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巻
十
悪
一
話
「
秦
始
皇
、
在
感
楊
宮
政
世
語
」
は
、
秦
の
建
国
と
滅
亡
と

に
関
す
る
も
の
が
た
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
始
皇
に
よ
る
威
陽
宮
の
造
営
と
F

長
城
の
建
設
が
語
ら
れ
、
高
大
魚
を
殺
し
た
報
い
と
し
て
の
始
皇
の
死
が
語
ら

れ
、
二
世
に
対
す
る
大
臣
比
高
の
反
乱
か
ら
、
子
嬰
の
逆
ク
ー
デ
タ
ー
、
さ
ら

．
に
、
そ
の
子
嬰
が
項
羽
に
殺
害
さ
れ
て
秦
が
滅
亡
す
る
ま
で
の
、
波
瀾
に
富
ん

だ
歴
史
が
語
ら
れ
て
い
る
。

 
続
く
第
二
話
は
、
．
龍
王
の
子
と
し
て
の
高
祖
の
誕
生
と
、
彼
の
存
在
に
お
び

え
る
始
皇
の
も
の
が
た
り
で
あ
り
、
第
三
話
は
、
そ
の
高
祖
が
思
羽
を
倒
し
て

漢
を
興
す
に
い
た
る
も
の
が
た
り
．
で
あ
る
。

 
巻
十
の
巻
頭
の
数
話
は
、
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
巻
一
の
仏
教
創
始
、
・
巻

六
の
仏
教
渡
震
、
お
よ
び
巻
十
一
の
仏
教
渡
日
等
の
諸
芸
に
対
応
す
る
一
皇
室

史
あ
る
い
は
国
家
創
始
の
も
の
が
た
り
の
配
さ
れ
る
べ
き
個
所
で
あ
る
。
そ
の

巻
上
が
、
こ
う
し
て
秦
に
関
す
る
も
の
が
た
り
で
は
じ
ま
り
、
や
が
て
漢
の
も

の
が
た
り
一
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
秦
こ
そ
が
中

国
に
お
け
る
国
家
の
始
原
だ
と
の
認
識
を
、
「
今
昔
物
語
集
』
の
編
者
が
も
っ

て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

 
「
今
昔
物
語
集
』
の
こ
の
認
識
が
、
な
に
か
に
啓
発
さ
れ
て
の
も
の
で
あ
る

の
か
、
あ
る
い
は
独
創
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は

つ
ま
び
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
秦
を
中
国
の
歴
史
の
起

点
に
す
え
よ
う
と
す
る
「
今
昔
物
語
集
」
の
姿
勢
は
、
三
皇
五
帝
か
ら
説
き
お

こ
す
当
時
の
一
般
的
な
歴
史
認
識
と
は
、
あ
き
ら
か
に
一
線
を
画
し
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
「
今
昔
物
語
集
』
が
、
三
皇
五
帝
を
無
視
し
、
秦
を
重
視
す
る
と
い
う
斬
新

な
方
法
を
採
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
や
や
も
す
れ
ば
、
そ
れ
が
仏
教
史
観

に
の
っ
と
っ
た
作
品
だ
か
ら
で
あ
り
、
巻
十
の
巻
頭
へ
の
秦
の
も
の
が
た
り
の

配
置
は
、
仏
教
渡
来
以
前
の
歴
史
止
し
て
の
三
皇
五
帝
を
排
除
し
た
こ
と
に
よ

る
、
ひ
と
つ
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
が
ち
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
ど
う
や
ら
、
繰
り
上
げ
当
選
な
ど
と
い
う
消
極
的
な
理
由
に
よ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

 
「
今
昔
物
語
集
』
は
、
秦
を
意
識
し
て
い
る
。
巻
頭
へ
の
秦
の
も
の
が
た
り
，

の
配
置
は
、
単
な
る
結
果
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
す
で
に
目
的
で
あ
っ

た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 
'
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「
今
昔
物
語
集
」
の
秦
、

的
に
み
て
い
ぎ
だ
い
。

2

あ
る
い
は
始
皇
へ
の
こ
だ
わ
り
を
、
以
下
、

具
体
 
 
い
に
対
す
る
解
答
は
、
い
ず
れ
が
も
の
が
た
り
の
内
容
に
則
し
て
い
る
か
を
検

 
 
 
 
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
 
 
 
国
人
が
三
皇
に
従
っ
た
の
は
、
自
発
か
他
発
か
。
も
の
が
た
り
そ
の
も
の

 
 
 
 
'
は
、
ど
ち
ら
の
立
場
に
近
い
か
。

 
第
一
、
話
は
、
始
皇
の
人
と
な
り
、
お
よ
び
事
蹟
に
つ
い
て
の
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
総
括
的
な
説
明
に
は
じ
ま
る
。

今
八
事
、
震
旦
ノ
秦
ノ
代
二
、
始
皇
ト
云
フ
国
王
在
ケ
リ
。
智
リ
賢
ク
心
武

 
ク
シ
テ
世
ヲ
政
ケ
レ
バ
、
国
ノ
内
二
不
随
ヌ
座
元
シ
。
少
シ
モ
我
が
心
止
違

 
フ
者
ヲ
バ
、
其
ノ
頸
ヲ
取
り
、
足
・
手
ヲ
切
ル
。
然
レ
バ
、
皆
人
、
風
二
廃

 
ク
草
ノ
如
キ
也
。
國

 
秦
の
初
代
の
皇
帝
で
あ
る
始
皇
に
、
国
人
は
こ
と
ご
と
く
従
っ
た
と
い
う
。

こ
の
結
論
の
部
分
に
も
ん
だ
い
は
な
い
。

 
し
か
し
、
「
国
ノ
内
二
不
随
ヌ
者
」
の
な
か
っ
た
そ
の
理
由
を
う
「
智
リ
賢

ク
心
武
ク
」
と
評
し
う
る
自
主
の
為
政
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
と
第
二
の
文
で
は
い

い
、
軒
を
接
し
た
第
三
め
文
で
は
、
「
風
二
靡
ク
如
」
く
に
従
っ
た
理
由
と
し

て
、
「
少
シ
モ
我
が
心
二
違
フ
者
ヲ
バ
、
其
ノ
頸
ヲ
取
り
、
足
吃
手
ヲ
切
」
つ

た
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
食
い
違
い
は
見
の
が
す
わ
け
に
は
い
く
ま

い
。 

い
っ
た
い
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
国
人
が
始
皇
に
従
っ
た
の

は
、
彼
の
人
柄
や
為
政
に
ひ
か
れ
て
の
自
発
的
な
行
動
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ

と
も
、
批
判
の
許
さ
れ
な
い
恐
怖
政
治
が
し
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
圏
発
的
な
営

為
で
あ
っ
た
の
か
。
・

 
始
皇
の
為
政
に
対
す
る
、
こ
の
相
拮
抗
す
る
ふ
た
つ
の
説
明
ば
、
本
来
、
同

じ
も
の
が
た
り
の
な
か
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間

 
結
論
的
に
い
え
ば
、
も
の
が
た
り
の
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
あ
き
ら
か
に

後
者
に
近
い
。

 
た
と
え
ば
始
皇
は
、
愛
馬
が
高
大
魚
の
た
め
に
海
に
ぐ
わ
え
込
ま
れ
る
夢
を

見
て
い
か
り
、
賞
を
出
し
て
国
人
た
ち
に
高
大
魚
を
殺
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
ま

た
、
不
死
の
薬
の
入
手
を
高
大
魚
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
と
の
方
士
の
報
告
を

受
け
て
ま
す
ま
す
い
か
り
、
射
手
を
派
遣
す
る
が
、
そ
れ
が
果
せ
な
い
と
知
る

と
、
つ
い
に
は
み
ず
か
ら
大
海
に
お
も
む
き
、
目
的
を
達
す
る
。

 
け
っ
き
ょ
く
彼
は
、
、
こ
の
高
大
魚
の
射
殺
の
報
い
で
病
を
え
、
そ
の
ま
ま
客

死
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
高
大
魚
を
相
手
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
始
皇
の

あ
り
よ
う
は
、
ま
さ
し
く
、
序
段
に
示
さ
れ
た
「
少
シ
モ
我
が
十
二
単
フ
者

ヲ
バ
、
其
ノ
頸
ヲ
取
り
、
足
・
手
ヲ
切
ル
」
に
通
じ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

ト
つ
。

 
こ
の
高
大
魚
退
治
の
も
の
が
た
り
に
先
立
っ
て
語
ら
れ
る
「
焚
書
」
の
一
件

は
、
「
坑
儒
」
と
と
も
に
、
始
皇
の
為
政
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
後
世
に
末

永
く
そ
の
名
を
と
ど
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
思
想
弾
圧
が
恐
怖
政
治
そ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
．

き
き
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
と
一
部
重
複
す
る
け
れ
ど
、
第
一
話
で
と
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
三
皇
の
事
蹟
は
、
威
陽
宮
の
造
営
と
長
城
の
建
設
、
焚
書
、
高
大
魚

退
治
、
お
よ
び
生
存
を
よ
そ
お
っ
て
の
遺
骸
の
帰
還
の
四
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
う
ち
、
量
に
お
い
て
も
質
に
お
い
て
も
中
心
を
な
す
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
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、



も
高
大
魚
退
治
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
そ
の
高
大
魚
退
治
に
加
え
て
、
焚
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

の
一
件
も
ま
た
、
前
壷
の
強
圧
的
な
政
治
の
あ
り
か
た
を
反
映
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
始
皇
の
も
の
が
た
り
は
、
大
勢
と
し
て
、
「
少
シ
モ
我
が
心
門
違

フ
者
」
に
制
裁
を
加
え
た
た
め
に
国
人
が
従
っ
た
の
だ
と
の
立
場
に
た
っ
て
い

る
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
こ
れ
に
対
し
て
、
一
方
の
、
「
智
リ
賢
ク
心
武
ク
」
に
相
当
す
る
事
蹟
は
、

第
一
話
の
な
か
に
は
見
当
ら
な
い
。
し
い
て
い
え
ば
、
み
ず
か
ら
の
死
を
予
知

し
た
始
皇
が
、
死
の
公
表
に
よ
る
国
家
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
・
に
、
生
存
を
よ

そ
お
っ
て
遺
骸
を
都
に
運
ぶ
よ
う
遺
言
す
る
く
だ
り
が
、
あ
る
い
は
・
「
智
リ
賢

ク
」
に
あ
た
る
か
と
も
お
も
わ
れ
る
が
、
 
「
今
昔
物
語
集
」
で
の
用
例
か
ら
す

る
と
、
そ
の
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
。
圃
じ
理
由
で
、
威
陽
宮
の
造
営
や
長
城

の
建
設
を
、
「
智
リ
賢
ク
」
と
も
「
心
武
ク
」
と
も
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。 

要
す
る
に
、
も
の
が
た
り
の
内
容
に
徴
す
る
に
、
国
人
が
始
皇
に
従
っ
た

理
由
と
し
て
の
「
智
リ
賢
ク
心
武
ク
シ
テ
政
ケ
レ
バ
」
に
相
当
す
る
部
分
は
な
，

く
、
完
全
に
こ
の
説
明
は
浮
い
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
な
の
で
あ
る
。

 
も
の
が
た
り
の
内
容
か
ら
遊
離
し
た
総
括
的
な
説
明
が
、
こ
う
し
て
か
か
げ

ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
や
は
り
結
論
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
お
そ
ら

く
秦
、
あ
る
い
は
始
皇
の
も
の
が
た
り
を
巻
十
の
巻
頭
へ
す
え
る
こ
ど
へ
の
、

抵
抗
感
を
弱
め
よ
う
と
の
配
慮
に
も
と
つ
ぐ
措
置
で
あ
ろ
う
。

 
通
念
に
あ
ら
が
っ
て
、
「
国
史
」
の
第
一
頁
を
秦
の
も
の
が
た
り
で
か
ざ
ろ

う
と
す
る
に
つ
い
て
は
、
始
皇
の
事
蹟
は
、
い
か
に
も
肯
定
す
べ
き
要
素
が
な

さ
す
ぎ
る
。
龍
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
高
祖
の
よ
う
な
、
出
自
の
奇
喘

も
な
け
れ
ば
、
強
者
に
終
始
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
悲
劇
の
英
雄
と
い
う

の
に
は
、
生
前
の
為
政
が
障
害
と
な
る
。
な
ろ
う
こ
と
な
ら
、
強
権
政
治
の
遂

行
者
と
し
て
の
、
か
な
ら
ず
し
も
好
も
し
く
な
い
印
象
を
ぬ
ぐ
い
去
る
か
、
あ

る
い
は
薄
め
る
か
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
そ
の
よ
う
な
効
果
の
期
待
で
き

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
こ
で
編
者
は
、
無
理
を
承
知
の
う
え

で
、
 
「
智
リ
賢
ク
心
武
ク
シ
テ
世
ヲ
政
ケ
レ
バ
、
国
ノ
内
二
不
随
ヌ
者
元
シ
」

の
一
文
を
挿
入
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
。 

「
今
昔
物
語
集
」
が
主
人
公
に
讃
辞
を
呈
す
る
の
は
、
め
ず
ら
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
原
典
に
な
い
讃
辞
、
た
と
え
ば
、
「
幼
稚
ノ
時
ヨ
リ
孝
養
ノ
心
深
シ
」

（
九
1
0
）
と
か
、
 
「
心
二
恩
リ
有
ケ
リ
」
 
（
十
8
）
等
を
お
ぎ
な
う
と
い
う
方

法
も
、
．
し
ば
し
ば
採
用
せ
ち
れ
て
い
る
。
原
典
が
特
定
で
き
な
い
の
で
断
定
は

避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
、
こ
と
に
巻
十
に
は
、
そ
う
し
た
傾
向
が
強

い
よ
う
で
あ
る
。
，
ち
な
み
に
、
巻
十
に
お
い
て
、
人
物
紹
介
に
際
し
て
付
さ
れ

て
い
る
讃
辞
を
列
挙
す
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
3
 
項
羽
・
車
蝦
ク
シ
テ
六
芸
ノ
方
高
祖
脚
高
勝
目
ル
ニ

 
 
 
項
伯
・
南
武
ク
兵
ノ
道
二
堪
タ
ル
事
世
二
並
ビ
莞
シ
。

 
 
 
忠
良
・
彼
ノ
項
伯
ト
年
来
得
意
ト
シ
テ
一
事
ヲ
隔
ル
事
元
シ
。

 
 
 
萢
増
・
年
老
テ
兵
ノ
道
極
タ
リ
。

 
 
 
粛
々
・
、
人
也
ト
云
ヘ
ド
モ
、
鬼
ノ
如
シ
、
一
度
玉
酒
ノ
片
面
ヲ
食
シ
、

 
 
 
 
 
 
酒
一
斗
ヲ
ー
ロ
ニ
呑
ム
。

 
4
 
張
羅
・
糸
只
者
心
当
非
ケ
ル
ニ
ヤ
ト
ゾ

 
る
 
上
陽
人
・
並
元
ク
形
チ
美
麗
二
有
様
微
妙
キ

 
7
富
貴
妃
・
形
チ
端
正
ニ
シ
テ
有
様
ノ
微
妙
キ
事
、
世
心
並
ビ
元
シ
、
光

 
 
 
 
 
 
 
ヲ
放
ツ
ガ
如
キ
也
。
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8913 12 1116 1525 24 23 21 20 18 1739 26，
文
人
、
武
人
、
女
性
に
そ
れ
ぞ
れ
讃
辞
の
型
が
あ
り
、

あ
る
こ
と
が
一
見
し
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
巻
十
を
特
徴
づ
け
る
こ
う
し
た
讃

辞
の
う
ち
、
一
部
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
が
原
典
に
付
加
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
た
し
か
め
う
る
。
類
型
的
で
あ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、

安
夕
山
・
心
賢
ク
思
量
有
ケ
ル
人

招
孝
・
心
二
悟
リ
有
ケ
リ

孔
子
・
心
賢
ク
シ
テ
悟
り
深
シ

荘
子
∵
心
賢
ク
シ
テ
悟
り
広
シ

同
右
 
心
心
ク
シ
テ
悟
り
広
シ

同
右
 
心
賢
ク
シ
テ
悟
り
広
シ

妻
 
 
心
賢
ク
悟
り
深
カ
リ
ケ
リ

柳
下
恵
・
世
ノ
賢
キ
人
ト
シ
テ
人
二
重
ク
被
用
レ
タ
リ

養
由
」
心
極
テ
猛
ク
シ
テ
、
弓
射
ル
事
、
射
ト
射
ル
者
掌
ヲ
指
ス
ガ
如

 
 
 
シ

李
広
・
心
猛
ク
シ
テ
弓
芸
ノ
道
二
勝
レ
タ
リ

窪
大
将
軍
・
心
猛
ク
シ
テ
悟
ゾ
有
り

紀
札
・
武
芸
ノ
道
二
勝
レ
テ
垂
直
シ

長
安
女
・
形
美
麗
ニ
シ
テ
心
正
直
也

医
師
・
止
事
元
キ
医
師

費
誼
・
野
口
悟
リ
有
テ
文
ヲ
読
ム
ニ
愚
ナ
ル
事
元
シ

高
樹
・
幼
稚
ノ
時
ヨ
リ
心
二
智
有
テ
、
昼
夜
二
文
ヲ
学
シ
テ
更
二
丁
ノ

 
 
 
思
ヒ
元
シ

文
君
・
形
端
正
ナ
ル
事
、
無
二
並
充
シ

燕
円
・
心
猛
ク
悟
り
有
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
わ
め
て
類
型
的
で

讃
辞
に
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
す
れ
ば
、
讃
辞
の
う
ち
の
か
な

り
の
部
分
は
、
「
今
昔
物
語
集
」
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
み

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
当
面
の
も
ん
だ
い
に
即
し
て
い
え
ば
、
第
｝

話
の
「
智
リ
賢
ク
心
武
ク
シ
テ
世
ヲ
政
ケ
レ
バ
、
国
ノ
内
二
不
随
ヌ
者
元
シ
」

は
、
 
「
今
昔
物
語
集
』
の
段
階
で
付
加
さ
れ
た
と
み
な
し
う
る
条
件
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
、
る
で
あ
ろ
う
。

 
た
だ
し
、
第
一
話
の
「
智
リ
賢
ク
心
武
ク
…
…
」
を
、
他
の
讃
辞
の
ば
あ
い

と
完
全
に
同
列
に
あ
つ
か
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ

れ
は
も
の
が
た
り
の
実
体
と
遊
離
し
て
い
て
一
と
い
う
よ
り
、
あ
ま
り
に
も

露
骨
に
齪
臨
し
て
い
て
、
単
な
る
讃
辞
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で

あ
る
。

 
意
図
的
な
讃
辞
1
そ
れ
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
秦
、
あ
る
い
は
始
皇
へ

の
こ
だ
わ
り
の
表
出
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

3

 
 
「
今
昔
物
語
集
」
が
秦
、
あ
る
い
は
始
皇
へ
の
こ
だ
わ
り
を
示
し
て
い
る
こ

と
は
、
た
と
え
ば
ま
た
、
巻
六
の
巻
頭
に
秦
に
関
す
る
も
の
が
た
り
を
配
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
'
 
 
 
 
」

 
巻
六
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
仏
教
の
書
簡
を
伝
え
る
も
の
が
た
り
で

．
幕
を
あ
け
る
。
そ
の
第
一
話
「
震
旦
秦
始
皇
時
、
天
竺
僧
渡
語
」
は
、
標
題
の

示
す
と
お
り
、
始
皇
の
と
き
天
竺
か
ら
僧
が
渡
来
し
た
も
の
が
た
り
で
あ
る
。

僧
の
名
は
利
房
。
彼
は
十
八
人
の
賢
者
と
と
も
に
、
法
文
、
聖
教
を
た
ず
さ
え

て
渡
来
し
た
。
始
皇
は
、
彼
ら
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
。
利
房
ら
の
異
形
に

不
快
感
を
い
だ
い
た
始
皇
は
、
尋
問
の
後
、
彼
ら
を
投
獄
し
て
し
ま
っ
た
。
だ

玉
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、

が
、
利
房
の
祈
念
に
よ
り
、
紫
磨
黄
金
の
光
を
放
っ
て
虚
空
に
出
現
し
た
丈
六

の
釈
迦
如
来
は
、
難
な
く
獄
門
を
踏
み
破
っ
て
彼
ら
を
救
出
し
た
。
以
来
、
後

漢
の
明
屋
の
と
き
ま
で
、
仏
教
は
中
国
に
渡
っ
て
来
な
か
っ
た
、
と
い
う
。

 
三
六
第
一
話
は
、
ざ
っ
と
こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
墨
書
の

と
き
天
竺
か
ら
仏
教
が
渡
っ
て
は
き
た
も
，
の
の
、
弾
圧
に
あ
っ
て
ほ
う
ほ
う
の

体
で
退
去
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
仏
教
渡

鳥
失
敗
も
の
が
た
り
な
の
で
あ
る
。

 
仏
教
の
東
漸
は
、
苦
難
の
歴
史
で
あ
っ
た
ろ
う
。
五
岳
の
道
士
の
抵
抗
に

あ
い
、
彼
ら
と
の
捷
く
ら
べ
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
摩
騰
迦
の
も
の
が
た
り

（
六
、
2
）
も
、
そ
れ
か
ら
、
造
寺
造
塔
を
し
た
だ
け
で
は
功
徳
を
ほ
ど
こ
し
た

こ
と
に
な
ら
ぬ
と
直
言
し
て
武
帝
の
不
興
を
買
い
、
追
放
さ
れ
た
達
磨
の
も
の

が
た
り
（
六
3
）
も
、
同
じ
よ
う
に
受
難
も
の
が
た
り
と
し
て
の
側
面
を
そ
な

え
て
い
る
。
仏
教
の
里
言
を
伝
え
る
べ
き
巻
六
の
幕
あ
け
に
、
け
っ
し
て
平
坦

で
は
な
か
っ
た
東
漸
の
歴
史
の
ひ
と
こ
ま
を
配
す
る
の
は
、
・
意
味
の
あ
る
こ
と

に
違
い
な
い
。

 
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
全
面
否
定
還
れ
た
渡
震
失
敗
も
の
が
た
り
が
巻

頭
に
す
え
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
巻
頭
は
、
な
ぜ
利
房
の
も
の
が
た

り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

 
む
ろ
ん
、
全
面
否
定
の
も
の
が
た
り
だ
か
ら
巻
六
の
巻
頭
を
か
ざ
る
も
の
と

し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
と
え
全
面
否
定
の
も
の
が
た

り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
そ
れ
が
初
伝
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の

な
ら
、
巻
頭
に
す
え
ら
れ
る
の
は
む
し
ろ
と
う
ぜ
ん
で
あ
ろ
う
。

「
と
と
ろ
が
、
巻
発
想
一
話
の
伝
沁
る
利
房
の
も
の
が
た
り
は
、
初
伝
に
関
す
，

る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
の
編
者
も
承

 
知
し
て
い
て
、
第
一
話
の
末
尾
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 
 
其
ノ
後
、
後
漢
ノ
明
帝
ノ
時
二
渡
ル
也
。
昔
シ
周
ノ
海
際
正
教
、
此
ノ
土
二

 
 
渡
ル
、
亦
、
阿
育
王
ノ
造
レ
ル
所
ノ
塔
、
此
ノ
土
二
有
リ
。
秦
ノ
始
雪
田
ノ

 
 
書
ヲ
焼
ク
ニ
、
正
教
モ
皆
被
焼
ケ
リ
。
此
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

 
 
編
者
の
知
識
に
よ
れ
ば
、
周
の
代
に
す
で
に
仏
教
は
渡
来
し
て
お
り
、
阿
育

 
王
の
造
っ
た
塔
も
中
国
に
は
あ
る
と
い
う
コ
そ
し
て
始
皇
は
、
利
房
を
拒
絶
し

 
た
ば
か
り
で
な
く
、
す
で
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
経
典
の
類
を
、
い
わ
ゆ
る
焚
書

 
の
対
象
と
し
て
処
分
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
 
こ
れ
の
事
実
関
係
が
、
客
観
的
に
み
て
正
し
い
か
ど
う
か
は
も
ん
だ
い
で
は

 
な
い
。
こ
こ
で
は
、
仏
教
の
伝
来
に
つ
い
て
、
、
編
者
が
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て

 
い
た
と
い
う
主
観
的
な
事
実
を
確
認
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

 
 
要
す
る
に
、
編
者
は
、
利
房
の
も
の
が
た
ヶ
が
仏
教
の
初
伝
に
関
す
る
も
の

 
で
な
い
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
た
う
え
で
、
あ
え
て
巻
六
の
巻
頭
に
そ
れ
を
配

 
し
■
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

 
 
達
磨
の
渡
来
よ
り
も
摩
騰
迦
の
渡
来
が
先
ん
じ
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
利
房

 
の
渡
来
の
方
が
早
か
っ
た
と
い
う
仏
教
伝
来
史
上
の
事
実
は
あ
っ
た
と
し
て

 
も
、
初
伝
で
も
な
く
、
し
か
も
全
面
的
に
拒
絶
さ
れ
た
も
の
が
た
り
で
、
渡

 
震
史
を
構
成
す
る
巻
六
の
巻
頭
を
か
ざ
る
の
は
、
目
的
意
識
な
く
し
て
な
さ
れ

，

 
た
措
置
だ
と
は
考
え
に
く
い
、
か
な
り
思
い
き
っ
た
編
成
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

 
う
。
こ
と
に
、
初
伝
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
の
措
置
で
あ
る
だ
け
に
、

 
利
房
の
も
の
が
た
り
が
巻
頭
に
す
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
も
つ
意
味
は
、
と
り

 
・
わ
け
重
い
。

 
 
と
こ
ろ
で
、
仏
教
の
渡
震
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
後
彼
地
に
滲
透
し
て
い
っ

 
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
実
質
的
な
初
伝
と
も
い
う
べ
き
摩
思
懸
ら
の
渡
来
．
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震
旦
億
秦
に
は
じ
ま
る
 
一
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
第
一
話
に
み
る
歴
史
認
識
1



、

を
重
視
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
中
国
で
も
日
本
で
も
変
り
な
馳

い
。 

し
か
し
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
そ
の
摩
騰
迦
の
も
の
が
た
り
を
第
二
話
に
ま

わ
し
た
。
 
こ
れ
は
黒
部
通
善
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
ユ
ニ
ー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
）

ク
」
な
方
法
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
こ
こ
で
も
通

説
に
あ
ら
が
っ
て
い
る
。

 
も
っ
と
も
黒
部
氏
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
こ
の
方
法
に
は
す
で
に
雛
形
が

あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
「
ユ
ニ
…
ク
」
さ
の
功
績
は
、
「
今
昔
物
語
集
」
に
直
接

影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
散
侠
説
話
集
の
編
者
に
帰
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

『
今
昔
物
語
集
』
の
「
ユ
ニ
ー
ク
」
さ
を
、
氏
は
、
最
終
的
に
評
価
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

 
た
し
か
に
、
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
．
「
仏
祖
統
紀
」
で
は
摩
騰
迦
の
も
の

が
た
り
に
先
立
っ
て
、
利
房
の
も
の
が
た
り
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
け
れ

ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
も
つ
「
ユ
ニ
ー
ク
」
さ
の
ほ

ま
れ
が
、
『
仏
祖
統
紀
」
や
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
と
こ
ろ
の
散
秩
説
話
集
に

帰
す
る
と
は
か
ぎ
る
ま
い
。
．
利
房
の
も
の
が
た
り
が
摩
憂
国
の
そ
れ
よ
り
前
に

位
置
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
う
し
た
資
料
に
よ
ら
な
く
と
も
、

年
代
順
に
配
列
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
え
ら
れ
る
は
ず
の
話
序
だ

か
ら
で
あ
る
。
後
漢
の
明
帝
よ
り
も
秦
の
始
皇
の
方
が
年
代
的
に
古
い
と
の
知

識
さ
え
あ
れ
ば
、
翠
煙
は
と
う
ぜ
ん
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
に
み
る
よ
う
な
か
た

ち
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

 
利
房
か
ら
摩
騰
迦
へ
と
い
う
配
列
が
、
編
年
体
と
い
う
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
編

集
方
法
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
か
ら
そ
の

「
ユ
ニ
ー
ク
」
さ
を
は
ぎ
と
る
た
め
に
は
、
直
接
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
資
料

に
、
伺
じ
配
列
の
存
在
す
る
こ
と
の
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
、
最
少
限
必
要
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
現
状
で
は
そ
れ
は
望
む
べ
く
も
な
い
。

 
利
房
の
も
の
が
た
り
は
『
打
聞
集
」
 
（
第
二
話
）
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

（
第
一
九
五
話
）
と
に
、
ま
た
摩
街
商
の
も
の
が
た
り
は
『
打
聞
集
」
 
（
第
二

二
話
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
類
型
が
あ
る
。
こ
れ
ら
と
の
内
容
、
記
文
等
の
類
似
の

状
況
か
ら
し
て
、
「
今
昔
物
語
集
」
の
利
房
と
摩
騰
迦
の
も
の
が
た
り
の
背
後

に
は
、
 
「
打
聞
集
」
や
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
な
ど
と
も
つ
な
が
る
資
料
が
あ
っ

た
ど
み
な
け
れ
ば
な
る
淑
噂
と
こ
ろ
が
・
「
今
昔
物
語
集
」
と
間
接
的
に
で

は
あ
れ
つ
な
が
る
と
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
編
年
体
を
採
用
し
て
い

な
い
。

 
お
も
う
に
、
依
拠
し
た
資
料
で
の
配
列
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
『
今
昔
物

語
集
」
は
、
利
房
の
も
の
が
た
り
を
巻
六
に
と
り
あ
げ
た
と
い
う
そ
の
こ
と
だ

け
で
、
す
で
に
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
「
ユ
ニ
ー
ク
」
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
打

聞
集
」
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
は
、
ほ
ぼ
同
じ
か
た
り
く
ち
の
も
の
が
た
り
を

お
さ
め
て
は
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
と
「
今
昔
物
語
集
」
ど
を
、
同
列
に
論
ず
る

の
は
適
当
で
は
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
で
は
利
房
や
摩
聖
跡
の
も
の
が

た
り
は
、
仏
教
伝
来
史
上
の
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
も
の
が
た
り
自

体
の
内
包
す
る
特
異
性
が
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
今
昔
物

語
集
』
で
は
、
史
的
展
開
の
一
翼
を
に
な
わ
せ
る
べ
く
期
待
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
両
者
は
、
史
的
展
開
の
ひ
、
と
こ
ま
と
し
て
の
認
識
の
有
無
と
い
う
一
点
に

お
い
て
、
明
白
に
一
線
を
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る

構
築
説
話
集
に
も
、
お
そ
ら
く
適
用
す
る
こ
之
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

依
拠
資
料
に
利
房
の
も
の
が
た
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
導
入
し
て
史

的
展
朋
の
一
翼
を
に
な
わ
せ
る
か
ど
う
か
は
、
ひ
と
え
に
『
今
昔
物
語
集
』
の
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判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
方
に
は
、
無
視
す
る
自
由
も
、
と

う
ぜ
ん
残
さ
れ
て
い
る
。
ぞ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
仏
教
伝
来
語
を
語
る
一

般
的
な
傾
向
と
は
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
ユ
ニ
ー
ク
」
さ

の
ほ
ま
れ
は
、
一
に
か
か
っ
て
「
今
昔
物
語
集
』
に
帰
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
、
雛
形
が
あ
る
ゆ
え
を
も
っ
て
、
そ
こ
な
わ
れ
る
性

質
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

 
く
り
か
え
す
こ
と
に
な
る
が
、
『
今
昔
物
語
集
」
が
利
房
の
も
の
が
た
り
を

導
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
仏
教
伝
来
史
の
構
成
を
も
く
ろ
む
も
の
で
あ
る
か

ぎ
り
、
原
資
料
の
配
列
の
順
序
と
か
か
わ
り
な
く
、
年
代
的
に
古
い
利
房
の
も

の
が
た
り
を
摩
騰
迦
の
も
の
が
た
り
に
先
行
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
之
う
が

利
房
の
も
の
が
た
り
は
、
か
な
ら
ず
し
も
巻
頭
を
か
ざ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
条
件

を
そ
な
え
て
い
な
い
。
こ
れ
が
初
伝
に
か
か
わ
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
、
編
者

は
承
知
し
て
い
る
。

 
し
た
が
っ
て
、
も
ん
だ
い
は
、
な
ぜ
『
今
昔
物
語
集
」
が
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
利
房
の
も
の
が
た
り
を
す
く
い
あ
げ
た
の
か
、
そ
れ
も
、
伝
来
史
の
一
般
的

な
理
解
に
さ
か
ら
っ
て
ま
で
す
く
い
あ
げ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ

が
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
、
た
と
え
追
害
者
と
し
て
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ

が
始
皇
に
関
す
る
も
の
が
た
り
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
解
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ

．
つ
。

 
利
房
の
も
の
が
た
り
は
、
角
度
を
か
え
て
い
え
ば
、
・
慢
言
の
も
の
が
た
り
で

あ
る
。
そ
し
て
、
利
房
の
も
の
が
た
り
だ
と
い
う
視
座
に
た
つ
か
ぎ
り
、
甚
六

に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
理
由
は
み
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
馳

 
有
畑
第
一
話
に
お
い
て
は
「
智
リ
賢
ク
心
計
ク
シ
テ
世
ヲ
政
ケ
レ
バ
、
国
ノ

内
二
不
随
ヌ
身
元
シ
」
と
、
始
皇
を
た
た
え
る
文
言
を
さ
し
は
さ
ん
で
い
る
け

れ
ど
、
そ
れ
が
す
ぐ
底
の
割
れ
る
讃
辞
で
あ
る
こ
と
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う

に
、
仏
教
史
観
に
た
つ
者
に
と
っ
て
、
ま
さ
し
く
始
皇
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
皇

帝
で
あ
っ
た
。
否
定
す
べ
き
皇
帝
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
始
皇
は
、
一
方
に
お

い
て
、
長
城
を
築
き
、
文
字
、
度
量
衝
、
貨
幣
を
統
一
し
、
あ
る
い
は
官
制
や

法
律
を
整
備
す
る
な
ど
、
は
じ
め
て
の
中
央
集
権
的
な
統
一
国
家
を
形
成
し
た

皇
帝
と
し
て
、
．
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
も
あ
る
。

 
「
今
昔
物
語
集
』
は
、
こ
の
点
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
理
解
し
て
い
た
。
理
解
し

て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
の
立
場
に
た
っ
て

い
た
。
秦
を
、
あ
る
い
は
始
皇
を
お
い
て
申
国
の
歴
史
を
語
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
の
判
断
が
あ
っ
た
が
ら
こ
そ
、
逆
に
い
え
ば
、
仏
教
伝
来
史
と
国
史
と
を

構
成
す
べ
き
部
分
の
冒
頭
に
、
始
皇
の
も
の
が
た
り
を
配
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

巻
六
と
寄
客
と
の
第
一
話
に
、
い
ず
れ
も
始
皇
に
関
す
る
も
の
が
た
り
が
す
え

ら
れ
て
い
る
の
は
、
依
拠
資
料
に
引
き
ま
わ
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
符
合
な
の

で
は
な
く
、
編
者
の
歴
史
認
識
に
よ
る
、
と
う
ぜ
ん
の
帰
結
だ
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
巻
六
と
巻
十
と
の
第
一
話
へ
の
秦
の
も
の
が
た
り
の
配
置
は
、
 
「
今

昔
物
語
集
」
-
に
史
的
展
開
の
方
法
を
採
用
し
よ
う
と
決
定
さ
れ
た
段
階
か
ら
、

も
し
か
し
た
ら
、
そ
、
れ
以
前
か
ら
の
既
定
の
路
線
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

 
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
は
、
仏
教
の
側
か
ら
の
否
定
す
べ
き

側
面
と
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
認
め
ざ
る
を
え
な
い
娑
婆
の
現

実
と
の
は
ざ
ま
に
た
っ
た
と
き
、
少
な
く
と
も
右
の
二
例
に
お
い
て
は
、
後
者

を
撰
択
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

 
こ
れ
を
も
っ
て
『
今
昔
物
語
集
」
を
、
た
だ
ち
に
世
俗
的
な
作
品
だ
と
い
う

わ
け
に
は
も
ち
ろ
ん
い
か
な
い
け
れ
ど
、
基
本
的
に
は
仏
教
史
観
に
た
つ
作
品

で
あ
り
な
が
ら
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
さ
、
価
値
観
の

震
旦
は
秦
に
は
じ
ま
る
 
一
「
今
昔
物
語
集
」
三
十
第
一
話
に
み
る
歴
史
認
識
1

ゴ
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多
様
さ
を
そ
な
え
た
作
品
だ
と
み
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

4

 
利
房
の
も
の
が
た
り
の
背
後
に
、
『
打
聞
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に

つ
な
が
る
資
料
の
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
右
に
の
べ
た
。
こ
と
に
巻
六
の
冒

頭
の
六
話
が
、
『
打
聞
集
』
的
な
資
料
に
も
と
づ
い
て
い
る
可
能
性
は
大
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
す
で
に
、
何
人
か
の
論
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

わ
た
し
も
か
つ
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
」
が
、
「
打
聞
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
世
界
に
つ
な

が
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
両
者
の
あ
い
だ
に
み
と
め
ら

れ
る
外
国
種
の
も
の
が
た
り
の
、
重
複
状
況
の
濃
厚
さ
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
あ
っ
て
は
、
震

旦
関
係
話
の
十
二
話
中
八
話
、
天
竺
関
係
話
で
は
七
話
中
七
話
が
『
今
昔
物
語

集
」
と
重
複
し
て
い
る
。
ま
た
「
打
聞
集
』
に
あ
っ
て
は
、
震
旦
関
係
話
の
八

話
中
七
話
が
、
そ
し
て
天
竺
関
係
話
で
は
五
話
中
五
話
が
『
今
昔
物
語
集
』
と

重
複
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
天
竺
・
震
旦
関
係
話
は

八
○
パ
ー
セ
ン
ト
弱
、
『
打
聞
集
」
で
は
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
強
が
、
そ
れ
ぞ
れ

「
今
昔
物
語
集
」
と
重
複
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
天
竺
関
係
話
が
『
打
聞

集
』
 
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
も
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
ふ
く
め
、
こ

の
割
合
は
い
ち
じ
る
し
く
高
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
ろ
ん
、
「
今
昔
物

語
集
」
か
ら
『
打
聞
集
』
、
あ
る
い
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
へ
と
い
う
か
た
ち

で
も
の
が
た
り
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
重
複
率
の
高
い
の
は
と
う

ぜ
ん
で
あ
る
。
だ
が
、
現
実
に
は
、
そ
う
し
た
流
れ
を
想
定
す
る
こ
と
は
き
わ

め
て
む
つ
か
し
い
。
逆
に
、
 
『
打
聞
集
』
や
「
宇
治
拾
遺
物
語
』
が
『
今
昔
物

語
集
』
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
け
っ
き
ょ
．
く
の
と
こ
ろ
、
こ
の
重
複
率
の
高
さ
は
、
『
打
聞
集
」
『
宇
治

拾
遺
物
語
」
の
は
ぐ
く
ま
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
質
の
環
境
の
な
か
で
、
「
今
昔
物

語
集
」
も
ま
た
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
解
さ

ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
「
冥
報
記
』
や
『
三
宝
感
応
要
略
録
」
な
ど
と
い

っ
た
文
献
か
ら
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
あ
ら
た
に
訳
出
し
た
も
の
の
ぽ
か
の
か

な
り
の
部
分
は
、
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
巷
間
に
流
布
し
て
い
た
も

の
と
同
種
の
も
の
が
た
り
で
あ
っ
た
可
能
性
は
多
分
に
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
ろ

の
で
あ
る
。

 
じ
じ
つ
、
震
旦
部
の
い
く
つ
か
の
も
の
が
た
り
に
つ
い
て
は
、
あ
き
ら
か
に

人
口
に
膳
疑
し
て
い
だ
こ
と
を
た
し
か
め
う
る
。
『
打
聞
集
」
や
『
宇
治
拾
遺

物
語
」
と
は
無
関
係
だ
が
、
、
た
と
え
ば
巻
十
第
一
話
の
一
部
で
あ
る
と
こ
ろ

の
、
大
臣
趙
高
の
も
の
が
た
り
も
、
そ
う
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

 
趙
高
の
も
の
が
た
り
の
あ
ら
ま
し
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
始
皇
の
死

後
即
位
し
た
二
世
に
対
し
て
、
反
乱
を
企
て
た
趙
高
は
、
人
心
の
帰
雛
を
は
か

る
べ
く
一
計
を
案
じ
、
一
頭
の
鹿
を
馬
だ
と
称
し
て
皇
帝
に
献
上
し
た
。
と
う

ぜ
ん
紅
葉
は
、
趙
高
の
誤
σ
層
指
摘
す
る
。
思
う
つ
ぼ
で
あ
る
。
し
ば
し
の

や
り
と
り
の
末
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
を
世
人
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
し

た
。
あ
ん
の
じ
ょ
う
、
人
々
は
両
者
の
勢
力
関
係
を
お
も
ん
ば
か
り
、
こ
と
ご

と
く
馬
だ
と
答
え
た
。
こ
う
し
て
情
勢
の
優
位
な
る
こ
と
を
確
か
め
え
た
新
高

は
決
起
し
、
「
二
世
を
た
お
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 
ぴ

 
『
史
記
」
あ
た
り
に
端
を
発
す
る
ら
し
い
嫡
々
の
こ
の
も
の
が
た
り
は
、
ど

う
い
う
経
過
を
へ
て
の
も
の
か
さ
だ
か
で
な
い
が
、
わ
が
国
で
は
、
ま
ず
歌
詠

み
の
世
界
で
広
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
・
「
俊
頼
髄
脳
」
 
『
奥
義
抄
」
 
『
和
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ρ

歌
童
蒙
抄
』
な
ど
、
 
「
今
昔
物
語
集
』
と
前
後
す
る
歌
論
書
の
類
に
、
粗
密
の

差
は
あ
る
け
れ
ど
、
同
系
統
と
み
な
し
う
る
原
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
『
拾
遺
抄
』
所
載
の
藤
原
誓
文
の
歌

 
 
か
を
さ
し
て
む
ま
と
い
ふ
人
あ
り
け
れ
は
か
も
を
も
を
し
と
お
も
ふ
な
る

 
 
へ
し

の
解
説
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
。

 
『
拾
遺
抄
』
に
よ
れ
ば
、
大
中
臣
能
才
の
も
と
へ
車
の
蔑
（
か
も
）
を
借
り
'

に
人
を
つ
か
わ
し
た
と
こ
ろ
、
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
仲
文
は
右
の
歌
を

詠
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
能
宣
は
魚
文
の
こ
の
歌
に
対
し
て
、

 
 
な
し
と
い
へ
ば
を
し
む
か
も
と
や
思
覧
し
か
や
馬
と
そ
い
ふ
へ
か
り
け
る

の
返
歌
を
し
た
た
め
て
い
る
。

 
『
俊
頼
髄
脳
」
以
下
の
歌
論
書
の
類
が
、
仲
文
、
言
々
の
応
答
歌
を
と
り
あ

げ
て
趙
高
の
も
の
が
た
り
を
付
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
を
秀
歌

だ
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
解
説
を
つ
け
な
け
れ
ば
一
般
に
は
理

解
し
に
く
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
包
含
の
も
の
が
た
り

に
つ
い
て
の
知
識
な
く
し
て
、
仲
文
、
能
宣
の
歌
は
あ
り
え
な
い
し
、
ま
た
、

趙
高
の
も
の
が
た
り
に
つ
い
て
の
知
識
な
く
し
て
、
こ
れ
を
秀
歌
だ
と
す
る
判

断
も
出
て
は
こ
な
い
。

 
も
っ
と
も
、
斜
高
の
も
の
が
た
り
の
出
所
ま
で
、
す
べ
て
の
歌
論
書
の
作
者

が
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
遠
そ
う
で
あ
る
。
「
奥
義
抄
』
に
は
「
日
本
紀
に

見
え
た
り
」
と
、
ま
っ
た
く
見
当
は
ず
れ
の
注
釈
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
と
こ
ろ
よ
り
す
れ
ば
、
出
所
へ
の
関
心
と
は
切
り
離
さ
れ
た
別
の
次
元

で
、
置
文
、
能
美
の
歌
と
趙
高
の
も
の
が
た
り
と
は
、
し
っ
か
り
結
び
つ
い
て
・

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

 
な
お
、
遥
遠
の
も
の
が
た
り
は
、
こ
の
ほ
か
「
蒙
求
和
歌
」
「
遠
山
抄
」
「
太

平
記
」
「
三
国
伝
記
」
「
総
譜
抄
』
『
連
集
良
材
』
．
「
続
歌
林
良
材
集
』
『
雑

和
集
』
な
ど
に
み
え
る
が
、
つ
ね
に
仲
文
ら
の
歌
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
し
、
ま
た
、
後
代
に
な
る
と
、
話
柄
の
異
な
る
も
の
も
あ
ら
わ
れ
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
興
味
ぶ
か
い
変
化
の
相
を
示
す
。
が
、
こ
れ
ら
は
当
面
の

課
題
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
の
で
、
今
は
省
略
に
し
た
が
う
。

 
と
こ
ろ
で
、
源
俊
頼
に
と
っ
て
仲
文
、
能
宣
の
歌
は
、
よ
ほ
ど
印
象
が
強

か
っ
た
ら
し
い
。
『
俊
頼
髄
脳
」
に
は
、
二
度
に
わ
た
う
て
彼
ら
の
歌
を
引
用

し
て
い
る
。
俊
頼
は
ま
た
、
彼
ら
の
歌
に
触
発
さ
れ
て
の
も
の
で
で
も
あ
る
の

か
、
趙
高
の
も
の
が
た
り
を
深
く
心
に
と
ど
め
て
お
り
、
み
ず
か
ら
も
そ
れ
を

ふ
ま
え
た
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

 
 
 
 
田
上
に
侍
り
け
る
こ
ろ
、
む
か
ひ
の
山
き
は
に
、
お
ほ
き
な
る
み
の

 
 
 
 
し
～
の
見
え
け
る
を
、
小
牛
と
こ
そ
み
つ
れ
、
と
人
の
い
ひ
け
る
を

 
 
 
 
聞
て
よ
め
る

 
 
鹿
を
見
て
む
ま
と
い
ひ
た
る
人
た
に
も
み
を
は
牛
と
や
思
は
さ
り
け
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
散
木
奇
歌
集
 
巻
九
）

 
仲
文
、
能
宣
の
や
り
と
り
を
高
く
評
価
し
、
み
ず
か
ら
も
趙
高
の
も
の
が
た

り
を
ふ
ま
え
た
歌
を
詠
ん
で
い
る
俊
頼
の
「
髄
脳
」
は
、
す
で
に
い
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
「
今
昔
物
語
集
」
巻
十
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
み
ら

れ
る
。

 
し
か
し
、
こ
と
巻
十
第
一
話
の
変
説
の
も
の
が
た
り
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
両

者
の
あ
い
だ
に
は
お
お
き
な
違
い
が
あ
っ
て
、
「
信
頼
髄
脳
』
か
ら
「
今
昔
物

語
集
』
へ
と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ち
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
反
乱
を

起
す
に
い
た
る
過
程
を
、
 
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
「

震
旦
は
秦
に
は
じ
ま
る
 
一
「
今
昔
物
語
集
』
三
十
第
一
話
に
み
る
歴
史
認
識
一
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'



 
二
世
と
聞
ゆ
る
み
か
ど
お
は
し
け
り
。
そ
の
み
か
ど
の
父
の
王
に
も
似
ず
愚

 
か
に
な
む
お
は
し
け
る
。
時
の
大
臣
み
か
ど
の
愚
か
に
お
は
す
け
し
き
を
み

 
て
、
国
を
奪
は
む
心
あ
り
け
る
。

と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
今
昔
物
語
集
」
は
、

 
此
ノ
国
王
ノ
思
バ
ク
、
「
我
が
父
始
皇
興
国
ノ
内
ノ
事
ヲ
恣
ニ
シ
テ
諸
ノ
事

 
ヲ
心
二
任
セ
給
ヘ
リ
キ
。
我
モ
亦
、
父
ノ
如
ク
ニ
有
ラ
ム
」
ト
思
テ
、
世
ヲ

 
政
ツ
間
二
、
大
臣
趙
高
ト
中
心
ヌ
。
趙
高
ノ
思
バ
ク
、
・
「
此
ノ
国
王
、
始
皇

 
ノ
子
二
有
レ
ド
モ
、
未
ダ
位
ニ
シ
テ
不
久
ズ
。
浅
キ
ソ
ラ
猶
シ
耳
垂
シ
。
況

 
ヤ
位
ニ
テ
年
来
ヲ
経
ナ
バ
、
當
二
我
が
為
二
吉
キ
事
不
有
ジ
」
ト
思
テ
、
忽

 
二
謀
反
ノ
心
ヲ
薮
ス
。

と
し
て
い
る
。
二
世
が
暗
愚
で
あ
る
ゆ
え
を
も
っ
て
政
権
の
奪
取
を
は
か
っ
た

と
す
る
「
重
心
髄
脳
』
と
v
仲
違
い
の
結
果
、
み
ず
か
ら
の
将
来
を
懸
念
し
て

政
権
奪
取
を
は
か
っ
た
と
す
る
「
今
昔
物
語
集
」
と
の
、
趙
高
の
意
思
決
定
に

い
た
る
設
定
の
相
違
は
、
「
今
昔
物
語
集
」
の
改
変
と
み
な
し
う
る
範
囲
を
は

る
か
に
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
た
と
え
ば
、
・
『
俊
頼
髄
脳
』
が
、

 
王
位
を
ば
奪
ひ
た
て
ま
つ
り
け
る
と
そ
い
へ
る
。

と
、
結
果
だ
け
し
か
示
し
て
い
な
い
反
乱
に
つ
い
て
、
『
今
昔
物
語
集
」
は
、
敗

戦
を
予
測
し
た
二
世
が
望
一
宮
に
籠
城
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
助
命

を
求
め
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
条
件
を
出
し
、
い
ず
れ
も
趙
高
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た

後
、
つ
い
に
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
と
い
う
違
い

も
あ
る
。
こ
こ
で
も
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
 
『
俊
頼
髄
脳
」
を
お
お
き
く
越
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
趙
高
の
も
の
が
た
り
に
お
け
る
こ
う
し
た
相
違
に
つ
い
て

は
、
第
三
の
資
料
の
介
在
を
想
定
す
る
こ
と
な
し
に
、
と
う
て
い
な
っ
と
く
の

い
く
説
明
を
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

．
そ
れ
が
な
に
で
あ
る
か
を
具
体
的
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
少
な

く
と
も
趙
高
の
も
の
が
た
り
に
関
し
て
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
ま
き
る
と
判
断

さ
れ
た
資
料
が
別
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

 
「
今
昔
物
語
集
」
車
馬
第
一
話
は
、
そ
う
し
た
第
三
の
資
料
に
全
面
的
に
も

た
れ
か
か
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
複
数
の
第
三
の
資
料
を
複
合
し
て

構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
第
三
の
資
料
の
姿
が
、

具
体
的
で
な
い
以
上
、
こ
う
し
た
も
ん
だ
い
も
ま
た
、
と
う
ぜ
ん
の
帰
結
と
し

て
具
体
性
を
欠
く
。

 
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
趙
高
の
も
の
が
た
り
に
お
け
る
「
玉
込
髄
脳
」

の
排
除
で
あ
る
。
仲
文
、
能
宣
の
歌
に
み
ら
れ
る
趙
高
の
も
の
が
た
り
の
伝
承

の
素
地
と
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
『
俊
頼
髄
脳
」
の
排
除
で
あ
る
。
そ
の
理
由
が

な
に
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
、
 
「
今
昔
物
語
集
』
の
主
体
的
な
判
断
が
は

た
ら
い
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
・

 
「
俊
頼
髄
脳
」
の
排
除
と
同
義
語
で
あ
る
第
三
の
資
料
の
選
択
は
、
一
方
に

お
い
て
、
三
十
第
一
話
に
お
け
る
秦
の
も
の
が
た
り
の
選
択
も
ま
た
、
「
今
昔

物
語
集
』
の
主
体
的
な
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
は
ず
で
あ

る
。 

「
国
史
」
と
銘
打
た
れ
た
巻
十
の
歴
史
意
識
が
、
ど
こ
ま
で
巻
十
を
つ
ら
ぬ

い
て
い
る
か
は
と
も
か
く
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
歴
史
認
識
が
、
こ
う
し
て
、

秦
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
よ
う
に
お
も

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（70）
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注
3
、

「
今
昔
物
語
集
震
旦
部
考
」
 
（
同
朋
学
報
・
昭
4
3
・
6
）

拙
稿
「
今
昔
物
語
集
巻
六
の
仏
法
渡
震
旦
謂
」
 
（
「
打
聞
集
研
究
と

本
文
』
昭
4
6
・
8
 
笠
間
書
院
）

同
右

（ 71 ）
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