
呪

山
の

涙

-
羊砧
｢堕
涙

碑
｣
の
継
承
-

合

康

三

京
都

大
学

T

羊
砧

｢堕
涙
碑
｣
の
故
事

西
晋
の
羊
砧

(二
二
一
-
二
七
八
)
が
裏
陽
の
呪
山
に
登
っ
て
感
慨

を
催
し
た
故
事
は
､
『晋
書
』
(六
八
四
年
成
書
)
巻
三
四
､
羊
砧
博

が
最
も
詳
し
-
記
し
て
い
る
｡

羊
砧
字
叔
子
､
泰
山
南
城
人
也
｡
-
-

枯
葉
山
水
､
毎
風
景
'
必
造
呪
山
'
置
酒
言
詠
'
終
日
不
倦
｡

嘗
慨
然
歎
息
､
願
謂
従
事
中
郡
都
藩
等
日
､
｢自
有
宇
宙
､
便
有

此
山
｡
由
来
賢
連
勝
士
'
登
此
遠
望
'
如
我
輿
卿
者
多
臭
｡
皆
摩

滅
無
間
､
便
人
悲
傷
｡
如
百
歳
後
有
知
'
魂
晩
猶
雁
登
此
也
｣

｡

呪
山
の
涙

(川
合
)

湛
日
'
｢公
徳
冠
四
海
'
道
嗣
前
哲
'
令
聞
合
望
'
必
輿
此
山
倶

倦
｡
至
若
湛
輩
'
乃
首
如
公
言
耳
｣

｡
-
-

裏
陽
百
姓
於
呪
山
繭
平
生
源
憩
之
所
建
碑
立
廟
､
歳
時
饗
祭
蔦
｡

望
其
碑
者
莫
不
流
沸
､
杜
預
因
名
馬
堕
涙
碑
｡
刑
州
人
為
砧
諌
名
'

屋
室
皆
以
門
馬
稀
､
改
戸
曹
馬
齢
曹
蔦
｡
-
-

羊
砧
は
字
叔
子
､
泰
山
南
城
の
人
で
あ
る
｡
-
-

羊
砧
は
山
水
が
好
き
で
､
よ
い
日
和
に
は
必
ず
呪
山
に
出
か
け
'

酒
を
設
け
て
吟
詠
L
t
終
日
飽
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
｡
あ
る
時

探
-
嘆
息
し
て
'
従
事
中
郎
の
郡
湛
ら
に
振
-
返
っ
て
言

っ
た
'

｢宇
宙
が
生
ま
れ
た
時
か
ら
､
こ
の
山
は
存
在
し
て
い
る
｡
以
来
'

わ
た
し
や
君
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
'
こ
こ
に
登
っ
て
遠
-
を
眺
め

た
す
ぐ
れ
た
人
士
が
た
-
さ
ん
い
る
｡
し
か
し
み
な
こ
の
世
か
ら

消
え
て
消
息
が
知
れ
な
い
｡
胸
が
痛
む
こ
と
だ
｡
も
し
死
ん
だ
の

ち
も
精
神
が
の
こ
る
な
ら
ば
'
た
ま
し
い
と
な
っ
て
こ
こ
に
登
る

こ
と
だ
ろ
う
｣
｡
郁
湛
が
言
っ
た
'
｢殿
は
四
海
に
冠
す
る
徳
､
先

哲
を
継
ぐ
道
を
備
え
て
お
ら
れ
ま
す
｡
令
名
は
こ
の
山
と
同
じ
よ

う
に
久
遠
に
俸
わ
る
こ
と
で
し
ょ
う
｡
わ
た
く
L
な
ど
の
ご
と
き
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者
は
'

殿
の
お
言
葉
の
と
お
り
に
な
る
で
し
ょ
う
｣
｡

-
-

嚢
陽
の
人
々
は
呪
山
の
羊
砧
が
い
つ
も
行
楽
し
て
い
た
場
所
に

碑
と
廟
を
立
て
､
時
節
ご
と
に
紀
り
を
し
た
｡
そ
の
碑
を
見
る
人

は
'
誰
も
が
涙
を
流
し
た
の
で
'
杜
預
が

｢堕
涙
碑
｣
と
名
付
け

た
｡
刑
州
の
人
々
は
羊
砧
の
名
前
を
避
け
て
'
居
室
は

(戸
と
言

わ
ず
に
)
門
と
構
L
t
｢戸
曹
｣
は

｢鮮
曹
｣
と
言
い
換
え
た
｡

都
督
刑
州
諸
軍
事
と
し
て
嚢
陽
を
治
め
て
い
た
羊
砧
は
､
呪
山
に

登
っ
て
人
の
命
に
限
り
あ
る
こ
と
に
思
い
を
致
し
'
悲
嘆
し
た
の
で

あ
る
｡
こ
れ
と
似
た
結
構
を
も
っ
た
話
が
春
秋

･
斉
の
景
公

(在
位

前
五
四
七
-
前
四
九
〇
)
に
ま
つ
わ
る
も
の
と
し
て
あ
る
｡
斉
の
景
公

も
山
に
登
-
'

人
生
の
有
限
を
悲
し
ん
で
い
る
｡
『列
子
』
｢力
命

篇
｣
か
ら
引
け
ば
'

奔
景
公
源
於
牛
山
'
北
臨
其
囲
城
而
流
沸
日
'
｢美
哉
囲
乎
'

欝
哲
芋
芋
｡
若
何
滴
滴
去
此
園
而
死
平
｡
使
古
無
死
者
'
寡
入
婿

去
斯
而
之
何
｣
｡
史
孔

･
梁
丘
接
骨
従
而
泣
日
'
｢臣
頼
君
之
賜
､

疏
食
悪
肉
可
得
而
食
'
駕
馬
稜
車
可
得
而
乗
也
｡
且
猶
不
欲
死
､

而
況
吾
君
乎
｣

｡

斉
の
景
公
は
牛
山
に
遊
び
'
北
の
方
に
国
都
を
見
下
ろ
し
て
涙

を
流
し
な
が
ら
言
っ
た
､
｢な
ん
と
美
し
い
囲
だ
ろ
う
｡
木
々
が

豊
か
に
茂
っ
て
い
る
｡
ど
う
し
て
ぼ
と
り
と
こ
の
隣
を
去
っ
て
死

ん
で
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
｡
昔
か
ら
死
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
､

私
は
こ
こ
を
去
っ
て
ど
こ
へ
も
行
き
は
し
な
い
の
に
｣
｡
史
孔
と

梁

丘
接
の
二
人
が
も
ら
い
泣
き
し
て
言
っ
た
'
｢私
ど
も
は
殿
の

賜
輿
の
お
か
げ
で
'
粗
食
悪
肉
な
が
ら
食
べ
物
も
あ
り
､
粗
末
な

車
馬
な
が
ら
乗
-
物
も
あ
-
ま
す
｡
そ
ん
な
暮
ら
し
で
す
ら
死
に

た
-
な
い
の
で
す
か
ら
'
殿
は
な
お
さ
ら
で
あ
-
し
ょ
う
｣

｡

こ
の
話
は

『量
子
春
秋
』
内
篇
巻

一
第
十
七
㌧
外
篇
巻
七
第
二
､

同
第
四
､
ま
た

『韓
詩
外
俸
』
巻
十
第
十

一
章
な
ど
に
'
多
少
の
異

同
を
含
み
な
が
ら
繰
-
返
し
語
ら
れ
て
い
る
｡
斉
の
景
公
と
羊
砧
の

故
事
に
共
通
し
て
い
る
の
は
'
い
ず
れ
も
土
地
の
支
配
者
が
山
に
登

っ
て
そ
の
地
を
眺
め
下
ろ
す
こ
と
､
そ
こ
で
生
を
惜
し
み
死
の
不
可
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避
を
悲
し
む
こ
と
'
そ
の
二
つ
が
ま
ず
奉
げ
ら
れ
る
｡
斉
の
景
公
が

山
へ
登
る
の
は
'
『列
子
』
に
は

｢北
の
か
た
其
の
囲
城
に
臨
む
｣'

『量
子
春
秋
』
巻

一
に
は

｢北
面
し
て
斉
園
を
望
晒
す
｣'
『韓
詩
外

博
』
に
は

｢北
の
か
た
斉
を
望
む
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
自

分
が
統
治
す
る
団
を
眺
め
る
行
為
に
結
び
つ
い
て
い
る
｡
こ
こ
に
日

本
で
い
う

｢国
見
｣
の
よ
う
な
古
代
習
俗
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
｡
見
る
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
地
の
支
配
を
確
認
し
'
さ
ら
に
は

線
就
す
る
儀
鎧
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
｡
ち
な
み
に

｢高
き
に
登
-

て
能
-
賦
せ
ば
以
て
大
夫
と
為
る
べ
し
｣
(『漢
書
』
重
文
志
･
詩
賦
略

序
)
も
､
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
国
見
に
際
し
て
言
祝
ぎ
の
言
葉
を
馨

①

す
る
職
能
に
関
わ
る
だ
ろ
う

｡

斉
の
景
公
の
話
が
い
つ
生
ま
れ
た
も

の
か
､
い
つ
記
録
さ
れ
た
も
の
か
'
定
め
が
た
い
に
し
て
も
'
こ
こ

で
山
に
登
っ
て
い
る
の
は
､
美
的
封
象
と
し
て
風
景
に
封
す
る
後
の

時
代
の
態
度
と
は
異
な
る
｡
斉
の
景
公
の
言
葉
に
は

｢美
し
き
か
な

園
や
'
欝
欝
芋
芋
た
-
｣
と
い
う
風
土
に
封
す
る
賛
美
が
見
え
る
が
'

こ
れ
も
風
景
美
を
諾
え
た
と
い
う
よ
り
も
'
囲
土
を
言
祝
ぐ
呪
言
的

な
響
き
を
の
こ
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
｡

羊
砧
の
場
合
は
ど
う
か
｡
『晋

書
』
の

｢山
水
を
楽
し
む
｣
と
い

呪
山
の
涙

(川
合
)

う
記
述
は
'
い
か
に
も
そ
れ
が
山
水
観
賞
の
行
為
で
あ
っ
た
か
の
よ

う
に
見
え
る
が
t
L
か
し
こ
う
し
た
書
き
方
を
し
て
い
る
の
は
『
青

書
』
だ
け
で
あ
り
､
呪
山
の
故
事
を
記
す
他
の
記
録
は

｢呪
山
に
登

る
｣
と
い
っ
た
'
具
膿
的
行
為
と
し
て
し
か
書
い
て
い
な
い
.
以
下
'

煩
頚
に
わ
た
る
が
､
類
書

･
地
誌
の
な
か
に
見
ら
れ
る
こ
の
故
事
を

原
文
の
み
挙
げ
れ
ば
'
『青
書
』
と
同
じ
-
唐
初
に
編
ま
れ
た

『重

文
類
衆
』
(六
二
四
年
成
書
)
に
は
､
巻
三
五

･
入
部

･
泣
に
'

『嚢
陽
香
書
記
』
日
'
羊
公
輿
郷
閏
甫
登
呪
山
'
垂
泣
日
､

｢有
宇
宙
便
有
此
山
｡
由
来
賢
達
'
登
此
遠
望
者
多
臭
｡
皆
浬
滅

無
間
､
不
可
得
知
｡
念
此
令
人
悲
傷
｣

｡

②

『北
堂
書
紗
』
(隔
･
大
業
年
間
六
〇
五
-
六
一
七
成
書
か
)
に
は
､

巻

1
〇
二

･
聾
文
部

･
碑
の

｢立
碑
呪
山
｣
の
候
に
'

『裏
陽
記
』
云
､
羊
公
好
上
□
□
'
参
佐
為
立
碑
呪
山
｡

と
あ
-
'
同
じ
-

｢参
佐
立
碑
｣
の
候
に
､
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『刑
州
園
記
』
云
､

羊
叔
子
興
部
潤
甫
嘗
豊
幌
山
遠
望
'
後
参

佐
薦
立
碑
著
故
庭
､
百
姓
毎
行
望
碑
､
莫
不
悲
感
､
因
名
馬
堕
涙

碑
｡

と
見
え
る
｡
『嚢
陽
者
膏
記
』
は

『臨
書
』
経
籍
志

･
史
部

･
雑

博
に

｢五
巻
､
習
整
歯
撰
｣
と
若
緑
さ
れ
て
い
る
｡
習
整
歯
は

『青

書
』
巻
八
二
の
本
俸
に
よ
れ
ば
'
嚢
陽
の
人
､
生
卒
年
は
確
定
で
き

な
い
が
'
桓
温
に
仕
え
た
こ
と
か
ら
､
東
晋
､
四
世
紀
中
頃
の
人
で

あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
｡
こ
れ
が
現
在
確
認
で
き
る
羊
砧
呪
山
の
故

事
の
記
録
と
し
て
早
い
も
の
と
い
え
よ
う
｡
ち
な
み
に
そ
こ
で
は
従

ヽ

者
を

｢郁
閏
甫
｣
に
作
る
が
､
他
の
資
料
で
は
す
べ
て

｢郷
潤
甫
｣

と
表
記
さ
れ
る
｡
郁
潤
甫
に
つ
い
て
は
宋

･
洪
遇

『容
斎
題
抜
』

(
『津
逮
秘
書
』

三
一集
所
収
)
巻

1
'
｢抜
育

代
名
臣
文
集
｣
の
修
に
'

｢都
湛
姓
名
､
因
羊
叔
子
而
俸
'
而
宇
目
潤
甫

(雛
湛
の
姓
名
は
､
羊

叔
子
の
お
か
げ
で
後
世
に
博
え
ら
れ
'
字
は
潤
甫
と
い
う
)｣
と
い
う
が
'

し
か
し

『青
書
』
巻
九
二
文
苑
侍
に
侍
も
立
て
ら
れ
て
い
る
人
物
で

は
あ
る
｡
｢郁
湛
'
字
は
潤
甫
､
-
-
潔
-
羊
砧
の
器
重
す
る
所
と

為
る
｡
-
･･･著
わ
す
所
の
詩
及
び
論
事
議
二
十
五
首
､
時
の
重
ず
る

所
と
為
る
｣
､
官
も
侍
中
､
少
府
に
至
っ
て
い
る
し
､
『隔
書
』
経
籍

志
に
は
そ
の
著
と
し
て

『周
易
統
略
』
五
巻
､
ま
た
梁
の
時
の
存
目

と
し
て

『都
湛
集
』
三
巻
'
録

1
巻
が
若
緑
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
決

し
て
無
名
の
従
者
で
は
な
い
｡

羊
砧
の
故
事
は
唐
以
後
の
地
誌
に
も
記
録
さ
れ
て
い
-
｡
『元
和

郡
腺
囲
志
』
巻
二

l
､
｢山
南
造

･
嚢
州

二
蓑
陽
願
｣
に
言
う
'

呪
山
'
在
解
東
南
九
里
｡
山
東
臨
漢
水
､
古
今
大
路
｡
羊
砧
鋲

裏
陽
､
興
部
潤
甫
共
登
此
山
'
後
人
立
碑
'
謂
之
堕
涙
碑
､
其
銘

文
即
萄
人
李
安
所
製
｡

そ
こ
に
い
う
李
安
は
'
巌
可
均

『全
音
文
』
巻
七
〇
で
は
'
李
興
､

字
は
筒
石
､
の
別
名
と
し
て
'
碑
文
を

｢晋
故
便
持
節
侍
中
大
博
鉦

平
成
候
羊
公
碑
｣
と
題
し
て
錦
L
t
｢明
宏
治
四
年
垂
立
碑
拓
本
､

又
見
湖
北
通
志
｣
と
出
庭
を
記
し
て
い
る
｡
李
興
と
す
れ
ば
'
『青

書
』
巻
八
八
'
孝
友
博
の
李
密
の
博
に
附
さ
れ
る
李
密
の
次
子
李
興

の
こ
と
で
､
そ
こ
に
は
､
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興
之
在

(鋸
南
将
軍
劉
)
弘
府
､
弘
立
諸
葛
孔
明

･
羊
叔
子
硯
､

使
輿
倶
馬
之
文
､
甚
有
節
理
｡

李
輿
が
鋸
南
牌
軍
劉
弘
の
役
所
に
い
た
時
､
劉
弘
は
諸
葛
亮
と

羊
砧
の
禍
を
立
て
た
が
､
そ
の
文
は
い
ず
れ
も
李
興
に
起
草
さ
せ
'

そ
れ
は
す
じ
の
通
っ
た
文
章
で
あ
っ
た
｡

と
'
羊
砧
の
碑
文
を
書
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
李
密
の
生

③

卒
年

(二
二
凹
-
二
八
七
)
か
ら
推
せ
ば
､
子
の
李
輿
は
三
世
紀
後
半

の
人
で
あ
-
'
羊
砧
と
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
に
な
る
｡
明

･
楊
慣

『諾

苑
醍
醐
』
(『函
海
』
所
収
)
巻
八
に
は
'
『全
音
文
』
が
録
す
る
の
と

多
少
の
字
の
異
同
を
含
む

｢晋
故
便
持
節
侍
中
太
博
鉦
平
成
候
羊
公

之
碑
｣
を
載
せ
て
い
る
が
'
そ
の
末
尾
に
は

｢此
碑
元
無
撰
人
姓
名
｡

按
釜
州
記
云
'
健
為
李
賜
撰
｡
賜
'
密
之
子
也

(こ
の
碑
に
は
も
と
も

と
撰
者
の
名
が
な
い
o
益
州
記
を
見
る
と
､
健
馬
の
李
賜
の
操
と
い
う
｡
李

賜
は
､
李
密
の
子
で
あ
る
)｣
と
記
す
｡
李
密
の
長
子
で
あ
る
李
賜
'

字
宗
石
､
の
博
も
李
密
博
に
附
さ
れ
て
い
る
｡
『精
書
』
経
籍
志

･

集
部

･
線
集
類
に
梁
の
存
日
と
し
て

『羊
砧
堕
涙
碑

一
巻
』
が
著
錬

呪
山
の
涙

(川
合
)

さ
れ
て
い
る
が
'
撰
者
の
名
は
な
い
｡
そ
れ
は
複
数
の
堕
涙
碑
の
碑

文
を
収
め
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
隔
志
の
そ
の
部
分
に
は
碑
文

集
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
'

一
つ
の
碑
に
つ
い
て
の
碑
文
を
集
め
た

書
は
少
な
-
､
羊
砧
堕
涙
碑
が
か
な
-
の
関
心
を
集
め
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
よ
う
｡

さ
ら
に
､
『太
平
御
覧
』
巻
四
三
､
｢地
部
'
呪
山
｣
が
引
-

『十

道
志
』
に
は

'

十
道
志
日
､
羊
殖
常
輿
従
事
都
潤
甫
共
登
呪
山
､
垂
泣
日
'

｢自
有
宇
宙
'
便
有
此
山
｡
由
来
賢
連
勝
士
'
登
此
遠
望
､
如
我

輿
卿
者
多
臭
｡
皆
遵
滅
無
間
'
不
可
得
知
｡
念
此
傭
人
悲
傷
｡
我

百
年
'
魂
塊
猶
首
此
山
也
｣
｡
潤
甫
封
日
､
｢公
徳
冠
四
海
'
道
嗣

前
哲
'
令
聞
令
望
､
首
輿
此
山
倶
博
｡
若
湛
輩
､
乃
富
如
公
語

耳
｣
｡
後
以
州
人
思
暮
､
逐
立
羊
公
廟
､
井
碑
於
此
山
｡

『太
平
妻
宇
記
』
巻

1
四
五
､
嚢
州
に
は
'

堕
涙
碑
在
駐
東
九
里
｡
晋

羊
砧
之
銭
嚢
陽
､
有
功
徳
千
人
｡
及
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卒
'
百
姓
干
呪
山
繭
平
生
遊
憩
之
所
建
碑
立
廟
'
歳
時
饗
祭
｡
望

其
碑
'
莫
不
流
沸
｡
杜
預
国
名
堕
涙
碑
｡

こ
の
よ
う
に
堕
涙
碑
の
故
事
は
賑
々
と
記
述
さ
れ
て
い
-
が
､

『晋
書
』
に
付
け
加
え
る
べ
き
事
柄
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ

い
｡
そ
し
て
ま
た

｢禦
山
水
｣
と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る
の
は

『青
書
』
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
｡
『青
書
』
で
は
羊
砧
の
ほ
か
に

も
院
籍
に
つ
い
て
､
｢戎
登
臨
山
水
'
経
日
忘
蹄

(或
い
は
山
水
に
登

臨
し
､
日
を
経
る
も
締
る
を
忘
る
)｣
(『青
書
』
巻
四
九
へ
院
籍
俸
)
と
記

し
て
い
る
｡
こ
れ
は

『三
国
志
』
巻
二

1
の
院
籍
侍
に
は
な
い
も
の

で
'
『太
平
御
覧
』
巻
六

一
一
'
｢勤
撃
｣
に
収
め
ら
れ
る

『七
賢

俸
』
に
'
｢
(院
籍
)
或
遊
行
丘
林
'
経
日
不
返

(或
い
は
丘
林
に
遊
行

し
､
日
を
経
る
も
返
ら
ず
)｣
と
あ
る
の
が
､
こ
れ
に
近
い
｡
『七
賢

俸
』
は

『晴
書
』
経
籍
志
で
は

｢孟
氏
撰
｣
'
撰
者
の
姓
を
記
す
の

み
だ
が
'
『奮
唐
書
』
経
籍
志
､
『新
唐
書
』
重
文
志
に
は

｢孟
仲
曙

撰
｣
と
言
い
'
『隔
書
経
籍
志
詳
致
』
で
は

『洛
陽
伽
藍
記
』
巻
四

④

に
見
え
る
孟
伸
曙
で
あ
ろ
う
と
す
る

｡

な
ら
ば
六
世
紀
の
人
で
ず
い

ぶ
ん
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
『七
賢
博
』
の

｢遊
行
丘
林
｣
､
『青
書
』

の

｢登
臨
山
水
｣
､
両
者
が
指
し
て
い
る
事
柄
は
同
じ
で
も
'
意
味

に
は
隔
た
-
が
あ
る
｡
｢遊
行
丘
林
｣
は
山
野
践
渉
の
賓
際
の
行
動

を
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
'
そ
れ
が
宗
教
的
な
い
し
哲
学
的
な
模
索
の

陰
帳
に
な
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
が
'
｢登
臨
山
水
｣
は
美
的
封
象

と
し
て
自
然
に
向
か
い
合
う
態
度
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡
院
籍
に
つ

い
て

｢登
臨
山
水
｣
と
記
す

『青
書
』
は
､
山
水
を
観
賞
す
る
美
意

識
が
定
着
し
て
か
ら
の
記
述
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て

『青

書
』
羊
砧
博
の

｢禦
山
水
｣
の
記
述
も
､
こ
の
事
柄
を
記
す
類
書
や

地
誌
が
す
べ
て

｢登
呪
山
｣
と
い
っ
た
具
膿
的
な
行
馬
と
し
て
記
し
､

｢禦
山
水
｣
と
言
う
の
が

『青
書
』
だ
け
で
あ
る
の
を
見
れ
ば
'
こ

れ
も
ま
た
後
の
時
代
の
観
念
か
ら
逆
に
照
射
し
て
羊
砧
の
登
山
に
意

味
付
け
し
た
も
の
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡
或
い
は

｢岨
山
に
登

る
｣
'
｢山
水
を
楽
し
む
｣
と
い
う
よ
う
に
表
現
が
揺
れ
て
い
る
こ
と

自
膿
が
'
羊
砧
の
登
山
の
過
渡
的
な
性
格
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
言

う
べ
き
か
｡
す
な
わ
ち
羊
砧
の
場
合
は
'
支
配
す
る
領
土
を
見
下
ろ

す
古
代
の
呪
術
的
な
習
俗
と
'
六
朝
期
に
浸
透
し
て
い
-
山
水
の
美

的
享
受
､
古
代
か
ら
中
世
へ
と
奨
化
し
て
い
-
そ
の
中
間
に
位
置
し

て
い
る
の
で
あ
る
｡
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山
に
登
っ
た
土
地
の
支
配
者
が
そ
こ
で
死
を
思
っ
て
悲
し
み
を
生

じ
る
と
こ
ろ
は
共
通
す
る
も
の
の
'
悲
哀
の
理
由
に
は
い
-
ら
か
相

違
が
あ
る
｡
斉
の
景
公
は
美
し
い
領
土
を
捨
て
て
自
分
が
死
ん
で
し

ま
う
こ
と
､
自
分
が
永
遠
に
所
有
で
き
な
い
こ
と
を
思

っ
て
悲
し
む
｡

羊
砧
も
今
の
自
分
の
楽
し
み
が
永
積
で
き
な
い
こ
と
が
悲
哀
の
饗
端

に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
'
久
遠
に
存
在
し
績
け
る
山
と
有
限
の
人
の

命
を
封
比
し
て
､
過
去
の
人
士
の
消
滅
を
想
起
し
､
そ
こ
か
ら
現
在

の
自
分
も
未
来
に
は
過
去
の
人
と
し
て
こ
の
世
か
ら
消
え
て
い
-
こ

と
､
死
が
人
間
に
普
遍
的
な
必
然
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
致
し
て
い

る
｡
す
な
わ
ち
斉
の
景
公
が
自
分
自
身
の
生
の
喪
失
を
悲
し
ん
で
い

る
の
に
封
し
て
､
羊
砧
の
場
合
は
人
間
全
鰹
の
宿
命
の
な
か
に
自
分

の
死
を
置
い
て
悲
哀
を
生
じ
て
い
る
｡

斉
の
景
公
と
羊
砧
の
故
事
に
は
､
な
お
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
｡

い
ず
れ
の
場
合
も
'
主
君
が
悲
し
む
の
に
射
し
て
侍
従
の
者
が
慰
め

る
の
で
あ
る
｡
哲
の
景
公
の
場
合
は
'
｢史
孔

･
梁
丘
塘
｣
(
『列

子
』
)､
｢文
孔

･
梁
丘
接
｣
(『景
子
春
秋
』
内
篇
)'
｢左
右
の
哀
し
み

を
佐
け
て
泣
-
者
三
人
｣
(同
･
外
篇
)､
｢園
子
高
子
｣
(『韓
詩
外

侍
』)'
侍
従
の
名
前
に
異
同
は
あ
る
が
'
み
な
悲
し
む
景
公
を
慰
撫

幌
山
の
涙

(川
合
)

し
て
い
る
｡
羊
砧
の
方
で
は
都
湛
が
そ
の
役
割
を
培

っ
て
い
る
｡
も

っ
と
も
'
慰
め
方
は
同
じ
で
な
い
｡
斉
の
景
公
の
家
臣
た
ち
は
'
衣

食
住
行
の
う
ち
の
食
と
行
を
挙
げ
て
､
自
分
た
ち
は
粗
末
な
暮
ら
し

を
し
て
い
て
も
生
に
執
着
す
る
の
で
あ
る
か
ら
､
す
べ
て
に
充
た
さ

れ
た
殿
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
し
ょ
う
と
､
景
公
の
悲
し
み
へ
の
共

感
を
語
る
｡
臣
下
の
こ
の
言
葉
は
期
せ
ず
し
て
景
公
の
悲
哀
が
何
に

由
来
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
君
主
と
し
て
享
受
し

て
い
る
物
質
生
活
'
充
足
し
て
い
る
現
世
の
欲
望
､
そ
れ
を
放
棄
せ

ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
景
公
に
と
っ
て
の
死
な
の
だ
｡
そ
し
て
ま
た

家
臣
た
ち
は
自
分
た
ち
と
景
公
を
比
較
し
て
､
喪
失
の
度
合
い
が
よ

-
強
い
景
公
は
よ
-
大
き
な
悲
し
み
を
砲
-
こ
と
だ
ろ
う
と
い
う
か

た
ち
で
共
感
を
示
し
､
共
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
景
公
を
慰
め
て
い

る
｡

一
方
'
羊
砧
の
家
臣
の
都
港
は
'
徳
の
高
さ
が
も
た
ら
す
名
草

を
持
ち
出
す
｡
身
は
滅
ん
で
も
名
は
永
遠
に
の
こ
る
'
名
に
よ
っ
て

人
は
生
の
有
限
を
超
越
で
き
る
と
い
う
思
考
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
｡

名
聾
の
永
積
が
肉
濃
の
死
を
超
越
す
る
こ
と
を
持
ち
出
し
て
悲
哀
を

軽
減
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡
景
公
が
現
世
の
欲
望
や
快
饗
の
放
棄
を

悲
し
ん
だ
の
に
比
べ
て
､
羊
砧
の
生
の
哀
惜
は
具
髄
的
で
な
い
｡
そ
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こ
に
は
生
そ
の
も
の
の
消
失
と
い
う
､
人
間
に
普
遍
的
な
死
の
恐
れ

が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡

二
つ
の
故
事
は
同
じ
結
構
を
も

っ
て
は
い
て
も
'
そ
れ
が
語
ろ
う

と
し
て
い
る
意
味
は
大
き
-
隔
た
っ
て
い
る
｡
斉
の
景
公
の
話
は
､

そ
れ
を
記
し
て
い
る
話
は
例
外
な
-
'
景
公
の
悲
し
み
を
量
子
が
笑

い
飛
ば
す
と
い
う
展
開
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
｡
眼
下
の
領

土
を
捨
て
て
死
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
悲
観
す
る
景
公
に

射
し
て
､
妻
子
は
古
来
も
し
死
と
い
う
も
の
が
な
い
と
す
れ
ば
'
景

公
が
今
こ
こ
に
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
､
人
間
に
と

っ
て
死
は
必
然

で
あ
り
､
死
あ
れ
ば
こ
そ
人
は
次
々
生
ま
れ
て
-
る
の
だ
と
説
き
'

景
公
が
そ
れ
に
承
伏
し
て
話
は
結
ば
れ
る
｡
斉
の
景
公
の
故
事
で
は

こ
の
よ
う
に
死
の
悲
し
み
が
解
決
さ
れ
る
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

の
に
射
し
て
'
羊
砧
の
場
合
は
論
理
に
よ
る
解
決
で
は
な
-
'
死
の

必
然
が
も
た
ら
す
悲
観
の
情
感
が
鎗
韻
を
の
こ
す
の
で
あ
る
｡
そ
し

て
こ
こ
に
漂

っ
て
い
る
人
生
短
促
を
悲
し
む
情
感
は
'
後
述
す
る
よ

う
に
六
朝
期
に
贋
ま

っ
て
い
-
拝
情
の
か
た
ち
に
繋
が
っ
て
い
る
｡

斉
の
景
公
の
故
事
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
い
が
､
そ
の
な
か

に
は
貴
公
の
悲
嘆
が
酒
席
で
費
せ
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
も
の

が
あ
る
｡
『貴
子
春
秋
』
外
篇
巻
七
に

｢景
公

酒
を
泰
山
の
上
に

置
-
｡
酒
鮒
に
し
て
'
公

共
の
地
を
四
望
し
､
潤
然
と
し
て
嘆
き
､

涙
敢
行
に
し
て
下
る
｣
｡

同
じ
巻
に
は
登
高
の
要
素
は
な
い
が
'
宴

席
で
死
に
言
及
す
る
話
も
見
え
る
｡
｢景
公

酒
を
飲
み
て
楽
し
む
｡

公
日
-
'
古
よ
り
し
て
死
無
-
ん
ば
'
其
の
楽
し
み
若
何
t
と
｡
貴

子
封
え
て
日
-
'
古
よ
-
し
て
死

(撫
-
ん
ば
)'
則
ち
古
の
楽
し
み

な
-
｡
君
何
ぞ
得
ん
や
｡
-
-
｣
｡
羊
砧
の
場
合
は
明
ら
か
に
呪
山

に
登
り
'
｢置
酒
言
詠
｣
し
て
の
感
慨
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
歓
楽

の
さ
な
か
に
あ
っ
て
生
を
惜
し
ん
で
悲
哀
を
生
じ
る
と
い
う
か
た
ち

に
も
類
型
が
あ
る
｡
漢
武
帝

｢秋
風
辞
井
序
｣
(『文
選
』
巻
四
五
)

に
言
う
'

上
行
幸
河
東
'
両
后
土
｡
願
税
帝
京
'
欣
然
｡
中
流
輿
群
臣
飲

燕
｡
上
歓
甚
､
乃
自
作
秋
風
前
日
'

秋
風
起
今
白
雲
飛
､
草
木
黄
落
骨

層
南
鋸
｡
蘭
有
秀
今

菊
有
芳
､

摘
佳
人
今
不
能
忘
O
泣
模
虹
骨

酒
粉
河
'
横
中
流
今
揚
素
波
'
篇

鼓
鳴
今

馨
樟
歌
､
歓
楽
極
今
哀
情
多
'
少
壮
幾
時
今
奈
老
何
｡
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上
は
河
東
に
行
幸
L
t
大
地
の
両
を
祭

っ
た
｡
帝
都
を
振
-
近

っ
て
'
満
足
げ
で
あ
っ
た
｡
河
の
な
か
で
臣
下
た
ち
と
酒
盛
-
を

催
し
た
｡
上
は
い
た
く
ご
機
嫌
で
'
自
ら
秋
風
の
解
を
作
-
'
そ

れ
に
は
言
う
､

秋
の
風
が
立
ち
白
い
雲
が
飛
ぶ
｡
草
も
木
も
枯
れ
て
層
は
南
に

向
け
て
締
る
｡
蘭
は
花
嘆
き
菊
は
香
る
｡
佳
人
を
忘
れ
が
た
-
携

え
て
き
た
｡
や
ぐ
ら
船
を
浮
か
べ
粉
河
を
渡
る
｡
白
波
を
あ
げ
な

が
ら
河
の
た
だ
な
か
を
横
切
る
｡
笛
太
鼓
が
鳴
-
'
舟
歌
が
起
こ

る
｡
喜
び
が
行
き
着
-
と
こ
ろ
に
悲
し
み
が
生
ま
れ
る
｡
若
い
時

は
ど
れ
ほ
ど
あ
る
こ
と
か
'
迫
-
-
る
老
い
は
い
か
ん
と
も
し
が

た

い

｡

こ
れ
は

『漢
書
』
に
は
見
え
ず
'
『漠
武
帝
故
事
』
と

『文
選
』

に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
'
漠
武
帝
の

｢自
作
｣
と
い
う
信

悪
性
は
乏
し
い
が
'
｢敵
襲
｣
の
絶
頂
に
あ

っ
て

｢哀
情
｣
を
襲
し

て
い
る
こ
と
'
そ
の

｢哀
情
｣
は
老
い
を
必
然
と
す
る
人
間
に
普
遍

の
悲
し
み
で
あ
る
こ
と
'
羊
砧
の
涙
に
共
通
す
る
と
い
え
よ
う
｡

作
者
の
確
か
な
と
こ
ろ
で
は
'
魂
文
帝
曹
杢

(
一
八
七
｣

三
六
)

呪
山
の
涙

(川
合
)

に
も
歓
撃
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
楽
し
み
が
つ
か
の
間
の
も
の
で
あ
る

こ
と
を
悲
し
む
述
懐
が
あ
る
｡
｢輿
朝
歌
令
異
質
書
｣
(『文
選
』
巻
四

二
)
に
言
う
'

-
-
清
風
夜
起
'
悲
茄
微
吟
｡
禦
往
哀
来
'
憤
然
傷
懐
｡
余
顧

而
言
､
斯
禦
難
常
｡
足
下
之
徒
､
威
以
馬
然
｡
今
果
分
別
'
各
在

1
万
｡
-
-

-
-
清
ら
か
な
風
が
夜
に
な
っ
て
生
じ
､
茄
が
ほ
の
か
に
音
を

立
て
て
い
た
｡
禦
し
い
時
間
が
去

っ
て
悲
し
み
が
到
来
し
'
戚
戚

と
し
て
胸
を
痛
め
た
｡
私
は
み
な
の
方
を
向
い
て
言

っ
た
'
｢
こ

の
幸
福
は
い
つ
ま
で
も
頼
-
も
の
で
は
な
い
｣
と
｡
君
た
ち
も
､

み
な
同
意
し
た
｡
今
､
果
た
し
て
別
離
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
ち
-
ぢ

り
に
な
っ
て
い
る
｡
-
-

建
安
の
文
人
た
ち
と
の
幸
福
な
交
遊
､
そ
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
曹

杢
は
そ
れ
が
永
頼
し
な
い
こ
と
を
務
測
し
､
果
た
し
て
そ
の
時
の
務

測
ど
お
り
､
仲
間
た
ち
は
或
い
は
死
に
或
い
は
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
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た
後
に
回
想
し
た
言
辞
で
あ
る
｡
歓
楽
の
絶
頂
に
あ
っ
て
そ
れ
の
喪

失
を
線
測
し
悲
痛
す
る
と
い
う
鮎
で
は
漠
武
帝

｢秋
風
鮮
｣
に
通
じ

る
が
､
｢秋
風
鮮
｣
は
饗
宴
の
最
中
と
い
う
今
現
在
の
時
鮎
か
ら
'

そ
れ
が
終
結
に
向
か
う
こ
と
を
感
取
し
､
そ
れ
を
接
げ
て
人
生
も
少

壮
か
ら
老
へ
と
移
行
し
て
い
-
時
間
の
流
れ
を
嵯
嘆
す
る
の
に
射
し

て
'
曹
垂
の
場
合
は
歓
楽
の
最
中
に
あ

っ
て
そ
の
喜
び
が
永
績
し
な

い
こ
と
を
預
感
し
た
こ
と
を
'
と
も
に
楽
し
ん
だ
文
人
た
ち
が
す
で

に
物
故
し
離
散
し
た
あ
と
に
な
っ
た
時
鮎
か
ら
振
り
返
っ
て
述
べ
て

い
る
｡
す
な
わ
ち
､
過
去
に
お
い
て
未
来
を
線
感
し
た
こ
と
を
'
そ

の
未
来
が
現
在
に
な
っ
た
今
の
時
鮎
か
ら
ふ
り
か
え
る
と
い
う
錯
綜

し
た
時
間
構
成
が
'
述
懐
を
よ
-
複
雑
で
感
慨
深
い
も
の
に
し
て
い

る
｡羊

砧
よ
-
ほ
ぼ

一
世
代
後
の
西
晋

･
石
崇

(二
四
九
-
三
〇
〇
)
が

元
康
六
年

(二
九
六
)'
金
谷
園
で
盛
大
な
酒
宴
を
催
し
た
こ
と
は
石

崇
の

｢金
谷
詩
序
｣
(『蛮
文
類
衆
』
巻
九
な
ど
｡
『全
音
文
』
巻
三
三
)

に
語
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
が
い
か
に
豪
奮
な
宴
で
あ
っ
た
か
を
記
し

た
の
に
頼
け
て
言
う
'

感
性
命
之
不
永
､
催
凋
落
之
無
期
､
故
具
列
時
人
官
鍍
姓
名
年

紀
､
又
寓
詩
箸
後
｡
後
之
好
事
者
'
其
寛
之
哉
｡
-
-

生
命
が
永
久
に
績
か
な
い
こ
と
を
思
い
'
い
つ
こ
の
世
を
去
る

と
も
知
れ
ぬ
こ
と
を
恐
れ
'
そ
こ
で
こ
の
時
の
人
の
官
名

･
姓

名

･
年
齢
を
つ
ぶ
さ
に
記
録
し
'
ま
た
後
ろ
に
詩
を
つ
け
て
お
-
｡

後
世
に
興
味
を
も
つ
人
が
､
こ
れ
を
見
る
か
も
知
れ
な
い
｡
-
-

石
崇
の
盛
宴
も
そ
の
最
中
に
お
い
て
'
そ
れ
が
ほ
ど
な
-
果
て
る

こ
と
を
'
そ
し
て
そ
こ
に
興

っ
た
人
々
も
ま
た
こ
の
世
か
ら
消
え
て

い
-
こ
と
を
預
感
し
､
悲
し
み
を
抱
い
て
い
る
｡

宴
の
最
中
に
あ

っ
て
悲
嘆
を
馨
す
る
典
型
的
な
例
は
'
王
義
之

｢蘭
亭
詩
序
｣
に
見
ら
れ
る
｡
『青
書
』
巻
八
〇
､
王
義
之
博
に
引

か
れ
た
そ
れ
は
､
宴
の
楽
し
さ
を
列
挙
し
た
あ
と
'
突
如
と
し
て
悲

嘆
に
樽
じ
る
｡

夫
人
之
相
輿
傭
仰

一
世
'
戎
取
諸
懐
抱
'
悟
言

一
室
之
内
'
或

因
寄
所
託
'
放
浪
形
骸
之
外
｡
錐
趣
舎
寓
殊
'
静
操
不
同
'
首
其
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欣
於
所
遇
､
暫
得
於
己
'
快
然
自
足
'
不
知
老
之
将
至
｡
及
其
所

之
匪
倦
､
情
随
事
遷
､
感
慨
係
之
臭
｡
向
之
所
欣
'
挽
仰
之
間
､

巳
馬
陳
跡
､
猶
不
能
不
以
之
興
懐
.
況
修
短
随
化
､
終
期
於
蓋
｡

古
人
云
､
死
生
亦
大
夫
'
呈
不
痛
哉
｡
-
-

い
っ
た
い
人
が
み
な

一
生
を
送
る
に
あ
た
っ
て
'
胸
中
の
感
懐

を

一
室
の
な
か
で
ひ
そ
や
か
に
か
た
る
こ
と
も
あ
れ
ば
､
志
の
お

も
む
-
ま
ま
自
由
奔
放
に
ふ
る
ま
う
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に

人
間
の
生
き
か
た
は
賓
に
静
動
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
､
し
か
し
だ

れ
し
も
境
遇
の
よ
ろ
こ
ぼ
し
-
得
意
な
と
き
に
は
'
し
ば
し
そ
こ

に
満
ち
た
-
て
､
老
境
が
わ
が
身
を
お
と
ず
れ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
に
さ
え
気
が
つ
か
な
い
で
い
る
｡
や
が
て
得
意
が
倦
怠
に
か

わ
-
､
感
情
が
う
つ
ろ
い
ゆ
-
と
'
そ
れ
に
つ
れ
て
や
る
せ
な
い

感
慨
が
こ
み
あ
げ
て
-
る
｡
つ
い
い
ま
L
が
た
ま
で
よ
ろ
こ
び
で

あ
っ
た
も
の
が
'
つ
か
の
ま
に
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し

ま
っ
て
､
た
だ
こ
れ
し
き
の
こ
と
に
す
ら
人
間
の
心
は
動
か
さ
れ

ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
ま
し
て
や
人
間
の
生
命
は
長
い
短

い
の
ち
が
い
こ
そ
あ
れ
'
け
っ
き
ょ
-
は
蓋
き
る
こ
と
を
約
束
さ

呪
山
の
涙

(川
合
)

れ
て
い
る
｡
古
人
は
､
｢死
生
も
ま
た
大
な
-
-

死
生
こ
そ

1

大
問
題
だ

｣
と
い

っ
て
い

る
が
'
い
た
ま
し
い
か
ぎ
り
で
は
な
い

①

か
｣
｡
-

-

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
'
宴
の
歓
柴
の
最
中
に
あ

っ
て
そ
れ
が

果
て
る
こ
と
を
線
知
し
､
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
人
生
そ
の
も
の
が
時
間

の
な
か
の
一
駒
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
に
接
げ
て
悲
哀
を
生
じ
る

と
い
う
か
た
ち
は
'
六
朝
期
の
全
鰹
に
わ
た
っ
て
流
れ
て
い
る

1
つ

⑥

の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

｡

そ
し
て
羊
砧
が
呪
山
に
登

っ
て
生
じ
た
悲
し
み
も
'
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
の
早
い
時
期

に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

歓
楽
の
最
中
で
悲
哀
を
蓉
す
る
契
機
と
な
る
も
の
が
､
｢蘭
亭
詩

序
｣
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
'
唐
突
に
悲
嘆
に
韓
ず
る
か

ま
こと

に
思
わ
れ
る
が
'
そ
の
宴
を

｢
信

に
楽
し
む
べ
き
な
-
｣
と
述
べ

る
'

一
つ
前
の
段
落
の
な
か
に
､
悲
嘆
に
繋
が
る
伏
線
は
潜
ん
で
い

る
｡
そ
れ
は

｢仰
ぎ
て
宇
宙
の
大
な
る
を
観
'
傭
し
て
品
類
の
盛
ん

な
る
を
察
す
｣
の

｢宇
宙
｣
の
語
に
あ
る
｡
羊
砧
の
言
葉
に
も
'

｢宇
宙
有
り
て
よ
-
'
便
ち
此
の
山
有
-
｣
'
今
'
自
分
が
登

っ
て
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い
る
呪
山
を
宇
宙
開
聞
以
来
の
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
'

そ
こ
か
ら

｢由
来
賢
連
勝
士
､
此
れ
に
登
-
て
遠
望
す
る
こ
と
'
我

れ
と
卿
の
如
き
者
多
し
｣
と
､
悲
し
み
を
生
じ
る
に
至
る
心
理
の
過

程
が
明
ら
か
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
王
義
之
の

｢宇
宙
｣
は
穴
工間
を
指

す
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
い
ず
れ
も
時
空
の
大
き
な
全
腰
の
な
か

に
今
の
自
分
を
置
い
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
悲
哀
に
繋
が
っ
て
い
-

の
で
あ
る
｡

羊
砧
呪
山
の
故
事
に
は
､
宴
の
中
に
悲
嘆
を
生
じ
る
類
型
に
は
見

ら
れ
な
い
要
素
が
さ
ら
に
あ
る
｡

一
つ
は
'
悲
し
む
羊
砧
を
慰
め
る

邪
湛
の
存
在
で
あ
る
｡
雛
湛
の
慰
め
の
言
葉
に
は
'
人
の
命
は
有
限

で
あ

っ
て
も
名
聾
を
の
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
た
-
う
る
と
い
う
､

も
う

1
つ
の
観
念
が
認
め
ら
れ
る
｡
そ
し
て
郁
湛
の
こ
の
言
葉
は
決

し
て
お
ざ
な
-
の
慰
め
で
は
な
-
'
上
司
に
封
す
る
卑
屈
な
へ
つ
ら

い
で
も
な
-
'
都
湛
の
羊
砧
に
封
す
る
敬
愛
の
情
が
藁
に
こ
も

っ
て

い
る
か
に
感
じ
ら
れ
る
た
め
に
'
こ
の
話
柄
は
人
の
悲
し
み
を
語
る

も
の
で
あ
っ
て
も
､
そ
の
な
か
に
人
間
の
暖
か
み
を
含
ん
だ
'
気
持

ち
の
い
い
も
の
に
な

っ
て
い
る
｡
主
従
の
間
に
ふ
だ
ん
か
ら
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
信
頼
と
敬
愛
を
俸
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
こ
の
話

が
語
り
績
け
ら
れ
た

一
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う
｡

羊
砧
に
封
し
て
愛
情
を
覚
え
て
い
た
の
は
'
都
湛
だ
け
で
は
な
か

っ
た
｡
恩
愛
の
情
豊
か
な
治
世
者
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
羊
砧
を
慕
う

｢嚢
陽
百
姓
｣
に
と
っ
て
も
､
羊
砧
は
慕
わ
れ
る
べ
き
封
象
だ

っ
た

の
で
あ
る
｡
そ
の
碑
を
望
ん
で
人
々
が
摸
し
た
の
は
､
直
接
に
は
優

れ
た
為
政
者
を
失

っ
た
悲
し
み
に
よ
る
で
あ
ろ
う
が
､
そ
の
碑
が
呪

山
の

｢平
生
遊
憩
之
所
｣
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
'
呪
山
を
禦
し
む

自
分
も
過
去
の
人
物
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
世
を
去
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
務
測
し
た
羊
砧
の
悲
し
み
を
'
羊
砧
が
死
ん
だ
あ
と
に
共
有
し
て

悲
し
む
と
い
う
心
情
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
'

曹
香
が

一
人
の
内
部
に
お
い
て
膿
験
し
た
､
過
去
に
お
け
る
未
来
を

現
在
か
ら
振
-
か
え
る
と
い
う
時
間
構
造
を
'
主
催
を
換
え
て
あ
ら

わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
'
石
崇
や
王
義
之
が
自
分
た
ち
の

摩
滅
を
線
想
し
た
に
と
ど
ま
る
の
を
'
第
三
者
を
設
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
確
認
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
｡

こ
の
よ
う
に
羊
砧

｢堕
涙
碑
｣
の
故
事
は
'
歓
楽
の
な
か
で
生
じ

る
悲
哀
と
い
う
｣ハ
朝
に
通
底
す
る
型
を
備
え
つ
つ
'
さ
ら
に
君
臣
間

の
暖
か
な
情
愛
を
帯
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
心
地
よ
い
感
傷
で
く
る
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み
な
が
ら
､
博
え
ら
れ
て
い
-
0

二

唐

代

の

継

承

羊
砧
堕
涙
碑
故
事

の
骨
格
と
な

っ
て
い
た
､
自
然
の
悠
久
と
人
の

ふ
じ
よ
う

は
か
な
さ
と
の
封
比
'
命
の
不

定

か

ら
蓉
す
る
悲
哀

の
情
感
'
そ

れ
は
初
唐
の
掃
情
詩
の
な
か
で
繰
-
贋
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
劉

希
夷

(六
五

一
-
-
)
の

｢代
悲
白
頭
翁
｣
､
張
若
虚

(?
-
?
)
の

｢春
江
花
月
夜
｣
､

い
ず
れ
も
七
言
の
た
お
や
か
な
流
れ
に
身
を
ゆ

だ
ね
る
よ
う
に
し
て
､
人
の
生
の
短
促
を
感
傷
を
こ
め
て
唱
う
｡
そ

こ
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
は
'
悲
し
み
を
甘
美
な
色
に
染
め
て
柔
ら
か

に
歌
い
上
げ
る
情
感
で
あ
る
｡

初
唐
歌
行
詰
の
感
傷
的
な
情
感
を
ぬ
ぐ
い
去

っ
て
'
同
じ
テ
ー
マ

を
形
而
上
的
な
様
相

の
も
と
に
再
構
成
し
て
い
る
の
が
､
陳
子
昂

(六
六

一
-
七
〇
二
)
の

｢登
幽
州
童
歌
｣
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
時
空

の
贋
大
な
贋
が
-
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
置
か
れ
た
人
間
の
孤
猫
と
い
う

も
の
が
抽
象
的
な
ま
で
に
研
ぎ
す
ま
さ
れ
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
｡

い
ま
さ
ら
掲
げ
る
ま
で
も
な
い
名
高

い
作
で
あ
る
が
'
た
だ
そ
れ
に

は
偶
作
と
す
る
説
も
あ
る
｡

呪
山
の
涙

(川
合
)

呪
山
と
羊
砧
は
､
陳
子
昂
の
作
で
あ
る
こ
と
が
確
か
な
詩
の
な
か

に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
｡
｢呪
山
懐
古
｣
(
『全
唐
詩
』
巻
八
四
)
に
言
う
'

株
馬
臨
荒
旬

登
高
覧
奮
都

猶
悲
堕
涙
褐

尚
想
臥
龍
固

城
邑
追
分
楚

山

川
牛
入
呉

丘
陵
徒
日
出

賢
聖
幾
凋
枯

野
樹
蒼
煙
断

津
模
晩
気
孤

誰
知
寓
里
客

懐
古
正
蒔
踊

ま
ぐ
さ
か

馬
を

株

い
て
荒
旬
に
臨
み

高
き
に
登
-
て
奮
都
を
覚
る

猶
お
堕
涙
硯
を
悲
し
み

荷
お
臥
龍
園
を
想
う

城
邑

造
か
に
楚
を
分
か
ち

山
川

半
ば
呉
に
入
る

いたず
ら

丘
陵

徒
白
に
出
で

はと
人

賢
聖

幾

ど
凋
枯
す

野
樹

蒼
煙
断
え

津
模

晩
気
に
孤
な
-

誰
か
知
ら
ん

寓
里
の
客
の

古
を
懐

い
て
正
に
蒔
厨
す
る
を

嚢
陽
に
ま

つ
わ
る
古
人
'
羊
砧
と
諸
葛
亮
を
偲
び
'
彼
ら
が
こ
の

世
を
去

っ
た
こ
と
を
悼
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
､
し
か
し
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詩
全
膿
の
重
心
は
人
の
代
謝
を
悲
し
む
こ
と
で
は
な
-
､
羊
殖
や
諸

葛
亮
と
同
じ
よ
う
に
功
業
を
立
て
た
い
と
い
う
作
者
の
願
望
を
表
出

す
る
こ
と
に
あ
る
｡
そ
れ
は
羊
砧
と
諸
葛
亮
の
二
人
を
並
べ
た
こ
と

に
よ

っ
て
共
通
す
る
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
た
め
で
あ
-
､
ま
た
末

二
句
が
二
人
を
思
慕
し
敬
愛
す
る
作
者
の
心
情
に
締
着
す
る
と
こ
ろ

に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
陳
子
昂
が

｢堕
涙
碑
｣
の
事
を
用
い
な
が

ら
も
､
人
生
短
促
の
感
傷
に
沈
潜
す
る
方
向
に
は
向
か
わ
ず
'
己
れ

の
意
志
と
そ
れ
が
賓
現
で
き
な
い
煩
悶
を
唱

っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
'

初
唐
詩
に
お
け
る
陳
子
昂
の
役
割
を
よ
-
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡

張
九
齢

(六
七
八
-
七
四
〇
)
の

｢登
嚢
陽
幌
山
｣
(
『全
唐
詩
』
巻

四
九
)
に
も
'
諸
葛
亮
と
羊
砧
が
封
に
な

っ
て
登
場
し
て
い
る
が
､

全
膿
の
情
感
は
陳
子
昂
と
は
異
な
る
｡

羊
公
褐
己
磨

令
囲
猶
寂
実

嘉
曾
亦
嵯
蛇

宛
宛
焚
城
岸

悠
悠
漠
水
波

速
蓮
春
日
遠

感
寄
客
情
多

地
本
原
林
秀

朝
来
煙
景
和

同
心
不
同
賞

留
歎
此
巌
阿

羊
公

褐

己
に
磨
す

令
箇

猶
お
寂
実

嘉
曾

亦
た
嵯
比

宛
宛
た
-

契
城
の
岸

悠
悠
た
-
漠
水
の
波

遠
道
と
し
て
春
日
遠
-

感
寄
せ
て
客
情
多
し

地
は
本
と
原
林
秀
で

朝
来

煙
景
和
す

同
心

賞
を
同
じ
-
せ
ず

留
歎
す

此
の
巌
阿

42

昔
年
垂
肇
践

征
馬
復
来
過

信
若
山
川
奮

誰
如
歳
月
何

萄
相
吟
安
在

し
ば

昔
年

重

し

ば
肇
践
し

征
馬

復
た
来
た
-
過
ぎ
る

信
に
山
川
の
書
の
若
し

誰
か
歳
月
を
如
何
せ
ん

萄
相

吟

安
こ
に
か
在
る

こ
こ
で
は
往
時
を
悼
む
悲
し
み
の
感
情
が
支
配
的
に
な

っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
｡
感
傷
に
と
ど
ま
-
'
人
の
生
に
つ
い
て
の
思
梓
に

ま
で
は
至

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

孟
浩
然

(六
八
九
1
七
四
〇
)
は
生
涯
の
ほ
と
ん
ど
を
嚢
陽
の
地
で

送

っ
た
た
め
に
'
呪
山
や
羊
砧
を
た
び
た
び
詩
の
な
か
に
用
い
て
い

る
が
'
羊
砧
の
故
事
を
正
面
か
ら
取
-
上
げ
'
そ
の
テ
ー
マ
を
直
接



扱
っ
て
い
る
の
は
'
｢輿
諸
子
豊
幌
山
｣
詩
で
あ
る

(『孟
浩
然
詩
集
』

二･

巻
上

)
0人

事
有
代
謝

往
来
成
古
今

江
山
留
勝
連

我
輩
復
登
臨

水
落
魚
梁
洩

天
案
夢
揮
深

羊
公
碑
字
在

讃
罷
涙
需
襟

人
事
に
は
代
謝
有
-

往
来
し
て
古
今
を
成
す

江
山

勝
連
を
留
め

我
れ
ら
が
輩

復
た
登
臨
す

水
落
ち
て
魚
梁
蔑
-

天
塞
-
し
て
夢
揮
探
し

羊
公

碑
字
在
-

謹
み
罷
-
て
涙

襟
を
零
す

冒
頭
の
二
句
は
､
人
が
次
々
生
ま
れ
て
は
死
に
､
そ
れ
を
繰
-
近

す
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
が
作
ら
れ
て
い
-
と
い
う

一
般
論
か
ら
始
ま

る
｡
そ
こ
に
羊
砧
の
故
事
に
見
え
る
人
間
の
生
死
に
関
す
る
観
念
が

明
ら
か
に
懐
抱
さ
れ
て
い
る
が
'
し
か
し
人
間
の
歴
史
全
鰭
を
視
野

に
収
め
る
大
き
な
鋭
匙
か
ら
述
べ
て
い
る
た
め
に
､
悲
哀
の
感
情
は

あ
ら
わ
で
な
い
｡
三

･
四
句
は
永
遠
の
自
然
と
そ
れ
に
封
す
る
人
間

呪
山
の
涙

(川
合
)

が
封
比
さ
れ
る
｡
そ
こ
に
臨
む
自
分
た
ち
は
永
緯
す
る

｢勝
跡
｣
に

ひ
と
た
び
梱
れ
る
人
間
の
1
部
で
あ
-
'
直
接
表
さ
れ
て
は
い
な
い

も
の
の
'
す
で
に
悲
哀
を
帯
び
て
い
る
｡
そ
の
悲
哀
は
五

･
六
句
で

風
景
に
反
映
さ
れ
'
そ
し
て
七

･
八
句
に

｢涙
需
襟
｣
と
い
う
慣
用

表
現
で
露
呈
さ
れ
て
詩
が
終
わ
る
｡
人
生
短
促
の
悲
哀
を
テ
ー
マ
と

す
る
詩
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
'
し
か
し
よ
-
重
要
な
の
は
悲
し
み

を
唱
う
こ
と
よ
り
も
'
羊
砧
の
言
辞
の
な
か
に
示
さ
れ
て
い
た
過
去

-
現
在
'
現
在
-
未
来
と
い
う
か
た
ち
で
自
分
を
人
間
の
歴
史
の
な

か
に
位
置
づ
け
る
硯
鮎
を
そ
の
ま
ま
共
有
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
で

あ
る
｡
羊
砧
が
過
去
の
呪
山
登
山
者
の
不
在
か
ら
現
在
の
登
山
者
で

あ
る
自
分
も
未
来
に
お
い
て
は
不
在
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
悲
痛
し

た
よ
う
に
'
孟
浩
然
は

｢我
ら
が
輩
｣
も

｢復
｣
た
羊
砧
と
同
じ
よ

う
に
呪
山
に
登
-
'
羊
砧
が
橡
見
し
た
よ
う
に
羊
砧
の
不
在
を
確
認

す
る

一
方
､
自
分
た
ち
の
未
来
に
お
け
る
不
在
を
務
見
L
t
そ
う
し

た
人
間
の
定
め
を
思
っ
て
涙
す
る
の
で
あ
る
｡
羊
砧
の
悲
哀
を
孟
浩

然
も
共
有
す
る
｡
先
人
の
感
慨
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
孟
浩
然

は
連
綿
と
頼
い
て
き
た
人
の
流
れ
の
な
か
に
自
分
自
身
を
も
組
み
込

む
｡
歴
史
の
な
か
に
己
れ
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
博
枕
に
連

43
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な
る
こ
と
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
自
分
に
と
ど
ま
ら
ず
､

人
は
こ
れ
か
ら
の
ち
も
自
分
と
同
じ
よ
う
に
､
過
去
-
現
在
1
未
来

が
順
繰
り
に
繰
-
返
さ
れ
て
い
-
で
あ
ろ
う
と
い
う
認
識
｡
人
の
生

の
反
復
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
死
ん
で
は
生
ま
れ
､
生
ま
れ

て
は
死
ん
で
い
-
人
間
の
1
部
で
あ
る
と
い
う
人
間
全
膿
の
運
命

へ

の
鋸
属
感
を
抱
-
｡
悲
哀
を
抱
き
つ
つ
も
､
人
の
連
な
-
へ
の
蹄
属

を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
感
傷
に
流
さ
れ
な
い
､
或
る
種
の
達

観
に
近
づ
い
た
思
群
の
詩
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
､
こ
の
詩
が
愛

好
さ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
｡

孟
浩
然
は

｢慮
明
府
九
日
岨
山
宴
衰
使
君

･
張
郎
中

･
荏
員
外
｣

請

(同
上
巻
下
)
に
も
'
呪
山
の
テ
ー
マ
を
取
-
上
げ
て
い
る
｡
そ

=
･

の
冒
頭

｢宇
宙

誰
か
開
聞
す
､
江
山

此
に
欝
盤
す
｣
の
二
句
か

ら
す
で
に
羊
砧
の
述
懐
が
響
い
て
い
る
｡
詩
に
は
自
然
の
永
遠
性
の

な
か
で
つ
か
の
間
の
行
楽
を
す
る
人
の
営
み
と
い
う
同
じ
感
慨
が
底

流
し
て
い
る
が
､
社
交
的
な
性
格
の
詩
ゆ
え
に
テ
ー
マ
は

｢輿
諸
子

登
呪
山
｣
詩
ほ
ど
あ
ら
わ
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
｡

呪
山
羊
砧
の
故
事
は
､
唐
代
の
詩
の
な
か
に
常
用
の
典
故
と
し
て

頻
見
す
る
｡
し
か
し
そ
の
主
題
を

l
篇
の
詩
全
膿
で
扱
っ
た
も
の
は
､

孟
浩
然
の

｢輿
諸
子
登
幌
山
｣
詩
に
代
表
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡
そ
し
て

杜
甫
､
ま
た
中
唐
の
名
だ
た
る
詩
人
に
は
､
呪
山
の
嘆
き
を
正
面
か

ら
唱
う
詩
篇
は
見
ら
れ
な
い
｡
そ
れ
は
詩
の
主
題
が
し
だ
い
に
奨
化

し
て
い
-
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

三

末

代

の

展

開

末
代
に
入
っ
て
も
､
羊
砧
に
封
す
る
追
慕
の
情
は
績
-
｡
梅
尭
臣

の

｢迭
王
龍
園
源
叔
之
嚢
陽
｣
詩

(『梅
尭
臣
集
編
年
枚
注
』
巻
一
七
｡

⑧

慶
暦
七
年

i
〇
四
七
)
で
は
､
嚢
陽
に
赴
任
す
る
王
沫

(字
源
叔
)
に

封
し
て
'
｢行
首
至
幌
山
'
羊
公
存
廟
像
｡
篇
鼓
有
時
莫
'
道
徳
其

可
仰
｣
と
'
羊
砧
の
よ
う
な
治
を
行
う
よ
う
に
励
ま
す
が
､
そ
の
詩

に
見
送
ら
れ
て
嚢
陽
に
赴
任
し
た
王
味
が
'
廃
れ
て
い
た
羊
砧
の
廟

堂
を
修
復
し
､
紀
-
を
再
開
し
た
こ
と
は
､
花
仲
掩

｢寄
題
呪
山
羊

⑨

公
両
堂
｣
詩

(『全
宋
詩
』
巻
一
六
五
)
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

嚢
陽
以
外
の
地
に
､
羊
砧
を
記
念
す
る
墓
が
築
か
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
｡
装
材
は
豪
商
年
間

(
l
〇
五
六
-

1
〇
六
三
)'
臨
川
に
着
任

す
る
と
そ
の
翌
年
､
臨
川
の
町
の
東
南
偶
に

｢擬
呪
墓
｣
を
築
い
た
｡

そ
の
こ
と
は
王
安
石
の

｢篤
斐
使
君
賦
擬
呪
毒
｣
詩
に
見
え
る

ー 44-



⑲

(『主
刑
文
公
詩
李
壁
注
』
#
三
五
)
｡
羊
砧
に
封
す
る
こ
の
よ
う
な
尊

崇
の
念
は
'
何
よ
-
も
羊
砧
が
治
世
者
と
し
て
徳
高
い
功
績
を
の
こ

し
た
か
ら
で
あ
-
'
田
錫
は

｢羊
砧
杜
預
優
劣
論
｣
(
『威
平
集
』
巻

〓

)
を
著
し
て
'
徳
に
勝
る
羊
砧
に
軍
配
を
あ
げ
て
い
る
｡

岨
山
堕
涙
の
故
事
は
'
詩
の
な
か
で
唐
代
と
同
じ
よ
う
に
練
-
近

し
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
'
末
代
で
は
優
れ
た
為
政
者
と
し
て
の

羊
砧
に
注
目
す
る
方
向
に
傾
い
て
い
-
0

そ
し
て
そ
の
羊
砧
の
故
事
に
封
し
て
､
従
来
に
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
態
度
が
出
現
す
る
の
も
末
代
で
あ
る
｡
そ
れ
は
欧
陽
修

｢呪
山
亭

記
｣
に
見
ら
れ
る
｡

呪
山
臨
漠
上
'
望
之
隠
然
､
蓋
諸
山
之
小
者
｡
而
其
名
特
著
於

刑
州
者
'
山豆
非
以
其
人
哉
｡
其
人
謂
誰
｡
羊
砧
叔
子
'
杜
預
元
凱

是
己
｡
方
晋
輿
呉
以
兵
争
､
常
俺
剤
州
以
馬
重
'
而
二
子
相
継
於

此
'
逐
以
平
呉
而
成
育

業
､
其
功
烈
己
蓋
於
菖
世
臭
｡
至
於
風
流

鎗
韻
､
請
然
被
於
江
漢
之
間
者
､
至
今
人
猶
思
之
､
而
於
恩
叔
子

也
尤
探
O
蓋
元
凱
以
其
功
､
而
叔
子
以
其
仁
'
二
子
所
為
雑
不
同
､

然
皆
足
以
垂
於
不
朽
｡
余
願
疑
其
反
日
汲
汲
於
後
世
之
名
著
､
何

呪
山
の
涙

(川
合
)

哉
｡博

言
叔
子
嘗
登
義
山
'
慨
然
語
其
屈
'
以
謂
此
山
常
在
'
而
前

世
之
士
皆
己
摩
滅
於
無
間
､
因
自
願
而
悲
傷
'
然
濁
不
知
義
山
待

己
而
名
著
也
｡
元
凱
銘
功
於
二
石
'

1
置
義
山
之
上
'

1
投
漠
水

之
淵
｡
是
知
陵
谷
有
壁
而
不
知
石
有
時
而
磨
滅
也
｡
山豆
皆
自
書
其

名
之
甚
而
過
烏
無
窮
之
慮
欺
｡
将
自
得
者
厚
而
所
思
者
達
欺
｡

山
故
有
亭
'
世
俸
以
為
叔
子
之
所
避
止
也
｡
故
其
慶
庵
而
復
興

者
'
由
後
世
慕
其
名
而
思
其
入
着
多
也
｡
配
基
丁元
年
'
余
友
人
史

君
中
燥
以
光
線
卿
乗
守
嚢
陽
｡
明
年
'
困
亭
之
膏
'
贋
而
新
之
｡

匪
周
以
回
廊
之
牡
､
又
大
其
後
軒
'
便
輿
亭
相
桶
｡
君
知
名
首
世
､

所
至
有
聾
'
要
人
安
其
政
而
奨
従
其
遊
也
｡
因
以
君
之
官
､
名
其

後
軒
馬
光
線
堂
｡
又
欲
紀
其
事
千
石
､
以
輿
叔
子

･
元
凱
之
名
並

博
子
久
遠
｡
君
皆
不
能
止
也
｡
乃
来
以
記
層
於
余
｡

余
謂
君
知
慕
叔
子
之
風
､
而
襲
其
遺
迩
'
則
其
馬
人
輿
其
志
之

所
存
者
､
可
知
夫
o
嚢
人
愛
君
而
安
楽
之
如
此
'
則
君
之
為
政
於

裏
者
'
又
可
知
夫
｡
此
嚢
人
之
所
欲
書
也
｡
若
其
左
右
山
川
之
勝

勢
､
輿
夫
草
木
雲
姻
之
杏
霜
'
出
没
於
杢
暁
有
無
之
間
､
而
可
以

備
詩
人
之
登
高
'
寓
離
騒
之
極
目
者
'
宜
其
覚
者
自
得
之
｡
至
於
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亭
屡
廠
興
､

或
自
有
記
'

戎
不
必
究
其
詳
者
､
皆
不
復
道
｡

配
州寧
三
年
十
月
二
十
有
二
目
､
六

1
居
士
欧
陽
修
記
｡

(
『居
士
集
』
巻
四
〇
)

呪
山
は
漢
水
を
見
下
ろ
す
位
置
に
あ
-
'
遠
-
か
ら
眺
め
る
と

は
っ
き
-
し
な
い
｡
山
々
の
な
か
で
も
小
さ
な
も
の
な
の
で
あ
る
｡

そ
れ
な
の
に
刑
州
の
な
か
で
と
-
わ
け
名
高
い
の
は
､
そ
れ
に
ま

つ
わ
る
人
の
た
め
で
は
な
い
か
｡
そ
の
人
は
誰
か
と
い
え
ば
'
羊

砧
'
字
は
叔
子
､
そ
し
て
杜
預
'
字
は
元
凱
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡

晋
が
呉
と
い
く
さ
を
し
て
い
た
時
'
常
に
刑
州
を
重
要
な
掠
鮎

と
し
た
が
'
二
人
は
相
次
い
で
こ
の
地
に
あ
-
､
つ
い
に
呉
を
平

ら
げ
て
晋
を
建
て
る
大
業
を
成
し
遂
げ
た
｡
そ
の
功
績
は
昔
時
の

人
々
を
歴
倒
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
彼
ら
の
遺
風
は
､
江
漢
の
地

一
帯
に
ゆ
っ
た
-
と
贋
が
り
'
今
に
至
る
ま
で
人
々
の
心
に
の
こ

っ
て
い
る
が
'
羊
砧
に
封
す
る
思
慕
は
と
-
わ
け
深
い
｡
そ
れ
は

杜
預
は
功
業
で
'
羊
砧
は
仁
で
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
二
人
の

し
た
こ
と
は
同
じ
で
な
い
が
､
ど
ち
ら
の
遺
業
も
不
朽
と
い
う
に

足
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
私
は
そ
う
し
た
事
跡
が
あ
-
な
が
ら
､

彼
ら
が
後
世
に
名
を
遺
そ
う
と
あ
-
せ
-
し
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
'

不
思
議
で
な
ら
な
い
｡
俸
え
ら
れ
た
話
に
よ
る
と
'
羊
砧
は
こ
の

山
に
登

っ
て
'
探
-
嘆
息
し
て
属
僚
に

｢
こ
の
山
は
ず

っ
と
存
在

し
て
い
る
の
に
'
過
去
の
人
た
ち
は
み
な
滅
び
て
し
ま

っ
た
｣
と

語
り
'
そ
し
て
自
分
を
顧
み
て
悲
し
ん
だ
と
い
う
｡
こ
の
山
は
自

分
の
お
か
げ
で
名
が
高
-
な

っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

杜
預
は
二
つ
の
石
に
自
分
の
功
績
を
刻
み
､

一
つ
は
こ
の
山
の
上

に
置
き
'

一
つ
は
漠
水
の
水
底
に
沈
め
た
｡
山
と
谷
が
饗
化
す
る

の
を
預
知
し
て
の
こ
と
だ
が
､
石
で
も
い
つ
か
は
摩
滅
す
る
こ
と

を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
自
分
の
名
前
に
こ
だ
わ
-
す

ぎ
て
､
永
遠
に
遭
そ
う
と
い
う
過
度
な
配
慮
を
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
か
｡
或
い
は
自
分
に
期
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
す
ぎ
て
遇
か
遠
-

ま
で
思
慮
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

山
に
は
も
と
も
と
亭
が
あ
り
､
羊
砧
が
遊
ん
だ
と
こ
ろ
と
俸
え

ら
れ
て
い
る
｡
何
度
も
朽
ち
て
は
復
興
さ
れ
た
の
は
､
後
世
に
そ

の
名
を
慕
い
そ
の
人
を
思
う
者
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
.
配
=:寧

元
年
'
私
の
友
人
の
史
中
煙
君
が
光
線
卿
の
肩
書
き
を
も

っ
て
嚢

陽
の
太
守
と
な
っ
た
｡
翌
年
へ
亭
の
元
の
規
模
の
通
り
に
新
た
に
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接
張
し
'
壮
大
な
回
廊
を
め
ぐ
ら
せ
'
後
ろ
の
建
物
も
大
き
-
し

て
事
と
釣
-
合
う
よ
う
に
し
た
｡
君
は
世
に
著
名
で
あ
-
､
至
る

と
こ
ろ
に
聾
望
が
あ
る
｡
嚢
陽
の
人
は
そ
の
治
世
に
満
足
し
'
喜

ん
で

一
緒
に
行
楽
し
た
｡
君
の
肩
書
き
に
よ
っ
て
､
後
ろ
の
建
物

を
光
線
堂
と
名
付
け
た
｡
さ
ら
に
そ
の
事
績
を
石
に
記
し
て
､
羊

砧
や
杜
預
の
名
と
と
も
に
永
遠
に
侍
え
よ
う
と
し
た
｡
そ
れ
を
す

べ
て
君
は
止
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
'
私
に
文
を
綴
る
よ
う
に

頼
ん
で
き
た
｡

私
は
君
が
羊
砧
の
人
品
を
慕

っ
て
'
そ
の
遺
跡
を
踏
襲
し
て
い

る
の
だ
と
思
う
｡
な
ら
ば
､
君
の
人
格
と
志
向
は
'
理
解
で
き
よ

う
｡
嚢
陽
の
人
が
君
を
愛
し
て
こ
の
よ
う
に
平
安
で
い
ら
れ
る
の

だ
か
ら
'
君
の
嚢
陽
に
お
け
る
治
世
は
'
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
｡

そ
れ
が
嚢
陽
の
人
た
ち
が
書
き
付
け
た
い
こ
と
だ
｡
ま
わ
-
の
山

水
の
優
れ
た
景
勝
､
寓
を
か
ぶ
っ
た
草
木
や
雲
が
贋
大
な
空
間
の

な
か
で
見
え
隠
れ
す
る
さ
ま
'
詩
人
が
登
高
し
遠
-
を
眺
め
て

｢離
騒
｣
を
書
け
そ
う
な
様
子
は
､
こ
の
景
を
見
る
人
が
自
分
で

膿
得
で
き
よ
う
｡
亭
が
何
度
も
興
廃
し
た
こ
と
は
'
そ
れ
に
つ
い

て
の
記
録
が
あ
り
､
詳
し
-
語
る
ま
で
も
な
い
か
ら
､
い
っ
さ
い

呪
山
の
涙

(川
合
)

こ
こ
に
は
記
さ
な
い
｡

興
寧
三
年
十
月
二
十
有
二
日
､
六

一
居
士
欧
陽
傭
記
す
｡

配
㌫
苧
三
年

(
1
〇
七
〇
)
と
い
え
ば
'
欧
陽
修
は
六
十
四
歳
｡
そ

の
年
の
七
月
､
最
後
の
官
と
な
っ
た
知
察
州
に
任
じ
ら
れ
'
九
月
二

⑪

十
七
日
に
察
州
に
着
任
し
て
い
る

｡

史
中
輝
に
つ
い
て
は
'
興
寧
元
年
'
裏
陽
の
知
と
し
て
赴
任
し
た

こ
と
が
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
以
外
に
事
跡
は
明
ら
か
で
な
い
｡
史

中
輝
が
呪
山
亭
を
改
修
L
t
さ
ら
に
光
線
堂
な
る
も
の
を
増
築
し
'

羊
砧

･
杜
預
に
倣

っ
て
自
分
の
功
績
を
記
し
た
石
碑
を
建
て
よ
う
と

し
た
の
に
際
し
て
'
文
を
依
頼
さ
れ
た
欧
陽
修
の
趣
旨
は
明
ら
か
で
'

名
を
後
世
に
遺
そ
う
と
し
て
汲
々
と
す
る
こ
と
よ
り
も
'
後
世
に
名

を
遺
す
に
足
る
賓
積
を
あ
げ
る
こ
と
に
こ
そ
努
め
る
べ
き
だ
と
い
う

の
だ
が
'
そ
う
し
た
全
膿
の
趣
意
の
要
求
が
あ
る
と
は
い
え
'
羊

砧

･
杜
預
に
封
す
る
態
度
が
そ
れ
ま
で
頼
い
て
き
た
穫
質
か
ら
逆
輯

し
て
い
る
こ
と
に
着
日
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡
二
人
の
功
績
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
が
'
し
か
し
功
績
を
あ
げ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ

る
は
ず
な
の
に
､
さ
ら
に
名
を
遺
そ
う
と
し
た
二
人
の
心
情
が
理
解
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で
き
な
い
と
欧
陽
修
は
い
う
｡

羊
砧

･
杜
預
を
並
べ
て
語
っ
て
い
る

た
め
に
､
欧
陽
修
の
行
文
に
は
い
-
ら
か
論
理
に
暖
味
な
部
分
を
含

ん
で
い
る
｡
杜
預
に
封
す
る
意
見
は
明
快
で
'
自
然
の
蟹
化
を
も
顧

慮
し
て
山
の
上
と
水
の
底
に
二
つ
の
碑
を
用
意
し
た
の
は
'
石
臼
膿

が
摩
滅
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
愚
か
な
配
慮
だ

っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
｡
そ
れ
に
比
べ
て
羊
砧
に
封
す
る
批
判
は
わ
か
り
に
-
い
｡
呪
山

は
賓
際
に
は
無
名
の
小
さ
な
山
に
過
ぎ
ず
､
羊
砧
の
名
聾
に
よ
っ
て

そ
の
名
が
の
こ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
に
､
羊
砧
が
山
の
永
積

に
封
し
て
自
分
の
摩
滅
を
嘆
い
た
の
が
お
か
し
い
と
い
う
の
だ
ろ
う

が
'
名
を
の
こ
す
の
に
汲
々
と
し
た
人
物
と
し
て
杜
預
と

一
括
さ
れ

て
い
る
｡
直
接
の
批
判
の
封
象
は
今
へ
同
じ
こ
と
を
繰
-
返
そ
う
と

し
て
い
る
史
中
煤
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
-
'
ま
ず
功
業
を
あ

げ
る
こ
と
こ
そ
肝
要
だ
と
欧
陽
修
は
い
い
た
い
の
で
あ
る
｡
そ
う
し

た
文
脈
の
な
か
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
､
そ
れ
ま
で
に

共
感
さ
れ
績
け
て
き
た
羊
砧
の
悲
嘆
に
射
し
て
'
こ
こ
で
は

一
瞥
も

-
れ
て
い
な
い
｡
人
生
の
短
促
を
過
去
の
人
と
と
も
に
悲
し
む
と
い

う
掃
情
の
枠
組
み
が
崩
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
中
国
古

典
文
学
は
文
学
的
因
襲
が
感
情
や
思
考
の
型
を
用
意
し
'
そ
れ
が
時

間
軸
の
な
か
で
共
有
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
'
文
学
が
営
ま
れ
て
き
た
も

の
で
あ

っ
た
｡
六
朝
か
ら
唐
代

へ
と
踏
襲
さ
れ
て
き
た
そ
う
し
た
類

型
が
'
欧
陽
俺
に
よ
っ
て
壌
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
文
学
の
全
濃
が

こ
こ
で
大
き
-
髪
質
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡
こ
れ
も
唐
と

末
の
断
絶
'
中
世
か
ら
近
世

へ
の
埜
貌
の

1
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡

欧
陽
修
の
羊
砧
に
野
す
る
見
方
に
は
'
｢呪
山
亭
記
｣
で
の
主
張

を
貫
-
た
め
に
'
敢
え
て
斜
に
構
え
た
よ
う
な
態
度
を
伴

っ
て
い
な

い
で
も
な
い
｡
し
か
し
欧
陽
値
の
門
下
に
首
た
る
蘇
拭
に
至
る
と
'

人
生
短
促
の
俸
続
的
な
悲
観
の
情
は
完
全
に
梯
拭
さ
れ
て
い
る
｡

｢赤
壁
賦
｣
の
な
か
の

｢客
｣
が
月
夜
の
赤
壁
か
ら
曹
操
を
想
起
L
t

｢
1
世
之
雄
｣
た
る
曹
操
す
ら
摩
滅
し
た
こ
と
を
思

っ
て
､
｢吾
が

生
の
須
央
な
る
を
哀
し
み
'
長
江
の
窮
ま
り
無
き
を
羨
む
｣
と
嘆
-

の
は
､
呪
山
の
上
で
涙
し
た
羊
砧
と
同
質
の
悲
観
の
情
に
満
ち
て
い

る
｡
そ
れ
に
封
し
て

｢蘇
子
｣
は
悲
観
を
楽
観
に
韓
じ
る
新
た
な
哲

⑫

学
を
開
陳
し
て
い
-
の
で
あ
る

｡

欧
陽
修
が
悲
観
の
共
有
を
否
定
し

た
の
を
受
け
て
､
蘇
珠
は
さ
ら
に
そ
れ
を
積
極
的
に
主
張
し
て
い
-

の
だ
｡
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欧
陽
修

･
蘇
戦
の
登
場
に
よ

っ
て
'
羊
砧
の
悲
嘆
が
と
ぎ
れ
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
人
生
短
促
の
悲
哀
､
そ
の
悲
哀
に
と
も
な
う

甘
美
な
感
傷
､
そ
れ
は
そ
れ
で

l
つ
の
拝
情
と
し
て
文
学
の
な
か
に

継
承
さ
れ
て
い
-
｡
し
か
し
そ
れ
と
は
異
質
の
'
悲
観
の
情
感
を
乗

り
越
え
る
新
た
な
拝
情
が
こ
の
よ
う
し
て
生
ま
れ
て
い
-
こ
と
を
､

羊
砧
堕
涙
碑
の
展
開
を
通
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

証①

｢登
高
｣
の
も
つ
呪
術
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
､
先
行
研
究
の
紹
介

も
含
め
て
､
宇
野
直
人

｢登
高
詩
の
饗
遷

そ
の
〓

(
『中
国
古
典
詩

歌
の
手
法
と
言
語
1

柳
永
を
中
心
と
し
て
I

』
研
文
出
版
へ

.E
九

九

一
､
所
収
)
に
詳

細

に
説
か
れ
て
い
る
｡

②

『四
庫
全
書
終
日
提
要
』
子
部
類
書
類

『北
堂
書
紗
』
に

｢此
書
蓋

世
南
在
帽
馬
秘
書
郎
時
所
作
｣
｡
『善
唐
書
』
巻
七
二
､
虞
世
南
博
に

｢大
業
初
'
累
授
秘
書
郎
'
蓬
起
居
舎
人
｣､
『新
唐
書
』
巻

l
〇
二
､

虞
世
商
博
に

｢大
業
中
､
累
至
秘
書
郎
｣｡

③

呉
海
林

･
李
延
柿

『中
国
歴
史
人
物
生
卒
年
表
』
(黒
龍
江
人
民
出

版
献
'

一
九
八

一
)
に
よ
る
｡

④

興
謄
宏

･
川
合
康
三

『階
書
経
籍
志
詳
致
』
(汲
古
書
院
､

一
九
九

五
).
花
碑
確

『洛
陽
伽
藍
記
校
注
』
(上
海
古
籍
出
版
社
'

一
九
五
八
｡

一
九
七
八
新
版
)
の
注
に
も
､
｢
『新
唐
書
』
五
八
整
文
志
有
孟
仲
曙

『七
賢
俸
』
七
巻
'
輿
此
孟
仲
曜
殆
是

一
人
｣
と
い
う
｡

呪
山
の
涙

(川
合
)

⑤

詩
は
吉
川
忠
夫

『王
義
之
1

六
朝
貴
族
の
世
界
』
(清
水
書
院
'

1
九
七
二
.

一
九
八
四
新
書
版
)
に
よ
る
｡

⑥

宴
倉
の
歓
楽
の
最
中
に
悲
哀
を
凌
す
る
類
型
の
形
成
と
そ
の
展
開
に

つ
い
て
は
､
川
合
康
三

｢う
た
げ
の
う
た
｣
(
『中
国
文
学
報
』
五
三
冊
､

一
九
九
六
)
を
参
照
｡

⑦

『孟
浩
然
詩
集
』
(上
海
古
籍
出
版
敵
影
印
宋
本
､

一
九
八
二
)

⑧

朱
東
潤

『梅
尭
臣
集
編
年
校
注
』
(上
海
古
籍
出
版
蔽
､

一
九
八
〇
)

⑨

『全
宋
詩
』
第
三
肪

(北
京
大
学
出
版
社
､

l
九
九

l
)

⑲

朝
鮮
活
字
本
影
印

『王
刑
文
公
詩
李
壁
注
』
(上
海
古
籍
出
版
社
､

一
九
九
三
)

⑫

山
本
和
義

｢蘇
韓
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
人
生
観
-

四
川
大
学
に
於

御

け
る
学
術
報
苧

壷

稿
｣
(
『南
山
国
文
論
集
』
第

二

競
､

l
九
八

1

七
)
な
ど
'

一
連
の
山
本
氏
の
論
考
を
参
照
｡

付
記
二
本
論
の
骨
子
は
二
〇
〇
1
年
三
月
へ
義
博
大
学
中
文
系
主
催
の

｢日
本
漢
学
国
際
学
術
研
討
曾
｣
に
お
い
て
馨
表
し
'
そ
の
席
上
'
清
華

大
学
の
林
慶
彰
､
董
漕
大
学
の
村
慶
明
'
張
淑
香
'
金
津
大
学
の
李
慶
の

諸
教
授
か
ら
貴
重
な
意
見
を
受
け
た
｡
そ
れ
に
鯖
賛
さ
れ
て
加
筆
し
た
こ

と
を
記
し
て
'
謝
意
を
表
す
る
｡


