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石
痴
の
話

｜
｜
『
柳
斎
志
異
』
「
石
清
虚
」
賞
析

木

章
好

「
石
清
虚
」
は
、
清
・
蒲
松
齢
の
『
柳
斎
志
異
』
巻
応
に
収
録
さ
れ
て
い
る
石
マ
ニ
ア
の
話
で
あ
る
。
古
来
石
に
関
す
る
怪
異
の
記
録
は

数
多
く
、
そ
の
類
型
も
千
差
万
別
で
あ
る
。
小
説
の
世
界
で
も
、
『
西
遊
記
』
の
孫
悟
空
は
花
果
山
山
頂
の
仙
石
が
裂
け
て
生
ま
れ
出
た
石

猿
で
あ
り
、
「
紅
楼
夢
』
（
別
名
「
石
頭
記
」
）
の
買
宝
玉
は
女
嫡
が
天
の
補
修
に
使
い
残
し
た
石
が
俗
界
に
降
り
た
者
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
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い
る
。
石
は
民
間
伝
承
や
文
学
創
作
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
登
場
し
、
多
く
の
場
合
、
あ
る
種
の
霊
力
を
宿
し
た
存
在
と
し
て
現
れ
る
。

ま
た
一
方
、
石
は
古
く
か
ら
人
々
の
愛
玩
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
と
り
わ
け
唐
代
以
降
、
士
大
夫
の
問
で
賞
石
が
一
種
の
文
人
趣
味
と

し
て
盛
ん
に
な
り
、
著
名
な
文
人
で
は
白
居
易
・
蘇
戟
・
黄
庭
堅
ら
が
名
石
・
奇
石
を
詩
に
歌
い
文
に
記
し
て
い
る
。
書
家
の
米
市
は
石
に

ま
つ
わ
る
数
々
の
逸
話
を
の
こ
し
て
お
り
、
ま
た
杜
結
の
『
雲
林
石
譜
』
を
は
じ
め
石
に
関
す
る
専
門
書
も
数
多
く
編
ま
れ
て
い
る
。
石
を

収
蔵
し
賞
玩
す
る
行
為
は
、
単
な
る
噌
好
や
消
遣
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
石
の
置
か
れ
た
空
間
に
「
象
外
之
象
」
、
「
景
外
之
景
」
を
見



い
だ
し
、
そ
こ
に
乾
坤
を
感
得
し
、
さ
ら
に
は
人
と
自
然
が
融
合
し
て
心
を
通
わ
せ
る
「
天
人
合
こ
に
到
達
せ
ん
と
す
る
審
美
的
・
哲
理

的
行
為
で
あ
り
、
極
め
て
芸
術
性
・
思
想
性
の
強
い
精
神
文
化
を
背
景
と
し
て
い
る
。

「
石
清
虚
」
は
、
こ
う
し
た
石
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
故
事
逸
話
や
賞
石
に
お
け
る
伝
統
的
な
精
神
文
化
を
土
台
と
し
、
さ
ら
に
「
痴
」

ゃ
「
癖
」
が
も
て
は
や
さ
れ
た
明
末
清
初
の
特
異
な
時
代
思
潮
を
反
映
さ
せ
て
描
か
れ
た
興
味
深
い
一
篇
で
あ
る
。

「
石
清
虚
」
は
、
不
思
議
な
石
を
め
ぐ
っ
て
男
の
身
に
起
こ
る
幾
つ
も
の
事
件
を
塗
り
重
ね
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
物
語
の
梗
概
は
以
下

の
通
り
。

こ
る
。
権
勢
家
が
こ
の
石
に
目
を
付
け
強
奪
し
よ
う
と
す
る
が
、
下
僕
が
誤
っ
て
石
を
川
に
落
と
し
、
の
ち
に
石
は
再
び
耶
に
拾
わ
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石
マ
ニ
ア
の
那
雲
飛
が
川
で
珍
し
い
石
を
拾
っ
た
。
石
に
は
た
く
さ
ん
の
穴
が
開
い
て
お
り
、
雨
の
降
る
前
に
は
穴
に
雲
が
湧
き
起

れ
る
。
あ
る
日
、
老
人
が
訪
ね
て
き
て
、
石
は
代
々
自
分
の
家
に
伝
わ
る
物
だ
か
ら
返
し
て
欲
し
い
と
言
う
。
石
に
刻
ま
れ
た
「
清
虚

天
石
供
」
の
文
字
が
証
拠
と
な
っ
て
、
石
は
元
々
老
人
の
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
老
人
は
那
の
哀
願
を
受
け
入
れ
、

石
を
譲
り
与
え
る
。
そ
の
際
、
老
人
は
那
の
寿
命
を
三
年
縮
め
る
こ
と
を
条
件
と
し
、
全
部
で
九
十
二
個
あ
る
穴
の
う
ち
三
つ
を
指

で
捻
り
つ
ぶ
し
た
。

一
年
余
り
し
て
、
石
は
泥
棒
に
盗
ま
れ
る
が
、
数
年
後
に
報
国
寺
で
売
ら
れ
て
い
る
の
を
那
が
見
つ
け
、
再
び

石
を
取
り
戻
す
。
の
ち
、
大
臣
が
耶
の
石
を
百
両
の
大
金
で
買
い
上
げ
よ
う
と
言
っ
て
き
た
。
邪
が
こ
れ
を
拒
む
と
、
大
臣
は
菟
罪

を
で
っ
ち
上
げ
て
那
を
拘
禁
し
た
の
で
、
那
の
妻
と
息
子
は
保
釈
金
の
代
わ
り
に
石
を
大
臣
に
差
し
出
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
知
つ

た
那
は
妻
を
罵
り
子
を
殴
り
、
何
度
も
自
殺
を
図
る
。
あ
る
夜
、
石
清
虚
と
名
乗
る
男
が
那
の
夢
枕
に
立
ち
、

一
年
後
の
再
会
を
予

(150) 



言
す
る
。
や
が
て
、
大
臣
が
亡
く
な
り
、
那
が
夢
の
中
の
男
と
約
束
し
た
場
所
に
赴
く
と
、
果
た
し
て
そ
こ
に
石
が
売
り
に
出
さ
れ

て
お
り
、
那
は
ま
た
石
を
買
い
取
っ
て
持
ち
帰
る
。
邪
は
八
十
九
歳
に
な
る
と
自
ら
死
装
束
を
整
え
た
。
死
去
す
る
と
、
息
子
は
遺

(149) 

言
通
り
、
那
を
石
と
一
緒
に
埋
葬
し
た
。
半
年
後
、
墓
が
盗
賊
に
あ
ば
か
れ
、
石
が
持
ち
去
ら
れ
る
。
盗
賊
は
す
ぐ
に
捕
ま
る
が
、

取
り
調
べ
の
役
人
が
石
を
我
が
物
に
し
よ
う
と
し
、
下
役
が
倉
庫
に
納
め
よ
う
と
持
ち
上
げ
る
と
、
石
は
地
面
に
落
ち
て
粉
々
に
砕
け

て
し
ま
う
。
那
の
息
子
は
石
の
か
け
ら
を
拾
い
集
め
、
元
通
り
墓
に
埋
め
た
。

石
を
手
に
入
れ
て
は
奪
わ
れ
、
奪
わ
れ
て
は
ま
た
取
り
戻
す
と
い
う
繰
り
返
し
を
最
後
ま
で
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
人
公
の
境
遇
に
大

小
の
波
澗
を
与
え
な
が
ら
物
語
は
進
行
す
る
。
那
雲
飛
の
巡
り
会
っ
た
石
は
、
愛
玩
物
と
し
て
の
石
で
は
な
い
。
霊
妙
な
力
と
自
ら
の
意

志
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
、
那
雲
飛
と
共
に
物
語
の
主
役
を
担
っ
て
い
る
。

那
雲
飛
、
順
天
人
。
好
石
、
見
佳
石
、
不
斬
重
直
。
偶
漁
於
河
、
有
物
桂
網
、
沈
而
取
之
、
則
石
径
尺
、
四
面
玲
瀧
、
峰
轡
豊
秀
。
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作
品
の
冒
頭
で
那
雲
飛
が
石
と
出
会
う
場
面
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

耶
雲
飛
は
順
天
府
の
人
で
あ
る
。
石
を
好
み
、
よ
い
石
を
見
る
と
大
金
を
惜
し
ま
ず
に
買
い
入
れ
た
。
た
ま
た
ま
川
で
漁
を
し
て
い

て
、
何
か
が
網
に
引
っ
掛
か
っ
た
の
で
、
水
に
潜
っ
て
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
直
径
一
尺
ほ
ど
の
石
で
あ
っ
た
。
ど
こ
か
ら
見
て
も
玲

瀧
と
し
て
美
し
く
、
峰
々
が
打
ち
重
な
る
見
事
な
山
容
を
呈
し
て
い
た
。

『
柳
斎
志
異
』
に
お
け
る
人
間
と
異
類
の
出
会
い
に
は
あ
る
定
型
が
認
め
ら
れ
る
。
人
間
の
男
は
そ
の
も
の
に
対
す
る
尋
常
を
超
え
た
執

着
を
示
し
、
異
類
の
精
は
そ
れ
に
感
じ
て
男
の
前
に
姿
を
現
し
浪
漫
を
展
開
す
る
。
「
黄
英
」
（
巻
七
）
の
主
人
公
馬
子
才
は
「
世
好
菊
、
至

才
尤
甚
。
聞
有
佳
種
、
必
購
入
之
、
千
里
不
慣
（
代
々
の
菊
好
き
で
あ
っ
た
が
、
子
才
と
き
て
は
ま
た
甚
だ
し
い
。
よ
い
種
類
が
あ
る
と
聞

く
と
必
ず
買
い
求
め
、
千
里
の
道
も
厭
わ
な
か
っ
た
こ
と
あ
る
が
、
耶
雲
飛
の
石
に
対
す
る
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
晴
好
は
、
こ
の
馬
子
才
の
菊



て
描
か
れ
る
。
「
葛
巾
」
（
巻
七
）

に
対
す
る
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
。

ま
た
、
異
類
の
精
と
の
出
会
い
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
表
面
上
は
常
に
偶
然
の
こ
と
と
し

で
は
、
主
人
公
常
大
用
は
「
適
以
他
事
如
曹
（
た
ま
た
ま
別
の
用
事
で
曹
州
に
赴
き
）
」
、
そ
こ
で
牡
丹
の

精
葛
巾
と
巡
り
会
う
が
、
那
雲
飛
も
や
は
り
漁
を
し
て
網
を
張
っ
た
際
に
偶
然
石
と
出
会
う

。

こ
う
し
た
類
似
点
は
、
「
石
清
虚
」
が
人
間

と
石
と
の
ド
ラ
マ
で
は
あ
り
な
が
ら
、
広
い
意
味
で
は
、
花
妖
な
ど
を
扱

っ
た
異
類
語
と
同
じ
範
轄
に
属
す
る
物
語
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す

る
と
言
っ
て
よ
い

。

る
。

人
聞
が
人
間
以
外
の
も
の
と
関
わ
り
を
持
っ
て
浪
漫
を
展
開
す
る
点
で
は
菊
花
や
牡
丹
の
異
類
語
と
基
本
的
に
同
じ
趣
向
の
作
品
で
あ

さ
て
、

那
雲
飛
が
手
に
入
れ
た
石
の
形
状
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

石
の
大
き
さ
は
差
し
渡
し

一
尺
余
り
、
そ
の
姿
は
玲
瀧
と
し
て
美
し

く
、
峰
が
幾
層
に
も
連
な
っ
て
そ
そ
り
立
つ
か
の
知
き
秀

逸
な
姿
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
下
文
に
老
人
の
セ
リ
フ
で
、

「
前
後九
十
二
薮
（
前
後
合
わ
せ
て
九
十
二
個
の
穴
が
闘
い

て
い
る
ご
と
あ
り
、
石
の
表
面
に
は
数
多
く
の
空
洞
が
で

き
て
い
る

。

こ
う
し
た
描
写
か
ら
推
察
す
る
と
、
こ
の
石

は
太
湖
石
で
あ
る
と
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

石
印
本

『
詳
註
柳
斎
志
異
図
詠
」
の
絵
図
（図
版
l

」
に
お
い
て
も

明
ら
か
に
太
湖
石
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

太
湖
石
と
は
、
太
湖
（
江
蘇
省
・
漸
江
省

一
帯
か
ら
産

出
す
る
石
灰
質
の
岩
石
を
い
い
、
明
・
謝

肇
制
『
五
雑
組
』

-219-

『詳註柳斎志異図詠』

目
白
岩
品
先

兵
t
p・
吟
乳
先
恥

税
義
品
正
義
講
義

・
非J
E
H
九
け
伸
毒
殺

場
事
1

牢
・
坑－泊
掠

蛤
、
刈
羽
山
開
園

図版 1
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洞
庭
西
山
出
太
湖
石
、
黒
質
白
理
、
高
途
尋
丈
、
峰
轡
窟
穴
、
蹟
有
天
然
之
致
。

(147) 

山
也
k
r

」
、

品
u
円
立
口
J
V洞

庭
西
山
（
太
湖
に
あ
る
島
の
名
）
に
太
湖
石
を
産
出
し
、
黒
い
岩
肌
に
白
い
す
じ
が
通
り
、
高
さ
は
八
尺
を
超
え
る
。
そ
の
形
は
山

の
峰
々
の
如
く
で
あ
り
、
洞
窟
の
よ
う
な
穴
が
あ
り
、
自
然
の
風
趣
に
溢
れ
て
い
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
連
山
を
象
っ
た
よ
う
な
全
体
の
形
状
と
表
面
に
で
き
た
空
洞
の
存
在
が
そ
の
魅
力
と
さ
れ
る
。
空
洞
の
形
成
に
つ
い
て
は
、

｛
木
・
沼
成
大
『
太
湖
石
志
』
に
、
「
因
波
濡
激
曜
市
成
殻
空
（
波
に
打
た
れ
て
空
洞
が
生
じ
る
）
」
な
ど
と
あ
り
、
長
い
歳
月
に
わ
た
る
波
浪

の
浸
食
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
が
）

O

明
・
文
震
亨
『
長
物
志
』
巻
三
に
、
太
湖
石
に
つ
い
て
、
「
石
在
水
中
者
矯
貴
、
歳
久
震
波
譲
沖
撃
、
皆

成
空
石
、
面
面
玲
瀧
。
在
山
上
者
名
早
石
、
枯
而
不
潤
（
石
は
水
中
の
も
の
が
よ
く
、
年
月
を
経
て
波
に
打
た
れ
る
と
、
ど
れ
も
穴
の
聞
い

た
石
に
な
り
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
玲
璃
と
し
て
美
し
い
。
山
上
の
も
の
は
早
石
と
呼
ぴ
、
干
酒
ら
び
て
潤
沢
で
な
い
と
と
あ
る
よ
う
に
、
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水
中
か
ら
産
す
る
も
の
が
好
ま
れ
る
。
水
の
作
用
は
穴
を
穿
つ
ば
か
り
で
な
く
、
粗
い
岩
肌
を
玉
の
よ
う
に
滑
ら
か
で
光
沢
を
帯
び
た
も
の

に
変
え
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
自
然
の
風
趣
を
備
え
た
太
湖
石
独
特
の
姿
が
出
来
上
が
る
の
で
あ
る
。
「
石
清
虚
」
に
お
い
て
石
が
水
辺
で

拾
わ
れ
る
の
も
、
こ
う
し
た
太
湖
石
と
水
、
或
い
は
波
と
の
関
わ
り
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

太
湖
石
の
形
態
美
は
、
し
ば
し
ば
「
痩
」
、
「
敏
」
、
「
漏
」
、
「
透
」
の
四
字
に
よ
っ
て
品
評
さ
れ
る
が
、
後
二
者
の
「
漏
」
は
穴
の
開
い
た

形
状
を
い
い
、
「
透
」
は
透
き
通
っ
た
よ
う
な
質
感
を
い
う
。
「
玲
瀧
」
は
、
元
来
玉
の
清
く
澄
ん
だ
音
色
を
表
す
擬
音
語
で
あ
る
が
、
視
覚

的
に
も
玉
が
透
き
通
る
よ
う
に
明
る
く
鮮
や
か
な
さ
ま
を
い
う
。
玉
の
み
な
ら
ず
、
珊
瑚
や
太
湖
石
な
ど
の
冴
え
た
美
し
さ
を
い
う
の
に
も

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
が
）

O

作
品
冒
頭
の
石
の
形
容
は
、
こ
う
し
た
太
湖
石
に
対
す
る
古
来
の
審
美
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

太
湖
石
は
、
古
く
か
ら
宮
廷
お
よ
び
官
僚
や
文
人
の
間
で
珍
重
さ
れ
た
。
唐
・
白
居
易
の
「
太
湖
石
」
詩
に
、



最
空
華
陽
洞

重；震？
畳；す
すり
匡j 書r

自f ~.＇. 
ゑ洞5

重
墨
匡
山
零

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
形
状
は
打
ち
重
な
る
山
々
と
そ
の
奥
に
ひ
そ
む
洞
窟
を
連
想
さ
せ
る
。
道
教
で
い
う
「
十
大
洞
天
」
、
「
三
十
六
小
洞

天
」
な
ど
の
別
天
地
は
、
洞
窟
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
洞
天
説
の
発
生
に
関
し
て
は
、
東
晋
の
頃
、
太
湖
一
帯
で
道
教
の
一
派
が

活
動
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
太
湖
石
の
存
在
が
直
接
的
に
発
想
上
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。
太
湖
石
は
自
然
景
観
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で

あ
る
こ
と
以
上
に
、
道
教
的
な
宇
宙
空
間
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
三
浦
国
雄
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
「
中
国
の
士
大
夫
た
ち
は
、
大
き

な
も
の
は
庭
に
、
小
さ
な
も
の
は
机
辺
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
峨
々
た
る
山
岳
や
幽
遼
な
巌
穴
に
思
い
を
馳
せ
る
と
と
も
に
、
み
ず
か
ら

の
日
常
生
活
を
洞
天
化
し
よ
う
と
し
た
」
の
で
あ
る
。

大
き
な
穴
の
一
つ
に
「
清
虚
天
石
供
」
の
五
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
清
虚
天
」
と
は
、
道
教
の
洞
天
、
す
な
わ

-221-

「
石
清
虚
」
の
石
が
太
湖
石
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
自
ず
と
道
教
的
な
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
作
品
で
は
、

ち
仙
境
の
一
つ
を
指
す
。
こ
の
石
は
、
元
々
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
飾
り
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
穴
と
い
う
も
の
自
体
が
本
来
的
に
持
っ
て
い
る
神
秘
的
な
イ
メ
ー
ジ
も
、
作
品
に
少
な
か
ら
ぬ
演
出
効
果
を
与
え
て
い
る
。
民
間

伝
承
や
志
怪
小
説
に
お
い
て
、
穴
は
常
に
別
世
界
へ
の
入
り
口
で
あ
り
、
そ
の
先
に
広
が
る
の
は
、
「
桃
花
源
記
」
の
よ
う
な
別
天
地
で
あ

っ
た
り
、
「
枕
中
記
」の
よ
う
な
夢
幻
の
王
国
で
あ
っ
た
り
す
る
。
「
石
清
虚
」の
石
の
場
合
も
、
た
だ
締
麗
で
珍
奇
な
物
体
と
し
て
登
場
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
多
く
の
空
洞
が
開
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
秘
的
な
異
次
元
の
イ
メ
ー
ジ
が
醸
し
出
さ
れ
、
一
つ
の
小
宇
宙

の
よ
う
な
存
在
と
し
て
読
者
の
前
に
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
石
清
虚
」
の
場
合
、
穴
が
怪
異
現
象
を
生
じ
、
そ
れ
が
こ
の
石
を
よ
り
一
層
特
異
な
ら
し
め
て
い
る
。
石
を
手
に
入
れ
た
那

(146) 



雲
飛
は
、
紫
檀
で
台
座
を
刻
み
机
上
に
飾
っ
て
お
い
た
。
す
る
と
、

(145) 

毎
値
天
欲
雨
、
則
孔
孔
生
雲
、
逢
望
如
塞
新
袈
。

雨
が
降
り
そ
う
に
な
る
と
、
ど
の
穴
か
ら
も
雲
が
湧
き
起
こ
り
、
遠
く
か
ら
眺
め
る
と
真
っ
白
い
綿
を
詰
め
た
か
の
よ
う
だ
つ
た
。

と
い
う
よ
う
に
、
天
候
に
よ
っ
て
雲
を
生
じ
る
と
い
う
不
思
議
な
現
象
を
起
こ
す
。

石
は
、
古
来
民
間
伝
承
の
上
で
天
候
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
陰
陽
晴
雨
石
」
の
話
で
は
、
陰
の
石
を

打
つ
と
雨
が
降
り
、
陽
の
石
を
打
つ
と
晴
れ
る
と
さ
れ
る
。
石
に
水
を
か
け
た
り
、
泥
を
塗
っ
た
り
、
或
い
は
生
け
賛
の
血
を
塗
っ
た
り

し
て
雨
を
降
ら
せ
る
と
い
う
よ
う
に
、
石
が
雨
乞
い
の
対
象
と
な
る
話
は
数
多
い
。
ま
た
、
雲
が
水
蒸
気
か
ら
成
る
こ
と
を
知
ら
な
い
古
代

人
は
、
雲
は
山
奥
の
岩
石
の
聞
や
洞
窟
の
中
か
ら
生
成
さ
れ
る
と
信
じ
て
お
り
、
詩
語
で
岩
石
を
「
雲
根
」
と
い
う
の
は
、
岩
や
石
を
雲
の

ウ
臼

ウ
ム

ヴ
ム

生
ず
る
根
源
と
す
る
発
想
か
ら
で
あ
り
、
晋
・
陶
淵
明
「
帰
去
来
分
辞
」
に
「
雲
無
心
以
出
舶
、
鳥
倦
飛
而
知
還
（
雲
は
無
心
に
し
て
以
て

岨
を
出
で
、
鳥
は
飛
ぶ
に
倦
み
て
還
る
を
知
る
ご
と
あ
る
の
も
、
雲
が
山
中
の
洞
穴
か
ら
生
じ
る
と
す
る
考
え
に
由
来
す
る
。
石
に
ま
つ

わ
る
伝
説
・
逸
話
の
中
で
も
、
毎
日
未
の
刻
に
な
る
と
決
ま
っ
て
空
洞
か
ら
煙
雲
の
よ
う
な
気
を
生
じ
る
と
い
う
「
未
石
」
の
話
や
、
雨
が

降
ろ
う
と
す
る
と
龍
池
が
し
っ
と
り
潤
う
と
い
う
「
宝
晋
斎
研
山
」
の
話
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
雲
や
雨
と
の
関
わ
り
の
上
で
「
石
清
虚
」
の

石
と
大
変
よ
く
似
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
白
居
易
「
太
湖
石
」
詩
に
も
、

い
ま
あ
き
す
で
し
つ
し
つ

未
だ
秋
な
ら
ざ
る
に
巳
に
宏
彦

あ
め
ほ
つ
ま
ち
ん
ち
ん

雨
ふ
ら
ん
と
欲
し
て
先
ず
沈
沈

未
秋
巳
悲
恋

欲
雨
先
沈
沈

と
い
う
詩
句
が
見
ら
れ
、
や
は
り
石
と
天
候
の
関
わ
り
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
石
（
と
り
わ
け
穴
の
聞
い
た
石
、
或
い
は
洞
窟
）
と
、
雲
そ
し
て
雨
と
は
、
民
間
信
仰
の
上
で
一
つ
の
線
で
繋
が
る
も
の



で
あ
る
。
「
石
清
虚
」
に
お
い
て
、
雨
の
前
に
石
の
空
洞
か
ら
雲
を
生
じ
る
と
い
う
怪
異
現
象
の
記
述
は
明
ら
か
に
こ
う
し
た
伝
説
や
逸
話

を
土
台
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
巧
み
に
取
り
込
み
な
が
ら
作
品
の
雰
囲
気
作
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
名
前
が
那
雲
飛

と
い
う
の
も
決
し
て
任
意
の
命
名
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
蘇
州
の
「
冠
雲
峰
」
や
「
瑞
雲
峰
」
な
ど
天
下
の
名
石
に
数
え
ら
れ
る
太
湖
石

の
多
く
は
そ
の
名
称
に
「
雲
」
の
字
を
含
む
。

「
石
清
虚
」
の
主
題
、
或
い
は
文
学
作
品
と
し
て
の
面
白
味
の
所
在
と
で
も
言
い
換
え
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
石
そ
の

も
の
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
男
と
石
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
る
「
情
」
に
あ
る
。
「
情
」
は
、
明
清
の
小
説
・
戯
曲
で
中
心
的
に
取
り
上
げ

ら
れ
た
テ
l

マ
で
あ
り
、
『
柳
斎
志
異
』
に
お
い
て
も
、
異
性
に
対
す
る
凝
り
固
ま
っ
た
情
、
す
な
わ
ち
痴
情
や
、
特
定
の
物
に
対
す
る
マ

ニ
ア
ッ
ク
な
晴
好
、
す
な
わ
ち
癖
を
描
い
た
一
群
の
作
品
が
あ
る
。
「
石
清
虚
」
も
こ
の
類
の
作
品
で
あ
り
、
情
痴
を
描
い
た
「
阿
宝
」

今
、
】

ウ
ム

フ
M

（
巻
二
）
、
「
連
城
」
（
巻
一
一
）
、
花
痴
を
描
い
た
「
葛
巾
」
（
巻
七
）
、
「
香
玉
」
（
巻
八
）
な
ど
と
並
ん
で
、
「
石
清
虚
」
は
石
痴
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
。那

雲
飛
の
石
に
対
す
る
異
常
な
執
着
の
さ
ま
は
作
品
の
随
所
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
石
と
終
始
生
活
を
共
に
せ
ん
が

た
め
に
少
し
も
臨
時
賭
す
る
こ
と
な
く
自
分
の
寿
命
を
三
年
縮
め
る
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
正
に
石
の
た
め
に
生
き
、
石
の
た
め
に
死
す
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
一
つ
の
物
事
を
直
線
的
、
盲
目
的
に
追
い
求
め
る
が
故
に
常
軌
を
逸
し
た
行
動
に
奔
る
の
は
、
痴
の
人
間
に

共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
性
で
あ
り
、
『
柳
斎
志
異
』
の
中
で
も
、
「
阿
宝
」
の
主
人
公
孫
子
楚
が
惚
れ
た
女
の
戯
れ
を
真
に
受
け
て
斧
で
指
を

断
ち
切
っ
た
り
、
「
葛
巾
」
の
主
人
公
常
大
用
が
女
の
調
合
し
た
毒
薬
を
そ
れ
と
知
り
つ
つ
あ
え
て
飲
ん
で
し
ま
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、

(144) 



自
ら
の
肉
体
や
生
命
の
犠
牲
を
厭
わ
な
い
。
こ
う
し
た
世
俗
の
目
に
は
甚
だ
愚
か
し
く
映
る
行
為
の
裏
に
作
者
蒲
松
齢
が
描
こ
う
と
し
た
も

の
は
、
彼
ら
の
一
途
で
正
直
な
性
格
、
世
俗
の
臭
味
の
な
い
純
朴
な
人
間
像
で
あ
っ
た
。

(143) 

の
中
に
こ
の
よ
う
な
痴
、
或
い
は
癖
と
い
っ
た
性
格
を
持
つ
男
た
ち
が
数
多
く
登
場
す
る
の
は
、
明
末
清
初
の
時
代
思
潮

と
無
関
係
で
は
な
い
。
「
痴
」
も
「
癖
」
も
元
来
は
負
価
の
意
味
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
諸
々
の
既
成
の
価
値
観
が
揺
ら
い
だ
明
末

『
柳
斎
志
異
』

清
初
の
時
代
思
潮
の
中
で
正
価
の
意
味
を
以
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
明
清
の
小
品
文
に
最
も
端
的
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
例
え
ば
、
清
・
張
潮
の
『
幽
夢
影
』
に
、

情
必
近
於
療
而
始
翼
、
才
必
兼
乎
趣
而
始
化
。

情
は
痴
に
近
く
て
は
じ
め
て
本
物
に
な
り
、
才
は
趣
を
兼
ね
て
始
め
て
立
派
な
も
の
に
な
る
。

A

叫
a

守
中

ヲ
】

花
不
可
以
無
蝶
、
山
不
可
以
無
泉
、
石
不
可
以
無
苔
、
水
不
可
以
無
藻
、
喬
木
不
可
以
無
羅
、
人
不
可
以
無
癖
。

花
に
は
蝶
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
山
に
は
泉
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
石
に
は
苔
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
水
に
は
藻
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、

喬
木
に
は
襲
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
、

人
に
は
癖
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
い
う
よ
う
に
、
痴
や
癖
を
持
っ
た
人
間
を
肯
定
的
に
標
梼
す
る
価
値
観
を
示
し
て
い
る
。
元
来
は
惑
溺
耽
迷
の
愚
行
、
玩
物
喪
志
の
悪
習

と
し
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
性
癖
が
『
柳
斎
志
異
」
に
お
い
て
純
真
な
人
間
像
と
し
て
肯
定
的
に
描
か
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
明
末
清
初

の
時
代
思
潮
を
経
て
き
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
石
清
虚
」
で
は
、
道
士
の
老
人
の
一
言
葉
で
、

天
下
之
賓
、
首
輿
愛
惜
之
人
。

天
下
の
至
宝
は
、
そ
れ
を
愛
惜
す
る
者
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
た
だ
執
着
す
る
の
で
は
な
く
、
愛
惜
の
情
が
肝
心
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
但
明
倫
の
評
語
で
、



一
日
傾
心
、
終
身
不
改
、
所
視
者
、
愛
之
専
奥
不
専
、
惜
之
至
輿
不
至
耳
。

ひ
と
た
び
心
を
傾
け
た
ら
、
生
涯
改
め
る
こ
と
が
な
い
。
そ
う
し
た
態
度
に
示
さ
れ
る
の
は
、
愛
す
る
情
が
専
一
の
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
、
惜
し
む
情
が
至
上
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
だ
。

と
言
う
よ
う
に
、
愛
惜
の
姿
勢
に
も
条
件
が
あ
り
、
「
専
」
で
あ
り
宗
主
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
徹
底
し
た
最
大
限
の
情
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

四

歴
代
の
文
人
に
石
痴
で
知
ら
れ
る
者
は
数
多
い
が
、
な
か
で
も
宋
の
米
市
が
名
高
い
。
「
石
清
虚
」
に
お
い
て
も
、
病
鎮
轡
の
評
語
に
、

南
宮
石
丈
人
、
具
袖
第
而
拝
、
想
無
此
品
。
牛
奇
章
競
矯
好
事
、
諒
亦
未
嘗
見
此
。

戸
、J

ヴ
担

吋
ノ
担

米
市
は
礼
装
し
て
奇
石
を
拝
ん
だ
と
い
う
が
、
こ
ん
な
代
物
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
牛
僧
需
は
好
事
家
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
の

も
の
は
見
た
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。

と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
米
市
（
字
は
元
章
）
は
、
礼
部
員
外
郎
の
官
職
に
就
い
た
の
で
米
南
宮
と
も
称
し
、
奇
怪
な
言
動
が
多
か
っ
た
の
で

米
顛
と
呼
ば
れ
た
。
無
為
軍
の
長
官
と
な
り
赴
任
し
た
際
、
役
所
の
巨
大
な
奇
石
を
見
て
、
抱
務
（
朝
廷
に
出
仕
す
る
礼
装
）
を
身
に
着
け
て

拝
み
、
「
石
丈
」
（
石
の
爺
さ
ま
）
と
呼
ん
だ
と
い
う
「
米
顛
拝
石
」
の
逸
話
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
（
図
版

2

）

「
石
清
虚
」
の
作
品
自
体
に
は
米
市
の
故
事
を
明
白
に
典
故
と
し
た
字
句
は
見
ら
れ
な
い
が
、
蒲
松
齢
が
こ
の
作
品
を
執
筆
す
る
に
当
た

っ
て
、
彼
の
脳
裏
に
米
市
の
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
が
）

O

蒲
松
齢
の
編
年
詩
集
『
柳
斎
詩
集
』
を
見
る

(142) 

と
、
康
照
十
一
年
（
蒲
松
齢
三
十
三
歳
）
に
「
和
畢
盛
鉦
石
隠
園
雑
詠
」
と
題
す
る
十
六
首
連
作
の
五
言
絶
句
が
あ
り
、
そ
の
第
二
首
「
万



第
山
」
に
、

参
差
衆
峰
出

寓
寂
鳴
天
績

若
遇
米
南
宮

僕
僕
不
勝
奔

僕？ 若も 万日 参ト
僕？ し 一 家i 差C
と米む う と
し南f 平て し
吋r r～ き ノLん -r

~~~ ~ i 震： 科
2 遇あ る峰？
でわ 出ぃ

藤た ば で
え

ざ
ら
ん

と
あ
る
。

ま
た
晩
年
の
康
照
四
十
七
年

（六
十
九
歳
）
に
は
「
石
丈
」
と
題

す
る
七
言
古
詩
が
あ
り
、

我
具
衣
冠
矯
臨
時
奔

爽
気
入
抱
疫
沈
荷

そ
爽f 我況 の
気き 衣ぃ 末

ふ ~か E三

台； 言ん Z
V」 日 そ一一

みい ？記
三ては
九、 子ft. f二

沈z f! め
荷ぁ 語？
疫ぃ 拝宮
ゆし

『米顛拝石図』（李可染画）
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図版 2

fh
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今
ん

と
詠
っ
て
い
る
。

石
隠
園
は
蒲
松
齢
の
郷
里
に
近
い
畢
氏
宅
の
園
林
の
名
で
あ
り
、
蒲
松
齢
が
館
師
（住
み
込
み
の
秘
書
兼
家
庭
教
師
）
と
し

て
そ
の
半
生
の
歳
月
を
過
ご
し
た
場
所
で
あ
る
。

そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
石
、
或
い
は
築
山
を
蒲
松
齢
は
米
市
の
逸
話
に
ち
な
ん
で
詠

つ

て
い
る
。

蒲
松
齢
が
実
生
活
の
上
で
日
々
目
に
し
て
い
た
こ
の
石
こ
そ
が
、
「
石
清
虚
」
の
石
の
モ
デ
ル
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

石
を
愛
し
た
歴
代
の
文
人
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
、
米
市
を
特
異
な
存
在
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
彼
の
石
に
対
す
る
心
情
の
あ
り
方
に

他
な
ら
な
い
。

上
に
挙
げ
た
鴻
鎮
轡
の
評
語
に
米
市
と
並
ん
で

登
場
す
る
唐
の
牛
僧
播
も
ま
た
石
マ
ニ
ア
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
彼
は
収

集
し
た
石
を
大
き
さ
に
よ
っ

て
甲
乙
丙
丁
の
四
種
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
上
中
下
の

三
等
に
ラ
ン
ク
付
け
を
し
て
、
石
の

裏
に
「
牛
氏
石
甲

之
上
」
な
ど
の
文
字
を
刻
ん
だ
と
言
わ
れ
る
。

午
僧
揺
は
宰
相
と
し
て
の
権
勢
を
侍
み
に
天
下
の
名
石
を
集
め
た
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
お

そ
ら
く
彼
に
と
っ
て
石
は
蔵
品
と
し
て
所
有
し
観
賞
す
る
玩
物
以
上
の
も
の
で
は
な
い

。

米
市
の
場
合
に
は
、
「
米
顛
拝
石
」
の
故
事
が
物



語
る
よ
う
に
、
石
を
人
と
し
て
扱
い
、
人
に
対
す
る
時
と
同
じ
情
を
以
て
石
に
相
対
す
る
。
こ
の
故
事
に
は
む
ろ
ん
米
市
の
性
癖
を
際
立

た
せ
る
た
め
の
誇
張
や
虚
構
の
要
素
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
物
が
人
の
賞
玩
の
対
象
と
し
て
あ
る
の
で

は
な
く
、
人
と
物
と
が
同
じ
レ
ベ
ル
で
向
か
い
合
う
関
係
に
あ
る
。
前
掲
『
幽
夢
影
」
に
、

天
下
有
一
人
知
己
、
可
以
不
恨
。
不
濁
人
也
、
物
亦
有
之
。
如
菊
以
淵
明
矯
知
己
、
梅
以
和
靖
骨
周
知
己
、
竹
以
子
猷
矯
知
己
、
蓮
以
漉

渓
篤
知
己
、
（
中
略
）
石
以
米
顛
潟
知
己
・
：

世
の
中
に
一
人
で
も
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
者
が
い
れ
ば
悔
い
は
な
い
。
そ
れ
は
人
ば
か
り
で
な
く
、
物
で
も
そ
う
な
の
だ
。
菊
は

陶
潜
を
知
己
と
し
、
梅
は
林
遁
を
知
己
と
し
、
竹
は
王
徽
之
を
知
己
と
し
、
蓮
は
周
敦
顕
を
知
己
と
し
、
（
中
略
）
石
は
米
市
を
知
己

〉
」
1
v・
・
・

せ
る
知
己
の
間
柄
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
人
が
物
を
愛
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
物
も
ま
た
人
を
愛
し
、
感
性
と
理
性
を
持
っ
た
主
体
と
し
て
人

司
ー

ウ
中

ウ
】

と
あ
る
よ
う
に
、
特
定
の
物
の
噌
好
に
お
い
て
、
真
に
そ
の
物
を
愛
し
た
と
さ
れ
る
文
人
に
つ
い
て
は
、
人
と
物
は
互
い
に
心
を
通
じ
合
わ

に
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
と
物
と
の
関
係
が
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
風
趣
に
富
ん
だ
逸
話
や
詩
情

豊
か
な
物
語
が
生
ま
れ
う
る
の
で
あ
る
。

康
照
二
十
八
年
（
五
十
歳
）
の
「
逃
暑
石
隠
園
」
と
題
す
る
七
言
律
詩
に
、

せ
き
じ
よ
う
な
お
も
ん
じ
と
も
た

石
丈
猶
文
字
の
友
た
る
に
堪
え

び
か
さ
だ
き
か
ん
え
に
し
む
す

十
微
花
定
め
て
喜
歓
の
縁
を
結
べ
り

石
丈
猶
堪
文
字
友

＋
微
花
定
結
喜
歌
縁

と
あ
る
。
石
隠
園
に
置
か
れ
た
石
と
そ
の
傍
ら
に
咲
く
花
は
、
詩
人
蒲
松
齢
の
自
に
は
た
だ
の
石
や
花
と
し
て
は
映
ら
な
い
。
石
と
は
互
い

に
詩
文
を
交
わ
す
友
、
花
と
は
前
世
に
縁
を
結
ん
だ
仲
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
時
空
で
対
等
の
立
場
に
立
っ
て
情
を
交
わ
し
合
う
相
手
で
あ

(140) 



る
こ
と
を
こ
の
詩
は
詠
う
。
こ
う
し
た
物
や
異
類
に
対
す
る
姿
勢
が
『
柳
斎
志
異
』
の
諸
篇
に
色
濃
く
表
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
筆
致
の
温
か

(139) 

さ
と
な
っ
て
読
者
に
伝
わ
り
、
他
の
志
怪
に
は
見
ら
れ
な
い

『
柳
斎
志
異
』
独
自
の
文
学
的
余
韻
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
「
石
清
虚
」
は
正

に
そ
う
し
た
『
柳
斎
志
異
』
の
特
色
を
一
不
す
典
型
的
な
作
品
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

五

「
石
清
虚
」
に
お
け
る
情
は
、
男
の
側
か
ら
石
に
対
す
る
一
方
的
な
も
の
で
は
な
い
。
老
人
の
言
葉
に
「
此
石
能
自
揮
主
（
こ
の
石
は
自

ら
主
を
選
ぶ
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
石
に
も
ま
た
自
ら
の
意
志
が
あ
り
、
情
を
以
て
情
に
報
い
る
と
い
う
物
語
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
石
を

略
奪
し
た
大
臣
の
邸
宅
で
は
空
洞
か
ら
雲
を
生
じ
る
霊
異
現
象
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
の
は
、

い
わ
ば
沈
黙
に
よ
る
抵
抗
で
あ
る
。
ま
た
、

。
。

守
中

ヲ
占

初
め
に
権
勢
家
に
よ
っ
て
男
の
元
か
ら
強
奪
さ
れ
る
際
、
表
面
上
は
下
僕
が
橋
の
上
で
手
を
滑
ら
せ
て
川
に
落
と
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
下
僕
の
不
注
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
権
勢
家
の
所
有
物
と
な
る
こ
と
を
拒
む
石
自
身
の
意
志
が
働
い
た
結
果
と
読
ま
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
さ
ら
に
末
尾
の
場
面
で
、
小
役
人
の
手
か
ら
落
ち
て
粉
々
に
砕
け
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
石
が
自
ら
身
を
投
げ
て
砕
け

た
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
意
に
自
ら
を
粉
砕
し
て
無
価
値
な
物
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
俗
物
の
手
に
落
ち
る
こ
と
を
免
れ
、
再

ぴ
男
の
墓
に
戻
り
永
遠
に
生
死
を
共
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
後
追
い
自
殺
で
あ
り
、
男
の
情
に
報
い
る
た
め
の
最
後
の
手
段

で
あ
っ
た
。
論
讃
の
「
異
史
氏
日
」
に
も
、

至
欲
以
身
殉
石
、
亦
療
甚
臭
、
而
卒
之
石
輿
人
相
終
始
、
誰
謂
石
無
情
哉
。

身
を
以
て
石
に
殉
じ
よ
う
と
す
る
に
至
っ
て
は
、
執
着
も
甚
だ
し
い
。
し
か
し
、

つ
い
に
は
石
が
人
と
最
後
ま
で
一
緒
に
な
っ
た
の
だ

か
ら
、
石
に
情
が
な
い
な
ど
と
誰
が
言
え
よ
う
か
。



と
あ
る
。

そ
も
そ
も
石
と
い
う
物
体
は
、
通
常
の
概
念
で
は
、
冷
た
く
堅
く
動
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
鉄
石
心
腸
」
、
「
木
人
石
心
」
な
ど
の
語
が

表
す
よ
う
に
、
情
と
は
お
よ
そ
縁
の
な
い
存
在
で
あ
り
、
無
情
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
う
し
た
本
来
情
が
通
じ
な
い
は
ず
の
も
の
と
の
交
情
を

描
い
て
い
る
点
が
、
こ
の
作
品
の
面
白
さ
で
も
あ
る
。
「
異
史
氏
自
」
は
さ
ら
に
続
け
て
、

古
語
云
、
士
矯
知
己
者
死
。
非
過
也
。
石
猶
如
此
、
何
況
於
人
。

昔
の
言
葉
に
「
士
は
己
を
知
る
者
の
為
に
死
す
」
と
あ
る
が
、
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。
石
で
す
ら
か
く
の
如
き
な
の
だ
か
ら
、
ま
し
て

人
間
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
だ
。

と
言
う
。
『
史
記
』
「
刺
客
列
伝
」
に
見
ら
れ
る
珠
譲
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
石
の
男
に
対
す
る
義
侠
心
を
言
っ
た
も
の
で
、

OJ 

ウ
ム

ウ
ム

何
度
強
奪
さ
れ
て
も
常
に
男
の
元
へ
戻
ろ
う
と
し
、
最
後
に
は
自
ら
砕
け
て
墓
の
中
に
ま
で
添
い
遂
げ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
「
柳
斎
志

異
』
の
中
に
は
、
「
王
六
郎
」
（
巻
二
、
「
田
七
郎
」
（
巻
一
二
）
、
「
崖
猛
」
（
巻
六
）
な
ど
、
義
侠
心
を
描
い
た
作
品
が
少
な
く
な
い
。
義
侠
は

封
建
社
会
に
お
け
る
一
種
の
伝
統
的
美
徳
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
も
あ
る
意
味
で
は
、
痴
や
癖
と
同
様
に
、
世
俗
の
利
口
者
の
目
か
ら

見
れ
ば
、
不
器
用
で
融
通
の
利
か
な
い
愚
か
な
生
き
方
と
言
え
な
く
も
な
い
。
そ
し
て
、
正
に
そ
れ
が
故
に
、
作
者
蒲
松
齢
が
共
感
を
持
つ

て
描
い
た
人
物
像
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
「
連
城
」
の
「
異
史
氏
日
」
に
、

一
笑
之
知
、
許
之
以
身
。
世
人
或
議
其
療
、
彼
田
横
五
百
人
、
量
蓋
愚
哉
。

一
笑
し
て
く
れ
た
だ
け
の
知
己
に
一
身
を
捧
げ
て
し
ま
う
。
世
の
人
に
は
そ
の
痴
な
る
こ
と
を
云
々
す
る
者
が
あ
ろ
う
が
、
か
の
田
横

の
五
百
人
が
ど
う
し
て
尽
く
愚
か
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

一
本
気
で
頑
な
な
生
き
方
を
善
し
と
し
誉
め
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

(138) 



な
お
、
石
は
そ
の
堅
さ
故
に
無
情
を
象
徴
す
る
と
同
時
に
ま
た
、
わ
ず
か
も
動
揺
す
る
こ
と
の
な
い
節
義
や
忠
烈
の
心
を
象
徴
す
る
も
の

(137) 

で
も
あ
る

白
居
易

三包
円

石
死し義ぎ」

節ま心上詩

石ピ石℃ 、
のの
如E 如E
くく
確？蛇ご
とと
しし
てて
移3 転2
らば
ずず

義
心
如
石
吃
不
韓

死
節
如
石
確
不
移

と
あ
り
、
ま
た
「
石
友
」
、
「
石
交
」
な
ど
の
語
は
、
金
石
の
如
く
堅
固
な
朋
友
の
情
誼
に
つ
い
て
い
う
。
「
石
清
虚
」
に
お
い
て
も
、
石

が
耶
雲
飛
に
対
し
て
示
し
た
義
侠
心
、
堅
く
変
わ
る
こ
と
の
な
い
情
誼
は
、
こ
う
し
た
石
の
持
つ
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
反
映

す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
、
人
と
の
交
情
を
描
い
た
も
の
と
は
言
え
ど
、
こ
の
作
品
は
あ
く
ま
で
も
石
の
話
で
あ
る
の
で
、
石
の
描

写
に
お
い
て
は
狐
妖
や
花
妖
の
場
合
の
よ
う
な
擬
人
化
の
手
法
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
宋
・
陸
捗
の

は
な
も
わ
ら
か
い
ま
こ
と
お
お

花
如
し
笑
う
を
解
せ
ば
還
た
事
多
か
ら
ん

い
し
い
あ
た
も
っ
と
ひ
と
よ

石
言
う
能
わ
ず
し
て
最
も
人
に
可
し

「
閑
居
自
述
」
に
、

A
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花
如
解
笑
還
多
事

石
不
能
言
最
可
人

と
あ
る
よ
う
に
、
石
を
愛
で
る
人
に
と
っ
て
石
の
魅
力
は
物
言
わ
ぬ
存
在
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
「
石
清
虚
」
に
お
い
て
も
石
自
ら
は
語
る

こ
と
な
く
動
く
こ
と
も
な
く
、
首
尾
一
貫
し
て
石
の
属
性
を
守
る
筆
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
石
は
石
と
し
て
描
き
人
間
的
性
格
を
一
切
賦
与

し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
に
は
そ
の
石
を
頗
る
人
間
的
に
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
作
者
の
筆
の
妙
を
う
か
が
わ
せ
る
。

一_L.
ノ、、

中
国
で
近
年
出
版
さ
れ
て
い
る
選
注
本
・
評
釈
本
の
類
に
お
け
る
論
評
を
概
観
す
る
と
、
「
石
清
虚
」
は
旧
社
会
に
お
け
る
官
僚
の
横



暴
・
卑
劣
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
大
半
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
邪
悪
な
力
に
よ
っ
て
幾
度
と
な
く
石
が
那

雲
飛
の
元
か
ら
奪
わ
れ
る
。
初
め
は
権
勢
家
に
よ
っ
て
強
奪
さ
れ
、
次
に
は
泥
棒
の
盗
難
に
遭
い
、
そ
し
て
大
臣
に
よ
っ
て
有
ら
ぬ
罪
を
着

せ
ら
れ
投
獄
さ
れ
た
上
で
詐
取
さ
れ
、
最
後
に
は
小
役
人
の
職
権
濫
用
で
横
領
さ
れ
る
。
論
者
は
こ
う
し
た
点
に
着
目
し
て
、
「
権
勢
家
は

無
理
や
り
奪
い
、
盗
賊
は
こ
っ
そ
り
奪
う
。
役
人
は
無
理
や
り
奪
う
必
要
も
な
け
れ
ば
、
こ
っ
そ
り
奪
う
必
要
も
な
い
。
手
中
に
権
力
を
握

っ
て
い
る
か
ら
、
思
う
ま
ま
に
無
事
の
民
を
陥
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
者
は
巧
妙
に
役
人
と
盗
賊
と
権
勢
家
を
交
錯
さ
せ
て
描
写
し
、
官

は
す
な
わ
ち
賊
で
あ
り
、
賊
よ
り
も
悪
妹
で
あ
る
と
い
う
本
質
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
暴
露
し
て
い
る
」
と
評
述
す
る
。
「
石
清
虚
」
を
旧
社

会
の
暗
黒
面
を
暴
露
す
る
現
実
批
判
の
作
品
と
し
て
捉
え
、
そ
し
て
正
に
そ
う
し
た
批
判
精
神
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
が
故
に
『
柳
斎
志
異
』

の
中
の
優
秀
な
作
品
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
。

確
か
に
、
『
聯
斎
志
異
』
の
中
に
は
、
腐
敗
し
た
官
僚
制
度
や
理
不
尽
な
科
挙
制
度
な
ど
を
風
刺
し
た
作
品
が
少
な
く
な
い
。
幾
つ
か
の
今
3吋J－

作
品
は
、
そ
れ
自
体
が
作
品
の
主
要
な
テ
l

マ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
社
会
の
悪
弊
を
告
発
す
る
意
図
を
持
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

多
く
の
場
合
、
世
の
中
の
醜
悪
な
一
面
を
描
く
の
は
、
実
は
そ
の
こ
と
自
体
が
作
品
の
主
た
る
目
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
そ
う
し

た
醜
悪
な
も
の
に
染
ま
っ
て
い
な
い
純
真
な
人
聞
を
引
き
立
て
る
た
め
の
出
汁
と
し
て
副
次
的
に
描
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
り
、

「
石
清
虚
」
も
そ
う
し
た
作
品
の
一
つ
と
考
え
て
よ
い
。
耶
雲
飛
と
役
人
た
ち
と
で
は
、
同
じ
石
に
対
す
る
執
着
の
あ
り
方
が
根
本
的
に
異

な
る
。
役
人
た
ち
の
執
着
は
金
銭
に
対
す
る
「
貧
」
や
女
色
に
対
す
る
「
淫
」
と
同
質
で
、
「
痴
」
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
り
、
蒲
松

齢
は
こ
れ
を
「
痴
」
と
は
呼
ば
な
い
。
彼
ら
の
態
度
を
こ
と
さ
ら
醜
悪
に
卑
俗
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
那
雲
飛
の
純
真
で
一
途
な

さ
ま
を
よ
り
一
層
際
立
た
せ
る
効
果
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
役
人
た
ち
の
所
業
に
関
し
て
さ
ら
に
別
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
書
画
や
骨
董
の
み
な
ら
ず
、
名
石
・
奇
石
に
(136) 



つ
い
て
も
権
力
者
や
好
事
家
が
所
有
欲
を
抑
え
き
れ
ず
に
強
奪
し
た
り
詐
取
し
た
り
と
い
う
話
は
、
実
は
文
人
の
逸
事
を
記
し
た
歴
代
の
文

(135) 

献
に
散
見
す
る
。
米
市
に
限
っ
て
み
て
も
、
漣
水
軍
に
任
官
し
た
際
、
賞
石
に
夢
中
で
官
舎
の
書
斎
に
こ
も
っ
て
ば
か
り
い
る
と
監
察
官
の

楊
傑
が
や
っ
て
き
て
叱
責
し
、
「
君
ば
か
り
で
な
く
、
私
も
好
き
な
の
だ
」
と
言
っ
て
、
米
市
が
愛
玩
し
て
い
た
石
を
奪
っ
て
立
ち
去
っ
た

と
い
う
話
、
友
人
の
醇
紹
彰
が
米
市
の
珍
蔵
す
る
硯
山
を
持
ち
去
り
、
醇
の
元
へ
訪
ね
て
い
っ
て
も
見
せ
て
も
ら
え
ず
、
そ
こ
で
筆
を
執
っ

て
硯
山
の
想
像
図
を
画
い
て
自
ら
を
慰
め
た
と
い
う
話
な
ど
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
石
が
何
度
も
奪
わ
れ
る
と
い
う
「
石
清
虚
」
の
筋
立
て
は
、

こ
う
し
た
石
に
ま
つ
わ
る
数
々
の
、
時
に
文
学
的
粉
飾
を
伴
っ
た
逸
話
を
下
敷
き
と
し
た
も
の
と
す
る
見
方
も
或
い
は
で
き
る
か
も
し
れ
な

しミ
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
那
雲
飛
が
度
重
な
る
災
難
に
遭
う
の
は
、
そ
の
不
条
理
を
訴
え
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

そ
う
し
た
試
練
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
男
の
石
に
対
す
る
真
撃
な
情
を
確
か
め
る
と
い
う
演
出
に
他
な
ら
な
い
。
一
つ
の
災
難
を
経
る
ご

吋
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お

と
に
男
の
執
着
の
度
合
い
が
さ
ら
に
一
層
上
塗
り
さ
れ
強
調
さ
れ
た
形
で
読
者
の
前
に
呈
示
さ
れ
、

一
塊
の
石
に
殉
じ
た
男
の
痴
た
る
さ
ま

が
自
ず
と
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
読
者
は
そ
う
し
た
痴
た
る
さ
ま
の
中
に
、
世
俗
の
価
値
観
と
は
一
線
を
画
す
文
人
精
神
の

発
露
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
全
て
が
「
痴
」
と
い
う
一
つ
の
テ
I

マ
に
集
約
さ
れ
る
と
言
っ
て

よ
い
の
で
あ
る
。



、
正

（1
）
巻
次
は
任
篤
行
輯
校
『
全
校
会
註
集
評
柳
斎
志
異
』
（
斉
魯
書
社
、
二O
O
O
年
）
に
拠
る
。
「
石
清
虚
」
は
手
稿
本
に
は
な
く
、
底
本
は
康
照

紗
本
を
用
い
て
い
る
。
な
お
、
張
友
鶴
輯
校
『
会
校
会
注
会
評
柳
斎
志
異
」
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
六
二
年
）
で
は
巻
十
一
に
収
め
、
底

本
は
鋳
雪
斎
紗
本
。

（2
）
同
様
の
記
載
が
、
宋
・
杜
結
撰
「
雲
林
石
譜
』
の
「
太
湖
石
」
の
項
に
「
於
石
面
遍
多
助
攻
、
蓋
風
浪
衝
激
而
成
、
謂
弾
子
寓
」
、
清
・
李
斗

撰
『
揚
州
画
肪
録
』
巻
七
に
「
太
湖
石
乃
太
湖
中
石
骨
、
浪
激
波
様
、
年
久
孔
穴
自
生
、
因
在
水
中
、
殊
難
運
致
」
な
ど
と
あ
る
。

（3
）
「
玲
瀧
」
に
つ
い
て
は
、
阿
部
兼
也
「
玲
瀧
の
語
義
」
（
「
東
北
大
学
教
養
部
紀
要
」
四
七
、
一
九
八
七
年
）
参
照
。

（4
）
珊
瑚
の
例
は
、
晋
・
左
思
の
「
呉
都
賦
」
に
「
珊
瑚
幽
茂
而
玲
瀧
」
な
ど
と
あ
る
。
太
湖
石
の
例
は
、
明
・
徐
弘
祖
撰
「
徐
霞
客
詳
記
』
「
濃

排
日
記
四
」
に
「
石
在
亭
前
池
中
、
高
八
尺
、
間
半
之
。
玲
瀧
透
漏
、
不
痩
不
肥
、
前
後
倶
無
斧
盤
痕
、
太
湖
之
絶
品
也
」
、
清
・
李
斗
撰

『
揚
州
画
肪
録
』
巻
七
に
「
乾
隆
辛
巳
、
得
太
湖
石
九
子
江
南
。
大
者
逮
丈
、
小
者
及
尋
、
玲
瀧
最
空
、
家
穴
千
百
」
な
ど
と
あ
る
。
な
お
、

上
海
の
珠
園
に
置
か
れ
て
い
る
巨
大
な
太
湖
石
は
「
玉
玲
瀧
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（5
）
三
浦
国
雄
「
洞
庭
湖
と
洞
庭
山
」
（
『
中
国
人
の
ト
ポ
ス
』
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）
、
一
四
一
頁
。

（6
）
後
貌
・
鄭
道
元
撰
『
水
経
注
』
巻
三
七
「
夷
水
」
の
条
に
「
夷
水
自
裁
沙
渠
入
牒
、
：
・
西
南
上
里
鈴
、
得
石
穴
。
把
火
行
百
許
歩
、
得
二
大

石
積
、
並
立
穴
中
、
相
去
一
丈
、
俗
名
陰
陽
石
。
陰
石
常
謀
、
陽
石
常
燥
。
毎
水
干
不
調
、
居
民
作
威
儀
服
飾
、
往
入
穴
中
。
干
則
鞭
陰
石
、

鷹
時
雨
。
多
雨
則
鞭
陽
石
、
俄
而
天
晴
」
と
あ
る
。
陰
陽
晴
雨
石
お
よ
び
そ
の
他
石
に
ま
つ
わ
る
民
間
伝
承
に
つ
い
て
は
、
津
田
瑞
穂
『
中

国
の
伝
承
と
説
話
』
（
研
文
出
版
、
一
九
八
八
年
）
、
「
口
碑
拾
遺
」
の
章
参
照
。

（7
）
宋
・
彰
乗
撰
『
続
墨
客
揮
犀
』
巻
五
に
「
李
芽
朝
議
好
奇
。
有
異
石
、
高
二
尺
許
、
最
空
可
愛
。
嘗
置
庭
欄
問
、
毎
至
日
方
未
時
、
印
有
気

出
於
石
穴
中
、
若
煙
雲
之
状
、
候
之
、
高
不
差
一
、
因
目
之
未
石
」
と
あ
る
。

（8
）
明
・
陶
宗
儀
撰
『
畷
耕
録
』
巻
六
に
載
せ
る
「
宝
晋
斎
硯
山
図
」
に
付
し
た
添
え
書
き
に
拠
る
。
前
掲
注
5

三
浦
論
文
、
二
二
八
頁
。

（9
）
拙
稿
「
『
柳
斎
志
異
」
の
痴
に
つ
い
て
」
（
「
喜
文
研
究
」
第
四
八
号
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。

（
叩
）
前
掲
注9
拙
稿
九
一
頁
参
照
。

（
日
）
方
針
巌
評
に
も
、
「
貴
米
背
景
陽
好
書
好
書
一
、
猶
不
濁
石
。
却
好
御
硯
、
好
州
廓
石
、
好
漣
州
霊
瀧
石
、
猶
不
一
名
、
而
雲
飛
自
清
虚
天
外
無
関

駕
。
其
諸
得
一
知
己
可
以
不
恨
者
欺
」
と
あ
り
、
や
は
り
米
市
に
言
及
し
て
い
る
。

今
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（
ロ
）
宋
・
葉
夢
得
撰
『
石
林
燕
語
』
巻
十
に
「
知
無
矯
軍
、
初
入
州
癖
、
見
立
石
頗
奇
、
喜
日
、
此
足
以
嘗
我
拝
。
遂
命
左
右
取
抱
拐
拝
之
、
毎
呼

日
石
丈
」
と
あ
る
。
『
宋
史
』
巻
四
四
四
の
本
伝
に
も
ほ
ぼ
同
様
に
「
無
矯
州
治
有
巨
石
、
朕
奇
醜
、
市
見
、
大
喜
日
、
此
足
以
嘗
我
拝
、
具

衣
冠
拝
之
、
呼
之
篤
兄
」
と
あ
る
。
宋
・
費
衰
撰
『
梁
渓
漫
志
』
巻
六
は
別
の
拝
石
の
故
事
を
載
せ
、
「
米
元
章
守
濡
須
、
聞
有
怪
石
在
河
培
、

莫
知
其
所
由
来
、
人
以
矯
異
而
不
敢
取
、
公
命
移
至
州
治
、
震
燕
瀧
之
玩
。
石
至
而
驚
、
遠
一
命
設
席
、
拝
於
庭
下
回
、
五
口
欲
見
兄
二
十
年
実
」

と
あ
る
。

（
日
）N
E
E
P
E
岳
町
・
思
注
3
8
0

同
S
O
持
包

h川o
h
E
p
a
E
h
s
a
S
O
S旨
o
h
o
S
E
ミ
官
庁
宣
告
内
。
E
E

－
－S
E
S
司
円O
E
－
－3
凶
）
司
・
司
’
∞

C
参
照
。

（
日
）
『
王
状
元
集
註
分
類
東
披
先
生
詩
』
巻
八
「
次
韻
勝
大
夫
三
首
」
其
二
に
引
く
越
次
公
の
注
に
拠
る
。
池
沢
滋
子
「
蘇
載
の
痴
に
つ
い
て
」

（
「
撤
撹
」
第
八
号
、
一
九
九
九
年
）
一
一O
頁
参
照
。

（
日
）
方
箭
巌
評
に
も
、
「
不
意
燕
地
忽
得
奇
峰
墨
秀
、
四
面
玲
瀧
者
、
輿
雲
飛
訂
石
交
正
局
」
と
あ
り
、
「
石
交
」
の
語
が
物
語
の
内
容
に
引
っ
掛
け
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
凶
）
馬
振
方
主
編
『
柳
斎
志
異
評
賞
大
成
』
（
瀧
江
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
よ
り
抄
訳
。
「
石
清
虚
」
の
評
語
は
劉
烈
茂
氏
。

（
口
）
そ
れ
ぞ
れ
清
・
濡
永
因
撰
『
宋
稗
類
紗
』
巻
十
五
、
明
・
陶
宗
儀
撰
『
綴
耕
録
』
巻
六
に
見
え
る
。
塘
耕
次
『
米
市
』
（
大
修
館
書
店
、

九
九
年
）
二
三
1

二
八
頁
参
照
。
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