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水
に
入
る
)

と
い
う
記
述
が
あ
る
｡

(
6
)

北京

人
民
文
学
出
版
社
､
一
九
八
〇
年
十
月
第
一
版
､
四
七
貢
｡

｢
魯
山
山
行
｣
以
前
の
〝
魯
山
″
に
関
す
る
詩
文
に
つ
い
て

山

崎

は
じ
め
に

こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
梅
毒
臣
の
｢
魯
山
山
行
｣
成
立
以
前
に
〝
魯
山
″
に
つ
い
て
詠
ん
だ
詩
文
､
お
よ
び
〝
魯
山
″
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
に
つ
い
て
触
れ
る
｡
｢
魯
山
山
行
｣
成
立
以
前
に
〝
魯
山
″
に
対
し
て
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
､
少
な
か
ら

ず
梅
尭
臣
の
詩
作
に
影
響
を
与
え
た
と
推
測
で
き
る
為
で
あ
る
｡

『
凧
文
韻
府
』
､
『
太
平
御
覧
』
で
は
〝
魯
山
″
に
関
す
る
詩
文
は
元
魯
山
､
つ
ま
り
元
徳
秀
に
関
す
る
も
の
し
か
記
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
｡
『
全
唐
詩
』
巻
二
五
十
皇
甫
再
に
｢
魯
(
一
作
曾
)
山
送
別
(
一
作
劉
長
卿
詩
)
｣
が
あ
る
が
､
送
別
し
た
場
所
が
魯
山
で
あ
っ
た
と
い

ぅ
程
度
で
魯
山
そ
の
も
の
に
対
す
る
特
別
な
思
い
は
見
出
せ
な
い
｡
し
た
が
っ
て
今
回
は
元
徳
秀
の
詩
と
彼
の
没
後
か
ら
｢
魯
山
山
行
｣

以
前
ま
で
の
詩
文
よ
り
､
〝
魯
山
″
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
察
す
る
｡

第
一
章

元
徳
秀
と
彼
の
詩
に
つ
い
て

元
徳
秀
(
六
九
六
-
七
五
四
年
)
は
字
が
紫
芝
､
河
南
の
人
｡
幼
く
し
て
父
を
な
く
し
母
に
孝
を
尽
く
し
､
開
元
二
十
一
年
(
七
二
三
年
)

に
進
士
及
第
､
そ
の
後
す
ぐ
に
母
が
亡
く
な
っ
た
｡
家
が
貧
し
く
､
一
族
の
生
活
を
支
え
る
た
め
自
ら
望
ん
で
魯
山
の
令
と
な
っ
た
｡
歳

が
満
ち
て
職
を
去
り
､
陸
渾
の
す
ば
ら
し
い
山
水
を
愛
し
て
居
を
陸
渾
に
定
め
隠
棲
し
､
酒
を
噂
み
琴
を
弾
い
て
楽
し
ん
だ
｡
元
徳
秀
は
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李
華
に
兄
事
さ
れ
､
斎
穎
士
､
劉
迅
を
友
と
し
た
が
天
宝
十
三
載
(
七
五
四
年
)
に
没
す
る
｡
天
下
で
行
な
い
の
高
さ
を
た
た
え
ら
れ
元

魯
山
と
呼
ば
れ
た
｡
ま
た
李
華
か
ら
文
行
先
生
と
誼
さ
れ
た
｡

『
新
唐
書
･
卓
行
伝
』
『
曹
唐
書
･
文
苑
伝
』
､
お
よ
び
『
太
平
虞
記
』
『
資
治
通
鑑
』
に
も
元
徳
秀
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る

が
､
彼
の
詩
は
現
在
ほ
と
ん
ど
散
逸
し
て
残
っ
て
お
ら
ず
､
『
全
唐
詩
補
編
』
に
あ
る
｢
辟
隠
｣
一
首
の
み
で
あ
る
｡
以
下
の
詩
は
『
全

唐
詩
補
編
』

(
陳
尚
君
輯
校

中
華
書
局
･
一
九
八
八
年
)

に
拠
っ
た
｡

｢
辟
隠
｣

元
徳
秀

緩
歩
巾
車
出
魯
山

陸
渾
佳
庭
窓
安
閑

家
無
僕
妾
餞
忘
費

自
有
琴
書
興
不
関

緩
や
か
に
巾
車
を
歩
ま
せ
て
魯
山
を
出
/
陸
渾
の
佳
き
虚
､
安
閑
を
慈
に
す
/
家
に
僕
妾
無
く
､
磯
う
る
と
も
費
ぐ
を
忘
れ
/
自
ら
琴

書
有
り
､
興
は
関
ら
れ
ず

<
解
釈
>

ゆ
っ
く
り
と
車
を
進
め
て
魯
山
を
出
発
し
/
陸
渾
の
よ
い
場
所
で
安
閑
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
/
家
に
は
下
男
下
女
も
な
い
(
ほ
ど
に

貧
し
く
)
､
餓
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
飯
を
炊
く
こ
と
を
も
忘
れ
て
し
ま
う
/
と
い
う
の
も
､
自
分
に
は
琴
と
書
籍
が
あ
る
か
ら
､

趣
が
尽
き
る
こ
と
が
な
い
か
ら
だ

『
仝
唐
詩
補
編
』
に
よ
る
と
､
出
典
は
薙
正
三
年
(
一
七
二
五
年
)

に
成
立
し
た
類
書
『
古
今
図
書
集
成
』
職
方
典
四
八
八
汝
州
部
と

さ
れ
､
作
品
の
成
立
年
は
不
明
｡

貧
し
さ
の
中
に
あ
っ
て
も
琴
書
を
忘
れ
な
い
元
徳
秀
の
心
意
気
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
た
だ
注
意
す
べ
き
は
『
新
居
書
』
の
伝
と
同
じ
､

も
し
く
は
似
た
よ
う
な
語
が
数
多
く
で
て
く
る
点
で
あ
る
｡
こ
の
詩
を
参
考
に
『
新
唐
書
』
が
つ
く
ら
れ
た
か
､
あ
る
い
は
誰
か
が
『
新

唐
書
』
を
も
と
と
し
て
元
徳
秀
本
人
を
描
き
出
そ
う
と
詩
を
詠
み
元
徳
秀
の
作
と
し
た
の
か
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
｢
巾
車
｣

は
陶
淵
明

の

｢
帰
去
来
辞
｣

に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
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｢
巾
車
｣
｢
家
無
僕
妾
｣
｢
餞
忘
秦
｣
｢
陶
然
弾
琴
｣
と
い
っ
た
表
現
か
ら
､
｢
清
貧
｣
｢
隠
者
｣
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
｡

第
二
章

後
世
に
み
る
元
徳
秀
の
イ
メ
ー
ジ

元
徳
秀
(
元
魯
山
)
没
後
､
彼
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
､
李
華
の
｢
三
賢
論
｣
､
｢
元
魯
山
墓
構
銘
井
序
｣
､
自
居
易
｢
題
座

隅
｣
､
皮
日
休
｢
七
愛
詩

其
四
｣
､
王
萬
僻
｢
甘
菊
冷
淘
｣
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

今
回
は
元
徳
秀
を
悼
み
つ
つ
彼
へ
の
評
価
を
下
し
て
い
る
皮
日
休
の
｢
七
愛
詩

其
四
｣
､
お
よ
び
｢
魯
山
山
行
｣
の
作
者
､
梅
尭
臣

と
同
じ
宋
代
に
生
き
た
王
萬
僻
｢
甘
菊
冷
淘
｣
よ
り
､
後
世
に
み
る
元
徳
秀
像
を
考
え
て
み
た
い
｡

第
一
節

皮
日
休

｢
七
愛
詩

其
四
｣

｢
七
愛
詩

其
四
｣
は
成
立
年
代
は
不
明
｡
皮
日
休
(
八
三
三
?
～
八
八
三
?
)
は
字
は
襲
美
､
も
し
く
は
逸
少
｡
嚢
陽
(
湖
北
省
蓑

奨
)
の
人
｡
鹿
門
山
(
湖
北
省
裏
奨
の
東
南
に
あ
る
山
)
に
隠
れ
住
み
､
｢
酵
吟
先
生
｣

｢
酔
士
｣
｢
間
気
布
衣
｣
と
も
名
乗
っ
た
｡
威
通
八

年
(
八
六
七
年
)
に
進
士
及
第
､
著
作
郎
か
ら
太
常
博
士
と
な
る
｡
黄
巣
の
乱
の
際
に
黄
巣
に
よ
っ
て
翰
林
学
士
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
､
彼

に
対
し
て
逆
意
が
あ
る
と
さ
れ
殺
さ
れ
た
｡
以
下
は
『
全
唐
詩
』
(
彰
定
求
等
奉
勅
撰

中
華
書
局
二
九
六
〇
年
)
に
拠
っ
た
｡

｢七愛詩

其
四
｣

吾
愛
元
紫
芝

草
母
遠
之
官

三
年
魯
山
民

三
年
魯
山
吏

只
飲
魯
山
泉

一
室
氷
菓
苦

皮
日
休

清
介
如
伯
夷

宰
邑
無
鈷
疲

豊
穣
不
暫
餞

清
慎
各
自
持

只
采
魯
山
蕨

四
遠
聾
光
飛

吾
は
愛
す

元
紫
芝

清
介
な
る
こ
と
伯
夷
の
如
し

母
を
章
の
せ
て
遠
く
官
に
之
き

邑
を
宰
り
て
鈷
庇
無
し

三
年
に
し
て
魯
山
の
民
は

三
年
に
し
て
魯
山
の
吏
は

只
魯
山
の
泉
を
飲
み

一室

氷
菓
の
苦
あ
る
も

豊
穣
に
し
て
暫
く
も
磯
え
ず

清
慎
に
し
て
各
自
ら
持
す

只
魯
山
の
薇
を
采
む

四遠

聾
光
飛
ぶ
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退
貯
蓄
隠
来

難
黍
匪
家
畜

轟
日
一
菜
食

清
似
匝
中
鏡

世
無
用
賢
人

既
臥
新
妻
金

吾
無
魯
山
道

所
恨
不
相
識

斗
酒
入
茅
茨

琴
尊
常
自
恰

窮
年
一
布
衣

直
如
琴
上
線

青
山
生
白
髭

空
立
陳
寡
碑

空
有
魯
山
新

援
毒
空
沸
垂

膏
隠
に
退
節
し
来
た
り

斗
酒
も
て
茅
茨
に
入
る

難
黍
は
家
に
蓄
え
る
に
匪
ず

琴
尊
も
て
常
に
自
ら
を
恰
ば
す

轟
日
一
菜
食

窮
年
一
布
衣

清
な
る
こ
と
匝
中
の
鏡
に
似

直
な
る
こ
と
琴
上
の
締
の
如
し

世
は
賢
人
を
用
い
る
こ
と
無
く

青
山
に
て
自
髭
生
ず

既
に
新
妻
の
会
に
臥
し

空
し
く
陳
塞
の
碑
を
立
つ

吾
に
魯
山
の
道
無
く

空
し
く
魯
山
の
酢
有
り

恨
む
所
は
相
識
せ
ざ
る
こ
と

毒
を
援
け
ば
空
し
く
沸
垂
る

<
解
釈
>

私
は
元
徳
秀
を
敬
愛
す
る
/
(
元
徳
秀
が
)
清
介
な
の
は
ま
る
で
伯
夷
の
よ
う
だ
/
母
親
を
車
に
乗
せ
遠
い
官
職
に
就
き
/
村
を
治
め

て
も
過
失
が
な
か
っ
た
/
三
年
間
で
魯
山
の
民
は
/
豊
作
に
恵
ま
れ
少
し
の
間
も
餓
え
る
こ
と
は
な
く
な
り
/
三
年
間
で
魯
山
の
官
吏
は

/
潔
白
さ
と
慎
み
深
さ
を
自
ら
守
る
よ
う
に
な
っ
た
/
た
だ
魯
山
の
泉
を
飲
み
/
魯
山
の
薇
(
カ
ラ
ス
ノ
エ
ン
ド
ウ
)
を
取
る
(
よ
う
な

生
活
)
/
ひ
と
部
屋
で
の
生
活
は
辛
い
も
の
だ
が
/
遠
方
に
も
彼
の
評
判
は
聞
こ
え
て
い
た
/
官
職
を
辞
し
て
隠
退
し
/
わ
ず
か
な
酒
を

も
っ
て
粗
末
な
家
に
住
み
/
鶏
や
キ
ビ
を
蓄
え
よ
う
と
も
せ
ず
/
琴
と
酒
樽
で
い
つ
も
自
分
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
/
一
日
一
回
の
粗
末
な

食
事
/
生
涯
一
枚
の
衣
/
箱
の
中
の
鏡
の
よ
う
に
澄
み
切
っ
た
心
/
琴
糸
の
よ
う
に
真
直
ぐ
な
性
格
/
(
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
世
間
は
賢

人
を
用
い
る
こ
と
ば
な
く
/
(
結
果
元
徳
秀
は
)
隠
居
所
で
白
髭
を
生
や
す
ほ
ど
に
年
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
/
新
妻
(
春
秋
時
代
､
斉
の

高
士
)

の
よ
う
に
死
ん
で
も
会
を
ま
と
わ
な
か
っ
た
上
に
/
陵
墓
(
後
漢
の
政
治
家
)

の
よ
う
な
清
廉
な
士
と
い
う
評
判
の
み
､
空
し
く

残
っ
た
/
私
に
は
魯
山
に
行
く
方
法
が
な
く
(
元
魯
山
の
よ
う
な
生
き
方
を
全
う
で
き
ず
)
/
空
し
く
元
魯
山
の
言
葉
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
/
互
い
に
知
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
み
/
筆
を
取
っ
て
も
空
し
く
涙
が
こ
ぼ
れ
る
の
だ
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冒
頭
で
元
徳
秀
の
人
柄
と
業
績
に
つ
い
て
触
れ
､
彼
の
伯
夷
の
よ
う
に
清
介
な
人
格
と
､
(
『
新
唐
書
』
の
伝
に
よ
れ
ば
母
が
亡
く
な
っ
た

ぁ
と
魯
山
の
令
に
つ
い
て
い
る
が
)
母
親
を
車
に
乗
せ
て
赴
任
先
へ
連
れ
て
い
く
孝
の
精
神
を
褒
め
称
え
る
｡
彼
の
赴
任
に
よ
っ
て
人
々
が

餓
え
る
こ
と
な
く
､
官
吏
も
不
正
に
走
ら
な
く
な
っ
た
と
し
､
元
徳
秀
自
身
も
質
素
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
｡
年
が
満
ち

て
隠
棲
す
る
に
及
び
､
酒
と
琴
に
よ
っ
て
自
ら
を
楽
し
ま
せ
つ
つ
も
､
死
ぬ
に
際
し
て
会
す
ら
身
に
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
貧
し
い
生
活
を

し
め
す
｡
こ
の
詩
で
強
烈
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
､
作
者
の
元
徳
秀
に
対
す
る
敬
愛
の
情
と
､
こ
の
賢
人
が
世
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

へ
の
無
念
さ
､
元
魯
山
の
生
き
方
に
共
鳴
し
そ
の
よ
う
に
生
き
た
い
と
思
い
つ
つ
､
現
実
に
は
徹
底
で
き
な
い
自
ら
の
生
き
方
へ
の
も
ど

か
し
さ
で
あ
る
｡

こ
こ
で
描
か
れ
る
元
徳
秀
像
か
ら
は
､
｢
清
介
｣
｢
孝
｣
｢
質
素
｣
､
そ
し
て
｢
不
遇
｣
が
感
じ
ら
れ
る
｡
元
徳
秀
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る

｢
辟
隠
｣

の
詩
に
不
遇
の
イ
メ
ー
ジ
が
さ
ら
に
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

詩
に
お
い
て
魯
山
そ
の
も
の
の
描
写
は
｢
只
飲
魯
山
泉
｣
｢
只
采
魯
山
蕨
｣
程
度
し
か
な
い
｡
し
か
し
当
初
｢
吾
愛
元
紫
芝
｣
と
記
し

て
い
た
の
を
､
｢
吾
無
魯
山
道
｣
｢
空
有
魯
山
辞
｣
と
元
徳
秀
の
別
名
｢
魯
山
｣
を
使
っ
て
い
る
の
は
見
逃
せ
な
い
｡
｢
辟
隠
｣
で
は
元
徳

秀
は
魯
山
を
出
て
陸
渾
の
地
で
隠
者
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
｡
一
方
､
皮
日
休
が
｢
七
愛
詩

其
四
｣
で
元
徳
秀
を
(
元
)
魯
山
と
記
し

た
こ
と
で
元
徳
秀
の
人
柄
の
清
潔
さ
が
そ
の
ま
ま
魯
山
と
い
う
場
所
の
清
浄
さ
に
重
ね
ら
れ
､
魯
山
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
き
れ
た
と
思
わ

れ
る
｡

第
二
節
｢
甘
菊
冷
淘
｣

王
萬
園

｢
甘
菊
冷
淘
｣
は
至
道
二
年
(
九
九
六
年
)
の
作
｡
王
高
儀
(
九
五
四
～
一
〇
〇
一
年
)
は
字
は
元
之
｡
太
宗
の
太
平
興
国
(
九
八
三
年
)

に
進
士
に
及
第
し
､
至
道
元
年
(
九
九
五
年
)
に
は
翰
林
学
士
と
な
っ
た
が
､
作
詩
当
時
は
翰
林
学
士
か
ら
左
遷
さ
れ
徐
州
に
長
官
と
し

て
在
任
し
て
い
た
｡
｢
甘
菊
｣
は
き
く
な
､
菊
の
一
種
で
甘
く
､
薬
に
い
れ
た
り
菓
を
糞
に
し
た
り
す
る
二
冷
淘
｣
は
涼
麺
の
一
種
で
あ

る
｡
｢
甘
菊
冷
淘
｣
は
き
く
な
を
入
れ
た
麺
を
言
う
｡
詩
は
五
言
古
詩
の
長
い
も
の
な
の
で
前
半
の
二
十
句
は
省
略
し
､
元
徳
秀
に
言
及
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し
て
い
る
後
半
部
の
み
記
載
す
る
｡

以
下
の
詩
は
『
王
南
僻
詩
文
選
』
(
王
延
梯
選
注

人
民
文
学
出
版
社
二
九
九
六
年
)

に
拠
っ
た
｡

｢
甘
菊
冷
淘
｣

飽
漸
虞
文
鄭

況
吾
草
沢
士

謬
国
事
筆
観

官
供
政
事
食

誰
言
論
源
上

既
無
甘
旨
慶

子
美
重
税
菓

起
予
有
遺
韻

王
萬
僻

飢
謝
魯
山
元

秦
馨
供
朝
昏

名
通
金
馬
門

久
直
紫
薇
垣

吾
族
飽
且
温

焉
用
品
味
焼

直
欲
献
至
尊

甫
也
可
輿
言

飽
き
て
は
贋
文
鄭
に
漸
じ

飢
え
て
は
魯
山
元
に
謝
す

況
や
吾
草
沢
の
士
に
て

黎
華
を
朝
昏
に
供
う

謬
り
て
筆
祝
を
事
と
す
る
に
因
り

名
を
金
馬
門
に
通
ず

官
は
政
事
の
食
を
供
し

久
し
く
紫
蕨
の
垣
に
直
す

誰
か
言
う

源
上
に
請
せ
ら
る
と

吾
が
族
は
飽
き
且
つ
温
か
し

既
に
甘
旨
の
慶
な
く
ば

子
美
は
塊
菓
を
重
ん
じ

予
を
起
こ
す
遣
韻
有
り

焉
ん
ぞ
味
を
品
す
る
の
煩
わ
し
さ
を
用
い
ん

直
ち
に
至
尊
に
献
ぜ
ん
と
欲
す

甫
や
与
に
言
う
べ
し

<
解
釈
>

満
腹
に
な
れ
ば
広
文
館
に
い
た
鄭
慶
に
恥
じ
入
り
/
空
腹
に
な
れ
ば
魯
山
に
い
た
元
徳
秀
に
わ
び
る
/
私
は
か
つ
て
在
野
の
士
で
あ
り

/
粗
末
な
食
べ
物
を
朝
夕
食
し
て
い
た
の
だ
か
ら
/
(
し
か
し
)
間
違
っ
て
筆
と
現
を
つ
と
め
と
し
て
か
ら
後
/
名
が
金
属
門
に
も
通
じ

る
よ
う
に
な
り
/
朝
廷
か
ら
政
事
の
録
を
与
え
ら
れ
/
久
し
く
中
書
省
に
宿
直
す
る
よ
う
に
な
っ
た
/
(
そ
の
よ
う
な
私
に
対
し
て
)
だ

れ
が
淋
州
の
ほ
と
り
に
左
遷
さ
れ
た
な
ど
と
言
う
の
だ
ろ
う
/
私
の
身
内
は
満
腹
で
穏
や
か
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
/
お
い

し
い
も
の
を
食
べ
る
喜
び
が
な
け
れ
ば
､
味
を
評
価
す
る
わ
ず
ら
わ
し
さ
も
必
要
無
い
/
杜
子
美
は
税
の
葉
を
重
ん
じ
/
た
だ
ち
に
天
子

に
献
上
し
よ
う
と
し
た
/
(
｢
税
葉
冷
淘
｣
と
い
う
詩
に
は
)
私
を
啓
発
す
る
風
流
さ
が
あ
る
/
(
そ
う
い
う
詩
を
創
る
)
杜
甫
こ
そ
は

と
も
に
語
り
あ
う
こ
と
が
で
き
る

前
半
部
で
は
お
い
し
い
も
の
に
飽
き
て
疏
菜
を
食
べ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
､
垣
根
の
根
元
に
き
く
な
の
芽
生
え
を
見
つ
け
､
そ
れ
を
摘
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ん
で
麺
と
共
に
食
す
情
景
が
措
か
れ
る
｡

王
萬
僻
は
官
吏
と
し
て
名
を
あ
げ
た
一
方
､
時
の
権
力
に
よ
り
中
央
か
ら
追
わ
れ
る
目
に
も
あ
う
｡
左
遷
に
同
情
す
る
声
も
聞
こ
え
て

く
る
中
､
野
生
の
薫
り
高
い
甘
菊
の
冷
淘
に
よ
.
せ
て
鄭
慶
や
元
魯
山
に
思
い
を
い
た
す
｡

作
者
は
元
徳
秀
が
｢
餓
え
て
死
ん
だ
｡
｣
と
自
注
を
い
れ
て
い
る
｡
史
書
で
は
元
徳
秀
が
貧
し
か
っ
た
と
は
し
て
い
る
も
の
の
､
餓
え

て
死
ん
だ
と
は
記
し
て
い
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
注
で
加
え
て
い
る
の
は
､
こ
の
詩
の
成
立
時
で
あ
る
宋
代
初
期
に
隠
者
と
し
て
元
徳

秀
の
名
が
知
ら
れ
て
お
り
､
し
か
も
｢
餓
え
て
い
た
｣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
固
定
し
て
い
た
､
と
考
え
ら
れ
る
｡
餓
死
し
た
と
さ
れ
る
元

魯
山
は
､
食
物
に
代
表
さ
れ
る
物
質
生
活
の
対
極
に
あ
る
純
粋
精
神
生
活
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

結

論

元
徳
秀
に
つ
い
て
は
､
彼
自
身
の
作
と
さ
れ
る
｢
辟
隠
｣
よ
り
､
隠
者
､
清
貧
の
姿
が
垣
間
見
ら
れ
る
｡
そ
の
面
影
を
踏
ま
え
つ
つ
も
､

皮
目
休
に
よ
っ
て
｢
不
遇
｣
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
､
元
徳
秀
と
魯
山
の
地
は
同
じ
イ
メ
ー
ジ
で
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
王
萬
僻

は
｢
清
貧
｣
の
な
か
で
の
｢
餓
え
｣
に
着
目
し
た
｡
元
徳
秀
の
生
き
方
は
､
彼
の
没
後
確
実
に
共
感
を
持
た
れ
宋
代
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い

今
回
は
｢
魯
山
山
行
｣
で
措
か
れ
る
､
魯
山
そ
の
も
の
の
自
然
の
情
景
を
詳
し
く
詠
ん
だ
詩
文
を
み
つ
け
る
こ
と
ば
で
き
な
か
っ
た
｡

ま
た
〝
魯
山
〟
か
ら
即
座
に
｢
元
徳
秀
｣
を
連
想
で
き
る
か
､
と
い
う
疑
問
が
も
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
細
か
い
点
に
ま
で
注

意
を
払
い
つ
つ
詩
を
つ
く
る
梅
尭
臣
で
あ
る
か
ら
､
｢
魯
山
山
行
｣
も
河
南
省
を
旅
し
て
い
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
､
元
徳
秀

と
い
う
人
物
が
住
ん
で
い
た
〝
魯
山
″
に
対
し
て
あ
る
種
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
上
で
､
つ
く
つ
た
と
考
え
て
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は

山
は
俗
世
と
は
異
な
る
場
所
で
あ
る
が
､
そ
の
中
で
も
〝
魯
山
〃
は
｢
清
介
｣
な
｢
隠
者
｣
､
元
徳
秀
が
い
た
山
で
あ
る
｡
梅
尭
臣
は



124

自
己
を
精
神
的
に
高
め
､
元
徳
秀
の
よ
う
な
｢
清
介
｣
｢
清
貧
｣
の
う
ち
に
お
こ
う
と
､
〝
魯
山
″
と
い
う
場
所
で
故
意
に
｢
迷
｣
と
い
う

行
為
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
梅
尭
臣
の
｢
迷
｣
は
､
空
間
的
に
は
も
ち
ろ
ん
時
間
的
に
も
｢
迷
｣
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
､
｢
人
家
｣
は
作
者
が
魯
山
を
迷
っ
て
い
る
時
点
で
の
山
中
に
あ
る
誰
か
の
家
で
あ
り
つ
つ
､
実
は
時
間
軸

を
越
え
て
元
徳
秀
が
住
ん
で
い
る
｢
人
家
｣
で
あ
ろ
う
｡
七
句
で
｢
人
家
在
何
許
｣
と
疑
問
が
で
て
く
る
ほ
ど
に
六
句
ま
で
の
描
写
で
は

人
気
は
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
､
梅
尭
臣
は
深
山
幽
谷
の
趣
を
ひ
た
す
ら
に
目
で
追
い
､
心
は
元
徳
秀
が
暮
ら
し
た
隠
者
の
生
き
方
に
あ
こ

が
れ
る
｡
そ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
が

｢
雲
外
一
声
鶏
｣

で
あ
る
｡

｢
雲
外
｣
で
あ
る
以
上
目
で
は
ま
だ
と
ら
え
て
い
な
い
も
の
の
､
梅
亮
臣
は
人
家
で
飼
わ
れ
て
い
る
｢
鶏
｣
の
声
を
耳
に
す
る
｡
｢
鶏
声
｣

は
時
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
､
｢
桃
花
源
記
｣
に
描
か
れ
る
よ
う
な
､
隠
者
の
世
界
を
彷
彿
と
さ
せ
る
｡
｢
鶏
｣
の
声
を
聞
い
た

作
者
は
､
過
去
か
ら
現
在
に
引
き
戻
さ
れ
る
｡
そ
し
て
こ
の
雲
の
中
の
彼
方
に
今
も
隠
者
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
を
め
ぐ
ら

す
の
で
あ
る
｡

『
全
唐
詩
補
編
』
(
陳
尚
君
輯
校

中
華
書
局
･
一
九
八
八
年
)
の
作
者
注
を
も
と
に
､
『
新
居
書
』
(
欧
陽
修

中
華
書
局
･
一
九
九
五
年
)
で
年
代

を
補
足
し
た
｡
元
徳
秀
の
生
没
年
に
関
し
て
は
､
植
木
久
行
｢
唐
代
作
家
新
疑
年
録
(
四
)
｣
(
『
文
経
論
叢
』
二
十
六
巻
三
号

人
文
学
科
篇
刀

弘

前
大
学
人
文
学
部
･
一
九
九
一
年
)

に
詳
し
い
｡

(
2
)

『
新
唐
音
』
｢
卓
行
伝
｣
に
｢
歳
満
､
笥
鯨
一
練
､
鴬
巣
車
去
｡
愛
陸
滞
佳
山
水
､
乃
定
層
不
薦
藩
垣
扁
錆
､
家
無
僕
妾
｡
歳
飢
､
日
或
不
琴
噂

酒
､
陶
然
弾
琴
以
自
娯
｡
｣

と
記
さ
れ
て
い
る
｡

(
3
)

『
陶
淵
明
集
』
(
逮
欽
立
校
注

中
華
書
局
･
一
九
七
九
年
)
の
｢
帰
去
来
今
辞
｣
で
は
､
｢
或
命
巾
車
､
或
樟
孤
舟
｣
と
詠
ま
れ
､
注
と
し
て
｢
『
文

選
』
江
滝
｢
雑
詩
｣
注
引
作
或
巾
柴
草
｡
｣
と
あ
る
｡
隠
者
を
想
像
さ
せ
る
語
と
し
て
｢
巾
車
｣
｢
柴
草
｣
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
が
が
え
る
｡

(
4
)

『
唐
才
子
侍
校
箋
』

(
博
菓
珠
主
編
中
華
書
局
二
九
九
〇
年
)
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至
高
僻
詩
文
選
』
を
主
と
し
､
『
新
装
版
･
宋
詩
鑑
賞
辞
典
』
(
前
野
直
彬
編
東
京
堂
出
版
二
九
九
八
年
)
で
補
足
し
た
｡

『
杜
詩
詳
註
』
(
仇
兆
贅
注
中
華
書
局
･
一
九
七
九
年
)
の
｢
税
菓
冷
淘
｣
に
､
｢
君
王
納
涼
晩
此
味
亦
時
須
｣
と
あ
る
｡

｢
飽
漸
虞
文
鄭
飢
謝
魯
山
元
｣
の
句
の
後
に
､
自
注
で
｢
虞
文
先
生
飯
不
足
､
元
魯
山
餓
而
死
｡
｣
と
あ
る
｡

唐
宋
詩
に
お
け
る
｢
野
情
｣
に
つ
い
て

宇都

健夫

一
『
魯
山
山
行
』
に
お
け
る
｢
野
情
｣

梅
尭
臣
『
魯
山
山
行
』
の
第
一
旬
日
に
､
｢
野
情
｣
と
い
う
語
が
登
場
す
る
｡
詩
全
体
の
情
景
を
表
出
す
る
上
で
､
こ
の
語
は
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
で
は
そ
の
｢
野
情
｣
と
は
､
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に
関
し
て
､
他
の

詩
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｢
野
情
｣
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
｡

ま
ず
､
『
魯
山
山
行
』
を
見
て
み
よ
う
｡
冒
頭
の
｢
適
与
野
情
憶
｣
と
い
う
句
は
､
｢
ま
さ
に
『
野
情
』
に
ぴ
っ
た
且
ロ
う
｣
と
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
｡
で
は
何
が
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
｡
ま
た
､
こ
こ
で
の
｢
野
情
｣
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
｡
そ

れ
を
知
る
た
め
に
は
､
以
下
の
句
を
じ
っ
く
り
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

続
く
第
二
句
と
第
三
句
は
､
魯
山
や
そ
の
周
辺
の
山
々
を
､
独
り
で
歩
き
な
が
ら
体
感
し
た
情
景
を
描
い
て
い
る
｡
魯
山
に
連
な
る

山
々
は
､
高
い
も
の
も
あ
り
､
低
い
も
の
も
あ
る
｡
人
が
歩
け
ば
､
そ
れ
に
合
わ
せ
て
美
し
い
峰
が
形
を
変
え
る
｡
作
者
は
そ
の
よ
う
な

山
々
を
眺
め
歩
い
て
い
る
う
ち
に
､
独
り
ひ
つ
そ
り
と
し
た
小
道
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
山
々
の
変
化
を
巧
み

に
捉
え
て
い
る
点
は
､
理
知
的
と
言
え
よ
う
か
｡

前
半
の
句
か
ら
は
､
作
者
が
魯
山
の
山
歩
き
を
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
窺
え
る
｡
美
し
い
魯
山
の
風
景
､
そ
れ
を
体
感
し
て
い


