
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
い
う
点
で
、
そ
の
資
本
円
規
填
も
、
い
き
お
い
大
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
外
資
導
入
の
必
要
と
困
難
と
と
が
、

た
が
い
に
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
、
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
国
内
盗
本
が
貧
弱
で
あ
り
、
外
資
を
求
め
る
必
然
性
が
増

大
し
、
す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
経
営
が
、
と
に
も
か
く
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
場

合
に
も
、
社
会
機
構
と
し
て
は
、
ア
ヴ
ィ
ア
ー
ド
は
、
そ
れ
が
後
進
的
で
あ
る

こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
、
こ
の
先
進
的
な
経
営
に
結
び
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
、
ア
マ
ゾ
ニ
ア
に
あ
っ
て
は
、
一
等
車
と
四
等
車
と
は

依
然
前
結
し
っ
っ
、
経
洛
開
発
と
い
う
新
し
い
軌
道
を
、
当
分
の
間
は
走
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
に
、
後
進
地
域
開
発
の
一
般
性
と
特
殊
性
と
が
、

考
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
付
記
、
本
稿
に
つ
い
て
は
、
泉
・
斉
藤
両
氏
著
「
ア
マ
ゾ
ン
」
に
負
う
と
こ

　
　
　
　
ろ
が
多
い
（
本
誌
第
二
十
四
号
参
照
）
。

童
日

評
岡
部
寛
之
著
「
保
険
学
新
講
」

西

藤

雅

夫

　
こ
こ
数
年
の
間
に
公
に
さ
れ
た
保
険
学
の
論
著
は
、
決
し
て
少
し
と
し
な

い
。
そ
れ
ら
の
中
に
あ
っ
て
、
岡
部
寛
之
博
士
の
近
著
「
保
険
学
新
講
」
　
（
昭

書
評
「
保
険
学
新
講
」

和
三
十
一
年
三
月
、
保
険
研
究
社
、
二
四
四
頁
）
は
、
、
特
異
の
立
場
に
立
ち
、

特
異
の
体
系
を
持
つ
点
で
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
労
作
で
あ
る
。
本
書
が
触

れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
首
題
は
、
従
来
の
保
鹸
堂
・
か
ら
見
れ
ば
、
た
し
か
に
新

し
い
課
題
を
謎
供
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
私
は
、
そ
の

う
ち
の
一
、
二
を
紹
介
し
て
、
そ
の
方
面
か
ら
、
本
書
の
特
色
を
明
か
に
し
た

い
と
思
う
。

　
ま
ず
著
者
は
、
本
書
の
序
言
に
於
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
…
…
説

き
き
た
り
展
開
す
る
理
論
は
、
こ
れ
こ
と
ご
と
く
従
来
の
保
険
学
説
と
全
く
異

っ
た
新
ら
た
な
る
説
で
あ
る
。
而
も
そ
の
場
合
、
著
者
の
理
論
的
立
場
は
い
う

ま
で
も
な
く
『
資
本
論
』
の
正
当
さ
に
立
脚
し
て
如
何
に
保
険
を
把
握
す
る
か

に
あ
り
、
そ
し
て
一
応
経
済
学
的
に
と
り
’
6
0
ぐ
べ
き
、
保
険
を
め
ぐ
る
諸
問
題

に
つ
い
て
は
す
べ
て
取
り
あ
げ
て
検
討
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
展
開
の

過
程
に
於
て
従
来
の
保
険
論
と
の
懸
隔
を
明
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
限
り
こ

れ
が
批
判
を
加
え
、
然
る
後
に
自
説
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
…
…
。
」
　
「
…

…
そ
れ
は
や
や
も
す
れ
ば
顕
微
鏡
的
詮
索
に
の
み
終
始
し
て
い
る
従
来
の
学
問

に
対
す
る
研
究
態
度
を
脱
却
し
て
、
た
と
え
、
大
雑
把
で
も
よ
い
、
荒
削
り
で

も
よ
い
か
ら
、
と
も
か
く
体
系
的
、
有
機
的
な
学
説
を
打
建
て
る
、
そ
の
上
で

室
内
装
飾
を
ほ
ど
こ
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
著
者
の
考
え
方
に
依
拠
す
る
も
の

で
あ
る
…
…
」
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
窺
え
る
よ
う
に
、
著
者
は
、
野
心
的
な
態
度
で
、
従
来
の
保

険
学
に
挑
み
、
そ
う
い
う
理
論
の
展
開
の
う
ち
に
、
お
の
ず
か
ら
一
つ
の
体
系

が
組
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
溝
新
の
風
を
吹
き
入
れ
た
、
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
て
、
こ
の
体
系
が
、
理
論

六
七



書
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」

的
に
充
分
に
整
っ
て
い
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
私
の
紹
介
が
、
こ

の
点
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、
も
と
よ
り
そ
の
故
を
以
・
て
、
本
書

の
価
値
が
減
ぜ
ら
れ
る
と
見
る
べ
き
で
な
い
。

二

　
い
ま
本
書
は
、
理
論
保
険
学
、
保
険
史
、
保
険
政
策
の
三
篇
か
ら
成
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
大
部
分
は
理
論
保
険
学
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
十
四
の
章

に
及
び
、
著
者
の
保
険
．
理
論
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
の
二

者
に
は
、
僅
か
に
三
つ
の
章
が
与
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
の
理
論
保
険
掌
は
、
序
論
の
ほ
か
、
保
険
学
方
法
論
、
保
険
の
分
類
、
保

険
の
概
念
、
保
険
の
基
礎
と
し
て
の
信
用
制
度
一
般
、
保
険
資
本
の
本
質
、
保

険
労
働
の
本
質
、
保
険
利
潤
の
本
質
、
経
界
準
備
説
批
判
、
保
険
の
資
本
主
嚢

的
役
割
、
保
険
と
社
会
的
予
備
、
保
険
と
価
値
論
、
保
険
資
本
の
集
中
集
横
、

保
険
と
景
気
変
動
の
各
項
目
に
わ
た
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
著
者
に
於
て
は
、
保
険
の
本
質
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
定
義
が
与

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
保
険
と
は
信
用
制
度
一
般
の
基
礎
の
上
に
た
っ

て
、
偶
然
の
事
故
の
場
合
に
危
険
を
負
担
す
る
を
内
容
と
す
る
信
用
と
い
う
商

品
を
組
織
し
、
実
現
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
特
殊
の
資
本
主
義
的
企
業
で
あ
る
。
」

（
三
七
頁
）
し
た
が
っ
て
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
保
険
の
基
．
盤
は
信
用
制
度
で
あ

る
が
、
資
本
主
義
経
済
に
於
け
る
信
用
の
意
義
や
役
割
や
、
そ
れ
と
保
険
と
の

関
連
性
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
保
険
学
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
も
と
も
と
保
険
学
が
、
第
一
に
は
「
従
来
社
会
経
時

か
ら
遊
離
し
た
、
個
体
と
し
て
把
握
さ
れ
た
保
険
を
、
社
会
経
済
ほ
資
本
主
義

六
八

経
濱
と
の
関
連
性
に
於
て
把
握
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
　
「
斯
く
て

把
握
さ
れ
た
保
険
を
如
何
に
す
れ
ば
、
現
実
の
分
析
に
近
づ
け
、
適
用
す
る
こ

と
が
出
来
る
か
を
検
討
す
る
」
　
（
三
七
頁
）
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
著
者
の
見

解
に
基
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
著
者
は
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
、

す
な
わ
ち
従
来
社
会
経
済
よ
り
遊
離
、
抽
出
さ
れ
、
個
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て

来
た
保
険
を
一
切
否
定
し
て
、
も
つ
ば
ら
資
本
主
義
経
済
そ
の
も
の
と
の
関
運

か
ら
、
保
険
の
本
質
を
明
か
に
し
よ
う
と
せ
ら
れ
る
。

　
そ
う
い
う
見
解
は
、
保
険
学
が
経
済
学
で
あ
る
院
り
、
著
者
を
．
ま
つ
ま
で
も

な
く
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、
あ
た
．
か
も
そ
．
の
資
本
主
義

経
済
そ
の
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
本
質
を
具
え
て
い
る
か
と
、
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
へ
の
経
済
的
な
関
連
が
、
如
何
な
る
機
溝
を
持
つ
か
と
い
う
点
に
あ

る
。
そ
れ
を
著
者
は
、
信
用
た
る
と
こ
ろ
の
商
品
と
し
て
、
考
察
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

三

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
　
「
信
用
は
所
有
と
し
て
の
資
本
と
機
能
資
本
と
の
間
の
関

係
を
表
現
す
る
」
　
（
四
九
頁
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
　
「
資
本
主
義
的
生
産
様

式
の
内
在
的
な
形
態
で
あ
る
。
」
（
五
〇
頁
）
と
こ
ろ
で
、
　
「
資
本
主
義
社
会

の
一
層
高
度
の
発
展
段
階
に
於
て
は
銀
行
信
用
の
占
め
る
地
位
役
割
は
ま
す
ま

す
決
定
的
と
な
り
、
他
方
商
業
信
用
は
そ
の
純
粋
な
姿
で
現
れ
る
こ
と
は
益
々

少
く
な
り
、
銀
行
信
用
に
よ
っ
て
複
雑
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
の
で
あ

る
」
　
（
五
六
頁
）
が
、
　
「
そ
れ
は
両
々
相
挨
っ
て
一
つ
の
統
一
を
な
し
て
い

る
。
」
　
（
五
七
頁
）



　
き
て
著
者
に
於
て
は
、
保
険
の
資
本
は
、
も
と
も
と
貸
付
別
本
ロ
銀
行
資
本

と
異
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
そ
れ
は
本
質
的
に
商
業
資

本
に
属
す
る
。
」
　
（
六
八
頁
）
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
保
険
資
本
が
、
貨
幣

取
引
資
本
と
し
て
把
握
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
六
九
頁
）
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
…

…
保
険
資
本
の
本
質
は
、
貸
付
資
本
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
は
商
業
資
本
と
し

て
、
そ
の
中
の
貨
幣
取
5
1
に
属
す
る
事
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
実
は
資
本

主
義
社
会
に
於
て
金
融
と
は
、
外
な
ら
ぬ
こ
の
貸
付
資
本
に
の
み
編
目
さ
る
べ

き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
に
は
貸
付
資
本
も
、
貨
幣
取
引
資
本
も
が

混
同
視
さ
れ
、
お
よ
そ
、
貨
幣
を
取
扱
う
業
務
は
す
べ
て
こ
れ
を
金
融
機
関
で

あ
る
と
忠
義
さ
れ
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
…
…
…
貨
幣
取
引
資
本
は
形
態

的
に
は
貸
付
資
本
に
密
着
し
て
お
り
、
就
中
保
険
資
本
は
形
態
的
に
は
貸
付
資

本
と
同
一
の
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
貸
付
資

本
で
は
な
く
し
て
、
本
質
的
に
は
商
業
資
本
で
あ
り
、
貨
幣
取
引
資
本
で
あ
る

と
云
う
点
に
隔
て
銀
行
と
は
根
本
的
に
相
異
し
て
お
り
純
粋
な
る
意
味
で
は
金

融
機
関
で
は
な
い
…
…
」
　
（
七
五
一
七
六
頁
）
。

　
こ
の
保
険
資
本
は
、
　
「
資
本
・
日
義
的
生
産
様
式
の
派
生
的
形
態
と
し
て
、
再

生
産
郵
程
の
拡
大
化
に
影
響
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
」
　
（
一
一
九
頁
）
と
し
て

理
解
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
資
本
の
運
動
は

三
轄
）
－
。
（
嚢
）
〈
熊
［
ミ
（
φ
・
＋
レ
φ
・
）

と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
運
動
の
可
能
性
は
、
現
実
的
資
本
の
運

動

書
評
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」

・
当
命
『
「
。
・
（
Ω
÷
邑

に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
。
」
　
（
一
一
九
一
一
二
〇
頁
）
い
い
か
え
れ
ば
、

保
険
の
販
売
（
実
現
）
は
資
本
の
拡
大
再
生
産
過
程
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

四

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
保
険
は
、
信
用
と
い
う
商
品
を
組

織
す
る
資
本
・
王
義
的
企
業
で
あ
る
。
　
「
そ
こ
に
於
て
保
険
は
一
応
保
険
信
用
と

い
う
商
品
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
点
に
問
題
が
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
定
義
と
い
う
一
般
的
、
概
観
的
な
考
察
の
場
合
に
於
て

は
、
一
応
商
品
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
保
険
の
本
質
的
な
把
握
を
別
と
す

れ
ば
決
し
て
的
外
れ
で
な
く
、
む
し
ろ
一
般
人
に
と
っ
て
説
明
し
易
い
表
現
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
然
し
保
険
と
「
価
櫨
論
」
と
い
う
よ
り
厳
密

な
、
よ
り
本
質
的
把
握
を
な
す
べ
き
段
階
に
於
て
は
こ
の
保
険
の
商
品
性
が
ま

つ
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
　
（
＝
二
九
頁
）

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
著
者
は
、
保
険
を
一
種
の
仮
装
的
商
晶
と
し
て
考
察
せ

ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
私
は
、
既
に
論
評
を
加
え
た
の
で
あ
る
か
ら
（
本

誌
、
第
二
十
九
号
、
保
険
の
本
質
と
そ
の
商
品
性
）
、
こ
こ
に
は
触
れ
な
い
。

た
だ
最
近
は
し
な
く
も
、
同
じ
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
立
場
か
ら
展
開
さ
れ
た
庭

田
範
秋
氏
の
見
解
が
、
こ
の
商
品
性
を
正
面
か
ら
否
定
し
て
い
る
（
保
険
商
品

説
の
研
究
、
三
田
学
会
雑
誌
、
四
八
巻
一
〇
号
）
の
と
対
比
し
て
、
興
味
あ
る

こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
て
著
者
に
よ
れ
ば
、
　
「
保
険
盗
本
は
、
社
会
的
総
再
生
産
過
程
に
於
け
る

六
九
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総
余
剰
価
値
よ
り
の
控
除
、
占
有
で
あ
り
、
保
険
利
潤
は
費
用
の
節
約
と
い
う

形
で
消
極
的
に
の
み
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
利
潤
は
一
般
利
潤

率
の
形
成
に
参
与
し
得
ず
、
ま
さ
に
そ
の
反
対
に
与
え
ら
れ
た
一
般
的
利
潤
率

が
保
険
費
用
と
保
険
資
本
と
し
て
独
立
化
せ
し
め
る
…
…
換
言
す
れ
ば
保
険
に

建
て
も
、
　
『
商
品
が
単
純
に
諸
商
品
と
し
て
交
換
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
余

剰
価
値
総
量
の
中
か
ら
自
己
の
大
小
に
比
例
し
た
配
当
分
を
、
即
ち
相
等
し
い

大
き
さ
に
対
し
て
は
等
量
の
配
当
分
を
、
要
求
す
る
諸
資
本
の
諸
生
産
物
と
し

交
換
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
』
斯
く
し
て
云
う
な
れ
ば
、
保
険
に
於
て
は
個
別

的
価
値
の
平
均
化
と
し
て
の
市
場
価
値
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
は
市
場
価
値
一

般
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
L
　
（
一
五
二
一
五
三
頁
）
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右
に
於
て
私
は
、
本
書
の
「
理
論
保
険
学
」
の
諸
問
題
の
う
ち
、
ご
、
三
を

と
り
あ
げ
て
紹
介
し
た
。
そ
の
他
の
諸
問
題
も
、
す
べ
て
こ
れ
ら
に
有
機
的
に

不
可
分
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
。
い
ま
そ
の
根
底
に
流
れ
る

も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
資
本
論
」
に
立
脚
す
る
学
説
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
、
著
者
の
野
心
的
な
企
図
が
観
取
で
き
る
。

　
こ
の
企
図
が
、
果
し
て
厳
密
な
理
論
体
系
の
も
と
に
、
達
成
せ
ら
れ
た
か
否

か
は
、
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
批
判
に
委
ね
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
本
書
が
、

何
ら
か
を
示
唆
す
る
．
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
私
も
ま
た
、
あ
る
点
で
は
同
意

し
つ
つ
、
他
面
見
解
を
異
に
す
る
こ
と
を
曾
比
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
た
い
。

　
本
書
に
於
て
は
、
既
に
明
か
な
よ
う
に
、
従
来
保
険
が
学
と
し
て
充
分
で
な

七
〇

か
っ
た
こ
の
分
野
に
、
経
済
掌
と
し
て
の
保
険
学
の
地
位
を
築
こ
う
と
い
う
著

者
の
意
図
か
ら
、
い
く
つ
か
の
文
献
を
駆
使
し
て
、
そ
の
理
論
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
於
て
、
マ
ル
ク
ス
や
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
ィ

ン
グ
が
し
ば
し
ば
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
著
者
の
立
場
の
特
色
か
ら
考
え

て
、
ま
こ
と
に
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
反
面
に
、
そ
の

他
の
内
外
の
文
献
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
、
必
ず
し
も
多
く
は
な
く
、
こ
と
に
、

外
国
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
こ
れ
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
や
や
も

の
足
り
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
理
論
の
展
開
は
、
あ
く
ま
で
独
自
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
、
丈
献
は
常
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
や
し
く
も
新
し
い
理
論
は
、
古
き
そ
れ
ら
の
理
鱈
批

判
か
ら
、
慎
重
に
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
で
き
る
だ
け
多

く
を
内
外
の
学
説
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
学
問
的
態
度
と
し
て
望
ま
し

い
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
わ
が
国
の
学
者
が
え
て
し
て
陥
っ
た
よ
う
な
、
外
国

へ
の
追
随
も
し
く
は
紹
介
の
卑
屈
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
た
だ
、
勲
爵
追
求
へ
の
道
は
、
き
わ
め
て
多
く
の
見
解
を
虚
心
に
聴
く
こ
と

の
う
ち
に
開
か
れ
る
。
本
書
を
通
し
て
の
、
私
の
著
者
に
対
す
る
理
解
は
、
も

と
よ
り
皮
相
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
業
績
に
向
っ
て
非
礼
に
わ
た
る
こ
と
を
怖
れ

る
が
、
そ
う
い
う
点
に
い
ま
少
し
配
慮
が
な
さ
れ
ば
、
著
者
み
ず
か
ら
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
顕
微
鏡
的
で
な
い
理
論
の
体
系
が
、
一
層
み
ご
と
に
打
ち

建
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
伝
統
的
保

険
理
論
に
対
し
て
、
本
書
が
特
異
の
地
位
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
　
（
一
九
五
六
・
四
．
一
七
）


