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に
慶
尚
北
道
安
東
郡
礼
安
県
温
渓
洞
で
生
ま
れ
、
宣
祖
一
二
年
i
(
1
5
7
0
)
七
十
才
を
も
っ
て
世
を
去
っ
た
李
退
渓
は
、
李
朝
5

0
0
年
を
通
じ
て
最
も
傑
出
し
た
朱
子
学
者
と
し
て
知
ら
れ
、
江
戸
時
代
初
期
に
輩
出
し
た
藤
掠
惇
笥
、
林
羅
山
、
山
崎
間
驚
ら
を
通
し
て
日
本
へ
も
多
大
な
る
影
響
を

及
ぼ
し
た
。

送
渓
の
学
問
の
特
色
は
、
「
敬
」
を
重
視
し
て
心
の
修
養
・
鍛
錬
を
主
張
す
る
点
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
李
退
渓
は
、
「
心
は
身
の
主
宰
」
、
「
敬
は
心
の
主
宰
」
と
い

う
論
理
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
、
独
自
の
「
敬
の
哲
学
」
「
敬
の
道
徳
論
」
を
樹
立
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

」
の
こ
と
は
、
同
時
に
、

フじ

の
仁
宗
年
間
に
科
挙
の
制
が
復
活
せ
ら
れ
、
間
も
な
く
し
て
朱
子
学
が
官
学
と
し
て
公
認
さ
れ
る
に
及
び
そ
れ
が
興
隆
し
、
爾
来
ま
た
煩
雑
に
流
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
の

を
、
明
天
命
図
説
』
『
聖
学
十
図
b

に
お
い
て
披
歴
さ
れ
る
如
き
、

理
気
論
に
基
づ
く
敬
中
心
の
世
界
観
・
人
間
観
に
よ
っ
て
再
構
成
・
集
大
成
し
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
(
間
前
)
。

と
こ
ろ
で
、
広
く
宋
学
一
般
に
つ
い
て
い
い
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
朱
子
学
は
そ
の
根
幹
に
お
い
て
易
的
論
理
と
無
関
係
で
は
な
い
。
よ
り
勝
義
に
は
、
両
者
は
む
し

ろ
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
か
か
る
観
点
に
従
っ
て
、
朱
子
学
の
継
承
・
発
展
と
し
て
の
李
退
渓
思
想
の
特
色
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
易
的
論

お
よ

1
J
 

(
易
思
想
)
と
の
比
較
・
対
照
を
通
し
て
探
求
す
る
こ
と
を
以
て
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
。
但
し
、
紙
数
の
制
限
か
ら
、
宋
代
易
学
の
集
大
成
者
で
も
あ
る
朱
子
の
易

説
と
の
連
関
に
問
題
を
限
定
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

哲
学
・
思
想
論
集
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宋
代
易
説
の
特
色

宋
代
易
学
の
展
開
に
お
い
て
最
も
注
視
す
べ
き
特
色
の
一
つ
に
、
「
図
」

の
創
出
お
よ
び
そ
の
流
行
と
い
う
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
図
」
「
書
」
と
は
、
も
と
よ

り
「
、
河
図
」
「
格
書
」
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
河
図
」

に
つ
い
て
は
、

吋
周
易
』
繋
辞
伝
の
「
河
出
図
、

洛
出
品
一
一
回
、
聖
人
則
之
」
(
上
・
九
輩
、
尚
章
分
け
は

『
周
回
初
正
義
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
口
)

に
そ
の
名
が
み
え
て
い
る
。

の
『
易
学
象
数
論
』
に
よ
れ
ば
、
「
河
図
」

は
、
阪
待
i

種
放
!
李
瓶
!
許
箆
|
範

誇
日
間
I

劉
牧
と
伝
え
ら
れ
、

ま
た
一
方
に
お
い
て
『
先
天
図
』
は
、
陳
持
i

種
放
か
ら
穆
修
、
李
之
才
と
伝
わ
り
、
之
才
が
部
康
節
に
伝
え
た
も
の
で
あ
る
、

し
た
が
っ

るすて

黄朱
宗子
裁が
の吉

所 う
論ょ
にう
従な
う
か
ぎ
り

を
は
じ
め
と
し
て
す
べ
て
は
部
発
(
康
節
)
か
ら
出
た
と
す
る
説
は
当
た
ら
な
い
、
ー
ー
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

い
わ
ゆ
る
「
図
」

が
あ
た
か
も
古
来
よ
り
現
存
し
た
か
の
観
が
あ
る
。

し
か
し
、
突
の
と
こ
ろ
、

か
か
る
見
解
は
確
た
る

根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
口
吋
論
語
』
の
「
子
日
、
鳳
風
不
至
、

河
不
出
図
、
吾
己
'
英
夫
」
(
子
四
千
)

の
一
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
名
称
だ
け
が
し
ば
し
ば
諮
ら
れ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

そ
う
し
た
こ
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
伝
承
の
域
を

歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い
。
今
日
、

わ
れ
わ
れ
の
目
に
触
れ
る
と
こ
ろ
の
、

い
わ
ゆ
る
「
河

図
頃
」
「
洛
書
」
な
る
も
の
は
、
古
来
の
伝
承
の
う
え
に
立
脚
す
る
と
は
い
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
宋
代
人
の
発
明
か
、
仮
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
こ

(
3〉

の
に
確
立
さ
れ
そ
し
て
盛
行
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
口

こ
れ
を
要
す
る
に
、
漢
代
に
盛
行
し
た
象
数
易
は
、
宋
代
に
い
た
っ
て
も
尚
そ
の
命
脈
を
保
持
し
得
た
ば
か
り
か
、

具
体
的
に
も
「
図
」
「
書
」

を
兼
備
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

そ
れ

(
象
数
易
)
が
、
合
理
性
と
は
お
よ
そ
無
関
係
に
一
層
の
煩
雑
さ
を
埼
し
た
反
問
、

と
も
か
く
も
大
枠
と
し
て
は
さ
ら
に
拡
大
さ

れ
充
填
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の

は
、
一
苅

明
を
経
て
清
代
に
ま
で
も
波
及
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
経
緯
に
お
い
て
、
李
子
及
び
そ

の
学
派
が
果
た
し
た
役
割
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

か
か
る
象
数
易
に
真
っ
向
か
ら
対
峠
す
る
立
場
で
、
易
思
想
の
展
開
上
新
生
耐
を
開
い
た
の
が
程
伊
川
で
あ
っ
た
。

伊
川
は
、
『
易
伝
』
序
の
中
で
こ
う

述
べ
て
い
る
。

易
有
望
人
之
道
四
駕
、
以
一
τ

一
向
者
尚
其
辞
、
以
勤
者
尚
其
変
、
以
制
器
者
尚
其
象
、
以
ト
箆
者
尚
其
占
、
吉
凶
存
亡
之
道
備
於
辞
、
推
辞
考
卦
、

可
以
知
変
、
象
与
占

在
其
中
央
、
君
子
居
則
観
其
象
而
玩
其
辞
、
動
別
観
其
変
而
玩
其
占
、
得
於
辞
、

不
透
其
意
者
有
央
、
未
有
不
得
於
辞
而
能
通
其
怠
者
也
、



一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
伊
川
は
こ
こ
に
お
い
て
易
の
四
要
素
(
辞

・
変
・
象
・
占
)

の
う
ち
、

と
り
わ
け
辞
の
重
視
を
諮
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
主
意
は
、

十
日
の
聖
人
の
遺
経
に
立
脚
し
て
、
儒
家
の
倫
理
道
徳
説
に
依
拠
し
な
が
ら
易
的
論
理
(
義
理
)

を
闘
明
す
る
に
あ
る
。
『
四
庫
金
書
総
目
提
要
』
に
、

漢
儒
一
寸
一
口
象
数
、
去
十
日
未
遠
也
、

一
一
変
而
為
京
焦
、

入
於
機
祥
、

再
変
而
為
陳
部
、
務
窮
造
化
、
易
遂
不
切
於
民
用
、

王
弼
尽
矧
象
数
、
説
以
老
荘
、

一
変
而
胡
環
程

子
、
始
悶
明
儒
理

(
巻
一
、
経
部
易
類
)

と
述
べ
て
い
る
の
も
、

か
か
る
趣
旨
を
開
陳
す
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
伊
川
の
易
論
の
特
色
は
、
後
世
の
人
々
を
し
て
象
数
を
粗
略
に
し
た
と
批
判
せ
し
め
る
ほ

ど
に
徹
底
し
て
象
数
を
捨
象
し
た
反
面
、
翻
っ
て
、
修
己
治
人
を
旨
と
す
る
日
用
実
践
の
学
と
し
て
の
儒
家
的
論
理
を
骨
子
と
し
て
、
独
自
の
易
解
釈
を
打
ち
立
て
た
こ

と
に
あ
る
口
そ
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
義
理
の
函
を
強
調
す
る
伊
川
の
易
説
の
精
華
は
、
部
康
節
を
中
心
と
す
る
象
数
日
仰
の
系
譜
と
と
も
に
、
宋
学
の
構
成
者
・
大
成

者
と
し
て
の
朱
子
に
よ
っ
て
継
承

融
合
さ
れ
、
表
章
せ
ら
れ
た
。

朱
子
は
、
「
易
伝
義
理
精
、
字
数
足
、
知
県
二
宅
欠
閥
、

他
人
着
工
夫
補
綴
亦
安
得
如
此
自
然
」
(
叫
朱

子
一
議
類
』
巻
六
十
七
)

と
い
っ
て
『
易
伝
』
を
推
称
し
な
が
ら
、

同
時
に
、
「
易
本
是
ト
笈
之
書
」
(
向
前
)

と
規
定
し
た
上
で
さ
ら
に
、
「
程
先
生
只
説
得
一
理
」
(
同
前
)

と
い
い
切
っ
て
い
る
。

か
く
て
、
朱
子
は
、
卦
辞
・
叉
辞
の
解
釈
に
お
い
て
伊
川
を
裂
い
、
如
何
な
く
義
理
を
簡
明
し
て
い
る
も
の
の
、
他
方
そ
の
著
『
周
易
本
義
』
に
お
い
て
、
河
図
・
格

蓄
・
伏
義
人
卦
次
序
・
伏
義
人
卦
方
位
・
伏
義
六
十
四
卦
次
序
・
伏
義
六
十
四
卦
方
位

文
王
八
卦
次
序
・
文
王
八
卦
方
位
・
卦
変
の
九
図
を
巻
頭
に
掲
げ
て
い
る
こ
と

に
証
一
爪
さ
れ
る
よ
う
に
、
象
数
を
も
あ
わ
せ
て
受
容
し
、

以
て
易
の
義
理
と
占
銘
の
両
国
を
宣
揚
し
た
こ
と
が
こ
こ
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
口

退
渓
の
易
説
の
特
色

本
十
退
渓
の
易
説
は
、
基
本
的
に
は
朱
子
の
易
説
の
継
一
ポ
と
発
展
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
退
渓
の
易
に
対
す
る
見
方
は
、
お
よ
そ
直
接
的
に
は
『
啓

(
4
)
 

蒙
伝
疑
』
、
『
遺
集
』
外
編
及
び
『
周
易
釈
義
』
を
挙
げ
る
の
が
至
当
と
思
わ
れ
る
。
円
啓
蒙
伝
疑
』
は
、
朱
子
の

司
易
学
啓
蒙
』
に
対
す
る
諸
家
の
閉
め
説
を
纂
集
し
、
併

せ
て
退
渓
自
身
が
自
説
を
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
『
易
学
啓
蒙
』
に
即
し
て
、
本
図
書
・
原
卦
図
・
明
著
策

考
変
占
の
四
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、

そ
れ
が
前
述
の
図
・
書
な
い
し
は
占
盤
に
か
か
る
象
数
の
面
を
悶
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
見
易
い
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
此
書
に
お

い
て
は
お
よ
そ

思
想
的
に
看
る
べ
き
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
次
い
で
『
遺
集
』
外
編
に
つ
い
て
看
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
太
極
・
陰
陽
・
五
行
を
は
じ
め
と
し
て
、

哲
学
・
思
想
論
集

第
十
ご
号
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退
、
渓
学
に
お
け
る
敬
の
哲
学
の
淵
源
に
つ
い
て

七。

易
に
関
す
る
術
語
が
し
ば
し
ば
散
見
す
る
。

し
か
し
、

五
十
字
を
超
え
る
よ
う
な
比
較
的
長
文
と
い
え
る
笛
所
に
し
て
も
、
易
理
に
言
及
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。

以
上
の
諸
編
に
よ
っ
て
、
退
渓
の
易
説
も
ま
た
朱
子
の
そ
れ
と
同
様
に
、
象
数
易
を
捨
象
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

悔

}

J

一

ナ
J

J

j

し
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
直
ち
に
、
退
渓
の
易
説
を
象
数
易
と
断
じ
る
こ
と
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
仮
に
か
か
る
視
点
に
立
っ
と
す
れ
ば
、
退
渓
の

日
初
説
が
朱
子
の
そ
れ
を
半
ば
否
定
し
て
、
義
理
易
に
対
崎
す
る
漢
易
(
象
数
易
)

へ
の
反
転
を
志
向
す
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
視
座

を
か
え
て
い
う
な
ら
ば
、
退
渓
学
が
朱
子
学
の
全
体
的
継
承
・
発
展
で
な
い
ば
か
り
か
、

そ
の
再
構
成
で
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
諾
見
解
は
、

退
渓
の
全
体
系
に
わ
た
る
解
釈
と
し
て
は
明
ら
か
な
誤
解
と
い
え
る
。
蓋
し
退
渓
は
、
義
理
易
す
な
わ
ち
易
の
思
想
的
側
面
を
も
捨
象
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

退
漢
の
根
本
思
想
を
知
る
う
え
で
最
も
重
要
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

(
5
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観
し
て
容
易
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
『
周
易
』
の
経
及
び
十
翼
の
各
伝
か
ら
の
引
用
が
各
所
に
散
見
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
就
中
、
『
天
命
図
説
』
の
冒
頭
に
最
も
明
瞭

と
い
う
の
も
、
『
製
学
十
図
』
、
『
天
命
図
説
』

十
J
小

こ
れ
ら
の
詩
編
を
通

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
天
郎
理
」
の
論
理
は
、
退
渓
学
と
易
的
論
理
と
の
連
関
に
つ
い
て
考
究
す
る
う
え
で
、
極
め
て
枢
要
な
思
想
内
容
を
合
意
し
て
い
る
。
結
論
的
に

い
う
な
ら
ば
、
退
渓
は
、
易
思
想
(
義
理
易
)

を
彼
の
学
問
体
系
の
根
底
に
お
い
て
受
容
し
、

以
て
そ
れ
を
根
幹
に
据
え
た
上
で
白
ら
の
思
想
体
系
を
構
築
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
節
以
下
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

退
渓
の

「理」

前
述
の
と
お
り
、
李
退
渓
は
『
天
命
図
説
』
の
冒
頭
に
お
い
て

ゴ
夫
即
理
也
」
と
述
べ
て
天
な
い
し
天
命
に
つ
い
て

極
め
て
特
色
あ
る
定
義
づ
け
を
行
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、

天
即
理
也
、
市
其
徳
有
四
、

日
元
亨
利
貞
是
也
p

蓋
元
者
始
之
理
、

亨
者
通
之
理
、

利
者
遂
之
理

点
者
成
之
理

而
其
所
以
循
環
不
患
者
、

4

史

k
r
f
T
J
之
氏
竹
ゴ
ペ

y

一

下
一
ゴ
プ
づ
ド
?
ぱ
4
J
'
タ
ハ
吟
ヲ
」

ι

少、

y
J
K
m用
品
火
よ
、

党

7
ノ

-f-一E
2
4

(
『
増
補

退
渓
全
世
一
百
』

成
均
館
大
学
校
大
東
文
化
研
究
院
、
統
築
港
八

一
四

O
頁
、
以
下

と
略
す
。
)

と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

(
6
)
 

規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
万
・
亨
・
利
・
貞
の
天
徳
は
、
そ
れ
ぞ
れ
始
め
る
、
通
ず
る
、
遂
め
る
、
成
す
と
い
う
、
用

こ
こ
に
お
い
て
李
退
渓
は
、
『
周
易
』
乾
卦
の
卦
辞
を
援
用
し
な
が
ら
、

理
と
し
て
の
天
の
徳
(
は
た
ら
き
)

を
、
一
苅
・
亨
‘
利
・
点
と

(
現
実
的
作
用
)

の
理
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、

天
徳
は
、
始
・
通
・
遂
・
成
と
い
う
現
実
に
実
効
あ
る
作
用
を
通
じ
て
、
循
環
し
な
が
ら
且
つ
無
窮
に
運
動
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
十
全
た
る
万
物
の
生
成

変
化



の
妙
を
達
成
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
、

お
の
ず
か
ら
な
る
は
た
ら
き
が
「
誠
」
と
さ
れ
る
。
以
上
が
右
の
一
節
の
謂
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
「
お
の
ず
か
ら
な
る
は
た
ら
き
」
と
述
べ
た
点
は
、
「
理
」
と
の
連
関
と
も
相
候
っ
て
、
木
稿
の
主
意
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、

文」

ら
に
説
明
を
要
す
る
と
忠
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
退
渓
に
お
け
る
「
理
」
と
は
、

夫
舟
行
当
水
、
車
行
当
段
、
此
理
也
、
舟
而
行
陵
、
車
而
行
水
、
非
其
理
也
、

君
当
仁
、
巨
当
敬
、

父
当
慈
、
一
寸
当
孝
、
此
理
也
、

君
而
不
仁
、
臣
而
不
敬
、
父
市

不
怒
、
子
而
不
孝
、
則
非
其
理
也
、
凡
夫
下
所
当
行
者
理
也
、

不
当
行
者
非
理
也
、

(
『
李
子
粋
一
訪
問
』
巻
一
、
『
全
一
番
』
五

一
八
八
一
良
)

に
お
い
て
端
的
に
一が
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
口

そ
れ
は
、
船
は
水
に
浮
か
び
草
は
陸
を
行
き
、
君
は
院
に
仁
を
も
っ
て
臨
み
、
臣
は
君
に
敬
を
も
っ
て
仕
え
る
、
と

い
っ
た
事
物
l
i
l
こ
と
・
も
の
ー
ー
に
自
然
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
お
よ
そ
存
在
す
る
事
物
の
あ
る
あ
り
か
た
が
退
渓
の
い
う
理
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
端
的
に
人
倫
的
世
界
を
含
む
こ
の
宇
宙
に
お
け
る
普
遍
的

一
般
的
な
原
理
な
い
し
は
理
法
だ
と
も
い
い
得
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
天
も
ま
た
、
人
絡

神
的
性
格
を
完
全
に
払
拭
し
た
理
法
的
性
格
の
も
の
と
解
さ
れ
ぜ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
天
が
即
一
法
的

原
型
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
限
り

上
に
述
べ
た
天
の
徳

(
は
た
ら
き
)
と
い
い
、

ま
た
そ
の
生
成
と
い
う
も
、

そ
れ
(
天
な
い
し
天
徳
)
が
、

具
体
的
な
作
用
力
を
発
揮
し
運
動
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
よ

う
。
退
渓
は
さ
ら
に
、

上
記
『
.
天
命
図
説
』
の
引
用
文
に
続
け
て
、

故
当
ニ
五
流
行
之
際
、
此
四
者
常
寓
於
其
中
、
而
為
命
物
之
源
、
是
以
凡
物
受
陰
陽
五
行
之
気
以
為
影
者
、
莫
不
具
元
亨
利
貞
之
理
以
為
性
、
其
性
之
目
有
五
、

に
ド

仁
義
礼
智
信
、
故
四
徳
五
常
上
下
一
理
、
米
嘗
有
間
於
天
人
之
分
、

(『全世
一己
一
ニ
、
統
集
巻
入
、

一
四

O
J
一
四
一
一
良
)

と
い
い
、
現
実
に
流
行
(
運
動
循
環
)

し
て
止
ま
な
い
の
は
二
五
、
す
な
わ
ち
陰
陽
五
行
の
気
で
あ
り
、

理
は
、

い
わ
ば
そ
の
気
に
相
即
し
て
あ
る
と
す
る
。
か
か
る
気

に
相
即
せ
る
理
は
、

そ
の
動
的
側
面
か
ら
は
一
元
亨
利
貞
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
が
、

も
と
の
と
こ
ろ
は
一
理
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
れ

(
理
)

は
、
万
物
個
々
の
性

と
し
て
遍
在
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
、

理
に
お
い
て
天
人
の
分
は
な
い
、
と
い
う
の
が
退
渓
の
「
天
即
理
」
の
論
理
が
帰
結
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

李
退
渓
の
極
め
て
特
徴
あ
る
「
天
即
理
」
の
論
理
を
そ
の
骨
格
と
す
る
天
人
相
応
の
思
想
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
と
お
り
、
「
敬
の
哲
学
」

へ
と
展
開
し
て
行
く
の

で
あ
る
。
そ
の
要
旨
は
、
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
を
簡
潔
に
述
べ
る
と
、
次
ぎ
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
が
理
法
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
天
命
観
念

に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
行
為
の
当
為
性
を
得
る
こ
と
は
事
際
上
不
可
能
と
な
る
。
こ
こ
に
、
心
の
あ
り
か
た
が
問
題
と
さ
れ
、
『
聖
学
十
図
』
に
「
今
弦
十

図
皆
以
敬
為
主
駕
」
(
第
四
凶
・
補
説
、
『
全
世
一
一回』

一
、
内
集
、
巻
七
、
二

O
一ニ一良)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
敬
が
大
き
く
取
り
ざ
た
さ
れ
る
根
本
原
因
が
存
す
る
。

哲
学
・
思
想
論
集

第
十
ニ
号

-G 



退
渓
学
に
お
け
る
敬
の
哲
学
む
淵
源
に
つ
い
て

七

な
ぜ
な
ら
、

心
は
一
身
の

で
あ
り
、

(
6
J
 

し
か
も
そ
の
心
の
主
宰
が
ほ
か
な
ら
ぬ
敬
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
論
理
構
造
は
、
天
命
観
念
の
希
薄
さ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
『
周
易
』
十
翼
の
そ
れ
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
性
格
を
し
め
し
て
い
る
。

」
の
こ
と
は
、

む
し
ろ
、

退
渓
学
に
お
け
る
天
の
理
法
的
性
格
が
、
易
的
論
理
に
お
け
る
道
に
淵
源
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
論
理
的
整
合
が
計
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま

ず
初
め
に
易
的
論
理
に
つ
い
て
述
べ
、

そ
の
上
で
こ
れ
を
退
渓
学
に
お
け
る
「
敬
の
哲
学
」
の
論
理
と
比
較
・
対
照
す
る
こ
と
を
以
て
次
の
課
題
と
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

四

易
伝
の

「道」

資
一
一
一
一
口
を
要
す
る
ま
で
も
な
く
、

回
倒
的
論
理
の
根
幹
は
「
道
」
の
思
想
に
求
め
ら
れ
る
。

繋
辞
伝
は
、
ご
陰
一
陽
之
謂
道
」
と
い
っ
て
、

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
端
怠

に
一
陰
一
陽
と
規
定
し
て
い
る
。
繋
辞
伝
に
よ
れ
ば
、

万
物
の
さ
ま
ざ
ま
な
る
様
態
も
こ
れ
を
諦
観
す
れ
ば
結
局
の
と
こ
ろ
陰
陽
二
気
(
ニ
相
)

の
無
窮
に
連
続
す
る
循

〈

m
i
v

環
・
交
替
の
型
に
帰
着
す
る
と
み
ら
れ
、
こ
れ
が
道
と
規
定
さ
れ
る

D

し
た
が
っ
て
道
は
、
端
的
に
お
よ
そ
存
在
す
る
事
物
の
お
の
ず
か
ら
あ
る
あ
り
か
た
で
あ
る
。

(
8
)
 

不
易
也
」
と
あ
る
。
こ
の
い
い
方
を
以
て
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
存
在
す
る
事
物
は
と
き
に
陰
と
な

さ
て
、
『
易
緯
乾
弊
度
』
に
は
、
「
易
者
易
也
、
変
易
也
、

り
阪
と
な
っ
て
循
環

交
替
す
る
か
ら
、
そ
の
変
は
、
無
窮
に
連
続
し
て
止
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い

(
変
易
)
、

に
も
か
か
わ
ら
ず

抗
し
き
わ
め
て
み
れ
ば
複
雑
に
錯
綜

し
て
み
え
る
変
化
も
陰
陽
の
循
環

交
替
で
あ
る
か
ぎ
り

こ
れ
を
一
陰
一
陽
の

に
日
間
す
こ
と
が
で
き
る
(
易
簡
)
、

し
た
が
っ
て
こ
の
変
化
の
型
(
あ
り
か
た
)
は
、

万
物
に
一
般
的
で
あ
り
、

ま
た
常
に
普
遍
的
で
あ
っ
て
変
わ
ら
な
い

(
不
易
)
、

!
iー
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
道
は
、

易
之
為
書
也
、
広
大
悉
術
、
有
天
道
一
潟
、
有
人
道
駕
、
有
地
道
駕
、
兼
三
材
而
両
之
、
故
六
、
六
者
非
官
也
、

三
材
之
道
也
、

(
繋
辞
伝
・
上
・
八
章
)

と
あ
る
よ
う
に
、
時
間

空
間
を
超
え
て
事
物
の
あ
ら
ゆ
る
運
動
・
変
化
を
包
摂
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
道
が
か
か
る
形
市
上
者
と
し
て
定
立
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

そ
れ
は
い
わ
ば
抽
象
的

理
念
的
存
在
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
自
'
井
何
ら
具
体
的
作
用
力

を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
故
に
、
天
道
が
直
ち
に
人
道
と
し
て
現
実
具
体
に
お
い
て
実
現
さ
れ
定
立
さ
れ
る
に
い
た
る
に
は
、
人
の
、
正
体
的
・
自
覚
的
営
為
を
待
た
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
の
ご
陰

陽
之
謂
道
」
に
つ
守
つ
い
て
、

継
之
者
善
也
、
成
之
者
性
也
、
仁
者
見
之
諮
之
仁
、
知
者
見
之
謂
之
知
、

百
姓
日
用
而
不
知
、
故
君
子
JL
道
鮮
突
、

(
同
伝
、

四
ヰ
平
)



と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
万
物
の
自
ず
か
ら
有
る
あ
り
か
た
に
素
直
に
従
う
こ
と
が
普
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、

〈

9
〉

の
生
来
の
も
の
で
あ
り
、
設
問
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
性
は
、
生
得
的
に

性
は
、
儒
学
に
お
い
て
は
一
犬
よ
り
受
け
た
と
こ
ろ

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
を
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ

ぅ
。
も
と
よ
り
、

か
か
る
営
為
は
、
個
々
人
の
主
体
的
・
自
覚
的
な
実
践
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
現
実
具
体
の
場
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
実
効
あ
る
も
の
と
な
る
。
す
な

わ
ち
、
仁

知
の
徳
者
に
し
て
道
の
一
面
を
以
て
全
体
と
見
倣
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
市
井

般
の
人
々
に
い
た
っ
て
は
、

た
と
え
道
に
適
お
う
と
も
、

そ
れ
は
、
自

覚
的
・
主
体
的
な
営
為
で
は
な
い
ゆ
え
、

か
た
な
い
し
処
し
か
た

(
徳
)

と
い
う
も
の
は
ま
れ
で
あ
る
、

し
た
が
っ
て
道
の
実
践
と
は
見
倣
さ
れ
得
な
い
。
道
を
自
覚
し
こ
れ

〈

ω)

と
い
う
こ
と
に
な
る
口

に
行
為
に
移
す
と
い
う
よ
う
な
全
徳
の
人
の
あ
り

以
上
の
所
論
は
、
端
的
に
、
事
物
の
存
在
の
在
り
方
が
、
向
時
に
人
の
実
践
の
在
り
方
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
存
在
の
理
法
と
し
て
把
握
さ
れ
た
も
の
は
、
た
だ
ち
に

実
践
の
理
法
と
し
て
、

そ
の
実
行
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
自
明
の
よ
う
に
、

(
易
伝
)

に
お
い
て
天
な
い
し
天
命
の
観
念
は
、
す
で
に
そ
の

中
心
思
想
た
る
位
置
を
失
っ
て
い
る
。
代
わ
っ
て
道
の
思
想
を
そ
の
根
幹
と
し
て
、
人
間
存
在
の
、
王
体
的
・
自
覚
的
な
営
為
に
重
点
を
措
く
思
想
体
系
が
、
前
回
に
打
ち

出
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
こ
こ
に
知
る
の
で
あ
る
。

五

「
持
敬
」

の
回
一
山
相
ω

前
節
で
の
論
述
の
内
容
を
緩
め
る
と
、
易
的
論
理
の
中
心
思
想
か
ら
い
う
な
れ
ば
、
事
物
の
あ
る
あ
り
か
た
が
同
時
に
人
間
主
体
の
あ
る

(
な
す
)

ベ
き
あ
り
か
た
で

あ
る
と
い
い

る
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
存
在
の
理
法
(
天
道
)
と
し
て
把
擦
さ
れ
た
も
の
は
、

そ
れ
が
直
ち
に
人
の
あ
る
べ
き
あ
り
か
た

(
人
道
)

と
し
て
、

し、

わ

ば
当
為
と
し
て
措
定
さ
れ
、

そ
の
実
行
が
.
要
請
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
繰
り
返
す
が
、
十
翼
が
成
立
し
易
が
儒
家
の
経
典
と
し
て
確
立
す
る
に
お

よ
び
、
天
な
い
し
天
命
の
観
念
は
そ
の
中
心
思
想
た
る
位
置
を
失
い
、
代
わ
っ
て
、

の
概
念
を
中
心
と
す
る
新
た
な
思
想
体
系
が
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
思
想
史

的
に
は
、
こ
の
こ
と
は
、
本
来
ト
盆
の

で
あ
っ
た
易
が
繋
辞
伝
を
は
じ
め
と
す
る
十
翼
の
成
立
に
よ
っ
て
、
哲
恕
の

し
て
再
構
成
さ
れ
た
事
情
と
相
表
裏
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
如
上
の
思
想
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
敬
を
持
し
て
存
養
・
修
練
を
旨
と
し
、
天
命
観
念
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
む
し
ろ
主
体
的
・
実

践
的
個
の
う
ち
に
人
間
行
為
の
当
為
性
を
推
求
し
た
、
敬
の
哲
学
と
し
て
の
退
渓
学
の
基
本
思
想
と
も
相
い
通
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

李
退
渓
は
最
晩
年
の
六
十
八
才
の
年
(
一
五
六
八
年
)

に
、
時
の

に
対
し
て
『
聖
学
十
図
b

を
奉
っ
た
。

そ
し
て
、

そ
の
全
体
を
貰
く
主
意
が
「
敬
い
と
い
う

哲
学
・
思
想
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退
漢
学
に
お
け
る
敬
の
哲
学
の
淵
源
に
つ
い
て

七
回

点
に
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

い
ま

そ
の

ZE尚
子
十
図
』
の
序
文
に
あ
た
る
、
「
進
聖
学
十
図
割
子
」
(
以
下
「
劉
子
」
と
略
す
)
を
中
心
に
、

。
論
理

〈

E
F
3

に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
に
論
究
し
よ
う
。
周
知
の
と
お
り
こ
の

Uま

『
十
図
』
の
後
に

れ
た
も
の
で
あ
り
、

孔
子
・
孟
子
と
い
っ
た
古
の
聖
賢
の
言
を
引

い
て
、
退
渓
み
や
す
か
ら
の
学
問
論
・
実
践
論
を
披
涯
し
た
「
劉
子
」
の
全
般
、

ひ
い
て
は
退
渓
学
の
全
体
系
に
か
か
る
、

い
わ
ば
そ
の
要
訣
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
と
こ

ろ
で
あ
る
。

退
漢
は
そ
の
始
め
に
お
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

道
無
形
象
、

天
無
言
語
、
自
河
格
図
書
之
出
、
聖
人
図
作
卦
交
、
市
道
始
見
於
天
下
央
、
然
部
道
之
浩
浩
何
処
下
手
、
古
訓
千
万
何
所
従
入
、

一

、

「

吋

J
2
4
亡

一
戸
当

巻
七

一
九
五
頁
)

道
に
は
形
象
な
く
、
天
は
無
臭
無
声
で
、
こ
と
ば
が
な
い
。
河
図
・
格
者
一
回
が
出
て
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
聖
人
が
易
を
作
り
、

そ
こ
で
始
め
て
道
が
天
下
に
明
ら
か
に
な
っ

た
。
し
か
し
道
は
、
浩
浩
と
し
て
際
限
な
く
、
こ
れ
を
把
捉
し
よ
う
に
も
、
十
日
制
千
万
、
諸
説
紛
紛
と
し
て
、
人
は
こ
れ
に
取
り
か
か
る
糸
口
と
て
見
い
出
せ
な
い
、
と

〈
日
)

大
雅
・
文
王
)
、
あ
る
い
は
『
論
一
泊
』
陽
貨

い
う
の
が
そ
の
趣
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
に
注
目
さ
れ
る
「
夫
無
言
語
」
の
一
文
は
、
「
上
天
之
裁
、

の
「
天
何
一
言
哉
、

四
時
行
駕
、

百
物
生
駕
、
天
何
一
γ

一
口
哉
、
」
に
表
白
さ
れ
た
、

い
わ
ば
自
然
的
天
の
思
惟
と
も
、

そ
の
口
吻
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
い
山
一

を
よ
り
厳
密
に
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も
う
一
度
既
述
の
「
天
郎
理
」
の
論
理
を
相
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
退
撲
は
、

天
を
理
法
的
性
格
の
も
の
と
解
し
て
い
た
。

退
渓
に
お
け
る
天
は
、
端
的
に
こ
れ
を
天
道
と
い
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
、
自
然
界
の
一
般
的

普
遍
的
な
原
理
な
い
し
法
則
と
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

事
物
の
主
宰
者
と
し
て
具
体
的
作
用
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
瑞
祥
と
災
忠
と
を
降
し
て
人
々
に
そ
の
意
志
(
命
令
)
を
伝
え
る
と
見
倣
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、

い
わ
ゆ
る
人
格
神
的
天
の
要
素
を
す
で
に
払
拭
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

天
の
意
志
(
天
命
)

に
依
拠
し
て
人
の
あ
る
べ
き
あ
り
か
た
と
定
立
し
よ
う
と
す
る
営
み
、

す
な
わ
ち
、
人
間
行
為
の
当
為
性
を
天
命
に
求
め
よ
う
と
す
る
蛍
為
は
、
事
際
上
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
人
間
行
為
の
当
為
性
を
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
退
渓
は
こ
れ
を
、
人
間
主
体
の
中
に
求
め
る
。
よ
り
勝
義
に
は
、

一
身
の
主
宰
た
る
「
心
」

に
求
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

心
具
於
方
寸
、
而
歪
虚
至
霊
、
理
著
於
図
書
而
杢
顕
至
昨
一
六
、
以
至
虚
歪
之
心
、
求
至
顕
一
主
突
之
理
、
笠
無
有
不
得
者
、
(
前
掲
書
、

一
九
七
頁
)

と
述
べ
る
。
心
は
、
方
寸
の
う
ち
に
あ
っ
て
虚
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
す
ぐ
れ
た
は
た
ら
き
を
持
っ
て
い
る
。
理
(
こ
と
わ
り
道
)

は
、
関
・

に
あ
ら
わ
れ
、
あ
き
ら



か
に
し
て
し
か
も
「
実
」
で
あ
る
。
至
虚
至
霊
の
心
を
以
て
、

至
顕
至
笑
の
理
を
求
め
る
こ
と
を
、
退
渓
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

理
を
求
め
る
こ
と
に
お
い

て
重
視
さ
れ
る
の
が
、
「
思
」
す
な
わ
ち
「
オ
モ
ウ
」
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
「
学
」
つ
ま
り
「
マ
ナ
ブ
」
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
退
渓
は
こ
こ
で
三
綱
引
と
為
政
の

「
学
而
不
忠
則
問
、
思
而
不
学
則
殆
」
を
引
い
て
、
思
と
同
時
に
学
の
重
視
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
退
渓
は
、

草
壁
門
之
学
、
不
求
諸
心
則
昏
而
無
得
、

故
心
思
以
通
其
徴
、

不
習
其
事
則
危
而
不
安
、
故
必
学
以
践
其
突
、
思
与
学
交
相
相
発
而
五
相
益
也
、
(
同
前
)

と
い
っ
て
、
思
と
学
と
が
相
発
し
、
相
益
し
て
理
(
道
)
を
あ
き
ら
か
に
、
こ
れ
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
し
か
も
、
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
の
が
、

お
そ
れ
、
つ
つ
し
む
心
の
状
態
で
あ
り
、

「
持
敬
」
(
敬
を
持
す
る
こ
と
)

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
端
的
に
い
う
な
ら
ば
、
踏
え
な
い
前
、
聞
こ
え
な
い
前
に
お
い
て
、

ま
た
心
を
そ
の
よ
う
に
あ
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
退
渓
は
、

持
敬
者
又
所
以
兼
思
学
、
貰
動
静
、
合
内
外
、

一
顕
微
之
道
也
、
其
為
之
法
必
也
存
此
心
於
斉
荘
静
一
之
中
、
窮
此
理
於
学
問
思
弁
之
際
、

不
陪
不
問
之
前
、
所
以

戒
懐
者
愈
厳
愈
敬
、
隠
微
幽
独
之
処
、
所
以
省
察
者
愈
精
愈
密
、

(
同
前
)

と
述
べ
て
い
る
。
学
と
思
と
に
よ
っ
て
抱
一
学
を
学
び
聖
人
と
な
る
に
至
る
一
切
の

は
、
こ
れ
を
心
の
は
た
ら
き
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
隠
微
に
通

じ
、
内
外
も
兼
ね
備
え
、
以
っ
て
「
理
」
を
体
得
し
て
己
を
処
し
て
い
く
営
為
は
「
持
敬
」
に
お
い
て
為
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
退
渓
学
に
お
け
る
「
敏
の
哲
学
」
の
核

心
で
あ
る
。

お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
の
所
論
を
要
す
る
に
、
李
退
一
民
の
敬
の
哲
学
に
お
い
て
、
天
な
い
し
天
命
観
念
は
耕
除
さ
れ
、
却
っ
て
一
身
の
主
宰
た
る
心
の
は
た
ら
き
に
人
間
存
在
の
当

為
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
、
人
間
存
在
の
主
体
的
・
自
覚
的
営
為
を
通
し
て
世
界
存
在
の
理
法
を
見
い
出
し
、
翻
っ
て
人
間
存
在
の

理
法
を
定
立
せ
ん
と
し
た
易
伝
の
基
本
思
想
(
易
的
論
理
)
と
も
、
人
間
主
体
の
自
覚
的
営
為
を
重
視
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
そ
の
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る。

お
よ
そ
思
想
史
的
に
は
、
日
初
的
論
理
は
、
退
渓
の
敬
の
哲
学
に
先
行
し
、

そ
の
基
本
思
想
に
お
い
て
、
前
者
は
後
者
の
原
型
(
な
い
し
塑
型
)

で
占
め
る
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
易
的
論
理
を
退
渓
の
敬
の
哲
学
と
対
置
す
る
形
で
、

両
者
を
対
照
・
検
討
し
、
敬
の
哲
学
が
、

そ
の
基
本
思
想
に
お
い

τ易
的
論
理
と
相

哲
学
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思
想
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退
渓
学
に
お
け
る
敬
の
哲
学
の
淵
源
に
つ
い
て

七
六

い
通
ず
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
退
渓
の
易
学
そ
の
も
の
が
、
義
理
と
象
数
の
両
面
を
兼
ね
備
え
、
朱
子
易
の
立
場
を
継
承
し
て
い
る
こ

と
の
証
左
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
退
渓
の
易
学
体
系
を
探
る
手
掛
り
と
し
て
き
わ
め
て
枢
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
た
い
。

3主
(
l
)
 

一
九
八
五
年
参
照
。

朱
震
経
箆
表
一
去
、
陳
持
以
先
天
国
、
伝
科
放
、
放
伝
穆
修
、
修
伝
李
之
才
、
」
ノ
~
才
伝
部
一
雄
、
放
以
河
図
洛
書
伝
李
瓶
、
統
伝
許
堅
、
堅
伝
活
誇
日
間
、
誇
昌
伝
劉
牧
、
故
朱
子
一
式
密
戯

高
橋
進
『
李
退
渓
と
敬
の
哲
学
』
、
東
洋
書
院
、

(
2
)
 四

、
其
説
皆
出
部
氏
、
然
観
劉
牧
鈎
深
索
隠
図
乾
与
坤
数
九
也
、

知
先
天
図
之
伝
、
不
僅
部
氏
得
之
也
、
(
『
易
学
象
数
論
』
巻
一
、
先
天
図
二
、
)

(
3
)
 
劉
大
釣
氏
は
、
そ
の
著
吋
田
川
易
概
論
』
(
斉
品
俗
世
一
同
社
、

一
九
八
六
年
、

一
八
五
頁
)
に
て
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

筆
者
は
ハ
ン
グ
ル
を
ほ
と
ん
ど
解
さ
な
い
の
で

ハ
ン
グ
ル
に
よ
る
注
解
が
施
さ
れ
て
あ
る
『
周
易
釈
義
』
の
解
説
に
は
著
し
い
困
難
を
禁
じ
え
な
い
。
返
渓
の
易
説
の
総
合
的

・

体
系
的
理
解
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

李
斑
摂
氏
は
、
『
退
渓
全
書
』
(
成
均
館
大
学
校
大
東
文
化
研
究
所
)
の
序
に
よ
せ
て
、
退
渓
が
『
周
易
』
の
理
解
に
い
か
に
意
を
用
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
お
ら
れ
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
退
渓
は
二
十
才
の
時
に
『
周
易
』
を
読
み
、
そ
の
総
奥
を
き
わ
め
る
た
め
に
ほ
と
ん
ど
寝
食
を
忘
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
健
康
に
気
を
配
る
余
裕
す
ら

な
か
っ
た
わ
け
で
、
爾
来
、
生
涯
病
い
多
い
身
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
あ
る
。

6 

高
橋
進
氏
、
前
掲
書
、

一
回
九
頁
以
下
、
参
照
。

(
7
)
 
詳
細
に
つ
い
て
は
、
制
稿
「
『
周
易
』
繋
辞
伝
に
お
け
る
、
道
の
根
本
思
想
」
(
「
倫
理
学
」
4
、
筑
波
大
学
倫
理
学
原
論
研
究
会
、

一
九
八
五
年
)
及
び
、

「浅
探
『
易
伝
』
的
H

道
H

範
幡
」
(
「
中
山
大
学
学
報
」
哲
学
社
会
科
学
版
、

一
九
八
六
年
第
四
期
)
に
お
い
て
す
で
に
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)
 
『
日
訓
練
乾
軽
度
』
巻
上
、
(
安
居
香
山
・
中
村
理
人
編
『
緯
書
集
成
』
漢
貌
文
化
研
究
会
、
昭
和
十
五
年
、
所
収
)

(
9
)
 
清
の
李
光
地
『
周
易
折
中
』
に
一
部
さ
れ
た
内
容
が
、
儒
家
的
解
釈
と
し
て
最
も
す
な
お
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
、
そ
こ
に
、

槌
人
子
所
謂
継
体
、
所
謂
継
志
、
護
人
者
天
地
之
子
也
、
天
地
之
理
、
全
付
於
人
而
人
受
之
、
儲
孝
経
所
説
身
体
髪
府
受
之
父
母
者
、
是
也
、
但
謂
之
付
則
主
於
天
地
而
言
、
調

之
受
則
主
於
人
而
一
一
一
一
日
、
惟
謂
之
継
、
則
見
得
天
人
承
接
之
意
、
一
川
付
与
受
両
義
皆
在
其
中
央
、
天
付
於
人
而
人
受
之
、
其
理
印
刷
川
県
不
善
、
別
人
之
所
以
為
性
者
、

哉
、
故
孟
子
之
道
性
義
者
本
此
也
、
然
走
理
統
具
於
人
物
之
身
、
則
其
根
原
雌
無
不
普
而
其
末
流
区
以
別
泉
、
(
巻
十
一
二
、
繋
辞
伝
上
・
注
)

什
小
笠
荷
下
喜

司ク

t
g」
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I
-
/
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と
あ
る
の
を
参
照
し
た
。

(ω) 
普
の
斡
康
伯
は
、
「
君
子
体
道
以
為
用
也
、
仁
知
者
滞
於
所
見
、
百
姓
則
日
用
而
不
知
、
体
斯
道
者
不
亦
鮮
人
史
、
」
(
『
周
易
注
疏
』
巻
七
、
繋
辞
伝
上
・
四
諦
)
と
い
う
。
伊
川
は
、

「一連半制、

一
陰
一
陽
也
、
動
静
無
端
、
陰
陽
無
始
、
非
知
道
者
、
執
能
識
之
、
動
静
相
国
而
成
変
化
、
順
継
此
道
則
為
普
也
、
成
之
在
人
則
謂
之
性
也
、
在
衆
人
則
不
能
誠
、
随
其
所

人
鮮
克
知
也
、
」
(
『
二
程

F
Z
中
華
書
局
、
一

O
ニ
九
頁
)
と
も
述
べ
て
い
る
。

知
、
故
仁
者
詔
之
仁
、
知
者
調
之
知
、
百
姓
則
由
之
而
不
知
、
故
君
子
之
道
、

あ
る
い
は
、
李
光
地

が
、
「
如
下
文
所
云
仁
知
百
姓
者
、
皆
局
於
所
受
之
偏
、
一
川
不
能
完
其
所
付
之
今
一
、
」
(
前
掲
書
、
間
前
)
と
い
う
の
も
、
同
様
の
内
容
を
開
館
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

11 

労
忠
光
氏
は
そ
の
著
『
中
国
哲
学
史
b

の
中
で
、
こ
う
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
上
天
之
械
、
無
声
無
具
、
犠
刑
文
王
、
万
邦
作
学
。
」

此
中
前
ニ
句
、
以
「
無
声
無
臭
」
以
描
述
「
形
上
天
」
之
特
性
、
議
詩
経
中
凡
一
一
一
一
口
「
人
特
天
」
者
、
皆
視
為
料
、
而
作
探
人
化
之
描
写
、
:

「
天
影
中
」
必
有
所
作
為
、
市
コ
一
人

道
」
則
「
無
詰
ノ
無
臭
」
、

一
理
運
行
、
無
可
言
説
。
下
接
「
儀
刑
文
王
、
万
邦
作
字
」
、
則
一
一
一
一
日
文
王
法
天
之
効
果
。

総
之
、
詩
経
中
蹴
的
見
「
人
格
天
」
之
観
念
、
但
「
形
上
天
」
主
観
念
亦
漸
漸
出
現
。
故
後
世
之
「
天
道
」
観
念
、
悉
源
於
此
。
(
友
聯
出
版
社
、

九
六
一
年
、
巻
一
、
八
J

九
頁
)

氏
は
、
「
加
熱
戸
無
臭
」
を
以
て
い
わ
ゆ
る
人
格
神
的
天
を
脱
却
し
た
形
而
上
的
天
の
描
出
と
捉
え
、

後
世
の
「
天
道
」
観
念
も
ま
た
こ
こ
に
淵
源
す
る
と
い
う
旨
の
見
解
を
表
明
し
て

お
ら
れ
る
。哲

学
・
思
想
論
集
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On the Origin of the Philosophy of Respect 

in Toegye School of Thought; Its Relation to 

the Logic of the Yi Jing 

Kδetsu SATO 

This paper attempts to demonstrate the following. According to the central con-

cepts of the Yi Zh uan (易伝)， that which Is Iηfact the proper exIstence for matter is 

at the same time the proper practice for man. In other words， that which Is perceived 

as the law of existence is inextricably linked to a manner of acting and conducting 

oneself that is imperative under the law of practice. _ It is from this that we can 

see how， with the completion of the Yi Zhuan (易伝)， the Yi Jing (易経)was to be 

established as the cannon for the Confucians， and， in the same stroke， the ideas 

regarding the providence of Heaven and the very concept of Heaven itself were to 

lose their central position in the Yi Zhnan (易伝)， and， in their place， the philosophy 

of the Dao (道)was to be brought forth as the very root of that philosophical 

system. This aspect of thought found in the Yi Zhuan (易{云) can be said to be 

complementalγto Toegye's Philosophy which had abandoned the concept of provi曲

dence and had taken on the concepts of respect and practice as central to its 

thought. In this sense， it can be said that the Yi Zhuan (易伝)was the prototype 

of Toegye's School of Philosophy. 

退
渓
学
に
お
け
る
敬
の
哲
学
の
淵
源
に
つ
い
て
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