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か
し
い
仕
事
に
な
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
は
是
非
や

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
基
礎
的
な
仕
事
で
あ
る
。

か
つ
て
丁
侍
婿
氏
の
編
ん
だ
「
宋
人
軟
事
集
編
」

(
一
九
三
五
年
初
版
)
と

い
う
便
利
な
本
が
あ
る
。
歴
史
家
に
限
ら
ず
、
ム
「
で
も
廃
く
愛
用
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
本
の
鐙
例
は
、
最
終
容
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
列
停
式
に
人
を
中
心

と
し
た
編
集
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
事
を
中
心
と
し
た
も
の
に
改
編
し
た
ら
、

本
書
の
効
用
は
さ
ら
に
高
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
私
は
か
ね
が
ね
思
っ
て

い
る
(
こ
れ
に
閥
連
し
て
再
び
上
述
の
「
隆
卒
集
」
と
「
皇
朝
事
資
類
苑
」
の

目
次
の
扱
い
か
た
に
言
及
し
た
い
が
、
や
め
て
お
く
て
そ
し
て
、
こ
う
い
う

整
理
工
作
を
や
る
場
合
に
是
非
鉄
か
せ
な
い
こ
と
の
一
つ
は
、
事
が
ら
と
人
と

の
隻
方
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
二
種
以
上
の
文
献
の
記
述
内
容
に
相
互
連
闘
が

あ
る
場
合
に
は
、
項
目
摘
出
の
過
程
に
お
い
て
必
ず
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え
る
と
い
.
う
つ
こ
と
、
そ
し
て
、
後
世
の
随
筆
に
は
前
人
か
ら
の
鵜
引
や
、
時
に

は
劉
窃
さ
え
珍
ら
し
く
な
い
か
ら
、
出
来
る
限
り
そ
の
本
を
突
き
と
め
て
指
摘

し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

新
中
国
に
お
い
て
も
、

一
九
五
九
年
以
来
、

「
明
清
筆
記
叢
刊
」
や

「
元
明

史
料
筆
記
叢
刊
」
な
ど
と
い
っ
た
シ

リ
ー
ズ
が
引
き
つ
づ
い
て
刊
行
さ
れ
て
い

る
し
、
ま
た
そ
れ
と
並
行
し
て
、
上
海
の
張
心
逸
氏
が
「
歴
代
文
史
索
引
」
と

い
う
魔
大
な
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
編
纂
中
だ
と
聞
い
て
い
る
(
但
し
、
目
次
を
も

た
ぬ
文
献
を

氏
が
ど
う
虞
理
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
て
こ
の
種

の
工
作
の
重
要
性
が
、
か
の
園
の
事
界
で
も
同
じ
よ
う
に
認
識
さ
れ
来
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
ど
う
か
佐
伯
氏
を
始
め
と
す
る
同
志
の
か
た
が
た
が
、
今
後
と
も

と
の
地
み
ち
な
仕
事
を
設
展
さ
せ
援
充
さ
せ
て
、
世
界
の
摩
者
を
ま
す
ま
す
盆

せ
ら
れ
ん
こ
と
を
、
心
か
ら
期
待
し
た
い
と
思
う
。

今
こ
の
一

文
を
白
か
ら
讃
み
返
し
て
み
て
、
ど
う
も
苦
言
ば
か
り
が
多
過
ぎ

た
よ
う
な
領
が
す
る
。
と
い
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
ア
ラ
探
し
を
し
た
り
、
な
い

も
の
ね
だ
り
を
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
か
っ
た
の
だ
が
、
結
果
と
し
て
は
、
甚

だ
ぶ
し
つ
け
な
評
言
ば
か
り
が
並
ん
で
し
ま
っ
た
。
な
か
に
は
稗
迦
に
説
法
的

な
部
分
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
他
意
は
全
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、

つ
い
私
の
い
つ
も
の
癖
が
出
て
し
ま
っ
た
だ
け
の
こ
と
、
ひ
ら
に
御
容
赦
を
願

い
た
い
。

(入
矢
義
高
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本
書
の
著
者
酒
井
氏
は
、

か
ね
て
か
ら
中
闘
に
お
け
る
儒
例
道
三
教
の
閥

係
、
あ
る
い
は
そ
の
基
盤
と
な
る
祉
曾
が
、
相
互
の
相
閥
閥
係
に
よ
っ
て
如
何

な
る
現
象
を
示
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
闘
す
る
研
究
に
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
つ

づ
け
て
こ
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
今
回
本
書
の
刊
行
が
な
っ
て
、
こ
れ
を
手
に
と

っ
て
奔
見
し
た
時
、
今
ま
で
の
多
く
の
研
究
成
果
が
、
ま
こ
と
に
み
ご
と
な
鰻

系
の
下
に
、
綜
合
化
さ
れ
た
こ
と
を
如
質
に
知
っ
て
、
今
更
な
が
ら
著
者
の
異

撃
な
研
究
に
頭
の
さ
が
る
思
い
が
す
る
。

と
こ
ろ
で
本
書
の
題
名
に
あ
る
「
善
書
」
と
は
何
で
あ
る
か
。

一
般
に
は
、

し
ば
し
ば
「
善
本
」
の
意
味
に
と
ら
れ
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
義
白
書
と
い

う雪一
口葉
が
案
外
に
一
般
の
人
々
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
に
「
普

書
」
と
銘
う
っ
て
解
説
し
た
書
物
が
、
今
ま
で
に
殆
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
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る
。
お
よ
そ
善
書
と
は
、
本
書
の
中
で
著
者
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
簡
躍
に

い
え
ば
「
的
普
の
書
」
と
い
う
意
味
で
、
宋
代
以
後
に

一
般
に
用
い
ら
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
た
だ
軍
に
儒
数
経
典
の
中
で
説
く
道
徳
の
質
践
を
勧
め
る
ば
か

り
で
な
く
、
民
衆
に
も
受
け
い
れ
ら
れ
や
す
い
通
俗
的

な
要
素
を
も
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
勧
善
懲
悪
の
た
め
に
民
衆
道
徳
及
び
そ
れ
に
闘
速
す
る
事
例
、
説

話
を
と
い
た
民
間
流
通
の
通
俗
蓄
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
儒
教
経
典
や

俳
数
道
教
の
経
典
と
も
こ
と
な
り
、

儲
例
道
三
数
共
通
の
要
素
を
含
み
、
混
合

し
た
民
間
信
仰
を
も
あ
わ
せ
て
、民
衆
一
般
に
行
な
わ
れ
る
道
徳
を
す
す
め
、貴

賎
貧
富
を
と
わ
ず
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
善
替
の
代
表
的
な

も
の
と
し
て
太
上
感
態
篇
、
陰
隙
文
、
究
世
経
お
よ
び
功
過
格
な
ど
が
翠
げ
ら

れ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
が
最
も
流
通
し
た
の
は
、
明
末
清
初
を
頂
貼
と
し
て
、

明
清
時
代
を
極
感
期
と
す
る
と
い
わ
れ
、
本
番
で
は
と
く
に
そ
の
う
ち
で
も
明

代
に
焦
貼
を
あ
わ
せ
、

明
代
の
園
家一
枇
曾
と
謡
番
と
の
閥
係
、
と
く
に
著
書
が

成
立
す
る
た
め
の
背
景
と
な
っ

た
明
代
の
枇
曾
と
は
如
何
な
る
も
の
か
に
つ
い

て
、
熱
心
に
検
討
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
の
貼
で
は

「
明
代
一
位
曾
と
善
蓄
の
研

究
」
と
い
い
換
え
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
今
ま
で
に
陰
附
文
の
研
究
と
か
、
太

上
感
態
錦
に
つ
い
て
、
個
々
の
研
究
は
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
綜
合
的
に
そ
の

時
代
の
枇
曾
と
の
側
速
に
お
い
て
、
考
究
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
吉
岡
義
盟
氏
が
東
方
宗
教
一
六
披
の
中
で
、
「
本
書
を
得
て
、
は
じ
め
て
善

番
と
い
う
市
井
の
雑
木
、
俗
蓄
が
、
申
闘
祭
研
究
に
お
い

て
、
資
重
な
資
料
で

あ
る
こ
と
が
立
透
せ
ら
れ
た
」
と
い
わ
れ
た
の
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。

本
書
は
す
べ
て
七
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
を
大
別
す
る
と
、
そ

の
第
一

章
お
よ
び
第
二
章
は
、
善
書
が
成
立
す
る
基
盤
で
あ
る
明
代
社
舎
を
解

明
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
凶
、

五
、
六
、
七
掌
は
、
善
書
作
成
の
代
表

的
人
物
で
あ
る
衷
了
凡
や
代
表
的
善
書
で
あ
る
功
過
格
、
陰
隙
文
、
お
よ
ひ
明

末
の
資
品
切
な
ど
、
い
わ
ば
善
蓄
の
内
容
を
具
種
的
に
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
爾
部
分
を
結
び
つ
け
る
の
が
第
三
章
「
明
代
に
J

お
け
る
三
数
合
一
思
想
と

善
書
」
で
あ
っ
て
、
善
蓄
の
も
つ
思
額
的
背
景
と
し
て
明
代
の
三
教
思
怨
が
ど

の
よ
う
に
影
響
し
た
か
を
論
じ
て
い
る
。
と
く
に
こ
の
章
は
、
他
の
諸
章
が
す

で
に
愛
表
さ
れ
た
論
文
を
基
盤
と
じ
た
の
に
封
し
、
新
し
く
著
者
が
書
き
お
ろ

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
第
一
章
「
明
朝
の
数
化
策
と
そ
の
影
響
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
明
代
に

教
化
勧
戒
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
勅
撰
舎
を
列
怒
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
解

説
を
施
こ
し
、
刊
本
の
所
在
に
つ

い
て
も
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。
つ
い
で
そ
れ

が
明
代
の
ど
の
時
代
に
出
来
た
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
洪
武
、
永
袋
、
宣

徳
か
ら
崇
績
に
至
る
各
時
代
毎
に
分
け
詳
細
に
説
明
さ
れ
、
そ
の
大
部
分
が
洪

武
、
永
築
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
こ
と
に
こ
の
解
説
は
便
利
で
あ
り
、
後
謬
を

稗
盆
す
る
所
多
大
で
あ
る
。
し
か
し
洪
武
、
永
築
時
代
に
は
こ
れ
ら
の
書
が
多

く
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
知
り
え
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
を
推

す
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
永
幾
年
聞
に
作
成
さ
れ
た
高
皇
后
仰
が
嘉
靖
に
再
刊

さ
れ
、
永
築
七
年
の
型
事
心
法
の
重
刊
本
が
わ
が
内
閣
文
庫
に
あ
り
、
嘉
精
一
一
一

十
八
年
の
刊
行
に
な
っ
て
い
る
外
、
そ
の
他
の
書
に
お

い
て
も
し
ば
し
ば
室

刊
、
覆
刊
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
製
作
年
代
と
と
も
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て

そ
れ
ぞ
れ
が
質
際
に
行
な
わ
れ
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
著
者
は
つ

ぎ
に
民
間
教
化
と

い
う
面
か
ら
、
五
十
有
鈴
の
勅
撰
書
の
中
よ
り
御
製
大
諮
と

数
民
携
交
を
と
り
あ
げ
、
さ
ら
に

は
併
文
中
の
い
わ
ゆ
る
聖
議
六
言
「
孝
順
父

母
、
愈
敬
長
上
、
和
陵
郷
里
、
教
訓
子
孫
、
各
安
生
理
、
堺
作
非
居
周
」
が
、
明

米
に
至
っ
て
六
稔
に
愛
展
し
、
郷
約
の
中
で
捧
讃
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
、
そ
の

ρo 
nv 
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時
期
を
嘉
靖
八
年
の
題
准
が
機
縁
を
な
し
た
も
の
と
い
い
、
そ
れ
以
前
の
巨
氏

郷
約
中
心
よ
り
、
六
議
重
視
の
傾
向
に
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
欲
を
い
え
ば
こ
の
よ
う
な
太
租
の
六
畳
一
一
口
が
、
何
故
嘉
靖
ご
ろ
か

ら
再
び
や
か
ま
し
く
提
唱
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
意

義
を
よ
り
詳
細
に
の
べ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

さ
て
と
の
六
識
は
、
里
甲
や
郷
約
で
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
つ
い
に
は

家
訓
の
中
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
、
宗
族
、
家
族
の
規
範
と
な
っ
た
こ
と
は
羅
洪

先
の

「
秀
川
族
約
序
」
や
、
何
士
耳
目
の
「
宗
規
」
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ

の
傾
向
が
ま
ず
現
れ
た
の
は
嘉
靖
時
代
で
あ
る
と
い
う
黙
は
注
目
す
べ
き
こ
と

で
あ
る
。
し
か
も
王
氏
の
「
宗
講
約
」
の
ご
と
く
明
末
の
宗
約
に
は
六
識
が
孝

順
事
賀
・

太
上
感
藤
篤
と
な
ら
ん
で
掌
げ
ら
れ
て
お
り
、
高
暦
に
な
る
と
六
識

の
註
解
書
の
中
に
は
善
書
の
説
く
所
と
あ
ま
り
異
な
ら
ぬ
も
の
が
出
て
、
つ
い

に
明
末
の
善
書
で
あ
る
勧
戒
全
書
の
よ
う
に
「
型
議
六
言
解
」
が
そ
の
中
に
牧

め
ら
れ
て
一
部
を
な
す
よ
う
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
か
く
て
明
末
に
な
る
と
郷

約
、
一
位
倉
、
従
事
、
保
甲
な
ど
を

一
健
と
す
る
組
織
を
通
じ
て
、
六
言
を
は
じ

め
と
し
て
勅
撰
蓄
な
ど
に
よ
る
数
化
の
施
策
が
、
自
然
的
村
落
枇
舎
の
結
合
を

土
蓋
と
し
て
民
間
の
宗
教
的
結
合
紐
帯
の
一
つ
で
あ
る
枇

・
土
穀
紳
の
民
間
信

仰
に
支
え
ら
れ
て
底
く
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
最

後
に
そ
の
数
化
策
の
推
進
者
と
し
て
郷
紳

・
士
人
の
役
割
に
言
及
さ
れ
て

い
る

が
、
と
れ
は
次
章
に
お
い
て
具
鐙
的
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
み
る
と
、
こ
の
章
で
は
明
朝
の
数
化
策
が
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
そ

れ
が
善
書
と
ど
ん
な
黙
で
む
す
び
っ
く
も
の
で
あ
る
か
に
闘
し
て
、
六
識
や盛岡

善
陰
隙
な
ど
の
動
戒
警
が
民
間
の
善
書
作
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
、
ま
た

民
間
教
化
に
民
間
信
仰
が
利
用
さ
れ
そ
こ
に
善
書
が
介
在
す
る
絵
地
が
あ
っ
た

こ
と
な
ど
を
知
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
の
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
動
戒

番
と
地
方
数
化
と
の
具
種
的
な
閥
係
及
び
郷
約
と
六
言
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て

論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
な
が
ら
い
さ
さ
か
気
に
な
っ
た
こ
と
は

た
と
え
ば
三
一
頁
を
み
る
と
「
園
説
の
趨
載
」
と
書
い
た
次
行
に
「
健
裁
」
の

語
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
僅
載
」
・
「
僅
裁
」

が
一
行
ご
と
に
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
校
正
上
の
こ
と
な
が
ら
い
か
に
も
鰻
裁
の
惑
い
も
の
で
あ
る
。
ま

た
三
五

・
六
頁
に
大
諮
績
編
の
明
孝
第
七
を
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
末
行

近
く
で
、「
宣
有
但
供
膳
而
巳
」
・
「
備
明
於
首
註
、
子
是
従
吾
命
者
」
と
あ
る

所
は
、
玄
覚
堂
叢
書
「
昭
代
主
章
」
に
よ
れ
ば
、
「
笠
有
但
供
飲
勝
而
己
」
・

「
備
明
子
首
、
註
子
足
、
従
吾
命
者
」
で
あ
り
、
念
の
た
め
北
京
京
師
岡
書
館

に
あ
っ
た
大
詰
績
編
を
み
て
も
、
や
は
り
「
昭
代
王
章
」
の
ご
と
く
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
後
者
に
訂
正
さ
れ
た
方
が
い
い
と
思
う
。

第
二
章
「
明
末
の
吐
曾
と
善
書
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
郷
紳
と
士
人
の
意
義

を
規
定
し
、
郷
紳
・
郷
官

・
緒
紳
と
、
土
子
、
土
人
、
衿
士
と
の
聞
に
身
分
的

差
異
が
あ
り
、
郷
紳
は
士
大
夫

・
官
僚
と
な
っ
た
も
の
、
士
子

・
士
人
は
郷
紳

身
分
と
な
り
得
な
い
翠
人
以
下
の
胡
調
書
人
各
階
層
を
指
す
と
分
け
、
さ
ら
に
明

末
で
は
、
地
方
の
枇
曾
階
層
を
一
示
す
と
き
に
、
郷
紳
、
彦
、
貢
、
監
、
生
員
、

民
と
列
翠
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
そ
れ
が
科
寧
制
度
か
ら
来
た
身
分
差
で
あ
る

と
説
明
さ
れ
る
。

し
か
も
そ
の
郷
紳
と
士
人
の
差
は
、
ま
た
一
枇
曾
的
勢
力
の
差

で
も
あ
り
、
と
く
に
郷
紳
は
地
方
の
賞
力
者
と
し
て
、
政
治
上
・
枇
曾
上
の
問

題
の
中
心
に
立
っ
て
い
た
の
で
、
と
く
に
こ
の
郷
紳
を
と
り
あ
げ
て
種
々
な
る

鮎
か
ら
そ
の
役
割
を
考
究
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
郷
紳
の
規
範
を
善
書
の
中
で
は

い
か
に
示
し
て
い
る
か
と
い
う
例
と
し
て

「
居
官
功
過
格
」
を
あ
げ
、
ま
た

「
不
費
銭
功
徳
例
」
に
よ

っ
て
、
郷
紳
に
謝
し
て
明
末
の
枇
曾
で
は
如
何
な
る
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理
想
像
を
描
い
て
い
た
か
を
提
一不
さ
れ
た
。
つ
い
で
宣
官
の
横
暴
に
射
す
る
反

税
監

・
反
脳
監
及
び
焼
造
・
織
活
な
と
の
民
出
現
に
お
い
て
、
郷
紳
・
士
入
居
が

如
何
な
る
動
向
を
示
し
た
か
を
叙
述
し
、
と
く
に
士
人
の
主
導
的
役
割
を
強
調

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
士
人
は
、
ま
た
民
間
に
お
け
る
利
用
済

民
の
枇
曾
活
動
を
行
な
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
善
事
を
編
集
し
て
、
民
衆
に

封
す
る
働
普
蓄
を
作
る
こ
と
が
、
士
人
の
道
徳
と
さ
れ
た
。
ま
た
か
か
る
士
人

の
枇
曾
的
地
位
及
び
役
割
に

つ
い
て
、
郷
紳
と
封
臨
し
て
「
不
資
銭
功
徳
例
」

な
ど
の
普
習
の
中
に
も
し
ば
し
ば
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
本
章
で
は
具
鎧
例
を

あ
げ
つ
つ
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
な
お
希
望
す
る
こ
と
は
民
襲
な
ど

に
お
い
て
積
極
的
に
活
動
し
た
士
人
た
ち
が
善
審
の
製
作
者
と
す
れ
ば
、
か
れ

ら
が
こ
の
よ
う
な
普
蓄
を
ど
の
よ
う
な
形
で
空
か
し
て
い
た
の
か
、
す
な
わ
ち

製
作
の
怠
凶
と
そ
の
運
用
に
つ
い
て
も
側
々
の
具
鰻
例
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
に

し
て
製
作
さ
れ
、
そ
れ
が
賞
際
に
ど
の
よ
う
な
形
で
流
布
し
た
か
を
、
比
較
検

討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
「
明
代
に
お
け
る
三
数
合
一
恩
翻
と
善
茜
」
は
、
筆
者
に
と
っ
て
最

も
興
味
の
ひ
く
所
で
あ
っ
た
。
著
者
は
明
代
の
三
数
合
一
思
銀
は
、
す
べ
て
太

租
の
三
教
に
謝
す
る
見
解
に
も
と
づ
く
と
考
え
て
い
る
。
明
代
の
儒
家
の
内
も

っ
と
も
三
数
粂
修
の
立
場
を
と
る
も
の
と
し
て
泰
州
製
波
を
あ
げ
、
綿
同
志
道
な

ど
に
は
、
太
組
の
三
数
論
が
基
準
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
楊
復
所
、
李

卓
吾
、
越
大
洲
、
羅
汝
芳
ら
の
三
数
思
組
を
あ
げ
、
隆
俊
時
代
に
は

つ
い
に
科

穆
の
中
に
も
俳
道
の
思
畑
出
が
流
入
し
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
泰
州
製

浪
と
善
奮
と
の
閥
係
の
深
い
こ
と
を
協
同
士
山
道
、
楊
起
元
、
李
卓
吾
な
ど
を
あ
げ

て
論
じ
、
つ
い
で
林
兆
恩
の
三
数
思
組
に
も
説
き
及
ん
で
お
ら
れ
る
。
林
兆
恩

に
つ
い
て
は
筆
者
の
鶴
作
を
ひ
き
合
い
に
出
さ
れ
て
、
誠
に
恥
し
い
次
第
で
あ

る
が
、
筆
者
も
近
く
こ
れ
を
補
足
す
る
考
え
で
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
細
に

論
ず
る
こ
と
を
避
け
た
い
と
思
う
。
た
だ
林
兆
恩
の
著
作
に
つ
い
て
み
る
と
、

嘉
梢
四
十
二
年
自
序
の
三
数
禽
編
は
、
質
は
四
十
一
年
六
月
よ
り
着
手
し
て
十

月
に
脱
藁
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
倭
遂
に
よ
っ
て
城
が
陥
ち
た

の
で
、
弟

兆
諮
が
左
手
に
こ
れ
を
束
ね
、
右
手
に
母
を
扶
け
て
脱
出
し
、
よ
う
や
く
原
稿

の
安
全
を
得
て
上
梓
し
た
と
い
う
。
ま
た
著
者
が
嘉
靖
四
十
二
・
三
年
以
前
に

つ
く
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る

「六
美
傑
答
」
は
嘉
鱗
三
十
五
年
に
著

作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
外

一
つ
だ
け
欲
を

い
え
ば
、
明
代
の
三
数
合
一
思
想
を
論
じ
る
場
合
、
明
初
の
三
教
を
の
べ
た
の

ち
、
直
ち
に
泰
州
皐
仮
に
と
説
明
を
飛
隠
し
て
お
ら
れ
る
が
、
永
築
か
ら
嘉
靖

時
代
ま
で
の
三
数
思
惣
の
動
向
も
看
過
す
べ
き
で
な
く
、
こ
の
間
の
設
展
経
過

も
あ
わ
せ
て
考
述
さ
れ
る
と
有
難
か
っ
た
。

第
四
掌
「
友
了
凡
の
思
想
と
善
吉
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
支
質
の
停
と
著
書

を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
か
れ
が
朝
鮮
の
役
に
参
査
し
、
出
兵
の
不
可
を
と
い

て
容
れ
ら
れ
ず
、
つ

い
に
加
藤
清
正
と
戦
っ
た
こ
と
な
ど
甚
だ
興
味
の
深
い
話

で
あ
る
。
か
れ
の
撃
問
思
惣
は
経
史
を
は
じ
め
皆
、
地
理
、
暦
数
な
ど
各
方
面
に

わ
た

っ
て
い
る
が
、
か
れ
の
者
番
を
通
し
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、患
業
の
た
め
に

行
な
っ
た
皐
間
の
外
に
儒
俳
道
の
別
を
論
じ
ず
三
数
一
致
の
形
を
も
っ
た
普
番

的
思
組
の
持
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
く
に
か
れ
の
特
質
は
、
そ
の
思

想
を
功
過
格
の
力
行
を
通
し
て
賞
践
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
賞
践
の
結
果
、

命
数
を
超
え
て
子
を
設
け
、
進
士
に
及
第
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
番
の
意
載

を
自
己
の
健
験
の
上
に
具
徳
的
に
明
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
蓑
了
凡
と
い
え
ば

功
過
絡
と
い
わ
れ
る
が
、
本
章
に
お
い
て
は
そ
の
功
過
格
そ
の
も
の
の
研
究
で

な
く
、
首
時
の
枇
曾
と
の
関
係
に
お
け
る
友
了
凡
を
描
き
出
し
て
い
る
貼
は
著
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者
の
得
意
と
す
る
所
を
遺
憾
な
く
護
揮
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

第
五
章
「
功
過
格
の
研
究
」
は
前
章
の
蓑
了
凡
の
功
過
格
を
は
じ
め
、
明
末

清
初
の
諸
種
の
功
過
格
を
集
大
成
し
て
、
そ
の
書
誌
撃
的
研
究
を
行
な
っ
て
お

ら
れ
る
。
お
よ
そ
功
過
格
と
は

一
般
に
善
書
の
申
で
中
国
の
民
族
道
徳
を
善

(
功
)
と
悪
(
過
)
と
に
分
け
て
具
種
的
に
分
類
し
、
そ
の
善
慈
の
行
策
を
数
量

的
に
計
算
記
述
し
た
番
を
よ
ん
で
い
る
。

も
と
も
と
人
間
の
行
篤
に
つ
い
て
功

過
の
判
定
を
く
だ
す
こ
と
は
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
、
悌
教
や
道
教
の
数
訟
を
中

心
に
民
衆
の
聞
に
も
ひ
ろ
ま
っ
た
が
、
こ
れ
が
ま
と
ま
っ
た
形
を
な
し
た
の
は
、

道
蔵
本
功
過
格
で
あ
り
、
さ
ら
に
支
了
凡
の
功
過
格
、
株
宏
の
自
知
録
、
殖
吉

録
枚
功
過
格
、
日
乾
初
擦
な
ど
に
褒
展
し
、
清
初
に
は
つ
い
に
集
編
功
過
格
・

禦
纂
功
過
絡
な
ど
と
し
て
集
成
さ
れ
た
そ
の
過
程
を
こ
こ
で
示
さ
れ
た
。
こ
の

中
に
は
劉
宗
周
の
人
譜
や
、
劉
麟
長
の
聖
功
格
の
ご
と
く
、
儒
数
道
徳
を
整
理

し
た
も
の
で
善
書
功
過
格
の
形
式
や
内
容
と
近
く
、
同
類
に
あ
っ
か
わ
れ
る
も

の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
い
わ
ゆ
る
善
替
と
の
相
闘
関
係
、
と
く
に
そ
の

時
代
的
援
農
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
六
掌
「
陰
隙
文
に
つ

い
て
」
は
明
末
清
初
の
多
く
の
普
醤
の
中
で
、
太
上
感

膝
舗
や
究
世
経
と
と
も
に
行
な
わ
れ
た
陰
陥
文
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
に
見
ら
れ
る
陰
附
文
は
ほ
と
ん
ど
清
代
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
主

要
な
刊
本
を
列
事
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
刊
本
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
、

原
文
な
る
も
の
と
増
補
の
部
分
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
陰
隙

文
と
は
文
昌
帝
君
信
仰
に
も
と
，つ
い
た
も
の
と
い
う
が
、
そ
の
原
文
も
し
く
は

閥
文
は
、
高
暦
の
時
に
胡
文
燥
の
百
家
名
書
第

一
O
四
加
に
枚
め
ら
れ
た
文
屋

化
書
の
「
勤
行
陰
隙
文
」
に
近
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
著
者

は
さ
ら
に
そ
の
原
文
陰
隙
文
が
す
で
に
明
末
に
行
な
わ
れ
て
い
た

設
左
と
し

て
、
二
顧
先
生
語
録
に
見
ゆ
る
「
完
員
妙
諦
、
梓
童
帝
君
陰
隙
文
」
を
と
り
あ

げ
て
詳
し
く
論
じ
、
朱
元
時
代
以
後
大
い
に
流
行
し
た
文
昌
帝
君
信
仰
が
明
末

に
は
陰
険
文
と
い
う
善
書
を
形
成
す
る
ま
で
に
至
っ
た
こ
と
を
の
べ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
甚
だ
単
見
で
あ
っ
て
、
本
書
に
よ
っ
て
陰
隙
文
の
研
究
が

一
歩
前
進
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
七
章
「
明
末
に
お
け
る
質
審
と
無
局
数
」
と
題
し
て
、
明
末
に
お
こ
っ
た

宗
教
結一
世
と
そ
の
資
容
と
の
関
係
を
論
じ
、
と
く
に
無
矯
数
に
つ
い
て
詳
説
さ

れ
て
い
る
。著
者
に
よ
れ
ば
「
賛
容
は
そ
れ
が
世
に
行
な
わ
れ
る
歴
史
的
世
曾
的

意
義
及
び
民
衆
に
封
す
る
宣
教
勧
戒
を
内
容
と
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
善
書
と

共
通
の
意
義
を
も
ち
、
貧
容
も
善
書
の

一
一種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」

と
解
固
持
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
云
い
す
ぎ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

吉
岡
義
堕
氏
が
本
書
の
紹
介
の
中
で
、「
賀
谷
は
細
か
く
言
、
っ
と
、そ
の
性
質
上

善
書
的
な
も
の
と
、
必
ら
ず
し
も
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
雨
種
に
な
ろ
う
」
と

い
わ
れ
た
線
が
安
富
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
く
に
質
容
の
枇
曾
的
意
義
か
ら
み

れ
ば
、
な
お
さ
ら
善
番
的
で
な
い
面
も
多
い
の
で
あ
る
。
著
者
は
本
章
で
ま
ず

明
末
ま
で
の
主
要
な
貸
出
也
を
あ
げ
、
つ
い
で
明
末
に
な
っ
て
非
常
に
多
く
な
っ

た
貧
谷
の
種
類
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
蔚
暦
以
後
の
宗
教
結
祉
に
つ
い
て
賓

容
と
の
閥
係
を
も
と
め
、
と
く
に
羅
組
の
五
部
六
加
を
中
心
と
す
る
無
翁
教
に

つ
い
て
、
羅
清
の
人
物
お
よ
び
無
翁
数
の
性
格
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

以
上
七
章
に
わ
た
っ
て
論
述
さ
れ
て
い
る
要
旨
を
こ
こ
に
略
述
し
た
。
た
だ

筆
者
の

っ
た
な
き
筆
に
よ
っ

て
十
分
に
そ
の
良
債
そ
停
え
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
貼
が
多
々
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
恐
れ
る
。
な
か
で
も
著
者
が
苦
心
し
て
詳

述
さ
れ
た
精
徹
な
る
考
設
の
一

端
を
も
紹
介
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ

る
‘
ま
こ
と
に
本
番
の
ど
の
頁
を
開
い
て
も
櫛
引
傍
設
お
く
あ
た
わ
ざ
る
様
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で
、
そ
の
精
細
な
皐
識
に
敏
服
の
念
を
新
た
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た

他
方
で
は
、
な
お
幾
つ
か
の
間
題
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
序
文
の
中
で
は
、

本
書
が
道
教
研
究
の一

端
と
し
て
、
善
替
に
関
す
る
忠
煩
史
的
祉
曾
史
的
研
究

を
す
す
め
た
も
の
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
善
書
は
た
だ
に
道
数
的
範
隠
に
属

す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
儒
教
的
要
素
、
例
数
的
要
素
も

多
分
に
持
っ
て

い

る
。
三
数
思
頒
と
い
う
場
合
、
こ
の
三
者
を
明
確
に
庖
別
す
る
に
は
、
い
さ
さ

か
困
難
な
時
も
多
々
あ
る
が
、
議
口
書
の
研
究
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
そ
の
三

者
の
分
析
を
行
な
い
、
そ
の
上
で
融
合
の
質
態
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
と
も
あ
れ
本
書
で
は
問
題
が
明
代
に
限
定
さ
れ
た
た
め
、
か
な
り

省
略
さ
れ
た
貼
も
あ
る
よ
う
で
、
今
後
清
代
を
中
心
と
し
た
績
編
の
中
に
そ
れ

ら
の
多
く
が
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
ゥ
。
一
日
も
早
く
そ
れ
が
銅
山
刊
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
関
野
潜
龍
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《
今
か
ら
思
う
と
五
四
運
動
に
誇
り
と
驚
き
と
を
感
ず
る
》
と
の
べ
る
著
者

は
、
毛
細
陣
東
が
十
五
年
前
に
卒
業
し
た
長
沙
の
高
等間
学
校
に
在
摩
し
た
こ
と
も

あ
り
、
そ
の
こ
ろ
、
《
五
月
四
日
、
我
々

は
あ
な
た
に
失
望
し
な
い
》
と
い
う

臼
話
詩
を
つ
く
っ
て
、
郭
沫
若
、
田
漢
の
編
集
す
る
新
聞
に
愛
表
し
た
こ
と
も

あ
る
と
い
う
ほ
ど
だ
か
ら
、
五
四
運
動
の
老
兵
と
い

っ
て
い
い
。
ど
う
い
う
事

情
で
現
在
ア
メ
リ
カ
に
い
る
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
が
、
若
者
が
中
闘
共
産
総

治
下
の
人
民
中
闘
に
あ
ま
り
好
感
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
《
可
能
な
か
ぎ

り
多
く
の
事
質
的
記
録
の
紹
介
》
と
さ
れ
る
本
書
の
行
間
か
ら
も
、
容
易
に
讃

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
書
は
第
一
部
、
運
動
の
褒
展
、
第
二
部
、
主
要
な
る
思
潮
の
分
析
、
の
二

つ
の
部
分
か
ら
成
り
、
序
論
(
一
五
ペ
ー
ジ
)
と
閥
係
事
件
年
表
(
六
ペ
ー
ジ
)

附
録

(
一
0
ペ
ー
ジ
)
註

(六
五
ペ

ー
ジ
)
索
引

(
二
九
ペ
ー
ジ
)
が
頭
尾
に

附
さ
れ
て
い
る
。
章
の
構
成
は
次
の
通
り
。

ー、

序
論
。

2
、
運
動
を
促
進
し
た
諸
力
。

3
、
運
動
の
最
初
の
局
面
、
早
期
の
文
撃
的
思
想
的
活
動
、
一
九
一
七
1

一

九
。

4
、
五
四
事
件
。

5
、
事
件
後
の
設
展
、
皐
生
の
デ
モ
と
ス
ト
。

6
、
一
一
層
の
設
展
、
商
人
、
企
業
家
、
努
働
者
か
ら
の
支
持
。

7
、
新
文
化
運
動
の
扱
大
、

一
九

一
九
|
二
0
0

8
、
運
動
に
封
す
る
諸
闘
の
態
度
。

9
、
思
想
的
政
治
的
分
裂
。

日
、
枇
曾
的
政
治
的
結
果
。

(
以
上
第

一
部
)

口
、
文
皐
革
命
。

ロ
、
新
思
想
と
、
得
統
の
再
評
領
。

日、

新
mu
組
と
後
期
の
論
字
。

H
H

、
結
論
、
種
々

の
説
明
と
評
償
。

(以
上
第
二
部
)

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
書
は
五
四
運
動
の
全
般
的
な
叙
述
で
あ
り
、

元
来
ア
メ
リ
カ

の
調
者
を
封
象
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
我
々

に
と
っ
て

す
で
に
常
識
化
し
て
い
る
問
題
で
も
、
多
く
の
行
を
つ

い
や
し
て
説
明
さ
れ
て
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