

s, D
escartes, T

he P
roject of P

ure E
nquiry, 

Pelican Books, 197（

（。
要
点
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
、
デ
カ
ル
ト
が
求
め
た
「
知
識
」
と
は
、
そ
れ
自

体
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
（
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
こ
に
あ
る
も

の
（
と
し
て
の
「
実
在
」
の
知
識
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
知
識
は
、

わ
れ
わ
れ
の
部
分
的
な
知
識
主
張
（
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（
が
な
ぜ

成
り
立
ち
う
る
か
を
も
説
明
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
本
来
の
知
識
、
す
な
わ
ち
パ
ー

ス
ぺ
ク
テ
ィ
ヴ
独
立
な
知
識
は
、
数
学
的
自
然
学
の
概
念
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
考
え
た
。
デ
カ
ル
ト
の
企
図
し
た
「
自
然
学

の
形
而
上
学
的
基
礎
付
け
」
と
は
、
自
然
科
学
的
諸
概
念
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
記
述
や
説
明
が
、
単
に
他
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
加

わ
る
も
う
一
つ
別
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（
信
念
（
な
の
で
は
な
く
、

「
実
在
」
に
つ
い
て
の
真
の
「
知
識
」
で
あ
り
う
る
の
は
い
か
に
し

て
か
、
を
示
そ
う
と
い
う
企
図
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
認
識

手
段
（
身
体
的
感
覚
（
も
、
そ
れ
に
基
づ
く
素
朴
な
常
識
的
世
界
の

理
解
も
、
徹
底
し
て
わ
れ
わ
れ
の
側
の
偶
然
的
条
件
に
依
存
す
る

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
な
能
力
に
よ
っ
て
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
方
法

に
よ
っ
て
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
独
立
な
知
識
に
至
る
こ
と
が
可
能

な
の
か
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
自
然
学
の
形
而
上
学
的

基
礎
付
け
」
と
は
、「
知
識
の
可
能
性
の
基
礎
付
け
」
を
与
え
る
こ

と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
立
て
ば
、
デ
カ
ル
ト
哲
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学
の
本
質
は
、「
我
あ
り
」
の
主
観
的
確
実
性
を
確
立
し
た
こ
と
で

も
、
心
身
二
元
論
を
主
張
し
た
こ
と
で
も
な
く
、
ま
さ
に
パ
ー
ス
ぺ

ク
テ
ィ
ヴ
独
立
で
非
人
称
的
な
も
の
と
し
て
の
「
客
観
的
実
在
性
」

の
概
念
を
規
定
し
、
た
か
だ
か
偶
然
な
条
件
に
支
配
さ
れ
一
人
称
的

視
点
を
し
か
持
ち
え
な
い
人
間
が
、
そ
の
よ
う
な
客
観
性
に
達
し
う

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
客
観
性
が
懐
疑
論
の
も
た
ら
す
問

（
そ
れ
も
一
つ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
の

か
、
と
い
う
問
（
に
対
し
て
、
い
か
に
し
て
自
ら
を
擁
護
し
う
る
か
、

を
示
そ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　

デ
カ
ル
ト
哲
学
の
中
心
課
題
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
き
、
近

世
哲
学
史
の
中
で
デ
カ
ル
ト
の
対
抗
軸
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
興
味
深
い
哲
学
者
は
、
バ
ー
ク
リ
ー
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
通
常

デ
カ
ル
ト
と
対
比
さ
れ
る
英
語
圏
の
哲
学
者
は
ロ
ッ
ク
で
あ
り
、
一

般
の
哲
学
史
の
上
で
は
バ
ー
ク
リ
ー
は
ロ
ッ
ク
の
批
判
者
と
し
て
、

ま
た
ロ
ッ
ク
と
ヒ
ュ
ー
ム
を
つ
な
ぐ
過
渡
的
存
在
と
し
て
、
位
置
づ

け
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
バ
ー
ク
リ
ー
哲
学
に
対
す
る
一
般

的
理
解
は
、
認
識
論
的
に
は
ロ
ッ
ク
に
連
な
る
経
験
論
者
、
形
而
上

学
的
に
は
ロ
ッ
ク
に
対
抗
す
る
観
念
論
者
・
非
物
質
論
者
（
物
質
反

実
在
論
者
（
だ
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
近
年
で
は
バ
ー
ク
リ
ー
を
反

表
象
主
義
的
な
直
接
実
在
論
者
と
し
て
解
釈
す
る
方
向
も
有
力
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
議
論
と
鋭
い
分
析

を
含
む
と
は
い
え
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
形
而
上
学
全
体
を
肯
定
的
に
評

価
す
る
こ
と
は
難
し
い
、
と
い
う
の
が
大
方
の
見
方
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
特
に
「
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う

バ
ー
ク
リ
ー
の
テ
ー
ゼ
は
、
哲
学
者
の
提
出
し
た
典
型
的
な
不
合
理

な
主
張
と
し
て
、
近
代
・
現
代
の
多
く
の
論
者
か
ら
排
斥
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
バ
ー
ク
リ
ー
自
身
の
意
図
の
中
心
が
ど
こ
に

あ
っ
た
か
と
は
別
に
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
議
論
を
デ
カ
ル
ト
的
な
知
識

と
実
在
の
「
絶
対
概
念
」
の
徹
底
し
た
批
判
と
し
て
読
み
直
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
バ
ー
ク
リ
ー
哲
学
の
新
た
な
意
義
を
見
出
す
こ
と
は

可
能
だ
と
思
う
。
そ
の
読
み
直
し
と
は
、
バ
ー
ク
リ
ー
を

perspectivist

と
し
て
読
も
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、「
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ

を
、
パ
ー
ス
ぺ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
宣
言
、
す
な
わ
ち
、「
い
か
な

る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
も
独
立
な
実
在
」
と
い
う
概
念
の
不
整

合
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
、
と
し
て
再
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
存
在
す
る
」
は
常
に
、
何
ら
か
の
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
対
し
て
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
も
独
立
に
存
在
す
る
「
客
観
的
・
絶
対
的
実
在
」

と
い
う
概
念
が
、
空
虚
で
不
整
合
な
概
念
だ
と
い
う
こ
と
を
バ
ー
ク

リ
ー
は
示
そ
う
し
て
い
る
、
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、

バ
ー
ク
リ
ー
の
「
物
質
」
批
判
は
、「
外
的
な
物
質
」、「
心
の
外
側

に
あ
る
物
質
」、「
物
質
の
絶
対
的
存
在
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
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こ
で
の
批
判
の
多
く
は
、「
も
の
」（
物
質
（
が
持
つ
と
さ
れ
る
「
知

ら
れ
る
・
知
覚
さ
れ
る
」
こ
と
か
ら
独
立
に
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
多
く
の
性
質
が
、
す
で
に
「
知
ら
れ
る
・
知
覚
さ
れ
て
い
る
」
こ

と
を
前
提
と
し
、
そ
の
こ
と
な
し
に
は
整
合
的
に
理
解
で
き
な
い
、

と
い
う
論
法
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。「
知
覚
さ
れ
て
い
る
」

を
「
あ
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
も
と
に
あ
る
」
と
置
き
か
え
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
論
法
は
、
上
で
見
た
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
的
な
「
知
識
」
や

「
実
在
」
概
念
に
対
す
る
真
正
面
か
ら
の
批
判
だ
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

バ
ー
ク
リ
ー
の
一
つ
の
興
味
深
い
点
は
、
彼
が
先
輩
の
ロ
ッ
ク
や

後
輩
の
ヒ
ュ
ー
ム
と
は
異
な
っ
て
、
き
わ
め
て
先
鋭
な
形
而
上
学

的
・
存
在
論
的
主
張
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク

は
不
可
知
論
的
二
元
論
者
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
も
お
そ
ら
く
は
そ
う

で
あ
る
。
彼
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
デ
カ
ル
ト
の
知
識
概
念

を
批
判
し
て
い
る
が
、
彼
ら
の
主
要
な
関
心
は
存
在
論
的
な
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
バ
ー
ク
リ
ー
は
、
存
在
す
る
も
の
は
観
念

と
心
の
み
だ
、
と
い
う
極
端
な
形
而
上
学
的
主
張
を
行
う
。
ま
さ
に

そ
れ
ゆ
え
に
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
主
張
を
パ
ー
ス
ぺ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

と
し
て
整
合
的
に
読
み
換
え
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
単
に
実
証
主
義
的
・
検
証
主
義
的
立
場
に
基
づ
く

相
対
主
義
的
知
識
観
と
し
て
で
は
な
く
、
形
而
上
学
的
な
一
つ
の
立

場
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
的
実
在
論
が
提
示
す
る
実
在
概

念
と
は
異
な
る
実
在
の
描
像
の
可
能
性
と
し
て
、
提
示
す
る
手
掛
か

り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
上
の
よ
う
な
読
み
直
し
は
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
意
図
そ

の
も
の
で
は
な
い
し
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
で
支
持
で

き
る
と
は
思
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
パ
ー
ス
ぺ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は

観
念
論
を
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
上
で
見
た
よ
う
に
、

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
独
立
な
「
同
じ
一
つ
の
事
実
」
を
否
定
す
る
こ

と
は
、truth-m

aker

が
心
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
で
は

な
い
。
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
主
張
が
、
伝
統
的
な
意
味
で

の
「
観
念
」
の
先
行
性
や
人
間
的
精
神
の
遍
在
性
を
含
意
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
非
物
質
論
の
主
要
な
議
論
で

あ
る
、
い
わ
ゆ
るm

aster argum
ent

が
成
功
し
て
い
な
い
こ
と

は
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
非
人
称
的
な
「
客

観
的
」
実
在
の
概
念
は
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
考
え
た
仕
方
で
不
整
合
な

も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
や
は
り
「
抽
象
的
」

な
も
の
で
あ
る
。
抽
象
的
な
も
の
は
実
在
し
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
当
然
、
具
体
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
も
の
な

し
に
は
抽
象
的
な
も
の
は
存
在
し
え
な
い
。
抽
象
的
な
も
の
を
具
体

的
な
も
の
と
取
り
違
え
る
こ
と
（
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
言
う
「
具
体

性
誤
置
の
誤
謬
」（
こ
そ
が
、
デ
カ
ル
ト
的
・
実
在
論
的
な
実
在
概

念
に
対
し
て
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
第
一
の
事
柄
だ
と
い
う
の
が
、
私

の
現
在
の
理
解
で
あ
る
。
バ
ー
ク
リ
ー
は
、
自
ら
の
主
張
を
「
心
」
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と
「
観
念
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
言
い
表
そ
う
と
し
た
こ
と
で
、

パ
ー
ス
ぺ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
観
念
論
を
混
同
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ー
ク
リ
ー
が
、
通
常
理
解
さ
れ

て
い
る
以
上
に
重
要
な
哲
学
者
で
あ
り
、
そ
の
哲
学
は
、
適
切
な
読

み
換
え
に
よ
っ
て
、
現
代
的
な
意
味
を
与
え
う
る
、
と
考
え
る
。

六
、
現
代
哲
学
の
問
題
と
し
て

　

近
世
の
哲
学
が
デ
カ
ル
ト
の
問
と
い
か
に
格
闘
し
て
き
た
の
か
の

物
語
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
が
「
知
識
」
と
「
実
在
」

の
概
念
を
哲
学
の
中
心
に
据
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
の
基
調
は

「
懐
疑
論
の
克
服
」
へ
と
向
け
ら
れ
た
。
近
世
哲
学
の
中
心
問
題
は

知
識
の
正
当
化
で
あ
り
認
識
論
的
基
礎
付
け
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
デ
カ
ル
ト
の
考
え
た
よ
う
な
一
人
称
的
意
識
の
確
実
性
か
ら
非

人
称
的
・
客
観
的
知
識
へ
の
筋
道
が
、
は
た
し
て
、
ま
た
い
か
に
し

て
、
可
能
と
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
20
世
紀
の
哲
学
の
主
要
な
動
向
は
、
一
人
称
か

ら
非
人
称
へ
の
移
行
・
超
越
の
可
能
・
不
可
能
の
問
題
と
い
う
よ
り

も
、
純
粋
に
一
人
称
的
な
事
実
の
記
述
が
そ
も
そ
も
整
合
的
な
仕
方

で
可
能
な
の
か
、
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
な

一
人
称
（
意
識
（
の
視
点
と
い
う
概
念
は
、
客
観
的
知
識
の
基
礎
と

し
て
不
十
分
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
自
体
不
整
合
な
も
の
で

は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
一
人
称
的
視
点
を
理
解
で
き
る
た
め
に

は
、
す
で
に
自
ら
を
客
観
的
秩
序
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
論
点
が
哲
学
者

の
間
の
共
通
理
解
と
し
て
次
第
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
こ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
的
な
「
基
礎
付
け
主
義
」
の
不
毛
性
が

し
ば
し
ば
提
唱
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
近
年
の
心
の
哲
学
の
議
論
は
、
一
人
称
的
な
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
・
認
識
の
特
異
性
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ク
オ
リ

ア
問
題
な
ど
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
脳
科
学
や
認
知
科
学
の

発
展
に
基
づ
く
客
観
的
（
非
人
称
的
（
理
解
は
、
一
人
称
的
な
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（
意
識
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（
の
特
異
性
を
記
述

で
き
ず
、
な
ぜ
そ
れ
が
客
観
的
世
界
に
存
在
し
得
る
か
を
十
分
に
は

説
明
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
意
識
を
持
つ
存
在
と
し
て
こ
の
世
界

に
実
在
し
て
い
る
と
い
う
自
明
な
「
事
実
」
を
考
え
る
な
ら
、
純
粋

な
非
人
称
的
世
界
の
記
述
と
い
う
概
念
は
、
世
界
の
具
体
的
記
述
と

し
て
、
完
全
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
、
と
主
張
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
事
実
の
個
別
化
の
問
題
の
検
討
を
通
し
て
私
が
示
唆
し
た

か
っ
た
こ
と
は
、
純
粋
な
一
人
称
的
経
験
記
述
が
、
単
に
不
十
分
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
不
整
合
で
あ
る
と
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
と

ま
さ
に
同
様
に
、
純
粋
な
非
人
称
的
世
界
記
述
が
、
具
体
的
客
観
的

な
も
の
の
記
述
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
単
に
不
十
分
で
あ
る
ば
か
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り
で
な
く
不
整
合
な
も
の
な
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
分
節
さ
れ
た
事
実
と
い
う
概
念
は
、
事
実
を
分
節
化
す
る
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
し
に
は
意
味
を
持
た
ず
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
独

立
な
個
別
的
事
実
の
全
体
か
ら
な
る
世
界
と
い
う
想
定
は
、
空
虚
な

想
定
な
の
で
は
な
い
か
。
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
側

の
偶
然
的
条
件
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
課
せ
ら
れ
た
と
言
う
意
味

で
、
本
来
の
意
味
で
の
「
知
識
」
や
「
実
在
」
の
概
念
に
と
っ
て
余

分
な
も
の
な
の
で
は
な
く
、
具
体
的
事
実
や
具
体
的
実
在
の
中
に
本

質
的
に
含
ま
れ
、
世
界
の
構
造
を
規
定
す
る
何
か
な
の
で
は
な
い

か
。

　
「
事
実
は
数
え
ら
れ
る
か
」
と
い
う
一
見
瑣
末
な
問
題
の
考
察
が
、

以
上
の
よ
う
な
モ
ナ
ド
論
的
形
而
上
学
の
可
能
性
と
必
要
性
を
示
唆

し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
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Aspects of Good in Plato’s Gorgias

Yurie SHIRANE

 The purpose of this paper is to show that in Plato’s Gorgias, Socrates tries 
to prove his own thesis “doing injustice is evil and shame”, by refuting differ-
ent moral values of three characters, Gorgias, Polus and Callicles.  As for what 
is good and bad, Callicles’ criterion is based on pleasure and pain, while Polus’ 
is based on beauty and ugliness.  And Gorgias, while knowing that knowledge 
is the best thing, doesn’t realize “doing injustice is evil and shame”.  Possibly 
this set of three characters will be then later developed into the tripartite theo-
ry of soul in Resp.  In refuting their moral values, Socrates practices “the art of 
the conversion of the soul”.  Socrates maintains his thesis before he starts the 
dialogue.  It is not a result of the elenchus, but a starting point of Socrates’ eth-
ical thinking.  He fears committing injustice, but never fears death. Here we 
can see the core of Socrates‘s philosophy.

＊　　＊　　＊

Fact and Perspective

Koichi NAKAGAMA

 We often say that many perspectives correspond to one and the same fact.  
In this paper, I argue that there is no perspective-independent principle of indi-
viduation about fact.  I give an argument to prove that any attempt to individ-
uate fact through thoughts or propositions will necessarily fail.  Then, I discuss 
the implication of this failure on the traditional problems of philosophy and 
suggest the possibility and importance of perspectivism.
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