
港
道
先
生
、

曲
が
り
な
り
に
も

｢

倫
理
思
想
史｣

の
講
義
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
受
講
者
は
少
数
で
し
た
が
、
立
派
な
学
生
た
ち
で
し
た
。

先
生
か
ら
講
義
を
引
き
継
い
だ
際
に
い
た
だ
い
た
、
ル
ソ
ー
の
社
会
思

想
の
源
泉
を
め
ぐ
る
講
義
原
稿
と
資
料
は
、
二
回
ほ
ど
で
解
説
し
終
え
ま

し
た
。
引
用
箇
所
の
プ
リ
ン
ト
を
参
照
し
つ
つ
、
論
を
た
ど
り
な
が
ら
、

私
た
ち
は
ル
ソ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
の
今
日
的
な
意
味
を
噛
み
締

め
ま
し
た
。
ル
ソ
ー
の
洞
察
に
照
ら
し
て
、
現
在
の
日
本
の
民
主
政
治
が

た
え
ず
話
題
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。
近
代
的
な

｢

人
民｣

概
念
へ
の
最
初

の
本
格
的
な
と
り
組
み
と
も
言
え
る

『

社
会
契
約
論』

が
、
現
在
の
政
治

の
問
題
点
を
容
赦
な
く
明
る
み
に
出
し
て
く
れ
る
様
子
に
、
私
た
ち
は
目

を
見
張
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
、
お
預
か
り
し
た
講
義
資
料
を
終

え
る
と
、
先
生
が
戻
っ
て
こ
ら
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ

『

社
会
契
約
論』

を

丹
念
に
読
み
進
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
学
生
た
ち
は
熱
心
に
授
業
に
参

加
し
て
く
れ
ま
し
た
。

や
が
て
、
先
生
か
ら
、
原
稿
用
紙
に
手
書
き
で
綴
ら
れ
た
講
義
ノ
ー
ト

が
届
き
ま
し
た
。
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
う
こ
と
の
で
き
な
い
健
康
状
態
が
気

遣
わ
れ
ま
し
た
が
、
原
稿
の
内
容
は
確
か
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
、
ル

ソ
ー
の
思
想
の
変
化
に
注
目
し
た
考
察
で
し
た
。｢

自
然
に
帰
れ｣

と
い

う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
が
ち
な
ル
ソ
ー
の
信
条
は
、
実
際
に
は

自
然
賛
美
か
ら
社
会
性
の
賛
美
へ
と
逆
転
し
て
い
る
、
そ
の
原
因
は
何
な

の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
鮮
烈
に
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で

｢

ル
ソ
ー
の
自
由
概
念
解
釈
は
困
難
の
極
み｣

と
さ
れ
て
い
る
一
節
は
、

私
な
り
に
ル
ソ
ー
の
位
置
付
け
を
し
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
も

の
で
し
た
。
先
生
は
こ
う
注
釈
さ
れ
ま
す
。

ル
ソ
ー
に
と
っ
て
、
自
由
と
は
恣
意
を
意
味
し
な
い
。
一
切
の
恣
意
の

克
服
と
排
除
。
自
由

[

と
は]

個
人
が
、
自
分
の
上
に
立
て
る
厳
格
に

し
て
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
法
へ
と
、
自
己
を
束
縛
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

自
由
と
は
法
か
ら
の
離
反
で
は
な
く
、
法
へ
の
自
発
的
な
同
意
で
あ
る
。

｢
一
切
の
恣
意
の
克
服
と
排
除｣

と
し
て
の
自
由
、
そ
の
意
味
で｢

束
縛｣

に
ほ
か
な
ら
な
い
自
由

実
に
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
こ
そ
、
ル
ソ
ー
哲
学

の
逆
転
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
社
会
性
そ
の
も
の
が
は
ら
む
根
本
的
な
逆

説
を
探
る
た
め
の
、
最
大
の
手
掛
か
り
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
問
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い
に
触
発
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
私
も
遅
れ
ば
せ
の
レ
ポ
ー
ト
の
よ
う
な
も

の
を
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ひ
と
が
社
会
の
一
員
に
な
る
こ
と
は
、
単
な
る｢

自
分｣

で
し
か
な
か
っ

た
も
の
が
、
一
人
の

｢

個
人｣

に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
、
自
ら
の
欲
望
に
も
と
づ
い
て
利
害
か
ら
行
動
す
る
だ
け
で
あ
っ

た
個
体
が
、
他
者
を
自
ら
と
同
様
に
尊
重
し
つ
つ
行
動
す
る
人
格
へ
と
変

容
す
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
は
一
つ
の
飛
躍
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ル
ソ
ー

は
こ
の
飛
躍
を
、｢

契
約｣

に
入
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
仔
細
に
分
析
し
た

わ
け
で
す
。｢

契
約｣

と
は
、
誰
か
と
誰
か
の
あ
い
だ
の
取
り
決
め
で
あ

り
、
複
数
の
当
事
者
の
あ
い
だ
の
約
束
で
す
か
ら
、
人
間
の
自
由
が
逆
説

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
約
束
そ
の
も
の
に
逆
説
的
な
構
造
が
含

ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
先
生
か
ら
は
、｢

参
考
に｣

と
い
う
伝
言
と
共
に
、
ア
ル
チ
ュ

セ
ー
ル
の
ル
ソ
ー
論
の
読
書
ノ
ー
ト
を
受
け
取
り
ま
し
た
。
ル
ソ
ー
の
社

会
契
約
説
を
貫
く
パ
ラ
ド
ク
ス
を
、
先
生
が
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
議
論
を

用
い
て
照
ら
し
だ
そ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
さ
ま
理
解
さ
れ

ま
し
た
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
読
み
は
、
ル
ソ
ー
の

｢

契
約｣

の
中
核
に

�ず
れ��

����
�

�
を
見
出
す
か
ら
で
す
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
慎
重
な
手

続
き
に
よ
っ
て
、
個
人
と
社
会
の
あ
い
だ
の
契
約
と
は
、
実
際
に
は
契
約

の
結、
果、
と、
し、
て、
現
れ
る
は
ず
の
者
と
の
契
約
で
し
か
な
い
こ
と
、
つ
ま
り

そ
も
そ
も
契
約
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
す
。

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
は
自
ら
が
出
会
っ
た
こ
の

�ず
れ
�

を
す
ぐ
に
覆
い
隠
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
覆
い
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て

�ず

れ
�
の
解
消
は
別
の
次
元
へ
と
持
ち
越
さ
れ
、
い
ず
れ
現
実
社
会
に
お
け

る
実
践
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
水
際
立
っ
た
分
析
手
続
き
は
、
高
く
評
価
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
先
生
は
、
彼
が
至
っ
た
結
論
に
も
、
同
じ

よ
う
に
賞
賛
を
送
ら
れ
ま
す
か
。
つ
ま
り
、
現
実
に
お
い
て
解
消
で
き
な

か
っ
た
問
題
を
、
ル
ソ
ー
は
文
学
表
現
の
中
で
解
決
し
た
と
い
う
結
論
で

す
。『

新
エ
ロ
イ
ー
ズ』

(

一
七
六
一
年)

、『

エ
ミ
ー
ル』

(

一
七
六
二
年)

、

『

告
白』

(

一
七
八
二
〜
八
九
年)

の
よ
う
な
文
学
的
作
品
に
お
い
て
、
前

代
未
聞
の
文
章
ス
タ
イ
ル
が
成
功
し
た
こ
と
は
、
社
会
契
約
を
め
ぐ
る
理

論
的

｢

挫
折｣

に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
示
唆
し
ま

す
。
現
実
に
お
い
て
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
約
束
が
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

の
な
か
で
実
現
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。｢

現
実
世
界
の
な
か
に
、
可

能
な
飛
躍
は
こ
れ
以
上
存
在
し
な
い
。
こ
こ
が

�ず
れ
�
の
終
局
で
あ

る｣
(

１)

と
彼
は
ル
ソ
ー
論
を
結
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
私
は
、『

社
会
契
約
論』

の
中
軸
を
な
す

�ず
れ
�
に

｢

終
局｣

が
あ
る
よ
う
に
は
思
い
ま
せ
ん
し
、
そ
の
終
局
に

｢

挫
折｣

の
刻
印
を
見

出
そ
う
と
も
考
え
ま
せ
ん
。｢

終
局｣

や｢

挫
折｣

を
語
る
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
の
議
論
は
、
ま
る
で
社
会
契
約
と
い
う
約
束
そ
の
も
の
が
原
理
的
に
無

効
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
も
た
ら
し
ま
す
。
し
か
し
、
も
し

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
ル
ソ
ー
の
筆
致
に
認
め
ら
れ
る
、

約
束
の
実
現
に
対
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
希
望
の
力
強
さ
を
ど
の
よ
う
に
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理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
私
に
は
む
し
ろ
、
約
束
が
果
た
さ
れ
る

人
間
関
係
へ
の
渇
望
と
、
そ
れ
を
果
た
し
え
な
い
現
実
社
会
へ
の
失
望
と

の
熾
烈
な
葛
藤
こ
そ
、
ル
ソ
ー
が
個
人
の
あ
い
だ
の
関
わ
り
を
根
底
か
ら

見
つ
め
直
そ
う
と
す
る
動
機
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ル
ソ
ー
の
思
想
の
う
ち
に
相
反
す
る
二
側
面
が
共
存
し
て
い
る
と
い
っ

た
こ
と
は
、
す
で
に
言
い
古
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
ら
相
反
す

る
側
面
の
中
で
も
と
り
わ
け
意
義
深
い
の
が
、
人
民
制
度
へ
の
幻
滅
と
期

待
と
の
軋
轢
で
は
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
改
め
て
強
調
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
相
反
す
る
要

素
に
ル
ソ
ー
の
思
想
の
ほ
こ
ろ
び
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
ほ
こ

ろ
び
は
、
そ
れ
自
体
、
彼
の
思
考
の
真
性
と
栄
光
を
示
し
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
の
理
論
的
不
整
合
も
ま
た
、
文
学
的
成

功
と
同
じ
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
驚
く
べ
き
成
功
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
の
立
場
か
ら
は
、
十
八
世
紀
の
半
ば
に
出
現
し
つ

つ
あ
っ
た

｢

弁
証
法
的
な
も
の｣

な
い
し

｢

弁
証
法
的
思
考｣

そ
の
も
の

に
ル
ソ
ー
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ル
ソ
ー

の
テ
ク
ス
ト
は
、
私
た
ち
近
代
人
に
は
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
矛

盾
に
つ
い
て
、
そ
の
解
決
を
示
す
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
あ
り
の
ま

ま
に
記
録
し
て
い
る
点
で
貴
重
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
フ
レ
ド
リ
ッ

ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
に
よ
る
と
、
ル
ソ
ー
の
思
想
の
到
達
点
は

｢

ま
さ
し

く
そ
れ
自
体
が
弁
証
法
的
な
も
の
の
動
因｣

(

２)

で
あ
る
矛
盾
で
す
。
そ

し
て
私
自
身
も
ま
た
、『

社
会
契
約
論』

を

｢

挫
折｣

の
表
明
と
捉
え
る

よ
り
は
、
矛
盾
の
記
録
と
捉
え
る
見
解
に
惹
か
れ
ま
す
。
近
代
に
お
い
て

は
、
矛
盾
の
意
識
こ
そ
、
常
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
人
間
の
基
本
条
件

な
の
で
す
。
一
方
に
お
い
て
そ
の
矛
盾
は
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
個
人
の
社

会
的
実
存
の
現
状
と
し
て
現
れ
ま
す
。｢

人
間
は
自
由
な
も
の
と
し
て
生

ま
れ
た
、
い
か
も
い
た
る
と
こ
ろ
で
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る｣

と
い
う

『

社
会
契
約
論』

の
有
名
な
書
き
出
し
は
、
そ
う
し
た
現
実
社
会
の
矛
盾

を
と
ら
え
る
最
も
凝
縮
さ
れ
た
記
述
で
し
ょ
う
。
そ
の
一
方
で
、
そ
う
し

た
現
実
の
矛
盾
と
一
対
を
な
す
も
の
と
し
て
、
人
間
の
あ
る
べ
き
規
範
を

指
し
示
す
自
由
の
裡
に
も
矛
盾
が
現
れ
ま
す
。
例
の

｢

一
切
の
恣
意
の
克

服
と
排
除｣

と
し
て
の
自
由
の
矛
盾
で
す
。
こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
の
思
考

を
導
く
矛
盾
か
ら
目
を
逸
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
の
み
、
私
た
ち

は
、
制
度
の
過
信
か
ら
も
制
度
不
信
か
ら
も
、
等
し
く
自
ら
を
引
き
離
す

ル
ソ
ー
の
姿
勢
に
倣
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
鋭
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、
矛
盾
が
現
実
に
は
解
消

で
き
な
い
と
い
う
失
望
感
は
、
し
ば
し
ば
個
人
を
芸
術
的
内
攻
へ
と
誘
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
の
領
域
に
内
攻
す
る
こ
と
に
よ
る
矛
盾
の
解
消

は
、
現
実
を
変
革
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
変
革
の
不
可
能
性
を
正
当
化

す
る
は
た
ら
き
を
持
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
各
個
人
が
美
や
文
学
を
通

じ
て
矛
盾
の
内
面
的
解
消
へ
と
た
え
ず
逃
避
す
る
状
況
で
は
、
集
団
規
範

と
個
人
の
生
と
の
矛
盾
は
野
放
図
に
激
化
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ

で
、
そ
う
し
た
危
険
に
つ
い
て
誰
よ
り
も
早
く
考
え
抜
い
た
思
想
家
が
、
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ほ
か
な
ら
ぬ
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
の
で
す
。
先
生
が
注
意
を
向
け
ら
れ
た
よ

う
に
、｢
現
存
諸
制
度
の
破
壊
は
悪
徳
を
は
び
こ
ら
せ
、
悪
徳
か
ら
人
々

を
救
済
し
緩
和
す
る
手
段
を
失
わ
せ
る
だ
け｣

で
あ
る
こ
と
や
、
そ
う
し

た
破
壊
が

｢
退
廃
の
代
わ
り
に
拘
束
の
な
い
暴
力
を
も
た
ら
す
だ
け｣

だ

と
い
う
こ
と
を
、
ル
ソ
ー
は
十
分
に
知
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼

は
、
恣
意
的
な
幸
福
追
求
の
放
棄
へ
と
個
人
自
由
を
結
ぶ
と
い
う
逆
説
的

な
仕
方
で
、
民
主
制
度
の
生
命
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
す
。

私
が
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
ル
ソ
ー
解
釈
に
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
え
な
い

の
は
、
解
釈
そ
の
も
の
の
欠
陥
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
民
主
主
義
に
ま

つ
わ
る

｢

挫
折｣

が
、
二
〇
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
は
強
調
さ
れ
す
ぎ
て

き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
ル
ソ
ー
の
著
作
の
中
で
、
民
主
主
義

の
理
念
の
高
さ
が
、
私
た
ち
を
力
強
く
励
ま
す
こ
と
に
こ
そ
、
私
た
ち
は

今
、
改
め
て
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
理

想
に
賭
け
る
ル
ソ
ー
の
希
望
は
、
た
と
え
ば
古
代
ス
パ
ル
タ
の
よ
う
な
理

想
的
国
家
が
実
在
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
よ
っ
て
裏
付
け
を
得
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
実
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
も
、『

社
会
契
約
論』

を
扱
っ
た
最
初
の
講
義
で
は
そ
の
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
側
面
に
触
れ

て
い
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
著
作
で
は
そ
の
部
分
を
削
っ
て
し
ま
い
ま
し

た(

３)

。
こ
う
し
た
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
措
置
は
、
政
治
に
対
す
る
彼
自

身
の
幻
滅
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
ル
ソ
ー
の

理
説
に｢

挫
折｣

を
見
出
す
こ
と
は
、
希
望
を
疑
う
こ
と
が
タ
ブ
ー
で
あ
っ

た
六
十
年
代
の
要
請
に
照
ら
せ
ば
、
正
当
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
現
在
で
は
、
挫
折
は
は
る
か
に
容
易
な
の
で
す
。

現
在
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
未
来
の
自
分
た
ち
へ
の
信

頼
で
す
。
多
少
な
り
と
も
正
常
な
社
会
の
機
能
は
、
自
分
た
ち
自
身
の
未

来
を
信
頼
し
て
、
そ
の
変
化
に
向
け
て
働
き
か
け
る
成
熟
し
た
個
人
を
経

由
し
て
の
み
保
証
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
の
政
治
的
成

熟
度
に
つ
い
て
悲
観
す
べ
き
十
分
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
私
た

ち
が
成
熟
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
人
民
の
制
度
は
私
た
ち
の
生
活
の

有
り
様
を
決
め
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
現
実
の
な
か
で
、
一
般
意
志
へ
の

幻
滅
や
反
撥
が
浸
透
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
社
会
の
あ
り
方

を
特
定
の
方
向
へ
導
き
ま
す
。
議
会
政
治
の
空
洞
化
と
、
ア
パ
シ
ー
が
、

互
い
を
強
め
あ
っ
て
進
む
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

な
ら
ば
、
私
た
ち
は
、
安
易
な
民
主
制
不
信
の
危
険
性
を
こ
そ
心
に
留

め
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ

や
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
等
の
民
主
主
義
批
判
に
は
、
大
い
に
参
考

に
な
る
部
分
が
あ
り
ま
す
が(

４)

、
文
脈
の
違
い
を
無
視
し
て
民
主
主
義

一
般
の
条
件
を
疑
う
よ
り
は
、
す
で
に
半
世
紀
前
に
丸
山
眞
男
が
注
視
し

た
日
本
の
状
況
を
思
い
返
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、

｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
自
然
法
や
契
約
説
の
思
想
的
核
心
を
な
し
て
き
た

問
題
が
、
民
権
思
想
家
の
議
論
に
も
運
動
家
の
言
論
に
も
ほ
と
ん
ど
注
目

さ
れ
て
い
な
い｣

(

５)

と
い
っ
た
状
況
で
す
。
日
本
の
民
権
論
は
近
代
西

欧
の
政
治
思
想
を
大
々
的
に
移
植
し
な
が
ら
、｢

人
民｣

内
部
の
個
と
全
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体
(

ま
た
は
多
数)

と
の
関
係
で
あ
る
と
か
、
個
人
は
果
た
し
て

｢

近
代

化｣
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
ど
こ
ま
で

｢

代
表｣

さ
れ
る
か
と
い
っ
た
基
本

的
な
事
柄
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
全
員
一
致
と
多
数
決
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
、
少
数
者
の
権
利
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
吟
味
し
て
こ
な
か
っ

た
と
い
う
丸
山
の
指
摘
は
、
今
日
で
も
古
び
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
と
り
わ
け
重
要
な
こ
と
に
、
丸
山
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
の
複
雑
さ

と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
、｢
民
権｣

論
の

｢

国
権｣

論
へ
の
吸
収
を
念

頭
に
置
い
て
い
ま
し
た
。
人
民
と
い
う
不
可
解
な
社
会
容
態
が
自
明
の
も

の
と
み
な
さ
れ
る
と
き
、
つ
ま
り
矛
盾
に
満
ち
た

｢

問
題｣

が
忘
れ
去
ら

れ
る
と
き
、
個
人
の

｢

自
由｣

の
主
張
は
、
国
の
名
に
よ
る
矛
盾
の
解
消

を
招
き
、
国
益
と
い
う
集
団
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
も
容
易
に
結
託
し
ま
す
。

民
主
制
が
不
可
侵
の
理
念
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
単
な

る
お
題
目
と
し
て
蔑
ま
れ
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に

｢

問
題｣
と
の
対
峙
は
起

こ
ら
な
い
わ
け
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
個
人
の
自
由
と
、
法
に
よ
る
束
縛

と
の
逆
説
的
な
結
び
つ
き
を
視
野
の
中
心
に
と
ど
め
る
こ
と
で
よ
う
や
く
、

私
た
ち
は
こ
の
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
を
進
め
る
う
ち
に
、
私
は
、
二
〇
世
紀
の
思
想
家
た

ち
を
刺
戟
し
て
き
た

『

社
会
契
約
論』

第
一
編
よ
り
も
、
む
し
ろ
第
三
編

に
注
目
し
て
、
民
主
政
治
の
イ
ロ
ハ
を
説
い
た
ル
ソ
ー
の
理
説
を
噛
み
し

め
る
こ
と
の
大
切
さ
を
強
調
し
た
い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た

と
え
ば
次
の
よ
う
な
章
句
が
、
そ
う
し
た
論
述
の
一
例
で
す
。

国
家
が
よ
く
組
織
さ
れ
る
ほ
ど
、
市
民
の
心
の
な
か
で
は
、
公
共
の
仕

事
が
私
的
な
仕
事
よ
り
も
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。
私
的
な
仕
事
は
は
る
か
に

少
な
く
な
る
と
さ
え
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
共
通
の
幸
福
の
総
和
が
、

各
個
人
の
幸
福
の
よ
り
大
き
な
部
分
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

個
人
が
個
別
的
な
配
慮
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
よ
り
少
な
く
な
る

か
ら
で
あ
る
。
う
ま
く
運
営
さ
れ
て
い
る
都
市
国
家
で
は
、
各
人
は
集

会
に
か
け
つ
け
る
が
、
悪
い
政
府
の
下
で
は
、
集
会
に
出
か
け
る
た
め

に
一
足
で
も
動
か
す
こ
と
を
誰
も
好
ま
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
行

わ
れ
る
こ
と
に
、
誰
も
関
心
を
も
た
な
い
し
、
そ
こ
で
は
一
般
意
志
が

支
配
し
な
い
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
し
、
ま
た
最
後
に
、
家
庭
内
の
関
心

に
皆
が
忙
殺
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
い
法
律
は
、
ま
す
ま
す
よ
い
法

律
を
作
る
が
、
悪
い
法
律
は
い
っ
そ
う
悪
い
法
律
を
も
た
ら
す
。
国

事
に
つ
い
て
誰
か
が

｢

わ
た
し
に
何
の
関
係
が
あ
る
か
？｣

な
ど
と
言

い
出
す
い
な
や
、
国
家
は
も
は
や
滅
び
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る(

６)

。

市
民
が
私
的
利
害
よ
り
も
公
の
利
害
を
重
ん
じ
る
こ
と
な
ど
絵
空
事
で
あ
っ

て
、
皆
が
そ
の
よ
う
に
公
的
利
害
を
尊
重
す
る
社
会
が
来
る
は
ず
は
な
い
、

と
い
う
の
が
、
お
そ
ら
く
私
た
ち
の
日
常
を
支
配
す
る
実
感
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
実
感
は
、
自
分
自
身
と
の
約
束
の
無
効
を
示
す

も
の
で
す
。
日
本
社
会
の
現
状
を
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
約
束
の
効
力
は
日

毎
に
不
確
か
な
も
の
に
な
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
過
去
に
お
い
て
人
間
は
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常
に
、
新
し
い
関
係
に
賭
け
る
意
志
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
約
束
を
確
か

な
も
の
に
し
て
き
ま
し
た
。
民
主
的
な
社
会
と
は
、
主
権
者
で
あ
る
市
民

が
自
分
自
身
を
公
共
性
へ
と
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢

共
通
の
幸
福｣

に
あ
ず
か
る
社
会
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な

(

逆
説
的
で
は
あ
っ
て
も
、
あ

る
い
は
逆
説
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ)

よ
り
確
か
な
自
由
を
求
め
な
い
な
ら

ば
、
人
類
は
全
体
と
し
て
野
蛮
へ
と
、
つ
ま
り
力
を
持
つ
個
体
が
弱
者
に

従
属
を
強
い
る
弱
肉
強
食
の
不
自
由
へ
と
後
戻
り
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
実
際
に
人
類
は
、
逆
説
を
バ
ネ
に
し
て
歴
史
を
前
へ
と
動
か
し
て

き
た
の
で
す
。
こ
の
歴
史
の
方
向
性
が
、
私
た
ち
の
果
た
す
べ
き
実
践
の

行
方
を
は
っ
き
り
と
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

港
道
先
生
、
私
は
こ
の
よ
う
な
認
識
と
実
践
に
お
い
て
模
範
像
と
な
る

思
想
家
を
職
場
の
先
輩
に
持
つ
こ
と
が
で
き
て
幸
せ
で
し
た
。
先
生
は
、

社
会
が
全
体
と
し
て
欺
瞞
に
陥
っ
て
い
る
と
き
、
思
弁
に
ふ
け
る
だ
け
で

は
哲
学
者
と
し
て
失
格
で
あ
る
と
信
じ
、
自
ら
の
生
を
睹
し
て
新
し
い
社

会
の
生
成
を
も
た
ら
す
意
思
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
が
最
後
ま
で
そ
の

意
思
に
突
き
動
か
さ
れ
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
、
手
書
き
の
講
義
ノ
ー
ト
の

最
後
の
頁
に
あ
る
、
次
の
一
説
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

倫
理
的
自
由
な
し
に
精
神
的
自
由
は
何
も
も
た
ら
さ
な
い

倫
理
的

自
由
は
、
一
切
の
恣
意
を
抹
消
し
、
法
の
内
的
必
然
性
に
の
み
勝
利
さ

せ
る
社
会
秩
序
の
根
本
変
革
な
し
に
は
達
成
せ
ら
れ
な
い
。
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