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【
問
題
】

【
一
】　
出
典
…
田
岡
嶺
雲
『
下
流
の
細
民
と
文
士
』　
／
　
オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

文
章
略
解

文
明
開
化
に
伴
う
器
械
の
精
巧
化
と
奢
侈
の
風
潮
は
、
貧
富
の
隔
絶
を
甚
だ
し
く
拡
大
し
た
。
そ
の
た
め
、
上
流
社
会
の
者
た
ち
が
贅
沢
三
昧
に
堕
落
す
る

一
方
、
下
流
社
会
の
者
た
ち
は
餓
死
を
避
け
る
た
め
に
窃
盗
な
ど
の
罪
を
犯
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
最
も
悲
惨
で
憫
む
べ
き
は
こ
の
社
会
的
弱
者
た
ち
で

あ
る
。
そ
し
て
世
間
が
社
会
問
題
に
目
を
向
け
始
め
て
い
る
今
、
世
の
作
家
た
ち
こ
そ
、
真
っ
先
に
正
義
を
重
視
し
弱
者
に
共
感
し
、
非
力
な
彼
ら
に
代
わ
っ

て
そ
の
窮
状
を
訴
え
る
べ
く
筆
を
振
る
う
べ
き
で
あ
る
。

問
１ 

裕
福
な
者
が
、
飽
食
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
贅
沢
な
浪
費
生
活
を
送
る
時
間
が
ま
だ
足
り
な
い
と
不
平
を
言
う
こ
と
。〔
48
字
・
解
答
例
〕

問
２ 

貧
窮
者
が
生
き
る
た
め
に
や
む
な
く
犯
す
罪
に
厳
し
く
、
富
裕
者
の
奢
侈
に
よ
る
悪
徳
を
見
逃
す
の
は
、
不
条
理
だ
と
い
う
こ
と
。〔
50
字
・
解
答
例
〕

問
３ 

世
の
人
々
は
も
は
や
才
能
あ
る
男
と
美
し
い
女
の
恋
愛
を
描
く
細
末
な
小
説
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
。

問
４ 

世
の
中
に
対
し
て
自
分
の
思
い
を
訴
え
る
手
段
も
力
も
な
い
人
々

問
５ 

社
会
的
弱
者
救
済
の
主
張
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
に
は
正
義
を
重
視
し
弱
者
に
共
感
す
る
必
要
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
か
ら
。〔
49
字
・
解
答
例
〕

問
１

　
傍
線
部
は
対
句
的
表
現
の
前
半
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
問
題
文
中
の
対
句
は
、
常
に
前
半
が
「
富
者
」
に
、
後
半
が
「
貧
者
」
に
関
す
る
表
現
と
な
っ

解
答

解
説て

い
る
。
こ
の
文
中
の
他
の
部
分
に
見
ら
れ
る
対
句
的
表
現
に
較
べ
れ
ば
前
後
の
対
応
が
や
や
緩
い
が
、
や
は
り
こ
こ
も
対
句
的
表
現
の
一
部
だ
か
ら
、

筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
を
読
み
取
る
に
は
、
同
じ
セ
ッ
ト
の
後
半
と
の
対
応
関
係
を
必
ず
利
用
す
る
。

　
ま
ず
、
傍
線
部
の
「
肉
食
の
者
腹
常
に
便
々
」
は
、
ひ
と
つ
前
の
対
句
的
表
現
の
後
半
に
あ
る
「
菜
色
の
丐
徒
（
不
健
康
な
顔
色
を
し
た
物
乞
い
）」

か
ら
の
連
想
で
「
肉
食
」
が
出
て
き
た
と
同
時
に
、
傍
線
部
の
後
に
あ
る
対
句
後
半
の
「
陋
屋
の
裡
、
眼
凹
み
頰
落
ち
た
る
の
人
」
す
な
わ
ち
「
掘
っ
立

て
小
屋
で
瘦
せ
こ
け
る
生
活
を
送
る
人
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
便
々
」
に
は
「
腹
が
出
て
い
る
様
子
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、

「（
肉
と
い
う
贅
沢
な
）
食
べ
物
が
十
分
に
あ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
傍
線
部
の
「
冬
日
の
短
き
を
消
遣
の
途
な
き
に
苦
し
み
」
は
、
後
半
の
「
秋
夜
の
長
き
を
な
ほ
作
業
の
捗
々
し
か
ら
ざ
る
に
か
こ
つ
」
と
対
応

す
る
。
後
半
は
「
秋
の
夜
は
長
い
の
に
、
夜
に
な
っ
て
も
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
う
え
そ
の
仕
事
が
は
か
ど
ら
な
い
こ
と
に
愚
痴
を
こ
ぼ
す
」

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
反
対
を
考
え
る
。「
消
遣
」
は
本
来
は
「
追
い
払
う
こ
と
・
憂
さ
晴
ら
し
」
の
意
味
だ
が
、
こ
こ
で
は
後
半
と
の
対
応
を
考

え
て
「
消
費
」
＋
「
手
放
す
」
の
方
向
で
解
釈
す
れ
ば
よ
い
。「
途
」
の
訓
読
み
に
は
「
み
ち
」
が
あ
り
、
ま
た
大
和
言
葉
の
「
み
ち
」
に
は
「
方
法
・

手
段
」
の
意
味
が
あ
る
（「
使
い
み
ち
」
な
ど
）。
こ
れ
で
「
冬
日
の
短
き
を
消
遣
の
途
な
き
」
は
「
冬
の
日
が
短
い
か
ら
（
手
許
に
あ
る
物
を
）
消
費
し

た
り
手
放
し
た
り
す
る
暇
が
な
い
」
程
度
に
解
釈
で
き
る
。
さ
ら
に
、
前
半
の
「
便
々
」
に
は
先
ほ
ど
見
た
「
太
鼓
腹
」
以
外
に
「
時
を
無
駄
に
過
ご
す

様
子
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
こ
と
を
思
い
出
そ
う
（
あ
る
い
は
憶
え
て
お
こ
う
）。
そ
う
す
る
と
、「
消
遣
」
は
文
脈
上
「
浪
費
」
の
意
味
を
含
む
こ
と
が

見
え
て
く
る
。

　
問
題
は
、
傍
線
部
最
後
の
「
苦
し
み
」
の
解
釈
で
あ
る
。
続
く
表
現
の
対
応
す
る
部
分
に
「
か
こ
つ
」
が
あ
り
、
辞
書
的
な
意
味
で
は
「
苦
し
み
」
と

反
対
に
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
「
苦
し
み
」
を
言
葉
の
表
面
的
な
意
味
だ
け
で
読
む
と
、「
金
持
ち
に
は
金
持
ち
の
辛
さ
が
あ
る
も
の
だ
」
と
い
う
意
図
に

な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
問
題
文
中
に
筆
者
が
「
富
者
」
を
擁
護
す
る
表
現
は
見
ら
れ
ず
、
こ
こ
だ
け
を
「
富
者
に
対
す
る
擁
護
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に

は
無
理
が
あ
る
。
こ
こ
は
「
旨
い
も
の
を
た
っ
ぷ
り
食
っ
て
い
る
く
せ
に
ま
だ
浪
費
し
足
り
な
い
な
ど
と
ホ
ザ
き
や
が
る
と
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
い
い

気
な
も
の
だ
」
と
い
う
皮
肉
を
込
め
た
表
現
だ
と
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

　
な
お
、
答
案
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、「
冬
日
」
を
機
械
的
に
「
冬
の
日
」
あ
る
い
は
「
冬
の
昼
間
」
な
ど
と
す
る
の
は
ま
ず
い
。「
貧
者
」
が
生
活

に
苦
し
む
の
が
秋
だ
け
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
富
者
」
が
贅
沢
す
る
の
が
冬
だ
け
で
な
い
こ
と
も
明
ら
か
だ
。
こ
こ
は
「
も
っ
と
贅
沢
し

た
い
＝
時
間
が
足
り
な
い
」
の
意
味
と
「
仕
事
が
終
わ
ら
な
い
＝
時
間
が
い
つ
ま
で
も
か
か
る
」
の
意
味
と
で
「
冬
日
＝
短
い
」・「
秋
夜
＝
長
い
」
と
い

う
文
学
的
な
約
束
ご
と
を
用
い
た
言
葉
の
綾
に
過
ぎ
な
い
。
傍
線
部
に
「
対
句
」
の
発
想
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
答
案
で
は
「
時
間
の
不
足
」
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の
意
味
を
打
ち
出
す
こ
と
が
必
要
だ
。

問
２
　
傍
線
部
直
前
に
感
動
詞
「
嗚
呼
」
が
あ
り
、
傍
線
部
末
尾
に
詠
嘆
の
終
尾
辞
「
乎
」
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
主
語
が
「
人
」
で
、
述
語
に
対
し
て
助
動
詞

相
当
の
「
能
は
ず
」
を
付
加
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
る
と
、
傍
線
部
は
そ
れ
以
前
に
述
べ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
筆
者
の
慨
嘆
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
こ
で
傍
線
部
以
前
の
構
造
を
確
認
す
る
と
、
１
行
目
の
「
十
九
世
紀
の
い
は
ゆ
る
文
明
開
化
な
る
も
の
は
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
表
現
が
、
６
行
目
に

も
う
一
度
「
今
の
文
明
は
」
の
形
で
出
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
傍
線
部
以
前
を
二
つ
に
分
け
る
と
、
６
行
目
前
半
ま
で
は
「
富
者
の
奢

侈
・
貧
者
の
困
窮
」
を
対
比
す
る
だ
け
だ
が
、「
今
の
文
明
は
」
以
降
に
は
「
悪
徳
・
罪
」
と
い
っ
た
語
が
多
用
さ
れ
る
点
で
そ
れ
以
前
と
区
別
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
傍
線
部
は
と
く
に
６
行
目
の
「
今
の
文
明
は
」
以
降
を
承
け
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
。

　
そ
こ
で
「
今
の
文
明
は
」
以
降
を
読
む
と
、「
下
層
社
会
で
は
餓
死
す
る
か
盗
ん
で
食
べ
る
か
し
か
選
べ
な
い
。
盗
ん
で
食
べ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
罪

だ
が
、
人
間
は
必
ず
し
も
『
伯
夷
の
潔
』
を
貫
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
正
義
の
た
め
に
餓
死
す
る
よ
り
は
、
罪
を
負
っ
て
で
も
生
き
な
い
わ
け
に
は
行
か

な
い
。
こ
の
よ
う
な
下
層
社
会
の
罪
は
、
安
逸
の
あ
ま
り
犯
す
上
流
社
会
の
悪
徳
に
較
べ
れ
ば
、
そ
の
実
情
に
憐
憫
を
施
す
べ
き
な
の
に
、
人
は
罰
し
て

許
さ
ず
、
か
つ
一
方
で
は
上
流
社
会
の
『
呑
舟
の
魚
』
を
見
逃
し
て
と
が
め
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。「
伯
夷
」
は
「
伯
夷
・
叔
斉
」
兄
弟
の
兄
で
、
中

国
殷
末
周
初
の
人
。
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
討
と
う
と
す
る
の
を
兄
弟
で
諫
め
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
放
伐
後
は
周
の
俸
禄
を
拒
ん
で

（
首
陽
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
）
隠
れ
、
つ
い
に
は
餓
死
し
た
と
い
う
伝
説
の
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
餓
死
す
る
ま
で
に
自
分
の
信
念
と
正
義
を
貫
い
た
」

と
い
う
こ
と
だ
。
漢
文
で
は
お
馴
染
み
の
人
物
だ
ろ
う
。「
呑
舟
の
魚
」
は
『
荘
子
』・『
列
氏
』
や
『
史
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
語
で
、「
舟
を
丸
呑
み
に

す
る
ほ
ど
の
大
魚
」
か
ら
転
じ
て
「（
善
悪
と
も
に
）
大
物
・
大
人
物
」
の
意
味
に
用
い
る
言
葉
だ
。
こ
こ
で
は
批
判
の
対
象
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
悪
玉
の

こ
と
を
言
う
。
以
上
か
ら
考
え
て
、
傍
線
部
の
「
明
」
は
「
容
易
に
気
付
か
れ
、
簡
単
に
扱
わ
れ
る
こ
と
」
＝
「
盗
み
て
食
ふ
こ
と
」
＝
「
貧
者
の
罪
悪
」

を
指
し
、「
暗
」
は
「
な
か
な
か
気
付
か
れ
に
く
い
こ
と
」
＝
「
上
流
社
会
の
安
逸
の
余
勢
の
汚
職
・
風
俗
紊
乱
」
＝
「
富
者
の
悪
徳
」
を
指
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
こ
の
問
い
の
解
説
冒
頭
で
確
認
し
た
と
お
り
、
傍
線
部
は
筆
者
の
「
慨
嘆
」
で
あ
る
。
設
問
に
「
筆
者
は
何
が
言
い
た
い
の
か
」
と
あ
る
か
ら
、

傍
線
部
の
内
容
を
上
記
の
要
素
で
言
い
換
え
る
だ
け
で
は
出
題
意
図
を
満
た
さ
な
い
。
８
〜
９
行
目
の
「
正
を
守
り
て
餓
死
せ
ん
よ
り
は
罪
名
を
受
け
て

生
き
ざ
る
能
は
ず
。
下
流
社
会
の
罪
悪
こ
れ
を
安
逸
の
余
に
出
づ
る
上
流
の
悪
徳
に
比
す
れ
ば
そ
の
情
や
憫
む
べ
し
」
か
ら
、
筆
者
が
貧
者
に
同
情
的
な

の
は
明
ら
か
だ
。「
富
者
の
中
に
は
安
逸
の
余
勢
を
駆
っ
て
悪
徳
に
走
る
ほ
ど
の
享
楽
的
生
活
を
送
る
者
ま
で
い
る
と
い
う
の
に
、
貧
者
の
中
に
は
敢
え

て
罪
悪
を
犯
さ
な
け
れ
ば
死
ぬ
し
か
な
い
絶
望
的
な
人
さ
え
い
る
の
だ
」
と
い
う
わ
け
だ
。
し
た
が
っ
て
傍
線
部
は
貧
者
に
対
す
る
筆
者
の
憐
憫
を
も
と

に
し
た
慨
嘆
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、「
こ
れ
で
は
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
怒
り
を
含
ん
だ
嘆
き
を
込
め
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
読
み

取
っ
て
、
こ
れ
を
答
案
の
末
尾
に
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
理
屈
に
合
わ
な
い
」
と
考
え
れ
ば
「
不
合
理
」
で
も
遠
く
は
な
い
が
、
傍
線
部
は

論
理
的
と
い
う
よ
り
は
心
情
的
な
表
現
だ
か
ら
、「
筋
が
通
ら
な
い
」
こ
と
を
示
す
「
不
条
理
」
の
ほ
う
が
よ
い
。「
道
理
に
合
わ
な
い
」
と
い
う
表
現
も

許
容
解
と
す
る
。

問
３

　
こ
れ
も
傍
線
部
が
対
句
的
表
現
の
前
半
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　「
世
」
は
も
ち
ろ
ん
「
世
間
一
般
」
の
こ
と
。
念
の
た
め
に
言
っ
て
お
く
と
、
訓
読
調
の
文
体
で
は
主
語
に
「
余
」
が
あ
る
こ
と
も
多
く
、
こ
れ
は
《
謙

譲
の
自
称
》
と
し
て
使
わ
れ
た
。
音
読
す
る
と
同
じ
に
な
る
の
で
、
答
案
内
容
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
る
う
ち
に
頭
の
中
で
「
す
り
か
え
」
が
起
こ
る
恐

れ
が
あ
る
。
筆
者
の
個
人
的
な
不
満
と
勘
違
い
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
よ
う
。（
さ
ら
に
念
の
た
め
に
言
っ
て
お
く
が
、
前
問
で
扱
っ
た
９
行
目
に
見

え
る
「
余
」
は
「
〜
す
る
あ
ま
り
・
〜
の
勢
い
余
っ
て
」
の
意
味
で
あ
っ
て
人
称
代
名
詞
で
は
な
い
。）

　「
才
子
佳
人
相
思
の
」
は
、
形
の
上
で
は
続
く
表
現
の
「
俠
客
烈
婦
の
」
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、「
才
子
（
頭
の
良
い
人
）」
と
「
俠

客
（
男
気
を
貫
く
男
だ
て
）」
が
男
性
で
、「
佳
人
（
美
し
い
人
）」
と
「
烈
婦
（
信
義
を
貫
く
男
勝
り
）」
が
女
性
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、「
相
思
」

が
余
り
物
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
繊
巧
な
る
」
と
「
講
談
め
き
た
る
」
と
の
対
応
を
考
え
る
と
、「
講
談
」
が
基
本
的
に
「
勧
善
懲
悪
」
的
な
の
に

対
し
て
「
繊
巧
な
る
」
に
「
デ
リ
ケ
ー
ト
な
あ
り
さ
ま
」
と
い
う
特
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、「
相
思
」
は
「
恋
愛
」
の
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と

に
な
る
。「
相
思
相
愛
」
と
い
う
熟
語
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
も
よ
い
。
な
お
、
当
時
の
日
本
の
「
才
子
」
は
、「
エ
リ
ー
ト
」
で
あ
る
こ
と
は
多
く
て
も
、
必

ず
し
も
「
美
男
」
と
は
限
ら
な
い
。
安
直
に
「
美
男
美
女
の
恋
愛
」
な
ど
と
し
て
し
ま
う
と
減
点
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　「
飽
け
り
」
は
四
段
活
用
動
詞
「
飽
く
」
に
《
存
続
》
の
助
動
詞
「
り
」
が
接
続
し
て
い
る
。
文
末
を
「
〜
て
い
る
」
と
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
設
問
が
「
訳
せ
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、「
飽
く
」
も
単
純
に
（
現
代
語
の
）
上
一
段
活
用
に
す
る
の
で
は
な
く
、
同
義
語
に
言
い
換
え
よ
う
。

　
最
後
に
、「
繊
巧
」
に
注
意
。「
繊
細
・
巧
緻
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
は
漢
字
か
ら
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
「
飽
き
飽
き
し
て
い
る
」

の
だ
か
ら
、
こ
の
文
脈
で
は
「
こ
ま
や
か
」
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
ち
ま
ち
ま
」
の
方
向
性
で
解
釈
す
べ
き
だ
。

問
４

　
こ
こ
ま
で
の
文
脈
だ
け
で
も
「
民
」
が
「
下
流
社
会
の
民
衆
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。
問
題
は
「
不
告
」
だ
が
、
傍
線
部
の
後
に
「
彼
ら
に
代
は
り
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の
意
味
を
打
ち
出
す
こ
と
が
必
要
だ
。

問
２

　
傍
線
部
直
前
に
感
動
詞
「
嗚
呼
」
が
あ
り
、
傍
線
部
末
尾
に
詠
嘆
の
終
尾
辞
「
乎
」
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
主
語
が
「
人
」
で
、
述
語
に
対
し
て
助
動
詞

相
当
の
「
能
は
ず
」
を
付
加
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
る
と
、
傍
線
部
は
そ
れ
以
前
に
述
べ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
筆
者
の
慨
嘆
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
こ
で
傍
線
部
以
前
の
構
造
を
確
認
す
る
と
、
１
行
目
の
「
十
九
世
紀
の
い
は
ゆ
る
文
明
開
化
な
る
も
の
は
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
表
現
が
、
６
行
目
に

も
う
一
度
「
今
の
文
明
は
」
の
形
で
出
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
傍
線
部
以
前
を
二
つ
に
分
け
る
と
、
６
行
目
前
半
ま
で
は
「
富
者
の
奢

侈
・
貧
者
の
困
窮
」
を
対
比
す
る
だ
け
だ
が
、「
今
の
文
明
は
」
以
降
に
は
「
悪
徳
・
罪
」
と
い
っ
た
語
が
多
用
さ
れ
る
点
で
そ
れ
以
前
と
区
別
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
傍
線
部
は
と
く
に
６
行
目
の
「
今
の
文
明
は
」
以
降
を
承
け
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
。

　
そ
こ
で
「
今
の
文
明
は
」
以
降
を
読
む
と
、「
下
層
社
会
で
は
餓
死
す
る
か
盗
ん
で
食
べ
る
か
し
か
選
べ
な
い
。
盗
ん
で
食
べ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
罪

だ
が
、
人
間
は
必
ず
し
も
『
伯
夷
の
潔
』
を
貫
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
正
義
の
た
め
に
餓
死
す
る
よ
り
は
、
罪
を
負
っ
て
で
も
生
き
な
い
わ
け
に
は
行
か

な
い
。
こ
の
よ
う
な
下
層
社
会
の
罪
は
、
安
逸
の
あ
ま
り
犯
す
上
流
社
会
の
悪
徳
に
較
べ
れ
ば
、
そ
の
実
情
に
憐
憫
を
施
す
べ
き
な
の
に
、
人
は
罰
し
て

許
さ
ず
、
か
つ
一
方
で
は
上
流
社
会
の
『
呑
舟
の
魚
』
を
見
逃
し
て
と
が
め
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。「
伯
夷
」
は
「
伯
夷
・
叔
斉
」
兄
弟
の
兄
で
、
中

国
殷
末
周
初
の
人
。
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
討
と
う
と
す
る
の
を
兄
弟
で
諫
め
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
放
伐
後
は
周
の
俸
禄
を
拒
ん
で

（
首
陽
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
）
隠
れ
、
つ
い
に
は
餓
死
し
た
と
い
う
伝
説
の
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
餓
死
す
る
ま
で
に
自
分
の
信
念
と
正
義
を
貫
い
た
」

と
い
う
こ
と
だ
。
漢
文
で
は
お
馴
染
み
の
人
物
だ
ろ
う
。「
呑
舟
の
魚
」
は
『
荘
子
』・『
列
氏
』
や
『
史
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
語
で
、「
舟
を
丸
呑
み
に

す
る
ほ
ど
の
大
魚
」
か
ら
転
じ
て
「（
善
悪
と
も
に
）
大
物
・
大
人
物
」
の
意
味
に
用
い
る
言
葉
だ
。
こ
こ
で
は
批
判
の
対
象
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
悪
玉
の

こ
と
を
言
う
。
以
上
か
ら
考
え
て
、
傍
線
部
の
「
明
」
は
「
容
易
に
気
付
か
れ
、
簡
単
に
扱
わ
れ
る
こ
と
」
＝
「
盗
み
て
食
ふ
こ
と
」
＝
「
貧
者
の
罪
悪
」

を
指
し
、「
暗
」
は
「
な
か
な
か
気
付
か
れ
に
く
い
こ
と
」
＝
「
上
流
社
会
の
安
逸
の
余
勢
の
汚
職
・
風
俗
紊
乱
」
＝
「
富
者
の
悪
徳
」
を
指
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
こ
の
問
い
の
解
説
冒
頭
で
確
認
し
た
と
お
り
、
傍
線
部
は
筆
者
の
「
慨
嘆
」
で
あ
る
。
設
問
に
「
筆
者
は
何
が
言
い
た
い
の
か
」
と
あ
る
か
ら
、

傍
線
部
の
内
容
を
上
記
の
要
素
で
言
い
換
え
る
だ
け
で
は
出
題
意
図
を
満
た
さ
な
い
。
８
〜
９
行
目
の
「
正
を
守
り
て
餓
死
せ
ん
よ
り
は
罪
名
を
受
け
て

生
き
ざ
る
能
は
ず
。
下
流
社
会
の
罪
悪
こ
れ
を
安
逸
の
余
に
出
づ
る
上
流
の
悪
徳
に
比
す
れ
ば
そ
の
情
や
憫
む
べ
し
」
か
ら
、
筆
者
が
貧
者
に
同
情
的
な

の
は
明
ら
か
だ
。「
富
者
の
中
に
は
安
逸
の
余
勢
を
駆
っ
て
悪
徳
に
走
る
ほ
ど
の
享
楽
的
生
活
を
送
る
者
ま
で
い
る
と
い
う
の
に
、
貧
者
の
中
に
は
敢
え

て
罪
悪
を
犯
さ
な
け
れ
ば
死
ぬ
し
か
な
い
絶
望
的
な
人
さ
え
い
る
の
だ
」
と
い
う
わ
け
だ
。
し
た
が
っ
て
傍
線
部
は
貧
者
に
対
す
る
筆
者
の
憐
憫
を
も
と

に
し
た
慨
嘆
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、「
こ
れ
で
は
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
怒
り
を
含
ん
だ
嘆
き
を
込
め
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
読
み

取
っ
て
、
こ
れ
を
答
案
の
末
尾
に
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
理
屈
に
合
わ
な
い
」
と
考
え
れ
ば
「
不
合
理
」
で
も
遠
く
は
な
い
が
、
傍
線
部
は

論
理
的
と
い
う
よ
り
は
心
情
的
な
表
現
だ
か
ら
、「
筋
が
通
ら
な
い
」
こ
と
を
示
す
「
不
条
理
」
の
ほ
う
が
よ
い
。「
道
理
に
合
わ
な
い
」
と
い
う
表
現
も

許
容
解
と
す
る
。

問
３
　
こ
れ
も
傍
線
部
が
対
句
的
表
現
の
前
半
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　「
世
」
は
も
ち
ろ
ん
「
世
間
一
般
」
の
こ
と
。
念
の
た
め
に
言
っ
て
お
く
と
、
訓
読
調
の
文
体
で
は
主
語
に
「
余
」
が
あ
る
こ
と
も
多
く
、
こ
れ
は
《
謙

譲
の
自
称
》
と
し
て
使
わ
れ
た
。
音
読
す
る
と
同
じ
に
な
る
の
で
、
答
案
内
容
を
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
る
う
ち
に
頭
の
中
で
「
す
り
か
え
」
が
起
こ
る
恐

れ
が
あ
る
。
筆
者
の
個
人
的
な
不
満
と
勘
違
い
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
よ
う
。（
さ
ら
に
念
の
た
め
に
言
っ
て
お
く
が
、
前
問
で
扱
っ
た
９
行
目
に
見

え
る
「
余
」
は
「
〜
す
る
あ
ま
り
・
〜
の
勢
い
余
っ
て
」
の
意
味
で
あ
っ
て
人
称
代
名
詞
で
は
な
い
。）

　「
才
子
佳
人
相
思
の
」
は
、
形
の
上
で
は
続
く
表
現
の
「
俠
客
烈
婦
の
」
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、「
才
子
（
頭
の
良
い
人
）」
と
「
俠

客
（
男
気
を
貫
く
男
だ
て
）」
が
男
性
で
、「
佳
人
（
美
し
い
人
）」
と
「
烈
婦
（
信
義
を
貫
く
男
勝
り
）」
が
女
性
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、「
相
思
」

が
余
り
物
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
繊
巧
な
る
」
と
「
講
談
め
き
た
る
」
と
の
対
応
を
考
え
る
と
、「
講
談
」
が
基
本
的
に
「
勧
善
懲
悪
」
的
な
の
に

対
し
て
「
繊
巧
な
る
」
に
「
デ
リ
ケ
ー
ト
な
あ
り
さ
ま
」
と
い
う
特
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、「
相
思
」
は
「
恋
愛
」
の
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と

に
な
る
。「
相
思
相
愛
」
と
い
う
熟
語
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
も
よ
い
。
な
お
、
当
時
の
日
本
の
「
才
子
」
は
、「
エ
リ
ー
ト
」
で
あ
る
こ
と
は
多
く
て
も
、
必

ず
し
も
「
美
男
」
と
は
限
ら
な
い
。
安
直
に
「
美
男
美
女
の
恋
愛
」
な
ど
と
し
て
し
ま
う
と
減
点
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　「
飽
け
り
」
は
四
段
活
用
動
詞
「
飽
く
」
に
《
存
続
》
の
助
動
詞
「
り
」
が
接
続
し
て
い
る
。
文
末
を
「
〜
て
い
る
」
と
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
設
問
が
「
訳
せ
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、「
飽
く
」
も
単
純
に
（
現
代
語
の
）
上
一
段
活
用
に
す
る
の
で
は
な
く
、
同
義
語
に
言
い
換
え
よ
う
。

　
最
後
に
、「
繊
巧
」
に
注
意
。「
繊
細
・
巧
緻
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
は
漢
字
か
ら
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
「
飽
き
飽
き
し
て
い
る
」

の
だ
か
ら
、
こ
の
文
脈
で
は
「
こ
ま
や
か
」
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
ち
ま
ち
ま
」
の
方
向
性
で
解
釈
す
べ
き
だ
。

問
４

　
こ
こ
ま
で
の
文
脈
だ
け
で
も
「
民
」
が
「
下
流
社
会
の
民
衆
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。
問
題
は
「
不
告
」
だ
が
、
傍
線
部
の
後
に
「
彼
ら
に
代
は
り
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て
…
…
天
下
に
愬
ふ
る
」
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
の
提
唱
は
傍
線
部
の
前
の
「
作
家
た
る
も
の
」
す
な
わ
ち
「
作
品
発
表
の
機
会

が
あ
る
人
た
ち
」
に
向
け
て
の
も
の
だ
か
ら
、「
不
告
」
は
「（
作
家
と
違
っ
て
）
天
下
に
何
か
を
訴
え
る
こ
と
が
な
い
」
の
意
味
に
な
り
、
し
か
も
そ
の

境
遇
を
「
憫
む
べ
き
」
と
も
言
っ
て
い
る
か
ら
、「
意
図
的
に
訴
え
な
い
」
の
で
は
な
く
「
訴
え
る
手
段
や
能
力
が
な
い
」
と
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
法
律
関
係
の
用
語
に
「
不
告
不
理
の
原
則
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。「
刑
事
訴
訟
で
は
検
察
が
公
訴
し
な
い
か
ぎ
り
、
ま
た
民
事
・
行
政

訴
訟
で
は
当
事
者
が
訴
え
を
起
こ
さ
な
い
か
ぎ
り
、
裁
判
所
は
勝
手
に
審
判
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
考
え
か
た
を
言
う
が
、
こ
こ
で
も
「
告
」
を
「
訴

え
る
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
法
・
経
な
ど
を
含
む
社
会
科
学
系
統
の
学
部
を
志
望
す
る
受
験
生
な
ら
弁
え
て
お
く
と
よ
い
。

問
５
　
前
問
で
扱
っ
た
部
分
で
、
筆
者
は
「
作
家
は
『
不
告
の
民
』
に
代
わ
っ
て
そ
の
窮
乏
を
世
に
訴
え
よ
」
と
主
張
し
、
そ
の
先
例
と
し
て
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・

ユ
ー
ゴ
ー
を
挙
げ
て
高
く
評
価
す
る
。
そ
し
て
そ
の
作
品
の
邦
訳
が
増
え
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、「
日
本
で
も
社
会
問
題
に
目
を
向
け
る
人
が
増
え
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
。（
22
行
目
の
「
一い
ち

葉よ
う

の
落
つ
る
を
以
て
天
下
の
秋
を
卜ぼ
く

し
得う

べ
く
ん
ば
」
は
、『
淮え

南な
ん

子じ

』
の
「
見
㆓

一
葉
落
㆒、而
知
㆓

歳
之

将
㆒㆑

暮
」
＝
「
一
葉
の
落
つ
る
を
見
て
、
而
し
て
歳
の
将
に
暮
れ
ん
と
す
る
を
知
る
」
に
典
拠
が
あ
り
、「
わ
ず
か
な
現
象
か
ら
大
勢
を
予
知
す
る
」
こ

と
の
喩
え
で
あ
る
。
樋
口
一
葉
と
は
関
係
な
い
。）

　
た
だ
し
続
い
て
23
行
目
か
ら
「
然
れ
ど
も
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
も
い
る
。
こ
れ
が
設
問
に
答
え
る
要
素
に
繋
が
っ
て
く
る
。
23
行
目
か
ら
の
「
先
づ

自
ら
動
き
て
…
…
始
め
て
得
べ
し
」
は
、
簡
単
に
言
え
ば
「
人
を
動
か
す
に
は
ま
ず
自
分
が
動
け
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
今
の
貧
者
の
窮
乏
を
代
弁

す
る
な
ら
、
代
弁
者
に
は
第
一
に
『
不
告
の
民
』
に
対
す
る
深
い
共
感
が
必
要
だ
」
と
い
う
こ
と
だ
。「
万
斛
」
は
見
慣
れ
な
い
言
葉
だ
ろ
う
が
、「
涙
・
血
」

の
修
飾
語
で
「
万
」
を
含
む
こ
と
か
ら
「
た
っ
ぷ
り
」
の
意
味
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
は
ず
だ
（「
斛
」
は
容
量
の
単
位
の
一
つ
で
「
石
」
に
等
し
く
、

一
斛
（
一
石
）
は
約
１
８
０
リ
ッ
ト
ル
相
当
だ
が
、
憶
え
る
必
要
は
な
い
）。
続
い
て
、
右
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
正
義
感
の
強
い
熱
血
漢
」
と
対
比
的
に
、

筆
者
は
「
軽
薄
な
る
幇
間
者
流
の
作
家
、
浅
膚
な
る
才
子
肌
の
文
士
」
つ
ま
り
「
御
機
嫌
取
り
や
悧
巧
者
き
ど
り
の
文
筆
業
者
」
を
採
り
上
げ
る
（「
浅
膚
」

は
「
軽
薄
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
「
浅
は
か
な
様
子
」
を
言
う
）。
と
す
れ
ば
「
そ
の
純
潔
」
は
、
直
前
の
「
軽
薄
な
る
幇
間
者
流
の
作
家
、
浅
膚
な
る
才
子

肌
の
文
士
」
で
は
な
く
「
熱
血
漢
」、
文
中
の
表
現
で
言
う
「
今
の
貧
窶
者
に
代
は
り
て
天
下
に
愬
へ
ん
と
す
る
も
の
」
の
「
純
粋
で
高
邁
な
精
神
」
を

指
す
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
あ
と
は
も
う
一
歩
。「
軽
薄
な
る
〜
」
の
直
前
の
「
始
め
て
得
べ
し
」
に
「
べ
し
」
と
い
う
《
当
然
》
す
な
わ
ち
主
観
的
判
断
に
関

わ
る
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
、
23
行
目
か
ら
の
「
先
づ
自
ら
動
き
て
…
…
始
め
て
得
べ
し
」
の
部
分
を
「
筆
者
の
考
え
」
と
し
て

ま
と
め
れ
ば
よ
い
。
そ
の
際
に
、「
貧
窶
者
」
は
現
代
語
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
表
現
だ
か
ら
書
き
改
め
る
が
、
問
題
文
後
半
で
は
筆
者
が
「
社
会

問
題
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
用
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
単
に
「
貧
者
・
貧
乏
人
」
な
ど
と
す
る
よ
り
、「
社
会
的
弱
者
」
な
ど
と
す
る
ほ
う
が
よ
い
。

ま
た
、「
今
の
貧
窶
者
に
代
は
り
て
天
下
に
愬
へ
ん
と
す
る
」
に
は
代
弁
の
具
体
的
な
内
容
す
な
わ
ち
「
貧
窶
者
の
困
窮
を
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
も
勘
案
す
れ
ば
「
社
会
的
弱
者
の
困
窮
を
代
弁
す
る
」
こ
と
に
な
る
が
、「
天
下
に
愬
へ
ん
と
す
る
」
の
表
現
に
は
代
弁
者
の
主
体
性
が
強
く
こ
も
る

こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、「
代
弁
す
る
」
で
は
第
三
者
的
で
少
々
無
責
任
な
印
象
が
拭
い
き
れ
な
い
。
そ
こ
で
さ
ら
に
「
救
済
を
主
張
す
る
」
と
い
っ
た
形
に

改
め
て
主
体
性
も
表
現
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
な
お
、
24
行
目
の
「
〜
と
せ
ば
」
を
右
の
大
意
部
分
で
は
「
〜
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
」
と
意
訳
し
た
。「
せ
ば
」
は
、
形
の
上
で
は
《
順
接
仮
定

条
件
》
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
評
論
文
で
筆
者
が
（
客
観
的
事
実
で
な
く
）
自
分
の
意
見
を
根
拠
と
し
て
何
か
を
主
張
す
る
と
き
に
は
、
押
し
つ
け

が
ま
し
さ
を
嫌
っ
て
「
私
の
意
見
を
認
め
て
も
ら
え
る
な
ら
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
つ
つ
仮
定
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
そ
こ
に
「
私

は
こ
う
考
え
る
か
ら
」
と
《
順
接
確
定
条
件
》
の
働
き
を
持
た
せ
る
こ
と
が
多
く
、
24
行
目
の
表
現
も
そ
れ
に
該
当
す
る
。
現
代
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
評
論

で
も
多
用
さ
れ
る
表
現
手
法
と
し
て
意
識
し
て
お
こ
う
。

【
配
点
の
目
安
】　
65
点

　
　
問
１

　
13
点

　
　
問
２

　
17
点

　
　
問
３

　
９
点

　
　
問
４

　
６
点

　
　
問
５

　
20
点

問
１

〈
ア
裕
福
な
者
が
、
イ
飽
食
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ウ
贅
沢
な
浪
費
生
活
を
送
る
時
間
が
ま
だ
足
り
な
い
と
エ
不
平
を
言
う
こ
と
。〉
…
13
点

　
※
ア
２
点
、
イ
３
点
、
ウ
５
点
、
エ
３
点

　
＊
ア
は
、「
肉
食
の
者
」
を
〈
裕
福
な
者
〉
の
意
で
説
明
し
た
も
の
が
可

　
＊
イ
は
、「
腹
常
に
便
々
」
を
ア
が
常
に
飽
食
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
説
明
し
た
も
の
が
可

　
＊
ウ
は
、「
冬
日
の
短
き
を
消
遣
の
途
な
き
に
」
を
〈
時
間
が
足
り
な
く
て
、
財
貨
を
浪
費
す
る
方
法
が
な
い
〉
と
い
う
意
味
で
説
明
し
た
も
の
が
可

　
＊
エ
は
、「
苦
し
み
」
を
ウ
を
不
満
に
思
う
気
持
ち
と
解
し
て
説
明
し
た
も
の
が
可

問
２

〈
ア
貧
窮
者
が
イ
生
き
る
た
め
に
や
む
な
く
犯
す
罪
に
ウ
厳
し
く
、
エ
富
裕
者
の
オ
奢
侈
に
よ
る
悪
徳
を
カ
見
逃
す
の
は
、
キ
不
条
理
だ
と
い
う
こ
と
。〉
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て
…
…
天
下
に
愬
ふ
る
」
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
の
提
唱
は
傍
線
部
の
前
の
「
作
家
た
る
も
の
」
す
な
わ
ち
「
作
品
発
表
の
機
会

が
あ
る
人
た
ち
」
に
向
け
て
の
も
の
だ
か
ら
、「
不
告
」
は
「（
作
家
と
違
っ
て
）
天
下
に
何
か
を
訴
え
る
こ
と
が
な
い
」
の
意
味
に
な
り
、
し
か
も
そ
の

境
遇
を
「
憫
む
べ
き
」
と
も
言
っ
て
い
る
か
ら
、「
意
図
的
に
訴
え
な
い
」
の
で
は
な
く
「
訴
え
る
手
段
や
能
力
が
な
い
」
と
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
法
律
関
係
の
用
語
に
「
不
告
不
理
の
原
則
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。「
刑
事
訴
訟
で
は
検
察
が
公
訴
し
な
い
か
ぎ
り
、
ま
た
民
事
・
行
政

訴
訟
で
は
当
事
者
が
訴
え
を
起
こ
さ
な
い
か
ぎ
り
、
裁
判
所
は
勝
手
に
審
判
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
考
え
か
た
を
言
う
が
、
こ
こ
で
も
「
告
」
を
「
訴

え
る
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
法
・
経
な
ど
を
含
む
社
会
科
学
系
統
の
学
部
を
志
望
す
る
受
験
生
な
ら
弁
え
て
お
く
と
よ
い
。

問
５

　
前
問
で
扱
っ
た
部
分
で
、
筆
者
は
「
作
家
は
『
不
告
の
民
』
に
代
わ
っ
て
そ
の
窮
乏
を
世
に
訴
え
よ
」
と
主
張
し
、
そ
の
先
例
と
し
て
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・

ユ
ー
ゴ
ー
を
挙
げ
て
高
く
評
価
す
る
。
そ
し
て
そ
の
作
品
の
邦
訳
が
増
え
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、「
日
本
で
も
社
会
問
題
に
目
を
向
け
る
人
が
増
え
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
。（
22
行
目
の
「
一い
ち

葉よ
う

の
落
つ
る
を
以
て
天
下
の
秋
を
卜ぼ

く

し
得う

べ
く
ん
ば
」
は
、『
淮え

南な
ん

子じ

』
の
「
見
㆓

一
葉
落
㆒、而
知
㆓

歳
之

将
㆒㆑

暮
」
＝
「
一
葉
の
落
つ
る
を
見
て
、
而
し
て
歳
の
将
に
暮
れ
ん
と
す
る
を
知
る
」
に
典
拠
が
あ
り
、「
わ
ず
か
な
現
象
か
ら
大
勢
を
予
知
す
る
」
こ

と
の
喩
え
で
あ
る
。
樋
口
一
葉
と
は
関
係
な
い
。）

　
た
だ
し
続
い
て
23
行
目
か
ら
「
然
れ
ど
も
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
も
い
る
。
こ
れ
が
設
問
に
答
え
る
要
素
に
繋
が
っ
て
く
る
。
23
行
目
か
ら
の
「
先
づ

自
ら
動
き
て
…
…
始
め
て
得
べ
し
」
は
、
簡
単
に
言
え
ば
「
人
を
動
か
す
に
は
ま
ず
自
分
が
動
け
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
今
の
貧
者
の
窮
乏
を
代
弁

す
る
な
ら
、
代
弁
者
に
は
第
一
に
『
不
告
の
民
』
に
対
す
る
深
い
共
感
が
必
要
だ
」
と
い
う
こ
と
だ
。「
万
斛
」
は
見
慣
れ
な
い
言
葉
だ
ろ
う
が
、「
涙
・
血
」

の
修
飾
語
で
「
万
」
を
含
む
こ
と
か
ら
「
た
っ
ぷ
り
」
の
意
味
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
は
ず
だ
（「
斛
」
は
容
量
の
単
位
の
一
つ
で
「
石
」
に
等
し
く
、

一
斛
（
一
石
）
は
約
１
８
０
リ
ッ
ト
ル
相
当
だ
が
、
憶
え
る
必
要
は
な
い
）。
続
い
て
、
右
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
正
義
感
の
強
い
熱
血
漢
」
と
対
比
的
に
、

筆
者
は
「
軽
薄
な
る
幇
間
者
流
の
作
家
、
浅
膚
な
る
才
子
肌
の
文
士
」
つ
ま
り
「
御
機
嫌
取
り
や
悧
巧
者
き
ど
り
の
文
筆
業
者
」
を
採
り
上
げ
る
（「
浅
膚
」

は
「
軽
薄
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
「
浅
は
か
な
様
子
」
を
言
う
）。
と
す
れ
ば
「
そ
の
純
潔
」
は
、
直
前
の
「
軽
薄
な
る
幇
間
者
流
の
作
家
、
浅
膚
な
る
才
子

肌
の
文
士
」
で
は
な
く
「
熱
血
漢
」、
文
中
の
表
現
で
言
う
「
今
の
貧
窶
者
に
代
は
り
て
天
下
に
愬
へ
ん
と
す
る
も
の
」
の
「
純
粋
で
高
邁
な
精
神
」
を

指
す
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
あ
と
は
も
う
一
歩
。「
軽
薄
な
る
〜
」
の
直
前
の
「
始
め
て
得
べ
し
」
に
「
べ
し
」
と
い
う
《
当
然
》
す
な
わ
ち
主
観
的
判
断
に
関

わ
る
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
、
23
行
目
か
ら
の
「
先
づ
自
ら
動
き
て
…
…
始
め
て
得
べ
し
」
の
部
分
を
「
筆
者
の
考
え
」
と
し
て

ま
と
め
れ
ば
よ
い
。
そ
の
際
に
、「
貧
窶
者
」
は
現
代
語
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
表
現
だ
か
ら
書
き
改
め
る
が
、
問
題
文
後
半
で
は
筆
者
が
「
社
会

問
題
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
用
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
単
に
「
貧
者
・
貧
乏
人
」
な
ど
と
す
る
よ
り
、「
社
会
的
弱
者
」
な
ど
と
す
る
ほ
う
が
よ
い
。

ま
た
、「
今
の
貧
窶
者
に
代
は
り
て
天
下
に
愬
へ
ん
と
す
る
」
に
は
代
弁
の
具
体
的
な
内
容
す
な
わ
ち
「
貧
窶
者
の
困
窮
を
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
も
勘
案
す
れ
ば
「
社
会
的
弱
者
の
困
窮
を
代
弁
す
る
」
こ
と
に
な
る
が
、「
天
下
に
愬
へ
ん
と
す
る
」
の
表
現
に
は
代
弁
者
の
主
体
性
が
強
く
こ
も
る

こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、「
代
弁
す
る
」
で
は
第
三
者
的
で
少
々
無
責
任
な
印
象
が
拭
い
き
れ
な
い
。
そ
こ
で
さ
ら
に
「
救
済
を
主
張
す
る
」
と
い
っ
た
形
に

改
め
て
主
体
性
も
表
現
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
な
お
、
24
行
目
の
「
〜
と
せ
ば
」
を
右
の
大
意
部
分
で
は
「
〜
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
」
と
意
訳
し
た
。「
せ
ば
」
は
、
形
の
上
で
は
《
順
接
仮
定

条
件
》
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
評
論
文
で
筆
者
が
（
客
観
的
事
実
で
な
く
）
自
分
の
意
見
を
根
拠
と
し
て
何
か
を
主
張
す
る
と
き
に
は
、
押
し
つ
け

が
ま
し
さ
を
嫌
っ
て
「
私
の
意
見
を
認
め
て
も
ら
え
る
な
ら
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
つ
つ
仮
定
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
そ
こ
に
「
私

は
こ
う
考
え
る
か
ら
」
と
《
順
接
確
定
条
件
》
の
働
き
を
持
た
せ
る
こ
と
が
多
く
、
24
行
目
の
表
現
も
そ
れ
に
該
当
す
る
。
現
代
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
評
論

で
も
多
用
さ
れ
る
表
現
手
法
と
し
て
意
識
し
て
お
こ
う
。

【
配
点
の
目
安
】　
65
点
　
　
問
１
　
13
点
　
　
問
２
　
17
点
　
　
問
３
　
９
点
　
　
問
４
　
６
点
　
　
問
５
　
20
点

問
１

〈
ア
裕
福
な
者
が
、
イ
飽
食
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ウ
贅
沢
な
浪
費
生
活
を
送
る
時
間
が
ま
だ
足
り
な
い
と
エ
不
平
を
言
う
こ
と
。〉
…
13
点

　
※
ア
２
点
、
イ
３
点
、
ウ
５
点
、
エ
３
点

　
＊
ア
は
、「
肉
食
の
者
」
を
〈
裕
福
な
者
〉
の
意
で
説
明
し
た
も
の
が
可

　
＊
イ
は
、「
腹
常
に
便
々
」
を
ア
が
常
に
飽
食
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
説
明
し
た
も
の
が
可

　
＊
ウ
は
、「
冬
日
の
短
き
を
消
遣
の
途
な
き
に
」
を
〈
時
間
が
足
り
な
く
て
、
財
貨
を
浪
費
す
る
方
法
が
な
い
〉
と
い
う
意
味
で
説
明
し
た
も
の
が
可

　
＊
エ
は
、「
苦
し
み
」
を
ウ
を
不
満
に
思
う
気
持
ち
と
解
し
て
説
明
し
た
も
の
が
可

問
２

〈
ア
貧
窮
者
が
イ
生
き
る
た
め
に
や
む
な
く
犯
す
罪
に
ウ
厳
し
く
、
エ
富
裕
者
の
オ
奢
侈
に
よ
る
悪
徳
を
カ
見
逃
す
の
は
、
キ
不
条
理
だ
と
い
う
こ
と
。〉

6 5



　
…
17
点

　
※
ア
２
点
、
イ
３
点
、
ウ
２
点
、
エ
２
点
、
オ
３
点
、
カ
２
点
、
キ
３
点

　
＊
ア
は
、「
明
の
み
を
み
て
」
の
見
る
対
象
が
〈
貧
窮
者
〉
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
可

　
＊
イ
は
、
ア
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
い
る
の
か
を
示
せ
ば
可

　
＊
ウ
は
、
世
間
の
イ
に
対
す
る
視
線
が
厳
し
い
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
可

　
＊
エ
は
、「
暗
を
み
る
能
は
ざ
る
」
の
見
る
対
象
が
〈
富
裕
者
〉
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
可

　
＊
オ
は
、
エ
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
い
な
い
の
か
を
示
せ
ば
可

　
＊
カ
は
、
世
間
が
オ
を
見
逃
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
可

　
＊
キ
は
、
傍
線
部
に
込
め
ら
れ
た
筆
者
の
慨
嘆
の
気
持
ち
に
言
及
し
た
も
の
が
可

問
３

〈
ア
世
の
人
々
は
イ
も
は
や
ウ
才
能
あ
る
男
と
美
し
い
女
の
恋
愛
を
描
く
エ
細
末
な
小
説
に
オ
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
。〉
…
９
点

　
※
ア
１
点
、
イ
１
点
、
ウ
４
点
、
エ
２
点
、
オ
１
点

　
＊
ア
は
、「
世
は
」
を
〈
世
の
中
の
人
々
は
〉
の
意
味
に
訳
出
し
た
も
の
が
可

　
＊
イ
は
、「
既
に
」
を
〈
も
は
や
〉
の
意
味
に
訳
出
し
た
も
の
が
可

　
＊
ウ
は
、「
才
子
」
を
〈
才
能
の
あ
る
男
〉、「
佳
人
」
を
〈
美
し
い
女
〉、「
相
思
の
（
小
説
）」
を
〈
恋
愛
を
描
い
た
（
小
説
）〉
の
意
味
に
訳
出
し
た
も
の

が
可

　
＊
エ
は
、「
繊
巧
な
る
小
説
」
を
、
文
脈
か
ら
〈
ち
ま
ち
ま
と
し
た
小
説
〉
と
い
っ
た
意
味
に
訳
出
し
た
も
の
が
可

　
＊
オ
は
、「
飽
け
り
」
を
〈
飽
き
飽
き
し
て
い
る
〉
の
意
味
に
訳
出
し
た
も
の
が
可

問
４

〈
ア
世
の
中
に
対
し
て
イ
自
分
の
思
い
を
訴
え
る
ウ
手
段
も
力
も
な
い
エ
人
々
〉
…
６
点

　
※
ア
１
点
、
イ
２
点
、
ウ
２
点
、
エ
１
点

　
＊
ア
は
、「
民
」
の
思
い
を
訴
え
る
先
を
〈
世
の
中
に
〉〈
世
間
に
〉
な
ど
と
補
っ
た
も
の
が
可

　
＊
イ
は
、「
民
」
に
は
自
分
の
思
い
・
窮
状
を
訴
え
る
（
こ
と
が
で
き
な
い
）
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
が
可

　
＊
ウ
は
、「
民
」
が
イ
を
す
る
術
を
持
た
な
い
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
可

　
＊
エ
は
、「
民
」
を
〈
民
衆
〉〈
人
々
〉
な
ど
と
説
明
し
て
い
れ
ば
可

問
５

〈
ア
社
会
的
弱
者
救
済
の
主
張
に
イ
説
得
力
を
持
た
せ
る
に
は
ウ
正
義
を
重
視
し
エ
弱
者
に
共
感
す
る
必
要
が
あ
る
と
オ
筆
者
は
考
え
る
か
ら
。〉

　
…
20
点

　
※
ア
６
点
、
イ
４
点
、
ウ
４
点
、
エ
４
点
、
オ
２
点

　
＊
「
不
告
の
民
」
に
代
わ
っ
て
彼
ら
の
窮
状
を
世
間
に
訴
え
る
た
め
に
は
作
家
文
人
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
筆
者
の
考
え
を
説
明
す
る
。

　
＊
ア
は
、
文
筆
を
通
じ
て
世
間
に
訴
え
る
べ
き
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
が
可

　
＊
イ
は
、
ア
を
為
す
に
は
、
文
章
が
人
の
心
を
動
か
す
力
を
持
つ
必
要
が
あ
る
こ
と
に
言
及
す
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
、
イ
の
た
め
に
は
、
作
家
が
社
会
正
義
を
訴
え
る
熱
い
思
い
を
持
つ
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
可

　
＊
エ
は
、
イ
の
た
め
に
は
、
作
家
が
困
窮
者
に
対
す
る
深
い
共
感
を
持
つ
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
可

　
＊
オ
は
、
こ
の
主
張
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
可
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…
17
点

　
※
ア
２
点
、
イ
３
点
、
ウ
２
点
、
エ
２
点
、
オ
３
点
、
カ
２
点
、
キ
３
点

　
＊
ア
は
、「
明
の
み
を
み
て
」
の
見
る
対
象
が
〈
貧
窮
者
〉
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
可

　
＊
イ
は
、
ア
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
い
る
の
か
を
示
せ
ば
可

　
＊
ウ
は
、
世
間
の
イ
に
対
す
る
視
線
が
厳
し
い
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
可

　
＊
エ
は
、「
暗
を
み
る
能
は
ざ
る
」
の
見
る
対
象
が
〈
富
裕
者
〉
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
可

　
＊
オ
は
、
エ
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
い
な
い
の
か
を
示
せ
ば
可

　
＊
カ
は
、
世
間
が
オ
を
見
逃
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
可

　
＊
キ
は
、
傍
線
部
に
込
め
ら
れ
た
筆
者
の
慨
嘆
の
気
持
ち
に
言
及
し
た
も
の
が
可

問
３

〈
ア
世
の
人
々
は
イ
も
は
や
ウ
才
能
あ
る
男
と
美
し
い
女
の
恋
愛
を
描
く
エ
細
末
な
小
説
に
オ
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
。〉
…
９
点

　
※
ア
１
点
、
イ
１
点
、
ウ
４
点
、
エ
２
点
、
オ
１
点

　
＊
ア
は
、「
世
は
」
を
〈
世
の
中
の
人
々
は
〉
の
意
味
に
訳
出
し
た
も
の
が
可

　
＊
イ
は
、「
既
に
」
を
〈
も
は
や
〉
の
意
味
に
訳
出
し
た
も
の
が
可

　
＊
ウ
は
、「
才
子
」
を
〈
才
能
の
あ
る
男
〉、「
佳
人
」
を
〈
美
し
い
女
〉、「
相
思
の
（
小
説
）」
を
〈
恋
愛
を
描
い
た
（
小
説
）〉
の
意
味
に
訳
出
し
た
も
の

が
可

　
＊
エ
は
、「
繊
巧
な
る
小
説
」
を
、
文
脈
か
ら
〈
ち
ま
ち
ま
と
し
た
小
説
〉
と
い
っ
た
意
味
に
訳
出
し
た
も
の
が
可

　
＊
オ
は
、「
飽
け
り
」
を
〈
飽
き
飽
き
し
て
い
る
〉
の
意
味
に
訳
出
し
た
も
の
が
可

問
４

〈
ア
世
の
中
に
対
し
て
イ
自
分
の
思
い
を
訴
え
る
ウ
手
段
も
力
も
な
い
エ
人
々
〉
…
６
点

　
※
ア
１
点
、
イ
２
点
、
ウ
２
点
、
エ
１
点

　
＊
ア
は
、「
民
」
の
思
い
を
訴
え
る
先
を
〈
世
の
中
に
〉〈
世
間
に
〉
な
ど
と
補
っ
た
も
の
が
可

　
＊
イ
は
、「
民
」
に
は
自
分
の
思
い
・
窮
状
を
訴
え
る
（
こ
と
が
で
き
な
い
）
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
が
可

　
＊
ウ
は
、「
民
」
が
イ
を
す
る
術
を
持
た
な
い
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
可

　
＊
エ
は
、「
民
」
を
〈
民
衆
〉〈
人
々
〉
な
ど
と
説
明
し
て
い
れ
ば
可

問
５

〈
ア
社
会
的
弱
者
救
済
の
主
張
に
イ
説
得
力
を
持
た
せ
る
に
は
ウ
正
義
を
重
視
し
エ
弱
者
に
共
感
す
る
必
要
が
あ
る
と
オ
筆
者
は
考
え
る
か
ら
。〉

　
…
20
点

　
※
ア
６
点
、
イ
４
点
、
ウ
４
点
、
エ
４
点
、
オ
２
点

　
＊
「
不
告
の
民
」
に
代
わ
っ
て
彼
ら
の
窮
状
を
世
間
に
訴
え
る
た
め
に
は
作
家
文
人
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
筆
者
の
考
え
を
説
明
す
る
。

　
＊
ア
は
、
文
筆
を
通
じ
て
世
間
に
訴
え
る
べ
き
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
が
可

　
＊
イ
は
、
ア
を
為
す
に
は
、
文
章
が
人
の
心
を
動
か
す
力
を
持
つ
必
要
が
あ
る
こ
と
に
言
及
す
れ
ば
可

　
＊
ウ
は
、
イ
の
た
め
に
は
、
作
家
が
社
会
正
義
を
訴
え
る
熱
い
思
い
を
持
つ
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
可

　
＊
エ
は
、
イ
の
た
め
に
は
、
作
家
が
困
窮
者
に
対
す
る
深
い
共
感
を
持
つ
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
可

　
＊
オ
は
、
こ
の
主
張
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
可
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【
二
】　
出
典
…
井
上
忠
司
『「
世
間
体
」
の
構
造
』　
／

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

文
章
略
解

　
解
答
に
同
じ
。

か
つ
て
ウ
チ
と
と
ら
え
ら
れ
た
大
家
族
や
地
縁
集
団
な
ど
の
中
間
集
団
が
近
代
に
お
い
て
弱
体
化
し
、
個
人
は
中
間
集
団
を
媒
介
に
自
分
と
社
会
を
把
握
で
き

な
く
な
っ
た
。
ウ
チ
と
ソ
ト
の
規
準
は
状
況
的
に
な
り
、
家
を
同
心
円
的
に
最
も
拡
大
し
た
も
の
が
国
家
で
あ
る
と
い
う
家
族
国
家
観
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
定
着

し
た
。
戦
後
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
崩
壊
し
、
世
間
観
が
共
有
さ
れ
な
く
な
っ
た
今
も
、
ソ
ト
な
る
世
間
の
価
値
で
ウ
チ
な
る
自
分
を
評
価
す
る
日
本
人
特

有
の
行
動
様
式
は
、
本
質
的
に
同
様
で
あ
る
。〔
198
字
・
解
答
例
〕

　
井
上
忠
司
（
一
九
三
九
年
生
ま
れ
）
は
、
社
会
心
理
学
・
文
化
心
理
学
・
生
活
文
化
論
を
専
門
と
す
る
心
理
学
者
。
京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士

課
程
修
了
。
奈
良
女
子
大
学
教
授
、
甲
南
女
子
大
学
教
授
、
国
立
民
族
学
博
物
館
客
員
教
授
を
歴
任
。

　『「
世
間
体
」
の
構
造
』
は
、
唯
一
絶
対
神
を
も
た
な
い
日
本
人
が
価
値
規
準
と
し
て
き
た
「
世
間
」
に
つ
い
て
、
そ
の
原
義
と
変
遷
を
論
じ
た
著
作
で
あ
る
。

　
問
題
文
は
、
第
一
段
落
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、〈「
世
間
」
観
〉〈
ウ
チ
と
ソ
ト
の
観
念
〉
の
変
遷
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
段
落
で
は
、「
か
つ

て
は
、
伝
統
的
な
地
縁
集
団
（
共
同
体
）
ま
で
を
も
、
人
び
と
は
ウ
チ
と
し
て
と
ら
え
…
…
そ
こ
に
は
、
内
輪
の
き
び
し
い
制
裁
力
が
み
ら
れ
た
」
が
、「
江

戸
の
後
期
以
降
、
と
り
わ
け
明
治
以
降
は
お
し
な
べ
て
、
ウ
チ
の
批
判
力
が
す
っ
か
り
お
と
ろ
え
、
か
わ
っ
て
、
ソ
ト
か
ら
の
批
評
を
お
そ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
、
そ
の
概
要
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
土
台
に
し
つ
つ
、
以
降
の
記
述
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
ま
と
め
て
ほ
し
い
。

　
第
三
段
落
か
ら
第
六
段
落
ま
で
は
、
第
二
段
落
で
示
さ
れ
た
江
戸
の
後
期
以
降
の
「
ウ
チ
の
批
判
力
」
の
お
と
ろ
え
に
つ
い
て
、
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、「
社
会
の
近
代
化
に
と
も
な
っ
て
、
伝
統
的
な
『
中
間
集
団
』
の
機
能
が
い
ち
じ
る
し
く
衰
退
」
し
た
。
そ
れ
ま
で
個
人
は
、
大
家
族
や
村
落
共
同
体

な
ど
の
「『
中
間
集
団
』
を
媒
介
に
し
て
、
ひ
ろ
い
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
え
が
く
こ
と
が
で
き
た
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
間
集
団
が
十
分
に
機
能
し
て
い
た

時
代
に
は
、
中
間
集
団
を
規
準
と
し
て
、
そ
れ
を
挟
ん
で
相
対
す
る
自
分
と
社
会
の
姿
を
把
握
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「『
中
間
集
団
』
が
解

解
答

解
説

体
し
、
そ
れ
に
か
わ
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
『
中
間
集
団
』
が
う
み
出
さ
れ
な
い
と
き
、
個
人
は
自
分
と
社
会
と
を
む
す
び
つ
け
る
糸
を
見
失
っ
て
、
自
分
も
社

会
も
と
も
に
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
状
態
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
う
」。
そ
の
見
失
っ
た
「
糸
」
の
か
わ
り
に
、
個
人
は
「
身
近
な
集
団
（
た
と
え
ば
、
家
族
）

か
、
ま
た
は
巨
大
な
集
団
（
た
と
え
ば
、
国
家
）」
に
、
ウ
チ
と
ソ
ト
を
分
け
る
規
準
の
役
割
を
求
め
る
。
こ
の
こ
と
を
筆
者
は
第
五
段
落
で
、「
人
び
と
は
ウ

チ
の
規
準
を
、
あ
る
と
き
は
、
血
縁
集
団
に
か
ぎ
る
と
こ
ろ
ま
で
縮
小
し
、
ま
た
あ
る
と
き
は
、
国
家
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
拡
大
す
る
」、
ま
た
「
ウ
チ
と
ソ
ト

の
規
準
が
、
き
わ
め
て
状
況
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。〈
中
間
集
団
の
弱
体
化
〉
↓
〈
個
人
は
自
分
も
社
会
も
、

と
も
に
う
ま
く
把
握
で
き
な
く
な
る
〉
↓
〈
ウ
チ
と
ソ
ト
の
規
準
が
状
況
的
に
な
る
〉
と
い
う
流
れ
を
押
さ
え
て
、
こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
た
い
。

　
そ
し
て
「
こ
ん
な
混
乱
を
上
か
ら
秩
序
づ
け
る
役
目
を
は
た
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、〈
家
族
国
家
観
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
で
あ
っ
た
」。
つ
ま
り
、
ウ

チ
と
ソ
ト
の
規
準
と
さ
れ
る
「
準
拠
集
団
」
の
規
模
は
状
況
に
よ
っ
て
変
動
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
「
準
拠
集
団
」
は
い
ず
れ
も
同
心
円
的
な
も
の
、
つ
ま
り
「
家

（
イ
エ
）」
と
同
じ
構
造
を
有
し
、
そ
れ
を
拡
大
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
「
国
家
」
は
そ
れ
ら
の
「
イ
エ
」
と
相
似
形
を
な

す
準
拠
集
団
の
最
上
位
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「『
準
拠
集
団
』
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
が
…
…
定
着
し
て
い
っ
た
」
と

は
、
こ
の
よ
う
な
、
国
家
を
頂
点
と
し
た
準
拠
集
団
の
秩
序
づ
け
が
成
立
し
た
こ
と
を
指
す
。

　
第
七
〜
八
段
落
で
は
、「
と
り
わ
け
明
治
以
降
は
…
…
ソ
ト
か
ら
の
批
評
を
お
そ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
第
二
段
落
で
述
べ
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
、
詳
し

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
個
人
が
イ
エ
の
目
標
と
対
立
し
、
そ
の
体
制
か
ら
は
み
出
し
た
と
き
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
イ
エ
へ
の
〈
反
逆
〉
を
意
味
し
」、「
反
逆

者
に
た
い
す
る
〈
世
間
の
目
〉
は
、
た
い
そ
う
つ
め
た
か
っ
た
」。
そ
し
て
「
家
族
の
メ
ン
バ
ー
さ
え
、
反
逆
者
を
か
ば
う
ど
こ
ろ
か
「
世
間
」
の
が
わ
に
同

調
し
て
、
か
れ
を
イ
エ
か
ら
追
放
し
た
」。
つ
ま
り
、
人
び
と
は
世
間
の
価
値
に
照
ら
し
て
自
分
や
イ
エ
の
メ
ン
バ
ー
の
行
動
を
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
構
造
の
本
質
は
、
戦
後
も
「
い
っ
こ
う
に
変
わ
っ
て
は
い
な
い
」
と
筆
者
は
言
う
。

　
第
九
〜
十
一
段
落
は
、
戦
後
の
家
族
国
家
観
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
つ
ま
り
準
拠
集
団
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
の
崩
壊
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
筆
者
に

よ
れ
ば
、
一
方
で
「
旧
来
の
『
世
間
』
観
に
固
執
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
た
ち
も
あ
れ
ば
」、
他
方
で
「
古
い
観
念
で
あ
る
と
し
て
、
敬
遠
し
よ
う
と
す
る
人

た
ち
も
あ
る
」、
さ
ら
に
は
「『
世
間
体
』
と
い
う
漢
字
が
正
し
く
読
め
な
い
若
い
世
代
が
ふ
え
」、「
世
間
」
観
は
多
様
化
し
、
共
有
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

　
し
か
し
、「
一
見
、
現
象
形
態
に
お
い
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
か
に
み
え
る
『
世
間
』
観
も
、
準
拠
集
団
と
し
て
の
『
世
間
』
と
い
う
本
質
か
ら
み
れ
ば
、
や

は
り
一
定
の
構
造
を
共
有
し
て
い
る
」。
第
十
二
段
落
で
筆
者
は
再
び
、「
ソ
ト
な
る
『
世
間
』
の
価
値
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
チ
な
る
自
分
を

見
つ
め
る
と
い
う
本
質
的
な
点
で
は
、
各
世
代
を
こ
え
て
、
人
び
と
の
行
動
様
式
は
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
」
と
第
八
段
落
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
、
考
察
を

締
め
く
く
っ
て
い
る
。
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【
二
】　
出
典
…
井
上
忠
司
『「
世
間
体
」
の
構
造
』　
／

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題

文
章
略
解

　
解
答
に
同
じ
。

か
つ
て
ウ
チ
と
と
ら
え
ら
れ
た
大
家
族
や
地
縁
集
団
な
ど
の
中
間
集
団
が
近
代
に
お
い
て
弱
体
化
し
、
個
人
は
中
間
集
団
を
媒
介
に
自
分
と
社
会
を
把
握
で
き

な
く
な
っ
た
。
ウ
チ
と
ソ
ト
の
規
準
は
状
況
的
に
な
り
、
家
を
同
心
円
的
に
最
も
拡
大
し
た
も
の
が
国
家
で
あ
る
と
い
う
家
族
国
家
観
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
定
着

し
た
。
戦
後
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
崩
壊
し
、
世
間
観
が
共
有
さ
れ
な
く
な
っ
た
今
も
、
ソ
ト
な
る
世
間
の
価
値
で
ウ
チ
な
る
自
分
を
評
価
す
る
日
本
人
特

有
の
行
動
様
式
は
、
本
質
的
に
同
様
で
あ
る
。〔
198
字
・
解
答
例
〕

　
井
上
忠
司
（
一
九
三
九
年
生
ま
れ
）
は
、
社
会
心
理
学
・
文
化
心
理
学
・
生
活
文
化
論
を
専
門
と
す
る
心
理
学
者
。
京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士

課
程
修
了
。
奈
良
女
子
大
学
教
授
、
甲
南
女
子
大
学
教
授
、
国
立
民
族
学
博
物
館
客
員
教
授
を
歴
任
。

　『「
世
間
体
」
の
構
造
』
は
、
唯
一
絶
対
神
を
も
た
な
い
日
本
人
が
価
値
規
準
と
し
て
き
た
「
世
間
」
に
つ
い
て
、
そ
の
原
義
と
変
遷
を
論
じ
た
著
作
で
あ
る
。

　
問
題
文
は
、
第
一
段
落
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、〈「
世
間
」
観
〉〈
ウ
チ
と
ソ
ト
の
観
念
〉
の
変
遷
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
段
落
で
は
、「
か
つ

て
は
、
伝
統
的
な
地
縁
集
団
（
共
同
体
）
ま
で
を
も
、
人
び
と
は
ウ
チ
と
し
て
と
ら
え
…
…
そ
こ
に
は
、
内
輪
の
き
び
し
い
制
裁
力
が
み
ら
れ
た
」
が
、「
江

戸
の
後
期
以
降
、
と
り
わ
け
明
治
以
降
は
お
し
な
べ
て
、
ウ
チ
の
批
判
力
が
す
っ
か
り
お
と
ろ
え
、
か
わ
っ
て
、
ソ
ト
か
ら
の
批
評
を
お
そ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
、
そ
の
概
要
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
土
台
に
し
つ
つ
、
以
降
の
記
述
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
ま
と
め
て
ほ
し
い
。

　
第
三
段
落
か
ら
第
六
段
落
ま
で
は
、
第
二
段
落
で
示
さ
れ
た
江
戸
の
後
期
以
降
の
「
ウ
チ
の
批
判
力
」
の
お
と
ろ
え
に
つ
い
て
、
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、「
社
会
の
近
代
化
に
と
も
な
っ
て
、
伝
統
的
な
『
中
間
集
団
』
の
機
能
が
い
ち
じ
る
し
く
衰
退
」
し
た
。
そ
れ
ま
で
個
人
は
、
大
家
族
や
村
落
共
同
体

な
ど
の
「『
中
間
集
団
』
を
媒
介
に
し
て
、
ひ
ろ
い
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
え
が
く
こ
と
が
で
き
た
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
間
集
団
が
十
分
に
機
能
し
て
い
た

時
代
に
は
、
中
間
集
団
を
規
準
と
し
て
、
そ
れ
を
挟
ん
で
相
対
す
る
自
分
と
社
会
の
姿
を
把
握
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「『
中
間
集
団
』
が
解

解
答

解
説

体
し
、
そ
れ
に
か
わ
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
『
中
間
集
団
』
が
う
み
出
さ
れ
な
い
と
き
、
個
人
は
自
分
と
社
会
と
を
む
す
び
つ
け
る
糸
を
見
失
っ
て
、
自
分
も
社

会
も
と
も
に
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
状
態
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
う
」。
そ
の
見
失
っ
た
「
糸
」
の
か
わ
り
に
、
個
人
は
「
身
近
な
集
団
（
た
と
え
ば
、
家
族
）

か
、
ま
た
は
巨
大
な
集
団
（
た
と
え
ば
、
国
家
）」
に
、
ウ
チ
と
ソ
ト
を
分
け
る
規
準
の
役
割
を
求
め
る
。
こ
の
こ
と
を
筆
者
は
第
五
段
落
で
、「
人
び
と
は
ウ

チ
の
規
準
を
、
あ
る
と
き
は
、
血
縁
集
団
に
か
ぎ
る
と
こ
ろ
ま
で
縮
小
し
、
ま
た
あ
る
と
き
は
、
国
家
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
拡
大
す
る
」、
ま
た
「
ウ
チ
と
ソ
ト

の
規
準
が
、
き
わ
め
て
状
況
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。〈
中
間
集
団
の
弱
体
化
〉
↓
〈
個
人
は
自
分
も
社
会
も
、

と
も
に
う
ま
く
把
握
で
き
な
く
な
る
〉
↓
〈
ウ
チ
と
ソ
ト
の
規
準
が
状
況
的
に
な
る
〉
と
い
う
流
れ
を
押
さ
え
て
、
こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
た
い
。

　
そ
し
て
「
こ
ん
な
混
乱
を
上
か
ら
秩
序
づ
け
る
役
目
を
は
た
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、〈
家
族
国
家
観
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
で
あ
っ
た
」。
つ
ま
り
、
ウ

チ
と
ソ
ト
の
規
準
と
さ
れ
る
「
準
拠
集
団
」
の
規
模
は
状
況
に
よ
っ
て
変
動
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
「
準
拠
集
団
」
は
い
ず
れ
も
同
心
円
的
な
も
の
、
つ
ま
り
「
家

（
イ
エ
）」
と
同
じ
構
造
を
有
し
、
そ
れ
を
拡
大
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
「
国
家
」
は
そ
れ
ら
の
「
イ
エ
」
と
相
似
形
を
な

す
準
拠
集
団
の
最
上
位
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「『
準
拠
集
団
』
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
が
…
…
定
着
し
て
い
っ
た
」
と

は
、
こ
の
よ
う
な
、
国
家
を
頂
点
と
し
た
準
拠
集
団
の
秩
序
づ
け
が
成
立
し
た
こ
と
を
指
す
。

　
第
七
〜
八
段
落
で
は
、「
と
り
わ
け
明
治
以
降
は
…
…
ソ
ト
か
ら
の
批
評
を
お
そ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
第
二
段
落
で
述
べ
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
、
詳
し

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
個
人
が
イ
エ
の
目
標
と
対
立
し
、
そ
の
体
制
か
ら
は
み
出
し
た
と
き
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
イ
エ
へ
の
〈
反
逆
〉
を
意
味
し
」、「
反
逆

者
に
た
い
す
る
〈
世
間
の
目
〉
は
、
た
い
そ
う
つ
め
た
か
っ
た
」。
そ
し
て
「
家
族
の
メ
ン
バ
ー
さ
え
、
反
逆
者
を
か
ば
う
ど
こ
ろ
か
「
世
間
」
の
が
わ
に
同

調
し
て
、
か
れ
を
イ
エ
か
ら
追
放
し
た
」。
つ
ま
り
、
人
び
と
は
世
間
の
価
値
に
照
ら
し
て
自
分
や
イ
エ
の
メ
ン
バ
ー
の
行
動
を
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
構
造
の
本
質
は
、
戦
後
も
「
い
っ
こ
う
に
変
わ
っ
て
は
い
な
い
」
と
筆
者
は
言
う
。

　
第
九
〜
十
一
段
落
は
、
戦
後
の
家
族
国
家
観
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
つ
ま
り
準
拠
集
団
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
の
崩
壊
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
筆
者
に

よ
れ
ば
、
一
方
で
「
旧
来
の
『
世
間
』
観
に
固
執
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
た
ち
も
あ
れ
ば
」、
他
方
で
「
古
い
観
念
で
あ
る
と
し
て
、
敬
遠
し
よ
う
と
す
る
人

た
ち
も
あ
る
」、
さ
ら
に
は
「『
世
間
体
』
と
い
う
漢
字
が
正
し
く
読
め
な
い
若
い
世
代
が
ふ
え
」、「
世
間
」
観
は
多
様
化
し
、
共
有
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

　
し
か
し
、「
一
見
、
現
象
形
態
に
お
い
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
か
に
み
え
る
『
世
間
』
観
も
、
準
拠
集
団
と
し
て
の
『
世
間
』
と
い
う
本
質
か
ら
み
れ
ば
、
や

は
り
一
定
の
構
造
を
共
有
し
て
い
る
」。
第
十
二
段
落
で
筆
者
は
再
び
、「
ソ
ト
な
る
『
世
間
』
の
価
値
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
チ
な
る
自
分
を

見
つ
め
る
と
い
う
本
質
的
な
点
で
は
、
各
世
代
を
こ
え
て
、
人
び
と
の
行
動
様
式
は
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
」
と
第
八
段
落
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
、
考
察
を

締
め
く
く
っ
て
い
る
。
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　「
世
間
観
の
変
遷
」
を
た
ど
る
と
し
て
書
き
起
こ
さ
れ
な
が
ら
も
、
た
び
た
び
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、〈
世
間
観
が
多
様
化
し
て
も
、
日

本
人
の
行
動
様
式
が
本
質
的
に
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
〉
と
い
う
点
に
、
本
文
の
力
点
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
て
ま
と
め
て
ほ
し
い
。

【
配
点
の
目
安
】　
35
点

Ａ
〈
か
つ
て
ウ
チ
と
と
ら
え
ら
れ
た
ア
大
家
族
や
地
縁
集
団
な
ど
の
中
間
集
団
が
近
代
に
お
い
て
イ
弱
体
化
し
〉
…
６
点

　
※
ア
２
点
、
イ
４
点

　
＊
ア
は
、〈
大
家
族
〉
ま
た
は
〈
地
縁
集
団
〉
な
ど
、
い
ず
れ
か
を
例
示
し
て
可

　
＊
イ
は
、
中
間
集
団
の
弱
体
化
を
押
さ
え
て
可

Ｂ
〈
個
人
は
中
間
集
団
を
媒
介
に
自
分
と
社
会
を
把
握
で
き
な
く
な
っ
た
〉
…
４
点

　
＊
〈
自
分
も
社
会
も
と
も
に
わ
か
ら
な
く
な
る
〉
な
ど
で
も
可

Ｃ
〈
ウ
チ
と
ソ
ト
の
規
準
は
状
況
的
に
な
っ
た
〉
…
４
点

　
＊
Ａ
が
自
分
と
社
会
の
把
握
に
も
た
ら
し
た
影
響
を
説
明
し
て
可

　
＊
〈
ウ
チ
と
ソ
ト
の
規
準
が
場
合
に
よ
っ
て
変
動
す
る
〉
こ
と
を
押
さ
え
た
も
の
が
可

Ｄ
〈
ア
家
を
同
心
円
的
に
最
も
拡
大
し
た
も
の
が
国
家
で
あ
る
と
い
う
イ
家
族
国
家
観
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
定
着
し
た
〉
…
６
点

　
※
ア
３
点
、
イ
３
点

　
＊
ア
は
、〈
同
心
円
的
に
重
層
化
し
た
「
準
拠
集
団
」
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
〉
な
ど
、「
ウ
チ
」
の
同
心
円
的
な
拡
大
に
つ
い
て
述
べ
て
い
れ
ば
可

Ｅ
〈
ア
戦
後
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
崩
壊
し
、
イ
今
は
世
間
観
が
共
有
さ
れ
な
く
な
っ
た
〉
…
７
点

　
※
ア
３
点
、
イ
４
点

　
＊
イ
は
、〈
準
拠
す
べ
き
「
世
間
」
の
レ
ベ
ル
の
多
様
化
と
ア
ノ
ミ
ー
化
〉〈「
世
間
」
観
が
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
〉
な
ど
で
も
可

Ｆ
〈
ア
ソ
ト
な
る
世
間
の
価
値
で
ウ
チ
な
る
自
分
を
評
価
す
る
イ
日
本
人
特
有
の
行
動
様
式
は
、
本
質
的
に
同
様
で
あ
る
〉
…
８
点

　
※
ア
４
点
、
イ
４
点

　
＊
ア
は
、〈
世
間
に
と
ら
わ
れ
る
〉〈
人
目
を
気
に
す
る
〉
な
ど
で
も
可
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