
第
八
〇
旬
に
対
応
す
る
。
以
下
、
巻
Ⅲ
の
堕
一
－
第
二
八
は
、
二
日
二

十
旬
本
の
巻
9
、
川
、
一
r
H
、
l
1
2
に
対
応
し
て
い
る
。

㈲
　
松
殿
の
場
合
の
「
い
は
れ
た
れ
ば
」
は
、
憬
〓
別
本
の
「
仰
せ
ら
れ
け

れ
ば
」
　
（
下
巻
・
一
七
四
頁
）
、
百
二
十
句
本
の
「
仰
け
れ
は
し
（
巻
8

・
四
八
才
）
に
対
応
し
て
い
る
の
で
、
一
応
用
例
数
か
ら
除
外
し
た
。

㈲
　
「
①
」
に
つ
い
て
は
註
4
参
照
。

の
．
亀
井
高
尊
氏
の
翻
字
に
な
る
「
天
草
本
平
家
物
語
」
．
（
昭
和
2
．

岩
波
書
店
刊
）
に
よ
れ
ば
、
引
用
句
が
、
「
と
き
の
次
郎
こ
そ
ご
ざ
れ
」
と

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
土
井
忠
生
博
士
訳
「
ロ
ド
．
。
ゲ
ス
日
本
犬

文
典
」
（
昭
和
訓
・
三
省
堂
刊
）
＜
四
二
五
百
＞
を
参
照
し
て
「
こ
そ

ど
ざ
れ
」
と
し
た
。

㈲
　
藤
原
与
一
博
士
「
方
言
に
お
け
る
敬
語
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭

和
3
1
・
5
）
参
照
。

㈱
　
接
続
助
詞
「
ほ
ど
巴
は
、
．
地
の
文
に
お
い
で
は
、
会
話
引
用
の

言
い
か
た
に
は
関
与
し
て
い
な
い
。
　
　
　
（
広
島
大
学
助
手
）

（
雷
　
　
評
）

小
高
敏
郎
氏
著
「
呼
水
貞
徳
の
初
究
　
続
扇
」

．
金
　
　
子
　
　
金
　
　
治
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小
高
氏
が
昭
和
二
十
八
年
の
末
に
出
さ
れ
た
「
松
永
貞
徳
の
研
究
」

は
、
ま
こ
と
に
行
き
属
い
た
伝
記
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
貞
縛
の
伝
記

で
あ
る
と
と
も
に
、
貞
徳
の
時
代
の
文
壇
史
で
も
あ
ゥ
た
。
信
懲
す
べ

き
貞
徳
の
詳
伝
と
し
て
画
期
的
な
著
作
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
だ
が
、

貞
徳
を
中
心
と
し
た
当
時
の
文
化
文
芸
の
社
会
が
活
写
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
労
作
で
あ
っ
挺
。
そ
れ
は
氏

の
方
法
が
、
京
樽
の
周
辺
に
照
明
を
当
て
時
代
環
境
の
中
で
貞
穂
の

人
と
文
芸
の
形
成
を
跡
付
け
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
結
果
で
あ
り
、
そ
の

拇
め
に
盗
料
の
博
捜
と
考
証
に
異
常
な
努
力
を
傾
け
ら
れ
た
結
果
で
あ

ろ
う
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
貞
徳
の
周
辺
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
れ
ば
、

ど
ん
な
端
役
と
見
え
る
者
に
対
し
て
も
考
察
の
手
を
緩
め
な
い
。

時
に
本
筋
か
ら
離
れ
た
詮
索
の
た
め
の
詮
索
と
見
え
る
場
合
も
あ
る

が
、
そ
れ
は
結
果
論
で
あ
っ
て
、
そ
れ
疲
ど
ま
で
に
情
熱
的
な
詮
索
な

し
に
は
、
あ
の
見
事
な
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
氏
の

貞
徳
伝
が
、
多
く
の
一
見
敷
新
た
考
証
を
縫
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
な
が

ら
、
筒
に
生
々
し
た
感
動
の
涌
い
て
く
る
理
由
は
、
巽
は
右
の
よ
う
な

tosho-seibi-repo
長方形



飽
く
な
き
考
証
に
あ
り
た
ら
う
と
思
う
。
一
方
こ
の
書
の
照
度
に
つ
い

て
、
あ
ま
り
に
自
己
を
語
り
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
氏
自
身
の
反
省
が
あ

る
。
主
観
的
な
解
釈
や
評
価
が
多
い
と
い
う
意
味
の
よ
う
で
あ
る
。
な

る
ほ
ど
そ
れ
が
こ
の
書
を
明
快
な
も
の
と
し
、
生
々
と
し
た
も
の
に
し

て
い
る
画
も
あ
る
に
は
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
古
に
木
由
的
な

も
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
客
観
的
な
考
証
の
深
さ
に
あ
る
と
思
う
。

そ
の
深
さ
が
し
ば
し
ば
踵
兜
の
内
側
に
ま
で
躇
み
入
る
と
こ
ろ
に
・
こ

の
富
の
真
の
生
命
が
軋
る
と
思
う
。
す
く
な
く
と
も
、
そ
う
い
う
読
み

方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
な
ど
は
、
こ
の
書
か
ら
共
に
多
く

の
も
の
を
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
れ
か
ら
二
年
た
っ
て
今
回
「
松
永
貞
徳
の
研
究
　
統
篇
」
の
発

刊
を
見
た
。
前
著
が
四
百
頁
、
今
回
の
続
篤
が
五
百
余
頁
、
合
計
千
頁

に
近
い
分
量
の
研
究
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
続
篤
は
、
よ
く
あ
る
よ
う

な
前
著
の
補
遺
・
雑
録
と
い
っ
た
種
類
の
も
の
で
は
な
く
て
初
め
か

ら
氏
の
貞
徳
研
究
の
構
息
の
中
に
あ
っ
た
も
の
で
、
そ
の
こ
と
は
、
す

で
に
前
著
の
緒
言
に
、
「
貞
徳
の
著
述
類
の
書
誌
的
研
究
、
並
び
に
そ

の
学
問
及
び
文
学
作
品
の
晶
隙
評
価
は
、
伝
の
叙
述
申
必
要
な
程
度
に

は
触
れ
た
が
、
詳
細
腹
第
二
部
『
学
問
と
文
学
作
品
の
研
究
』
に
委
ね

た
」
と
予
告
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
統
括
の
内
容
を
見
る
と
、
前
臨
，
後

篇
・
附
籍
と
天
き
く
三
篇
に
分
か
れ
、
前
笛
は
「
論
説
篇
」
と
な
っ
て

い
、
こ
l
れ
が
さ
き
の
「
学
問
及
び
文
学
作
品
の
品
曙
評
価
」
に
あ
た
り
、

後
篇
は
「
書
誌
的
研
究
」
で
、
こ
れ
が
「
貞
徳
の
著
述
知
の
書
誌
的
研
究
」

に
あ
た
っ
て
い
る
。
前
著
の
伝
計
的
研
究
に
対
し
て
、
続
笛
で
は
、
学

問
お
よ
び
文
普
作
晶
の
研
究
と
黒
仙
的
研
究
と
の
二
絹
を
立
て
、
こ
の

三
郎
に
よ
っ
て
氏
の
貞
穂
研
究
が
構
成
さ
れ
ノ
し
い
る
わ
け
で
あ
る
。

前
帯
の
論
説
帯
は
、
貞
徳
の
草
間
と
文
学
に
対
す
る
晶
防
評
価
で
あ

っ
て
氏
の
貞
徳
研
究
の
拙
論
と
も
見
ら
れ
ス
C
も
の
で
あ
る
。
そ
の
組

柏
を
見
て
も
、
氏
二
m
の
行
き
屈
い
た
用
意
の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ

る
。
ま
す
序
説
と
し
て
「
中
世
文
学
の
時
負
」
を
説
き
、
釣
〓
串
紐
論

で
は
、
「
時
代
的
背
栗
」
と
、
貞
徳
の
「
文
芸
活
動
の
概
細
」
を
述
べ

て
い
る
○
前
者
は
、
貢
徳
の
中
世
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
り
「
後
者
は
、
以
下
に
諭
す
る
本
論
の
部
分
が
ジ
ヤ
ソ
ル
別
で
あ

る
に
対
し
、
左
ジ
ャ
ン
ル
の
時
期
的
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
る
。
次
に
本
論
の
部
分
に
は
い
っ
て
「
歌
学
」
「
和
歌
」
一

「
狂
歌
」
「
連
歌
」
「
俳
諮
」
「
貞
蘭
文
典
そ
の
他
」
空
ハ
項
に
つ
い
　
彿

て
、
第
二
幕
か
ら
第
七
葦
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
事
を
設
け
て
詳
説
し
、
政
一

後
に
「
結
び
」
と
し
て
「
貞
穂
の
文
学
史
上
の
位
是
」
が
説
か
れ
て
い

る
。
そ
の
結
論
は
、
貞
徳
の
活
動
は
、
俳
消
臭
・
和
歌
史
・
歌
学
史
、

さ
ら
に
狂
歌
兜
・
庶
民
教
育
史
と
多
方
面
に
わ
た
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
学
問
的
価
値
は
二
流
の
程
度
で
あ
っ
た
が
、
多
く
の
門
下
を
養
成
・

し
、
堂
上
的
な
和
歌
や
歌
学
を
地
下
一
般
闇
へ
普
及
せ
し
め
、
俳
諮
・

狂
歌
・
庶
民
教
育
に
お
い
で
も
、
こ
れ
を
地
下
に
流
布
浸
透
せ
し
め
た

功
銃
は
他
に
比
肩
す
る
も
の
が
な
い
と
い
う
に
あ
る
。
鞄
す
る
に
「
前

時
代
の
文
化
伝
統
を
一
身
に
う
け
と
め
、
庶
民
的
な
近
世
文
化
の
基
磯

を
築
い
た
」
と
こ
ろ
に
貞
徳
の
文
学
史
的
・
文
化
史
的
な
位
置
が
あ
る

と
結
論
す
る
の
で
あ
る
が
、
前
著
の
伝
記
的
研
究
に
お
け
る
具
体
的
な



跡
付
け
を
併
せ
考
え
る
時
に
、
こ
の
結
論
の
璽
さ
が
よ
く
諒
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

論
説
笛
の
本
論
の
部
分
で
は
、
貞
徳
の
和
歌
観
や
俳
藷
和
が
検
討
さ

れ
て
い
る
の
に
併
せ
て
和
歌
・
狂
歌
・
連
歌
・
俳
譜
の
作
品
自
体
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
籍
の
目
的
か
ら
い
っ
で
当
然
の
こ
と
か
も
知

れ
な
い
が
、
作
品
自
体
を
ま
と
．
も
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
点
は
、
や
は
り

興
味
深
い
。
中
で
も
俳
語
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
よ
う
に
貞
徳
の
俳
諦

観
と
そ
の
作
風
と
を
固
定
し
た
も
の
、
変
化
発
展
の
な
い
も
の
の
よ
う

に
扱
う
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
し
、
そ
こ
か
ら
俳
諦
観
・
作
風
の
変
化

発
展
と
い
う
点
に
請
目
し
て
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
変
撃
墜
一
癖

に
分
け
、
第
一
期
は
、
軍
氷
十
年
の
「
犬
子
集
」
あ
た
り
ま
で
で
、
軽
く

さ
ら
り
と
よ
ん
で
、
平
浅
で
は
あ
る
が
穏
雅
な
ユ
ー
モ
了
の
漂
っ
た
作

風
の
時
期
、
第
二
期
は
、
貞
門
が
全
国
俳
壇
の
中
心
と
な
っ
た
軍
永
末

年
ご
ろ
ま
で
で
、
烈
し
い
意
気
込
み
で
俳
誰
に
乗
り
出
し
、
そ
の
作
風

の
複
雑
か
つ
持
屈
に
な
っ
た
時
期
、
型
二
期
は
、
正
保
か
ら
没
す
る
ま

で
で
、
技
巧
が
円
黙
し
て
目
立
た
な
く
な
り
、
惜
栗
の
浮
ぶ
よ
う
な
作

風
の
時
期
と
三
段
に
分
け
て
塑
如
す
る
。
ま
た
そ
の
俳
諦
観
に
つ
い
て

俳
譜
を
も
っ
て
和
歌
・
連
歌
に
入
る
階
梯
と
す
る
従
来
の
俳
諏
階
梯
厩

を
排
し
て
・
貞
徳
に
は
俳
誰
の
独
自
の
価
値
に
対
す
る
認
識
が
あ
っ
た

と
す
る
。
蕉
問
成
立
を
準
備
し
た
貞
門
俳
風
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
ど

れ
ほ
ど
研
究
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
今
日
、
こ
う
し
た
小
高
氏
の

実
証
に
些
つ
く
立
ち
入
っ
た
研
究
成
果
の
提
示
は
、
ま
こ
と
に
興
味
深

く
、
教
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
．
の
論
説
篤
で
感
じ
た
こ
と
の
一
つ
に
、
序
説
の
「
中
世
文
学
の
特

質
」
に
示
さ
れ
た
氏
の
文
学
史
観
が
あ
る
。
氏
は
中
世
文
学
の
特
質
を

主
と
し
て
中
世
の
歌
学
に
つ
い
て
論
じ
、
中
世
的
学
問
の
特
負
が
伝
統

墨
守
の
保
守
的
性
格
と
宗
教
の
強
い
影
響
を
受
け
た
点
に
あ
る
と
し
、

そ
こ
か
ら
宗
教
的
・
秘
伝
的
・
師
伝
的
・
保
守
的
・
因
習
的
・
教
学
的
な

ど
と
呼
ば
れ
る
中
世
的
特
質
が
生
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
貞
徳
が
中
世

歌
学
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
、
法
華
宗
の
熱
心
な
居
着
で
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
貞
徳
に
お
け
る
中
世
的
性
格
の
検
討
の
た
め
に
提
示
さ
れ
た

も
の
で
、
そ
の
限
り
で
は
一
応
首
肯
さ
れ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
た
め
に
氏
は
、
お
伽
草
子
・
併
詳
・
小
歌
・
狂
言
な
ど
の
中
世

庶
民
文
芸
は
、
中
世
的
な
も
の
の
中
に
胎
動
す
る
近
世
的
な
も
の
で
あ

る
と
し
て
、
「
中
世
文
学
の
特
質
」
の
考
察
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
も
一
つ
の
史
観
で
あ
ろ
う
が
、
貞
徳
の
史
的
位
置
を
全
面
的

に
検
討
さ
れ
る
た
め
に
は
、
庶
民
文
学
の
流
れ
を
も
含
め
て
「
中
世
文

学
」
と
し
、
そ
の
特
質
を
考
え
て
ほ
し
か
っ
た
。
そ
う
し
た
上
で
、
俳

誰
な
ら
俳
誰
が
、
貞
徳
の
時
代
に
特
に
勃
興
し
て
き
た
理
由
や
、
貞
徳

に
お
け
る
中
世
俳
許
の
継
承
と
発
展
を
説
い
て
い
た
だ
き
た
か
っ
袴
と

思
う
。後

篇
の
書
誌
的
研
究
で
は
、
お
よ
そ
貞
徳
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
も

の
全
部
に
わ
た
る
懇
切
詳
細
な
解
説
・
研
究
が
尿
開
さ
れ
る
。
諸
本
の

博
捜
に
努
め
、
此
較
研
究
の
労
を
惜
し
む
こ
と
な
く
、
そ
の
結
果
、
貞

徳
の
諸
著
作
の
成
立
な
り
性
格
な
佃
の
間
明
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
た

と
え
ば
俳
誰
の
主
著
天
水
抄
で
あ
る
が
、
世
に
天
水
抄
の
名
で
呼
ば
れ
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る
も
の
に
は
、
実
は
、
「
連
歌
天
水
抄
」
　
「
俳
許
天
水
抄
」
　
「
広
本
天
水

抄
」
と
で
も
い
う
べ
き
三
種
類
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
中
、
貞
行
の
著
し

た
の
は
「
俳
諮
天
水
抄
」
で
あ
っ
て
、
「
連
歌
天
水
抄
」
は
宗
走
・
昌
休

の
著
、
「
広
本
天
水
抄
」
は
艮
徳
が
「
連
歌
天
水
抄
」
そ
の
他
を
招
狼
福

耳
も
た
も
の
で
、
貞
徳
の
天
水
抄
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

進
ん
で
貞
徳
の
天
水
抄
の
成
立
事
情
を
数
種
の
冊
子
本
と
巻
子
本
一
種

に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
巻
子
本
は
大
体
貞
徳
の
所
説
を
中
心

に
虻
と
め
ら
れ
て
お
り
、
冊
子
本
の
方
は
、
そ
れ
と
異
っ
た
旧
序
で
ま
と

め
ら
れ
、
そ
れ
に
弟
子
良
徳
が
一
部
付
加
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
天

水
抄
に
よ
っ
て
貞
徳
の
俳
許
相
を
考
察
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
成
立
事

情
に
つ
い
て
の
こ
れ
だ
け
の
基
礎
的
研
究
を
前
提
と
さ
れ
た
こ
と
が
、

ど
れ
だ
け
そ
の
考
察
の
信
頼
度
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
す
で
に

い
ケ
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
書
誌
的
研
究
が
「
歌
林
撲
碩
」
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
著

作
に
つ
い
て
も
一
々
丹
念
に
行
わ
れ
、
そ
れ
は
進
ん
い
で
「
達
誹
秘
決

抄
し
だ
の
「
切
紙
秘
伝
良
基
抄
」
だ
の
と
い
う
、
秘
伝
書
群
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。
こ
う
い
っ
．
た
貞
門
末
流
の
秘
伝
書
顆
は
、
こ
の
種
秘
伝
書

が
一
般
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
壷
の
内
容
的
価
値
の
低
い
に
か
か
わ

ら
ず
、
伝
授
、
伝
来
の
実
際
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
っ
た
点
に
な
る

と
不
明
な
と
こ
ろ
ば
か
り
で
、
そ
の
点
ま
こ
と
に
や
っ
か
い
な
代
物

で
、
た
い
が
い
は
敬
遠
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
秘

伝
書
類
に
ま
で
考
察
訂
惜
し
ま
れ
な
か
っ
た
氏
の
態
度
は
、
ま
こ
と
に

敬
服
の
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
・

以
上
ご
く
的
単
に
、
本
譜
の
主
内
容
で
あ
る
前
・
後
両
猫
を
紹
介
し

た
が
、
本
霞
に
は
さ
ら
に
附
帯
と
し
て
「
従
来
の
松
永
貢
穂
の
研
究
」

と
「
『
桧
永
貞
徳
の
研
究
』
抽
韮
」
と
を
収
め
て
い
る
。
前
者
は
、
こ

れ
ま
で
の
貞
徳
研
究
の
う
ち
、
前
著
に
収
め
た
伝
記
研
究
に
m
す
る
も
．

の
以
外
の
研
究
を
掲
げ
、
簡
況
吃
解
説
し
て
い
る
。
後
者
は
、
前
著

「
松
永
貞
徳
の
研
究
」
に
対
す
る
補
正
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
前
著
に
対

す
る
批
評
に
答
え
た
り
、
そ
の
後
の
研
究
に
よ
っ
で
訂
正
し
た
り
補
っ

た
り
し
て
お
ら
れ
る
。
父
永
種
の
連
歌
作
品
が
大
阪
天
満
宮
文
机
本
に

ょ
っ
て
補
っ
て
あ
る
な
ど
が
そ
の
一
例
で
、
こ
う
い
っ
た
も
の
に
な
れ

ば
、
こ
れ
か
ら
も
追
加
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
が
と
に
か
く
現
在

の
最
善
を
尽
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
今
後
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
ま

こ
と
に
あ
り
が
た
い
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
最
後
に
人
名
、
書
名

額
引
が
あ
る
。
氏
の
研
究
が
貞
徳
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
周
辺
に
精
密
な
探

投
の
網
を
広
げ
て
お
ら
れ
る
だ
け
に
、
こ
の
索
引
は
、
貞
徳
に
（
一
い
て

は
も
と
よ
り
、
貞
穂
の
時
代
に
関
心
を
抱
く
者
に
と
っ
て
も
、
き
わ
め

て
有
益
で
あ
る
。

小
高
氏
の
前
著
「
松
永
貞
徳
の
研
究
」
に
は
深
い
感
銘
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
が
、
今
ま
た
そ
の
続
符
を
得
て
、
氏
の
情
熱
的
な
仕
事
ぶ
り

に
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
の
感
銘
を
覚
え
て
い
る
。
こ
の
短
い
紹
介
は
、
氏

の
著
書
か
ら
受
け
た
深
い
感
銘
を
何
程
も
い
い
得
て
い
な
い
よ
．
う
で
、

ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
が
、
併
託
兜
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
、
広
く
中
・

世
か
ら
近
世
へ
の
過
渡
駅
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
も
、
本
書
が
必
読

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
た
い
の
で
あ
る
。

（
昭
和
三
一
・
六
・
・
甘
五
至
文
堂
刊
）

（
広
島
・
r
学
助
教
授
）
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