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く盟〉

、、

事
は
何
で
あ
る
か、

接
者
は
色
々
と
教
へ
上
げ
て
い
ま
す
。
道
徳
、

法
律

、

習
慣
、

経
済
寒
々
々
、
か
う
云
ふ
も
の
が
重
要
な
因
子
を
友

し
て
い
る
事
は
疑
ふ
絵
地
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
最
後
の
茶
礎

で
は
た
い
。
そ
の
事
を
何
よ
り
も
露
骨
に
示
し
た
も
の
は
、

と
の
大

敬
か
ら
職
後
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
我
が
枇A
W上
下
の
混
飢
で
あ
り

ま

す
。
そ
れ
は
従
来
傍
り
か
L

っ
て
い
た
庭
の
脅
慣
と
道
徳
と
か、

財
や
地
位
を
念
く
た
し
、

依
り
所
は
友
〈
奪
っ
て
、
ま
だ
新
し
き
秩

序
に
も
馴
染
む
と
と
が
で
き
や
。
子
は
親
に
、
妻
は
夫
に
、

人
は
人

に
背
い
て
、

思
は
ぎ
る
混
鼠
を
悼
帰
趨
し
た
の
は
、

記
憶
に
新
た
な
所

で
あ
り
ま
す
が
、

と
の
様
た
間
に
あ
っ
て
も
、
互
に
相
穏
や
る
と
と

堅
い
所
に
於
て
は
、

何
等
混
鼠
は
起
ら
や
，
、

静
か
に
新
党
友
る
一
粧
台

秩
序
へ
と
臆
和
し
推
移
設
し
て
行
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る

特
捜
に
堪
え
て人
を
真
犯
結
ぶ
も
の
は
、

そ
の
内
商
の
光
を
互
に
信

歩
る
事
で
あ
る
。
引
駐
合
の
あ
ら
ゆ
る
機
州
削
除
共
土
に
築
か
れ
て
初
め

て
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

眼
は
、

そ
の
外
形
に
よ
っ
て
裁
く
と
と
ろ
の
知
困
惑
で
は
か
品
い
。
見
え

ぢ
る
を
見
る
と
と
ろ
の
「
信
」
で
た
け
れ
ば
な
らぬ
。
異
質
の
生
活

の
基
礎
は
「
信
」
で
あ
り
ま
す
。

宗
教
は
ま
た
、
がh
る
光
の
中
に
生
き
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
、

と
の
光
の
中
に
身
を
投
げ
入
れ
、

と
の
光
に
よ
っ
て
、

と
の
光

の
中
に
生
き
て
ゆ
く
事
で
あ
り
ま
す
。

葦
の
聞
の
月
影
も
、
っ
き
つ
め
て
行
け
ば
、
や
が
て
天
上
の
月
に

師
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
、

人
ゐ
心
の
輝
き
も、
推
し
極
め
て
ゆ
け

ば
、
や
が
て
併
に
到
建
せ
ざ
る
を
得
た
い
。
備
は
一
方
か
ら
一宮
へ
ば

人
の
天
誕
の
光
を
極
度に
ま
で
極
め
た
も
の
に
外
た
ら4
1、

他
方
か

ら
云
へ
ば
、
人
の
心
の
獅
き
の
流
れ
出
る
本
源
で
あ
る
。

光
を
求
む
る
者
は
、
や
が
て
そ
の
光
源
に
両ひ
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ

や
う
に
、
心
は
常
に
そ
の
源
に
結
び
つ
か
ね
ば
た
り

ま
せ
ん
。
悌
を

念
今
る
と
は
、

と
の
光
源
へ
と
結
び
つ
く
心
で
あ
り
ま
す
。

上
人
の
有
名
訟
歌
に

月
影
の
い
た
ら
ぬ
塁
は
無
け
れ
ど
も

人
の
心
の
奥
底
を
さ
ぐ
り
来
れ
ば、

必
や
そ
と
に
気
高
い
光
が
跨

い
て
沿
る
。
と
の
事
を
、

人
は
自
分
向
身
に
於
て
ほ
森
易
〈
額
づ
く

止
め
ら

の
で
あ
り
ま
す
が
、

他
人
を
見
る
眼
に
沿
い
て
は
、

麗
と
れ
を
即
時

ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
と
れ
を
す一に
弘
、
か
つ
併
や
る
と
と
に
依

て
、
人
と
人
と
は
互
に
結
合
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
人
を
見
る
誕
の

院
む
る
人
の
心
に
ぞ
す
む

• 

と
あ
り
ま

す
。

舟
影
は
、
い
た
る
と
と
ろ
、

野
を
越
え
山
を
越
え
て
隅
も
た
く
輝

い
て
ゐ
る
。
然
し
仰
い
で、

と
の
光
の
覧
の
美
し
さ

を
認
め
、

ほ
か



• ‘ • ( 28 ) 

り
知
れ
ぬ
そ
の
深
さ
を
知
る
者
は
人
の
す
べ
て
ピ
友
い
。

そ
の
や
う
に
げ
悌
の
性
質
は
、
常
に
到
る
所
、

あ
ら
ゆ
る
人
々
に

お
い
て
共
っ
て
必
る
。
然
し
既
に
そ
れ
に
閲
覧
め
友
い
限
り
、

傘
い

悌
の
光
も
、
た
Y

人
間
性
の
一
端
に
踊
れ
て
、

時
た
ま
、
小
さ
な
閃

め
き
を
示
す
に
過
ぎ
た
い
。

そ
れ
た
ら
ぽ
、
拡
に
怖
に
通
い
ゆ
く
道は
何
で
あ
る
か
。
今
日
の

法
語
に
、

, 

「
た
と
へ
ば
、悲
の
茂
き
池
に
、
十
五
夜
の
月
の
宿
り
た
る
は、
よ

そ
に
は
月
病
り
た
り
と
見
え
ね
ど、

よ
く
/
\
立
寄
り
見
れ
ば
、

葦

聞
を
わ
け
て
宿
る
な
る
。
妄
念
の
葦
は
繁
け
れ
ど
、

三
心
の
月
は
宿

• 

る
た
り
。
」

と
あ
り
ま
す
。
天
上
の
月
は
常
に
照
し
て
止
ま
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が

、

我
等
の
雑
念
は
と
れ
を
蔽
ふ
て
た
る
。
か
h

る
雑
念
の
葦
を
分
け
て

漏
れ
て
来
る
月
影
は
、一
一
一
つ
の
心
で
あ
る
と
上
人
は
教
へ
ら
れ
ま
し

?と
一
つ
に
は
至
誠
心
、
ま
と
と
の
心
。
二
つ
に
は
深
心
、
深
〈
民
賞

を
求
め
る
心
。
三
に
は
同
向
強
願
心
、
悌
に
向
い
ゆ
く
心
。
h
Nし
な

べ
て
雪
へ
ば
「
真
に
働
に
向
い
ゆ
く
真
心
」
で
あ
り
ま
す。
と
の
コ
一

心
と
そ
、
悌
と
人
と
を
結
ぶ
場
所
で
る
り
ま
す
。
葦
の
聞
の水は
、

乏
し
い
け
れ
ど
、
光
を
う
っ
す
紫
也
事
仏
る
平
ら
か
な
る
心
の
姿
で
あ

り
・
ま
ず
か
ら
、
天
上
よ
り
来
っ
て
、

と
L

に
高
い
河
の
姿
を
と
ど
め

る
蹄
き
そ
の
も
の
と
も
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

信
仰
は
人
に
示
す
錦
め
の
も
の
で
は
な
い
。
人
闘
を
避
け
て
誠
の

心
を
傾
げ
、
ひ
た
す
ら
仰
を
念
守
る
時
に
は
、
・
た
と
ひ
妄
念
の
葦
は

繁
く
と
も
、
天
上
の
月
影
は
秘
か
に
か
つ
確
賓
に
ゐ
と
づ
れ
て
飛

• 

る
。
コ
一つ
の
心
は
質
に
働
に
結
ぶ
念
倒
の
基
礎
で
あ
る
。
と
れ
な
く

て
念
悌
は
翼I
C訟
ら
も
品
い
。

ま
た
}
か
h

る

三
つ
の
心
は
、

念
仰
に
よ
っ
て
と
そ
引
き出
さ
れ

る
。
念
怖
の
聾
と
共
に、

と
の
心
は
自
ら
わ
き
お
と
っ
て
来
る
の
で

る
り
ま
す
。
と
の
様
に
、
三
心
と
念
悌
と、
互
に
相
支
え
る
事
に
よ

っ
て
、
澄
ん
だ
満
月
の
光
は、
自
か
ら
、
わ
が
趨
に
満
ち
溢
れ
て
く

る
の
で
あ
り
ま
す
。

上
人
は
ま
た
と
の
法
語
の
初
めK
、

「
人
闘
を
飾
ら
守
し
て
、
往
生
の
業
を
相
続
す
れ
ば
、
自
然
に

三
心

は
具
足
す
る
た
り
」

と
言
ば
れ
て
い
ま
す，

天
上
の
月
か
ら
見
れ
ば
、

・

と
L

に
あ
る
我
々
は、
す
べ
て
共
光
を

止
置
.. 

映
す
と
と
る
の
渚
で
る
り
ま
す
。

人
は
そ
の
境
遇
と
蓮
命
の
様
々
な

る
姿
の
中
に
、
そ
の
受
け
た
光
を
輝
か
せ
て
ゆ
く
。
と
の
栓
は
暴
露

人
閉
そ
れ
ん
\

が
互
に
分
ち
興
へ
ら
れ
た
清
き
光
を
基
と
し
て
、

様



(24) 

, 

, 

々
の
生
活
相
を
織
り
な
し
て
ゆ
く
}
幅
の
聾
で
あ
り
ま
し
ゃ
う
。

唐
の
善
導
和
倫
は
、

念
悌
す
る
者
の
生
活
規
範
を
簡
潔に

一X
G
放

A
V卒
和
の
鍾
は
響
〈

ー.

た
れ
ま
し
た
。

四
岡
高
稔
市
外
働
生
山
町
の
法
然
晶
寸
明

、

は
、
か
ね
て
寺
内
に
て
仰
飾
今

村
久
兵
衛
氏
ハ
大
阪
臨
中
)
の
手
に
よ
っ
て
諸
作
中
の

一.
砲の
納
竹
一
週

托
告
の
脅
仰
が
先
応
し
た
の
と
同
時
に
、
之
ま
た
鋭
話
中
の
洪
鎌
ハ
京
都

三
和
合
A
M詩
語
所
作
〉
が
倒
来
上
っ
た
の
で
十
月
六
日
関
民
宗
教
ヂ
和
大

台
を
記
念
し
て
開
銀
並
び
に
鐙
初
供
措
置
が
盛
大
に
行
な
わ
れ
た
。

命
日
は
四
困
民
務
部
長
官
を
初
め
京
都
か
ら
は
こ
の
鈴
鍬
の
設
計
者
菅

木
}
郎
ゆ
士
等
多
冊
以
の
名
士

、

相似什
附
従
が
多
列
し
午
前
、
午
後
の
こ
同
に

一
且
り
こ
の
盛
典
が
倍
修
さ
れ
た
。

ζ

の
姥
鎚
は百
六
十
五
民
の
盛
れ
晶
、

基
本
音
の
振
動
数
-

一
一
五
サ
イ
ク

ル
で
、

闘
費
妙
心
寺
の
資
鐙
剰
の
一
一
一九
サ
イ
ク

ル
に
殆
ど
近
似
し、

妙

脅
の
持
績
は
二
分
十
秒
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
更
にE
m
雨
池
の
間
に
は

崎
和
協
伶
員
紹
倒
平
司
八
阪

m
M偽
が
平
和
の
使
徒
川
崎
の
績
を

、

官
民
間
に
は
同

作
品
欲
人
吉
仲
介
勇
氏
の

.

こ
の
鍛
の
響
か
ふ
と
こ
ろ
大
な
る

和
き
の
世
の
礎
と
な
れ

の
ゆmが
詰
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の目
、

と
の
平
和
の
鐙
の
妙
揖
日
は、
伎
殺

納
弁
照
諸
氏
の
挨
拶
の
僻
と
と
も
に
「
時
の
話
題
」
と
し
て
凶
岡
愛
媛
に

鍛
管
敏
治
さ
れ
た
が
、
宗
数
に
よ
る
平
和
へ
の
努
き
は
人
々
の
胸
ふ
か
く

餓
え
ら
れ
た
。

. 
. 

「
慈
悲
の
心
を
以
て
相
ひ
向
い
。
仰
の
眼
を
以
て
相
滑
る
」

働
の
眼
と
は
、
す

ペ
て
を
と
の
月
の
光
の
中
に
見
る
事
で
あ
り
ま

す
。
互
の
胸
に
湛
え
ら
れ
た
る
悌
の
光
を
互
ひ
に
見
交
し
つ
L

臨
み

合
っ
て
ゆ
く

生
活
。
そ
れ
が
信
仰
者
の
生
活
で
あ
り
ます
。

内
の
光
で
見
る
と
き
、

外
の
形
は
自
ゃ
か
ら
薄
れ
て
ゆ
く
。
人
と

人
と
、

そ
の
境
遇
と
蓮
命
に
於
て、

五
に
相
典
り
、

た
と
ひ
天
地
の

如
く
相
隔
っ
て
た
っ
て
も
、

そ
の
内
に
流
れ
る
光
に
お
い
て
は
同
一

で
をC
る
。
様
々
の
立
場
、
蓮
命
の
人
々
が
、
と
の

一
つ
の
大
い
た
る

光
の
下
に
乎
を
盤
り
合
ふ
事
に
よ
っ
て
、

民
の
枇
舎
は
形
づく
ら
れ

て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

、

そ
れ
は
や
が
て
ま
た
、

仰
の
閣
を
と
ム
に
映
す
も
の
で
も
あ
り
ま

す
。
あ
の
念
悌
が
悌
の
光
吃
とh
に
呼
ぶ
も
の
で
あ
っ
たや
ろ

に
、

そ
の
生
活
も
ま
た
、
輝
く
備
の
閣
を
と
L

に
移
し
築
く
も
の
で
怠
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
念
働
者
の
枇
合
理
想
は
、

卸
ち
、
と
れ
に
外
な

ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

• 

• 

~ 

, 

、

、 品
-

• 



. 

A
V曾

A
V理
出
目
、

験
前
の
知
名
の
人
た
ち
が
留
か
れ
た
こ
と
が
後
り
に
も
誤
謬
が

多
い
の
に
、

つ
く
づ
く
織
に
な
っ
て
念
備
が
は
げ
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

笥
か
し
ま
す
。
北
自
の
浄
土
誌
を
取
り
出
し
て
讃
み
も
し

、

時
に
は
講
演
材

籾
の
傘
考
に
も
が
な
と
漁
っ
て
も
み
ま
す
が
、

鍵
野
先
生
の
脅
か
れ
た
も

の
だ
け
が、

戦
後
の
今
に
も幾
ら
ぬ
健
闘
曜の
ひ
ら
め
き
が
こ
も
っ
て、
験

前
脅
か
れ
た
に
も
係
は
ら
ず
、
そ
の
俊今に
も
通
用
す
る
の
で
、

は
じ
め

て
先
生
の
興
債
が
願
は
れ
て
い
る
のを
感
じ
て
い
ま
す
が、
こ
こ
に
祭
付

か
れ
た
曾
友
何
人
居
る
で
せ
う
か
。
会
て
は
略
歴
史
の
大
き
な
カ
を
痛
感
さ

せ
ら

れ
ま
す
。
(
由同様
、
旭
俊
E
υ

A
V崎
市土
宗
の
年
中
行
事
で
あ
る
十
夜
法
裂
を
般
修
す
る
に
償
っ
て

、

何
か

蛸
刷
物
で
も
と
念
願
い
た
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
度

滞
土
誌
上
で
十
夜
に
つ

い
て
の
パ
ν

フ
レ
ツ
ト
が
刷
行
さ
れ
て
い
る
由奔
見
し
て
誠
に
喜
ば
し
く

思
い
ま
し
た
。
今
後
も
趨
時、

。

こ
う
し
た
方
簡
に
肉
っ
て
篠
山淑普
及
の
企

て
を
願
い
ま
す
。
〈
秋
田・
本
箆
ヰ
サ
〉

A
V緑
土
が
新
し

い
編
集
に
な
っ
て
の
進
み
は
有
殺
い
の
で
す
が

、

中
村
先

生
の
よ
っ
て
つ
づ
け
ら
れ
た
信
仰
相
談
が
消
え
た
こ
と
は
私
の
よ
う
な
迷

学
に
は
殊
の
外
淋
し
い
祭
が
し
ま
す
。
之
は
秘
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
信
仰
相
談
風
の
慨
を
復
活
し
て
前
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
〈
千
葉
・

井

上
純
家
〉

|
|

お
十
夜
の
話
は
お
険
で
各
方
隠
か
ら
多
大
の
好
討
を
得
ま
し
た
。
臨
戦

前
、
戦
後
を
泊
じて
幾
ら
ぬ
興
策
の
道
そ
ゆ
く
「
浮
土
」
の
良
川
闘を
ひ
ろ

〈

知
っ
て
演
ぎ
た
い
と
思
い
ま
す
。
正
信
を
部
舎、

近
頃
の
似
而
非
宗
教

堂
二
仰
す
る
よ
か
ら
も、
相
談
聞
の
線
そ
も
つ
も
の
の
復
活
は
考
出
陣
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

友

の

聾

~ 

, 

芝
園
だ
よ
り

A
V小
悠
二
年
の
頃
、
先
生
が
「
可
愛
い

と
思
う
も

の
」
を
務
け
と
い
っ
た
。
僕

は
象
を
可
縫
い
と
し
た
が
、

こ

の
答
申飛

は
先
生
の
祭
に
入
ら
な
か
っ
た
。「
た
だ

大
き
い
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
か
」
先
生
は

か
う
た
し
な
め
た
後、
僕
の
答
申飛
にV
A

印
を
つ
け
た
。
芥川
飽
之
介
の
遺
憾
に

ら
る
穏
だ
が、
先
陥
到
来
、

動
物
闘
の
象

が
大
騒
ぎ
さ
れ
て
る
。
珍
ら
し
も
の
好

き
の
眠
時
き
に
終
ら
な
い
で
欲
しい。

AV
珍
奇
な
も
の
、

奥
様
な
も
の
、

そ
れ

で
さ
え
そ
の
深
い
所
に
繍
れる
と
き
汲

む
べ
き
好
さ
が
あ
る
。
日
本
を
恕
解
し

日
本
人
を
知
る
プリ
ゾ
グ
H
l

氏
の
語

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、

明
治
日
本
に
奥

え
ら

れ
た
酋
駄
の
人A
の
人
間
愛
の
心

が
感
じ

ら
れ
る
。

A
V初
多

、

ま
た
今
年
も
先
が
見
え
て
き

た
が
、

社
命
闘
の
先
は
ど
う
見
え
る
だ
ろ

う
。
刻
々
動
い
℃
止
ま
な
い
世
の
義、

念
K
鞠
じ
て
止
ま
な
い
自
己
の
委、
ど

こ
に
動
か
ぬ
心
地
師
、

不
易
の
党
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
法
然
上
人
法
務
に
ふ
か

く

開
き

、
し
づ
か
に
怨
ふ
べ
会
主
も
の
が

金
のv
e。

〈V新
年
銑
の
新
金
制
に
、

議
臼
事
務
所

は
忙
し

い
。
御
期待
下
さ
い
。
(藤
岡
〉
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話 ののの ー
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事 曾 t 周囲
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周
掬
十
個
甲
花
月
骨
M
u
m
三
割
啄
圃
直
情
包
可へ
畠甲
月

-
a
-

目

寝
起
刊》

帽
刷
二
十
例
年
十
月
廿
目
印
刷
鮪
利

二
十
例
樟
十
四月
-
u

般
行

第
十
五
巻

第
十
一 悌

数
現

の
鴨
矢
!

悌
教
が
揮
に
現
代
に生
き
て
什
肉
と
た
る
に
は

ま
づ
モ
の
と
と
ば
が
充
分
に
消
化
さ
れね
ば
な
ら
ぬ
。

今
岡
浮
土
較
の
根
本
経
典
の
現
代
議
が
服
部
氏
多
年
の
努
力

に
よ
っ
て
完
成
し
た
。

制
一選捧
集

(
匙
営
委
淳
碍著

B
e

創刊
上
制
制

定
側
一
八O
側

総
一良
二
一
一
一
O
VH

滋
将
一
一O
側

従
来
の
如
含
取
な
る
漢
文
の
書
流
し
で
は
な
く

現
代
文
口
諮
問
を
以
っ
て
鵠
附
さ
れ
た。

本
書
を
通
じ
て
元
組
上
人
の
御
信
念
に
網
れ
ら
れ
ん
と
と

b
也
。

東
京
都
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直
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