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李

退
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部
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品

橋

進

序

李
退
渓
が
、
朱
子
学
及
び
宋
代
の
儒
学
思
想
を
い
か
に
受
容
し
、

い
か
な
る
理
解
を
示
し
、

ま
た
い
か
な
る
独
自
の
思
想
形
成
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
わ
け
で
も

朱
子
学
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
展
開
を
跡
づ
け
、

ま
た
そ
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
課
題
解
決
に
か
か
わ
る
ひ
と
つ

の
作
業
が
、
李
退
渓
の
人
間
観
の
解
明
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
彼
の
人
間
に
お
け
る
性
・
心
・
情
等
の
論
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
は
特
に
理
気
論
と
の
関
係
で

い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
論
稿
で
は
、
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
李
退
渓
が
そ
の
弟
子
奇
高
峰
と
凡
そ
八
年
に
わ
た
っ
て
論
争
を
続
け
た
「
四
端
七

情
論
」
の
前
提
な
い
し
そ
の
背
景
と
な
っ
た
「
天
命
図
」
説
」
に
関
す
る
諸
問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
中
心
に
李
退
渓
の
人
間
観
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
両
者
の
四
七
論
弁
は
、
従
来
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
論
究
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
単
に
両
者
の
論
争

が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
李
退
渓
の
人
間
観
な
い
し
人
間
論
を
全
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
作
業
の
一
環
と
し
て
、

」
の
問
題
に
追
っ
て
み
た
い

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
論
争
に
至
る
ま
で
に
、
李
退
渓
は
天
人
相
応
、
理
気
、
心
性
情
等
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
い
か
な
る
所
説
を
も
っ
て
い
た
か

を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
論
争
の
背
景
及
び
そ
の
根
抵
に
は
、

そ
も
そ
も
儒
学
思
想
の
中
間
か
ら
の
受
容
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で

あ
る
か
ら
九
宋
代
の
思
想
を
中
心
と

L
て
、
そ
れ
と
の
関
連
も
考
察
し
な
け
れ
ば
、
受
容
、
理
解
、
独
自
性
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
得
な
い
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
四

七
論
弁
は
、
退
渓
と
高
峰
の
四
端
・
七
情
に
関
す
る
論
争
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
だ
け
で
は
、
単
に
現
象
的
な
意
見
の
相
違
の
開
陳
に
な
っ
て
し
ま
う
。
右
に
述
べ
た
如

く
、
退
渓
の
人
間
観
な
い
し
思
想
の
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
踏
ま
え
て
、
以
下
に
そ
の
論
述
を
始
め
る
こ
と
と
す
る
。
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一、
退
渓
の

「
天
命
図
説
」
参
訂

退
渓
と
高
峰
と
の
論
争
の
発
端
は
、

周
知
の
如
く
退
渓
が
鄭
秋
轡
の
「
天
命
図
説
」
を
改
訂
し
、

そ
の
中
の
四
端
・
七
情
の
部
分
に
つ
い
て
、
後
日
、
奇
高
峰
や
土
友

の
鵠
に
種
々
の
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
開
い
て
こ
れ
を
さ
ら
に
改
め
た
こ
と
か
ら
起
罰
す
る
。
即
ち
、
鄭
秋
静
(
子
雲
、
静
商
等
と
字
称
す
)

の
「
天
命
(
旧
)
図
」
に
は

は
じ
め
「
四
端
は
理
に
発
し
、

七
情
は
気
に
発
す
」
と
あ
っ
た
の
を
、
退
渓
の
手
を
入
れ
た
「
天
命
(
新
)
密
」
に
お
い
て
は
「
四
端
は
理
の
発
、

七
情
は
気
の
発
」
と
改

め
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
を
伝
聞
し
た
高
峰
ら
の
間
に
疑
議
が
出
た
の
で
、
さ
ら
に
、
退
渓
は
高
峰
に
送
っ
た
書
簡
の
中
で
、

-
:
又
因
士
友
間
伝
問
所
論
四
端
七
清
之
説
、
部
意
於
此
亦
嘗
自
病
其
下
語
之
未
穏
、
逮
得
回
以
駁
、
益
知
疎
謬
、
郎
改
之
云
、

ハヱ〉

発
兼
気
、
故
有
善
悪
、
未
知
如
此
下
語
無
病
否
、
・
:
・

四
端
之
発
純
理
、
故
無
不
善
、
七
情
之

と
述
べ
て
、
士
友
の
間
に
論
議
さ
れ
て
い
る
四
端
七
情
の
説
に
つ
い
て
は
、
私
も
か
ね
て
(
「
天
命
図
」
に
あ
る
)
下
の
部
分
の
語
が
未
だ
穏
か
で
な
い
こ
と
を
病
ん
で
い

た
が
、
夜
駁
を
得
る
に
逮
ん
で
益
々
そ
の
疎
謬
な
る
を
知
っ
た
次
第
で
あ
る
。

つ
い
て
は
こ
れ
を
「
四
端
の
発
す
る
は
純
理
、
故
に
不
善
な
し
。
七
情
の
発
す
る
は
気
を

兼
ぬ
、
故
に
善
悪
あ
り
ょ
と
改
め
た
な
ら
ば
、
(
四
端
・
七
情
に
続
く
)
下
の
語
は
病
な
き
を
得
る
で
あ
ろ
う
か

i
lと
高
峰
に
意
見
を
求
め
て
い
る
。
右
引
用
文
末
屠

の
「
未
知
如
此
下
語
無
病
否
、
」
の
語
調
は
、
「
こ
の
よ
う
に
改
め
た
」
と
い
う
定
見
を
確
信
を
も
っ
て
披
躍
し
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
ご
」
れ
で
よ
い
の

か
ど
う
か
、
私
に
も
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
響
き
さ
え
も
っ
て
い
る
。
退
渓
が
こ
の
書
簡
を
高
蜂
に
送
っ
た
の
は
、
己
未
(
一
五
五
九
年
、
明
宗
一
四
年
)

の
年
、
彼
の

五
十
九
歳
の
正
月
で
あ
っ
た
か
ら
、
す
で
に
退
渓
の
学
問
は
成
熟
期
な
い
し
大
成
の
域
に
達
し
て
お
り
、
書
簡
に
「
未
知
:
・
・
:
無
病
否
」
と
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
暖

昧
未
定
の
意
見
を
弟
子
に
送
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
単
な
る
謙
遜
の
辞
で
あ
る
、

と
い
う
考
え
方
も
で
き
よ
う
。
そ
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
か
も
、
本
稿
の
課
題
で
あ

る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
書
簡
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
退
渓
と
高
蜂
と
の
長
期
に
わ
た
る
論
争
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
退
渓
が
こ
の
よ
う
な
書
簡

を
弟
子
に
送
っ
た
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
鄭
秋
轡
の
「
天
命
図
説
」
に
退
渓
が
か
か
わ
り
を
も
っ
た
こ
と
か
ら
ま
ず
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
こ

〈

2
〉

れ
に
つ
い
て
は
、
退
渓
の
「
天
命
図
説
後
叙
」
に
そ
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
概
要
は
、
凡
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ち
か

即
ち
、
李
混
は
官
途
に
就
い
て
か
ら
前
後
二
十
年
間
、
漢
陽
の
西
城
門
の
内
に
寓
居
し
て
い
た
が
、
未
だ
鄭
静
而
(
秋
轡
)
な
る
者
が
隣
く
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
。
あ
る
自

姪
の
{
喬
が
ど
こ
で
手
に
入
れ
た
の
か
、
「
天
命
図
」
及
び
「
天
命
図
説
」
な
る
も
の
を
持
っ
て
来
て
示
し
た
。
そ
れ
を
み
る
と
、

図
・
説
と
も



頗
る
舛
誌
が
あ
っ
た
の
で
、
誰
の
作
か
問
う
た
が
審
は
知
ら
な
か
っ
た
。
其
の
後
、

い
ろ
い
ろ
尋
問
し
た
結
果
、
鄭
静
商
か
ら
出
た
も
の
と
わ
か
っ
た
の
で
、
右
の
図
を

見
せ
て
ほ
し
い
、

ま
た
会
見
し
た
い
と
申
入
れ
た
。
前
後
三
度

s

ば
か
り
の
や
り
と
り
の
後
、

漸
く
静
市
に
会
い
、
「
天
命
図
」
を
見
た
と
こ
ろ
、

姪
の
持
参
し
た
も
の
と

異
っ
て
い
た
の
で
そ
の
理
由
を
問
う
た
。
静
而
が
い
う
に
は
、
先
頃
、
慕
斎
・
回
心
斎
荷
先
生
の
門
下
に
学
ん
で
そ
の
緒
論
を
開
き
、
退
い
て
舎
弟
某
と
そ
の
趣
旨
を
講
求

し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
性
理
は
微
妙
で
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
患
え
、
試
み
に
朱
子
の
説
を
取
り
、
ま
た
諸
説
を
参
照
し
て
一
一
凶
(
「
天
命
国
」
の
こ
と
)
を
作

成
し
た
。
こ
れ
を
慕
斎
先
生
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
行
っ
て
質
疑
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
謬
妄
を
も
っ
て
斥
け
る
こ
と
も
な
く
、
こ
れ
を
案
(
杭
)
上
に
置
い
て
凝
視
累
日
、

誤
れ
る
箆
処
を
指
摘
さ
れ
ん
こ
と
を
請
う
た
が
、
相
当
の
功
を
積
む
の
で
な
け
れ
ば
軽
々
に
議
す
べ
き
で
は
な
い
、
学
者
の
門
に
躍
る
者
あ
れ
ば
、
出
し
て
こ
れ
を
示
す

が
よ
い
だ
ろ
う
と
。
ま
た
思
斎
先
生
に
も
質
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
も
阿
禁
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
両
先
生
と
も
狂
簡
を
誘
進
す
る
の
意
の
み
で
あ
っ
た
と
思
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
私
は
こ
の
図
を
他
人
に
示
し
伝
え
る
べ
き
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、

は
か
ら
ず
も
、

そ
の
時
間
門
の
諸
生
が
謄
本
を
作
っ
て
こ
れ

を
士
友
の
間
に
伝
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
私
は
そ
の
非
を
自
覚
し
、

し
ば
し
ば
こ
れ
を
改
め
た
の
が
、
前
後
異
る
と
こ
ろ
の
あ
る
所
以
で
あ
り
、
尚
未
だ
定
本
が
で

き
て
い
な
い
。
私
(
子
雲
)

み
ず
か
ら
こ
れ
を
慌
耀
し
て
い
る
。
願
わ
く
は
訂
正
示
教
を
請
う
、
と
申
し
出
た
。
李
混
は
、
両
先
生
が
是
非
を
軽
々
し
く
議
す
べ
き
で
な

し
か
し
、
今
日
吾
輩
の
講
学
す
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
未
だ
安
か
ら
ざ
る
処
が
あ
る
、
ど
う
し
て
身
近
に
い
る

た
が

者
の
よ
し
み
で
か
ば
い
護
り
、
是
非
を
弁
じ
な
い
で
い
ら
れ
ょ
う
か
、
況
ん
や
士
友
の
間
に
伝
え
ら
れ
て
、
彼
ら
が
皆
、
再
先
生
の
是
正
を
経
で
も
な
お
未
だ
差
う
と
こ

い
と
い
っ
た
の
は
必
ず
深
い
訳
、
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

ろ
あ
る
を
免
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

師
門
の
累
も
ま
た
大
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
い
る
と
。
静
而
は
、

」
れ
国
よ
り
子
雲
宿
昔
の
憂
い
で
あ
っ
て
、

敢
て
己
を
虚
し
く

し
て
聴
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
。
そ
こ
で
、
李
混
は
遂
に
太
極
図
及
び
説
を
引
証
し
て
、
こ
こ
は
誤
り
で
改
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
こ
こ
は
剰
余
で
取
り
去
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
、
こ
こ
は
欠
け
て
い
る
か
ら
補
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
が
ど
う
か
と
問
い
質
し
た
。
静
而
は
皆
言
下
に
領
官
し
暁
苔
の
色
が
な
か
っ
た
。
た
だ
李
混
自
身

そ
の
一
一
一
口
の
未
だ
妥
当
で
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
必
ず
極
力
弁
難
し
、
こ
れ
を
至
当
に
帰
す
こ
と
を
要
め
て
後
己
む
の
み
と
い
い
、
さ
ら
に
湖
南
の
土
人
李
憧
が
論
ず
る
所

の
、
矯
は
気
圏
中
に
置
く
べ
か
ら
ず
と
の
説
を
挙
げ
て
、
も
っ
て
衆
長
を
集
め
る
の
資
と
し
た
。
既
に
数
月
を
経
て
、
静
一
山
は
改
訂
し
た
国
及
び
附
説
を
も
っ
て
来
て
李

混
に
示

L
た
口
李
混
ま
た
相
と
も
に
こ
れ
を
参
校
整
完
し
た
が
、

ま
だ
そ
れ
が
果
し
て
謬
な
し
と
い
え
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
ぬ
。
吾
輩
の
見
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
殆

ひ
ら

ん
ど
そ
の
及
ぶ
べ
き
所
の
も
の
は
埼
く
し
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
鹿
右
に
掲
げ
朝
夕
潜
心
玩
縛
す
れ
ば
、
図
に
よ
っ
て
自
ら
腐
き
、
そ
の
哀
を
啓
発
し
て
少
し
く
進
益
あ
る

ち

か

に
庶
幾
か
ら
ん
と
。
:
:
:
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四

以
上
が
、
遺
さ
れ
て
い
る
退
渓
の
「
天
命
図
説
後
叙
」
冒
頭
の
文
の
概
要
で
あ
る
。
重
ね
て
そ
の
経
緯
を
述
べ
な
い
が
、
退
渓
が
「
天
命
図
説
」
と
か
か
わ
り
を
も
っ

た
の
は
、
全
く
の
偶
然
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
鄭
秋
轡
も
自
作
の
「
天
命
図
」
及
び
「
図
説
」
が
、
果
し
て
正
鵠
を
得
た
も
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
ず
、

し、

わ
ば
持
て
あ
ま
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
退
渓
自
身
こ
の
改
訂
な
い
し
参
訂
に
手
を
借
し
、
相
当
の
大
改
正
を
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
整
。
ご
し
た
も
の
だ
っ
た
。

し
か
じ
、

そ
れ
で
も
ま
だ
「
:
:
:
雌
未
知
其
果
為
謬
輿
否
、
而
自
吾
輩
所
見
、
殆
掲
其
所
可
及
者
央
、
:
:
:
」
と
あ
っ
て
、
果
じ
て
謬
が
な
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、

と
に
か
く
手
は
尽
く
し
た
、
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
口
よ
っ
て
、
本
項
の
初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
退
渓
の
「
天
命
図
説
」
に
対
す
る
態
度
に
は
、
少
く
と
も
そ
の
内

容
の
若
干
に
つ
い
て
、
未
だ
定
見
を
も
つ
に
至
っ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
こ
と
を
自
知
し
て
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

果
し
て
、
「
天
命
図
説
後
叙
」
の
、
先
に
引
用
し
た
部
分
の
後
に
は
、

一
客
人
の
来
訪
に
よ
っ
て
激
し
い
論
難
に
遇
い
、

退
渓
が
一
々
こ
れ
に
弁
駁
し
て
説
明
し
た
経

緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
こ
と
が
、
客
人
と
退
渓
と
の
関
で
議
論
さ
れ
た
か
、
詳
細
に
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
客
人
の
問
題
提
起
だ
け
で
も
こ
こ
に
掲
げ
て

み
よ
う
。

鄭
生
な
る
者
が
天
命
図
を
作
っ
て
有
っ
て
お
り
、

〔
あ
な
た
〉

は
、
こ
れ
の
こ
と
か
。
」
「
そ
の
通
り
。
」
「
甚
し
い
こ
と
だ
、
鄭
生
の
傑
践
に
し
て
、
吾
子
の
愚
妄
な
る
は
/
」
と
い
っ
た
調
子
で
あ
っ
た
。
本
ナ
渓
が
「
そ
れ
は
ど
う
い
う

即
ち
、
そ
の
客
人
の
切
り
出
し
た
口
上
は
、

「
開
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

あ
な
た
が
そ
れ
を
考
訂
し
た
と
い
う
の

こ
と
か
。
」
と
樫
然
と
し
て
問
い
質
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
に
述
べ
る
如
き
諸
点
を
あ
げ
て
問
難
し
た
と
い
う
。

①
河
(
国
)
洛
(
書
)
瑞
を
皐
し
、
議
再
こ
れ
に
よ
っ
て
易
範
を
作
る
。
五
星
棄
に
深
ま
り
、
周
子
こ
れ
に
応
え
て
図
説
を
建
つ
。
こ
れ
に
由
っ
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、

国
書
の
作
は
皆
天
意
に
出
。
す
。
市
し
て
必
ず
聖
賢
な
る
者
作
る
こ
と
あ
り
て
、
然
る
後
始
め
て
為
す
べ
き
な
り
。
彼
の
鄭
生
は
何
人
に
し
て
敢
て
簡
を
為
り
、
子
も
亦
何

な

ら

た

が

人
に
し
て
敢
て
効
い
尤
う
や
。

②
子
、
余
を
欺
く
か
。
周
子
の
図
は
太
極
よ
り
し
て
五
行
ま
で
一
ニ
層
を
為
す
。
気
化
形
化
ま
た
二
震
を
為
す
。
此
の
図
は
期
ち
た
だ
塊
然
た
る
一
園
子
の
み
。
何
ぞ
そ

れ
同
じ
と
為
す
や
。

③
太
極
閣
に
は
陰
中
陽
あ
り
、
陽
中
陰
あ
り
て
、
こ
こ
に
こ
れ
な
し
。
太
極
図
に
元
亨
利
貞
な
く
し
て
、
こ
こ
に
こ
れ
有
り
。
太
極
閣
に
地
と
人
物
の
形
す
る
と
な
く

し
て
、
こ
こ
に
こ
れ
有
り
。
何
ぞ
や
。

、
④
子
此
れ
は
太
極
図
に
祖
述
す
る
所
あ
り
と
謂
う
は
似
た
り
。
然
れ
ど
も
、
太
極
図
は
左
を
陽
と
為
し
、
右
を
陰
と
為
す
。
河
図
洛
書
に
本
づ
く
と
き
は
、
前
は
午
、



後
は
子
、
在
は
卯
、
右
は
酉
の
方
位
に
し
て
、
回
よ
り
宮
内
世
不
易
の
定
分
な
り
。
今
、
図
は
一
切
こ
れ
に
反
し
て
、
こ
れ
を
易
え
置
く
。
ま
た
疎
謬
の
甚
し
き
に
あ
ら
ず
や
。

⑤
河
洛
先
後
天
等
、
皆
下
よ
り
始
ま
る
。
此
れ
は
別
ち
上
よ
り
始
ま
る
。
何
ぞ
や
。

⑤
太
極
図
の
上
よ
り
す
れ
ば
午
の
方
火
曜
の
次
に
当
り
、
此
の
図
の
上
よ
り
す
れ
ば
子
の
方
水
曜
に
当
る
、
こ
れ
同
じ
と
謂
う
ベ
け
ん
や
。

⑦
然
ら
ば
、
独
り
太
極
図
の
北
よ
り
南
に
面
し
て
、
人
物
を
其
の
開
に
置
く
が
如
き
を
得
ざ
る
や
。

且
つ
北
を
上
と
為
し
、
南
を
下
と
為
す
、

ま
た
説
あ
り
や
。

③
人
と
禽
獣
草
木
の
形
す
る
と
、
方
国
績
逆
の
類
を
も
っ
て
こ
れ
を
分
つ
は
、
何
れ
に
祖
づ
く
所
と
す
る
か
。

⑨
然
れ
ば
、
天
命
よ
り
下
、
心
性
情
意
善
悪
の
分
と
ー
か
の
四
端
七
情
の
発
と
、
子
思
・
周
子
に
合
す
る
者
、
得
で
其
の
略
を
開
く
べ
き
か
。

⑬
一
千
は
図
4

(

太
艦
図
)
を
も
っ
て
子
思
・
周
子
の
道
に
合
す
る
と
為
う
。
走
れ
は
鄭
生
と
吾
子
と
、
果
し
て
子
思
・
周
子
の
道
に
得
る
者
あ
り
や
。

り
、
道
を
有
つ
者
は
、
中
を
積
み
て
外
に
発
し
、
面
に
醇
か
に
し
て
背
に
益
ち
、
家
に
在
り
て
も
必
ず
達
し
、

関
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李
退
渓
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観
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第
一
部
)
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は
、
人
皆
背
馳
す
。
五
日
子
の
庸
拙
戸
訴
は
、
世
の
哩
う
と
こ
ろ
な
り
。
外
人
自
ら
こ
れ
を
知
る
こ
と
難
し
と
為
す
と
難
も
、
重
ぞ
少
か
自
ら
反
り
み
て
己
を
量
ら
ざ
る
。

乃
ち
相
輿
に
犠
妄
の
帰
を
為
す
や
。

以
上
の
如
く
、
退
渓
の
「
天
命
図
説
後
叙
」
は
、

了
度
十
項
目
に
わ
た
っ
て
、

一
客
人
の
問
難
を
掲
げ
、
退
渓
が
一
々
こ
れ
に
対
し
て
詳
細
に
論
を
尽
く
し
て
反
駁
応

答
し
た
内
容
を
記
述
し
て
い
る
。
果
し
て
こ
の
よ
う
な
ご
客
人
」
が
実
際
に
来
訪
し
て
、
非
礼
極
り
な
き
誹
誘
顕
罵
を
加
え
な
が
ら
問
詰
し
た
も
の
か
ど
う
か
わ
か
ら

な
い
が
、
単
に
「
天
命
図
説
」
(
附
図
を
含
め
て
)
の
内
容
に
対
す
る
質
疑
を
越
え
て
、
退
渓
と
鄭
秋
轡
の
人
格
的
攻
撃
ま
で
取
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
或
は

こ
れ
に
類
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
後
叙
」
の
末
尾
に
は
「
客
於
是
機
然
自
失
、
釈
然
有
倍
、
法
巡
商
去
:
:
:
」
と
あ
っ
て
、
客
人
も

最
後
に
は
退
渓
の
反
駁
解
説
を
開
い
て
当
初
の
先
入
見
を
自
失
し
、
釈
然
と
情
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
去
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
の
「
後
叙
」
は

嘉
靖
笑
丑
(
一
五
五
三
年
)

の
十
二
月
に
意
向
か
れ
た
も
の
で
、
間
じ
く
「
天
命
図
説
」
を
鄭
子
雲
と
と
も
に
参
訂
完
就
し
た
の
が
こ
の
年
で
あ
っ
た
。
奇
高
峰
と
の
四
七

論
弁
が
始
ま
る
六
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一一、

「
天
命
図
説
」

に
お
け
る
天
人
相
応
の
論
理

は
じ
め
鄭
秋
轡
(
子
雲
)
に

よ
っ
て
作
ら
れ
な
が
ら
、
退
渓
が
子
雲
の
請
願
も
容
れ
て
全
面
的
に
そ
の
改
訂
に
携
わ
っ
た
た
め
、
結
果
的
に
は
、
子
雲
↓
退
渓
と
子
雲
の
合
作
↓
退
渓
の
責
任
あ
る
論

前
項
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
本
寸
退
渓
と
「
天
命
図
説
」
と
の
か
か
わ
り
が
ほ
ぼ
明
か
に
な
っ
た
。
と
く
に
、
こ
の
関
及
び
図
説
は
、

争
と
い
う
よ
う
に
投
開
か
ら
見
倣
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
先
項
に
掲
げ
た
「
後
叙
」
に
お
け
る
一
客
人
の
論
難
に
対
し
て
応
答
解
説
し
た
の
は

他
な
ら
ぬ
退
渓
自
身
で
あ
り
、

ま
た
、
子
思
・
周
子
等
の
先
哲
の
遺
作
に
擬
し
た
と
し
な
が
ら
、
独
創
的
な
面
の
多
い
「
天
命
図
説
」
の
内
容
に
関
す
る
あ
の
厳
し
い
質

疑
に
明
確
に
答
え
ら
れ
る
の
は
、
鄭
子
雲
で
な
く
退
渓
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
天
命
図
説
」
の
末
尾
に
鮒
せ
ら
れ

た
越
穆
土
の
後
叙
(
戊
午
春
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、

一
五
五
八
年
に
当
る
)

に
よ
れ
ば
、
「
右
密
説
、
発
丑
年
間
、
先
生
在
都
下
、

輿
鄭
公
参
訂
完
就
、

而
其
精
妙
癒
、

悉
自
先
生
発
之
也
、
乙
卯
春
、
南
帰
荷
精
思
修
改
慮
頗
多
、
故
輿
初
本
甚
有
異
問
、
護
国
改
本
伝
写
如
右
、
先
生
嘗
白
、
其
義
己
具
於
図
説
中
、
至
十
節
則
有
亦
可
無
亦

可・・・・・・」



と
あ
っ
て
、
右
の
図
説
は
笑
丑
の
年
(
一
五
五
三
・
明
宗
八
年
)
に
都
(
漢
陽
)
下
に
い
た
先
生
が
鄭
公
と
参
訂
完
就
し
た
も
の
で
、
そ
の
精
妙
の
処
は
悉
く
先
生
の
発

卦
心
心
か
。
乙
卯
(
一
五
五
五
)
の
春
、
先
生
は
嶺
南
の
郷
里
へ
帰
り
、
そ
こ
で
ま
た
精
思
修
改
す
る
処
が
頗
る
多
か
っ
た
。
故
に
秒
恥
b
ゆ
卦
い
や
舟
降
が
か
か
。
そ

こ
で
謹
ん
で
改
本
に
よ
っ
て
右
の
如
き
伝
写
を
行
っ
た
。
先
生
が
嘗
て
い
う
に
は
、
「
そ
の
意
義
は
す
で
に
図
説
中
に
具
わ
っ
て
い
る
。
十
節
に
至
っ
て
は
、

則
ち
有
る

も
ま
た
可
、
無
く
も
ま
た
可
で
あ
る
。
」
と
。

l
!と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
文
で
重
要
な
の
は
、
①
退
渓
が
一
五
五
五
年
春
故
郷
へ
南
帰
し
て
か
ら
も
精
思
修
改
に

努
め
て
、

そ
の
改
訂
笛
所
が
頗
る
多
か
っ
た
こ
と

②
故
に
初
本
と
大
い
に
異
向
が
あ
る
こ
と

③
真
意
は
図
説
中
に
具
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
十
節
の
如
き
は
あ
っ
て
も

な
く
て
も
よ
い
と
い
っ
た
、

と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
る
と
、
退
渓
南
帰
修
改
の
後
伝
写
さ
れ
た
の
が
現
在
本
で
、
鄭
子
一
官
民
と
参
訂
し
た
当
初
の
も
の
、

い
わ
ゆ
る
初
恥
は
正
確
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
「
天
命
図
説
後
叙
」
は
退
渓
参
訂
時
の
も
の
、
「
天
命
図
説
」
は
そ
の
後
さ
ら
に
退
渓
の
大
改
訂
を
経
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
「
十
節
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。
現
存
の
「
天
命
図
説
」
と
称
す
る
も
の
は
、

ま
さ
に
十
節
に
分
け
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
退
渓
が
「
其
の
義
は
己
に
図
説
中
に

具
わ
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
と
き
、
そ
の
「
図
説
」
は
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
「
天
命
図
説
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
か
。
ほ
か
に
「
図
説
」
が
あ
っ
た
の
か
。
あ
る
い

そ
の
真
義
は
図
説
に
具
わ
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
図
の
中
に
具
わ
っ
て
い

る
と
解
す
べ
き
か
。
し
か
し
、
「
先
生
嘗
回
、
其
義
己
兵
於
図
説
中
至
十
節
則
有
亦
可
無
亦
可
、
」
の
本
文
を
「
其
の
義
己
に
図
に
兵
わ
る
、
説
中
十
節
に
至
つ
て
は
:
・
」

つ
ま
り
、
図
と
説
中
の
十
節
と
分
け
て
訓
ん
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
十
節
に
分
け
て
論
ぜ
ら
れ
た
全
体
が
「
天
命
図
説
」
そ
の
も
の

は
周
灘
渓
の
「
太
極
図
説
」
を
指
す
の
か
。
ど
う
も
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

と
は
、
ど
う
し
て
も
訓
め
な
い
。

と
称
さ
れ
て
現
存
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

以
上
の
よ
う
な
疑
問
が
浮
上
し
て
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
に
お
い
て
こ
れ
を
明
確
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
学
の
示
教
を
侯
つ
の
み
で
あ
る
。
し
か

し
、
現
段
階
で
筆
者
と
し
て
は
、
「
十
節
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
」
と
退
渓
が
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
十
節
は
即
「
天
命
図
説
」
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
。
因
み
に
越
穆
土
の

b
h
)
が
ふ
ら
冒
頭
に
「
+
炉
開
断
卦
恐
〈
丑
問
先
生
在
都
下
:
:
:
」
と
あ
る
の
を
み
て
も
、
間
働
あ
と
は
「
天
命
図
説
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
「
酌
」
が
あ

り
、
さ
ら
に
退
渓
の
「
天
命
図
説
後
叙
」
が
あ
る
と
解
し
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
論
述
は
思
わ
ず
曲
節
し
た
が
、
以
下
に
お
い
て
は

上
来
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
天
命
図
」
・
向
「
図
説
」
・
向
「
図
説
後
叙
」

の
う
ち
、
「
後
叙
」
は
完
全
に
退
渓
の
作
で
あ
る
が
、

現
在
の
「
図
説
」
及
び
「
闘
」
も
、

先
に
述
べ
た
如
く
鄭
子
雲
の
手
を
離
れ
て
す
で
に
殆
ん
ど
退
渓
の
作
に
な
る
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も
の
と
理
解
し
て
よ
い
と
の
判
断
に
立
っ
て
、
「
図
説
」
及
び
「
後
叙
」
の
中
に
み
ら
れ
る
天
人
相
応
に
か
か
る
心
性
理
気
の
論
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

/¥ 

そ
も
そ
も
、
「
天
命
図
説
」
な
る
も
の
が
作
ら
れ
た
根
本
の
動
機
は
、
天
と
人
と
が
い
か
な
る
論
理
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ

を
倫
理
学
的
に
み
た
場
合
、
行
為
的
主
体
と
し
て
の
人
間
が
よ
く
生
き
る
た
め
に
は
、
「
わ
れ
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
「
わ
れ
何
を
為
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
が
発
せ
ら

れ
る
。
そ
の
生
き
方
な
い
し
当
為
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
。
中
国
古
代
人
は
、

そ
れ
を
ま
ず
天
命
と
し
て
受
け
と
め
た
。
し
か
ら
ば
、
素
朴
に
「
天
の
命
」
な
い
し

「
天
が
命
ず
る
」
と
い
う
と
き
、

そ
の
天
と
は
何
か
が
問
題
に
な
る
。
天
に
絶
対
的
・
主
宰
的
意
志
を
与
え
た
の
は
、

タ
ブ
!
・
マ
ナ
信
仰
的
要
素
の
遺
る
殿
局
以
前
の

こ
と
で
あ
り
、

か
つ
て
は
、
穀
物
の
豊
凶
か
ら
戦
争
の
勝
敗
、
官
職
の
任
免
に
ま
で
絶
対
的
な
天
の
意
志
を
、
地
上
的
人
間
の
営
為
と
は
無
媒
介
に
反
映
せ
し
め
た
。
絶

対
他
者
に
よ
る
人
間
主
体
の
規
制
で
あ
る
。
し
か
し
や
が
て
、
地
上
に
お
け
る
人
間
の
よ
き
行
為
、
徳
行
を
天
が
嘉
す
る
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
天
は
人
間

に
お
け
る
善
な
い
し
当
為
の
根
拠
に
恥
小
ら
れ
マ
か
よ
う
に
な
っ
た
。
塁
霊
山
』
に
み
ら
れ
る
孔
子
の
一
一
一
一
同
行
の
記
録
の
中
に
、
も
は
や
そ
れ
は
十
分
に
伺
え
る
。
そ
こ
か
ら
、

天
の
働
き
と
人
間
の
行
為
、
あ
る
い
は
天
の
徳
と
人
間
の
徳
と
は
、
い
か
に
論
理
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
偲
別
存
在
を
包
摂
し
覆
う

な
い
し
存
在
一
般

と
こ
ろ
の
あ
る
が
ま
ま
と
し
て
の
全
体
(
そ
れ
が
意
識
に
の
ぼ
っ
た
と
き
、
中
国
人
は
そ
れ
を
あ
の
蒼
々
と
し
て
無
限
に
拡
が
る
天
に
な
ぞ
ら
え
た
)

の
こ
と
わ
り
は
、
人
が
在
る
こ
と
わ
り
と
い
か
に
か
か
わ
る
か
、

つ
ま
り
、

天
理
と
人
理
は
い
か
に
か
か
わ
る
か
i
i
i
と
い
う
向
い
が
発
せ
ら
れ
る
。
現
代
的
に
い
え

ば
、
世
界
な
い
し
存
在
一
般
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
の
問
題
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
人
間
存
在
の
理
法
の
究
明
が
、
存
在
一
般
の
理
法
の
究
明
に
相
通
ず
る
と
き
、
存
在

と
当
為
、
全
体
と
個
、
世
界
と
人
間
、
あ
る
い
は
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
天
と
人
と
の
棺
応
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
「
か
く
あ
る
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
が
「
か
く
あ
る
べ
し
」
「
か
く
あ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
に
至
る
。
議
問
の
根
拠
、
当
為
の
根
拠
の
発
見
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
か
か
る
問
題
意
識
に
基
づ
く
天
人
相
応
体
系
が
文
化
形
成
の
原
点
に
位
置
す
る
民
族
な
い
し
そ
の
中
の
秀
れ
た
人
物
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
他

の
地
域
へ
文
化
の
移
動
と
し
て
受
容
さ
れ
た
場
合
に
は
、
現
実
の
生
と
無
関
係
に
た
だ
論
理
の
み
を
玩
索
す
る
に
止
ま
る
な
ら
ば
い
ざ
知
己
ず
、
受
容
し
た
他
地
域
の
民

族
な
い
し
そ
の
中
の
個
人
も
、
再
び
現
実
の
よ
き
生
の
創
造
の
た
め
に
問
じ
間
い
を
発
し
、
問
題
意
識
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
李
朝
初
期
の
朱
子
学
等
の
実
践
的
受
容
に

ま
さ
し
く
右
の
如
き
課
題
意
識
の
も
と
に
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
権

与
っ
て
貢
献
し
た
権
近
の
『
入
学
図
説
』
中
の
「
天
人
心
性
合
一
之
図
」
及
び
そ
の
解
説
も
、

近
も
、
鄭
子
雲
や
李
退
渓
と
同
じ
く
、
『
中
庸
』
と
「
太
極
図
説
」
に
基
づ
い
て
、
天
人
相
応
合
一
の
論
理
を
打
ち
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
「
天
命
図
説
」
に
お
い
て
、
そ
れ
は
い
か
に
果
た
さ
れ
て
い
る
か
。



ま
ず
天
郎
理
と
さ
れ
る
。
理
と
し
て
の
天
の
徳
は
元
亨
利
貞
の
四
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
に
す
る
の
が
誠
で
あ
る
。
元
は
始
の
理
、
亨
は
通
の
理
、
利
は
遂
の
理
、
貞
は

す
す

成
の
理
。
天
徳
に
は
、
始
め
る
、
通
ず
る
、
遂
め
る
、
成
す
と
い
う
は
た
ら
き
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
根
源
的
な
徳
の
用
で
あ
り
、
い
わ
ば
用
の
理
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ

ら
用
の
理
が
互
い
に
循
環
し
て
怠
ま
な
い
理
由
は
、
真
実
無
妄
な
る
誠
に
帰
せ
ら
れ
る
。
「
蓋
元
者
始
之
理
、
亨
者
通
之
理
、
利
者
遂
之
理
、

貞
者
成
之
理
、

〈
は
た
ら
き
〉

循
環
不
患
者
、
莫
非
真
実
無
安
之
妙
、
乃
所
謂
誠
也
、
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
(
第
一
節
)
即
ち
、
天
徳
と
し
て
の
一
五
育
J

利
貞
は
四
つ
の
用
の
理
を
も
っ
て
循
環
し

商
其
所
以

品
物
を
生
成
し
て
い
る
が
、

そ
の
用
の
理
は
一
ニ
一
一
口
で
蔽
え
ば
あ
る
が
ま
ま
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
誠
の
一
字
に
象
徴
さ
れ
る
。
現
に
そ
の
よ
う
に
天
の
徳
が
は
た
ら
い
て

い
る
こ
と
、

そ
の
事
実
(
あ
る
が
ま
ま
)
が
誠
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故
に
こ
(
気
)
五

(
行
)
の
流
行
の
際
に
も
、
こ
の
四
つ
の
用
の
理
は
常
に
そ
れ
に
内
在
じ
て
個

物
が
個
物
と
し
て
生
成
す
る
本
源
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
凡
そ
物
は
陰
陽
五
行
の
気
を
受
け
て

(
気
が
凝
策
し
て
)
形
を
な
す
が
、
偲
物
そ
れ
ぞ
れ
は
天
の
徳
と
し
て

(
用
の
)
理
を
具
え
、
そ
れ
を
も
っ
て
お
の
が
性
と
し
て
い
る
。
(
「
故
当
二
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
形
者
、
莫
不
兵
元
亨
利
貞
之
理
以
為
性
、
:
・
」
)
か
く
し
て
、
元
亨
利
貞
は
個
物
生
成
の
源
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
四
者
が
ま
た
用
の
理
で
あ
る
故
に
、

個
物
の
は
た
ら
き
の
も
と
と
し
て
の
性
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
天
徳
と
し
て
の
元
亨
利
貞
は
、
個
物
の
存
在
の
原
理

に
、
個
物
の
用
の
原
理
(
性
)
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

の
元
亨
利
貞
の

(
源
)
で
あ
る
と
と
も

こ
の
用
の
理
を
も
っ
た
性
に
五
百
あ
り
、
そ
れ
が
仁
義
礼
智
信
で
あ
る
。
故
に
天
徳
と
し
て
の
元
亨
利
貞
の
昨
徐
と
性
の
白
と
し
て
の
仁
義
礼
智
信
の
五
や
と
は
、
上

下
相
隔
っ
て
い
る
よ
う
で
本
来
は
一
理
で
あ
る
。
け
だ
し
、
天
徳
は
陰
陽
五
行
流
行
し
個
物
生
成
に
あ
た
っ
て
、
陰
陽
五
行
に
内
在
し
、
し
た
が
っ
て
偲
物
に
内
在
し
、

個
物
の
生
成
な
い
し
存
在
の
理
と
な
り
、
個
物
の
用
の
理
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
天
人
の
間
は
理
と
し
て
の
天
徳
に
一
貫
さ
れ
て
分
離
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
。
凡
そ
存
在
す
る
も
の
に
は
す
べ
て
天
徳
が
内
在
(
「
寓
」
)
し
、
仁
義
礼
智
信
の
五
百
の
性
を
具
え
て
い
る
。
然
る
に
聖
愚
人
物
の
差
異
が
あ
る
の
は
、
す
べ
て

長
か
一
昨
ル
で
あ
っ
て
、
元
亨
利
貞
な
る
天
の
徳
が
本
来
そ
の
よ
う
に
然
ら
し
め
る
の
で
は
な
い
。
故
に
子
忠
(
『
中
庸
』
)
は
、
直
ち
に
「
天
命
之
謂
性
」
と
一
般
的
に
い

っ
て
、
品
物
の
差
等
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
け
だ
し
、
陰
陽
二
気
・
五
行
の
妙
合
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
個
物
の
源
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
こ
の
四
徳
あ
り
と
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
天
即
理
と
し
て
の
理
は
も
と
一
で
あ
る
の
に
、

そ
の
徳
に
お
い
て
四
と
す
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
け
だ
し
、
理
と
は
太
極
の
こ
と
で
あ
り
、
太
極
中
に

は
も
と
よ
り
事
も
物
も
な
く
、

し
た
が
っ
て
初
め
か
ら
四
徳
主
名
づ
く
べ
き
も
の
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
(
太
極
が
動
じ
て
)
陰
揚
五
行
流
行
し
品
物
が
生
成
さ
れ
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る
段
に
な
る
と
、
そ
の
流
行
生
成
の
後
を
反
観
す
れ
ば
、

。

す
す

必
ず
そ
の
始
め
が
あ
る
。
始
め
が
あ
れ
ば
必
ず
そ
れ
が
通
ず
る
こ
と
あ
り
、
通
ず
れ
ば
必
ず
そ
れ
が
遂
む
こ
と

あ
り
、
遂
め
ば
必
ず
そ
れ
が
成
る
。
か
く
し
て
四
徳
が
な
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
合
し
て
い
え
ば
理
は
一
で
あ
る
が
、
(
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
)
理
(
の
用
)
を
分

け
て
い
え
ば
四
つ
の
理

(
な
い
し
四
徳
)
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
天
は
一
理
を
も
っ
て
高
物
に
命
じ
(
賦
し
て
寓
物
に
各
々
一
理
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

以
上
が
「
天
命
図
説
」
冒
頭
の
一
節
に
お
け
る
九
ん
恥
恥
の
論
理
で
あ
る
。
す
で
に
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
「
天
命
図
説
」
は
『
中
庸
』
と
周
瀦
渓
の
「
太
極
図
説
」
及

び
朱
子
の
解
釈
等
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
論
上
の
骨
子
に
つ
い
て
は
、

そ
の
通
り
と
い
っ
て
よ
い
が
、

し
か
し
、
こ
の
「
図

説
」
の
「
第
一
節
論
天
命
之
理
」
に
お
い
て
最
も
特
徴
的
な
こ
と
は
、

ま
ず
第
一
に
、
冒
頭
で
「
天
郎
理
也
」
と
い
い
切
っ
た
点
で
あ
る
。
『
中
庸
』
で
は
「
天
命
之
謂

性
」
と
の
み
い
い
、
こ
れ
に
注
し
た
朱
子
は
「
性
即
理
也
」
と
い
う
。
ま
た
朱
子
を
含
む
宋
学
で
は
し
ば
し
ば
「
天
理
」
と
は
い
っ
た
が
、
「
天
却
理
一
」
と
の
定
義
は
筆

者
の
未
だ
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
朱
予
の
「
性
即
理
」
に
擬
し
て
何
ら
と
る
に
足
ら
な
い
定
義
で
あ
る
か
に
思
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
朱
子
の
場

合
は
、
「
天
命
之
謂
性
」
つ
ま
り
ゴ
天
の
命
に
お
い
て
あ
る
も
の
を
性
と
い
う
」
と
い
う
と
き
の
性
を
却
理
と
し
て
い
る
か
ら
、

」
の
理
は
天
命
に
よ
っ
て
個
物
に
賦
さ

れ
た
も
の
の
意
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
本
「
図
説
」
で
は
直
接
に
「
天
郎
理
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
天
を
も
っ
て
直
ち
に
理
と
し
た
の
は
創
見
で
あ
る

と
と
も
に
、
こ
の
論
理
的
大
前
提
が
ま
た
、

そ
れ
以
下
の
ユ
ニ
ー
ク
な
論
理
を
接
関
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
「
天
即
理
也
」
の
次
に
「
而
其
徳
有
田
、

日
、
元
亨
利
貞
是
也
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
其
徳
」
と
は
天
の
徳
で
あ
る
と
と
も
に
、
理
の
徳
で
も
あ
る

と
、
行
文
の
表
現
上
か
ら
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
先
に
明
ら
か
に
し
た
如
く
、
元
亨
利
貞
が
そ
れ
ぞ
れ
、
始
の
理
、
通
の
理
、
遂
の
理
、
成
の
理
と
さ
れ
、
そ

は

た

ら

哲

、

れ
に
よ
っ
て
四
徳
は
ま
た
用
を
も
っ
た
理
と
し
て
意
味
づ
け
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
ま
た
極
め
て
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
『
中
庸
』
に
も
、
そ
の
朱
注
に

も
、
「
太
極
図
説
」
に
も
、
一
五
亨
利
貞
と
い
う
四
徳
は
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
『
易
』
乾
の
卦
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
天
徳
の
謂
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
乾
卦
の

お

お

い

と

お

よ

ろ

一
は
「
乾
は
元
亨
利
貞
」
と
訓
ん
で
天
徳
を
意
味
し
、
他
は
「
乾
は
一
五
に
亨
る
貞
に
利
し
」
と
訓
む
。
朱
子
は
後
者
の
訓
み
を

辞
の
訓
み
方
に
つ
い
て
は
ニ
通
り
あ
り

と
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。
し
た
、
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
朱
子
の
理
解
に
随
う
こ
と
も
な
く
、
天
徳
と
し
て
『
易
』
の
一
克
亨
利
貞
を
解
し
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
四
徳
を
そ
の
ま
ま
四
理
と
し
た
の
は
こ
の
「
図
説
」
の
創
見
で
あ
り
、
天
人
相
応
体
系
構
築
の
た
め
の
極
め
て
重
要
な
論
理
的
布
石
と
な
っ
て
い
る
。

即
ち
、
第
一
ニ
の
特
徴
と
し
て
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
前
述
の
第
一
節
の
解
釈
に
も
示
し
た
如
く
、
理
と
し
て
の
天
が
四
徳
を
具
え
、

し
か
も
そ
れ
が
西
理
で
あ
る
と



や
ど

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陰
陽
五
行
の
流
行
の
際
、
こ
の
四
者
(
徳
で
あ
る
と
と
も
に
理
で
あ
る
も
の
)
が
常
に
寓
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
ム
叩
物
の
源
」
と
な
る
と
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
「
命
物
」
と
は
、
天
の
命
に
よ
っ
て
化
生
し
た
物
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
、

要
す
る
に
ニ
五
流
行
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
儲
物
(
品
物
)
を
い
う
。
そ
の
個

物
生
成
の
源
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
先
の
元
亨
利
貞
と
し
て
の
天
の
四
徳
な
い
し
四
理
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
個
物
に
理
が
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
極
め
て
合
理
的

に
論
理
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
二
五
流
行
、
万
物
化
生
は
、
現
代
的
な
意
味
で
論
理
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
ま
さ
し
く
自
然
(
お
の
ず
か
ら
し
か
る
)
で
あ
る
。

そ
の
自
然
を
中
国
古
代
人
は
「
天
」
に
擬
し
、
天
の
は
た
ら
き
に
擬
し
た
。

個
物
が
生
成
さ
れ
る
の
を
(
前
述
第
一
節
に
「
但
以
流
行
後
観
之
、
則
必
有
其
始
、
有
始
財
必
有
其
通
、
有
通
期
必
有
其
遂
、
有
遂
則
必
有
其
成
、
:
・
」
と
あ
っ
た
如

く
)
あ
と
か
ら
観
る
と
、
必
ず
始

i
通

l
遂

i
成
の
過
程
を
た
ど
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
個
物
生
成
の
理
で
あ
り
、
理
は
は
た
ら
き
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
ゆ
た
か
ト
は
「
図
説
」
本
文
に
「
必
」
の
字
が
四
笛
も
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
必
貯
め
で
あ
る
。
必
然
的
な
る
も
の
は
自
然
妙
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
個
物
生
成
に
必
ず
内
在
的
に
寓
し
て
そ
の
生
成
の
源
と
な
る
も
の
が
、
始
・
通
・
遂
・
成
の
は
た
ら
き
を
も
っ
た
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
た
天
徳
と
し
て

の
一
克
亨
利
貞
の
理
で
あ
る
i
i
z
と
い
う
論
理
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
重
要
な
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
前
述
第
一
節
の
解
釈
に
も
、
ま
た
右
に
述
べ
た
第
三
の
特
徴
点
(
ひ
い
て
は
第
一
・
第
二
の
特

徴
点
に
も
か
か
る
)
か
ら
も
、
応
か
か
と
い
う
概
念
が
実
質
的
に
も
論
理
的
に
も
殆
ん
ど
前
回
に
出
て
こ
な
い
、
極
端
に
い
え
ば
長
命
勘
合
は
、
こ
の
「
天
命
図
説
」
冒

頭
第
一
節
か
ら
論
理
的
に
は
脱
落
し
て
い
る
、
と
さ
え
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
筆
者
は
第
三
の
特
徴
点
と
し
て
、
極
め
て
合
理

か
く
し
て
、

的
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。

因
み
に
、
こ
れ
を
「
天
以
陰
陽
五
行
、
化
生
高
物
、
気
以
成
形
、
市
理
亦
賦
吾
川
、
猶
命
令
也
、
」
と
注
を
施
し
て
い
る
朱
子
の
論
理
な
い
し
表
現
と
比
べ
た
と
き
、

わ

は
る
か
に
「
天
命
図
説
」
の
論
理
の
方
が
、
現
代
倫
理
学
的
に
も
合
理
的
な
説
明
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
朱
注
か

ら
、
何
故
に
個
物
生
成
に
あ
た
っ
て
「
理
が
賦
さ
れ
る
」
の
か
、
合
理
的
な
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
と
も
に
、
個
物
に
理
が
賦
さ
れ
る
こ
と
が
何
故
に
「
な
お

命
令
の
紗
」
く
で
あ
る
の
か
も
、
合
理
的
に
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

れ
わ
れ
は
、

ひ
と
つ
の
文
化
が
、
原
地
域
か
ら
他
の
地
域
へ
移
動
し
受
容
さ
れ
る
と
き
、
原
地
域
に
お
け
る
い
わ
ば

b
着
砂
む
山
い
い
ん
ま
で
が
的
地
域
の
民
族
な
い
し
個
人
に
受

容
さ
れ
た
り
、
そ
れ
と
関
じ
エ
ー
ト
ス
を
蟻
成
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
論
理
的
受
容
を
可
能
な
ら
し
め
る
説
得
力
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
が
右
の
特
徴
点
と

哲
学
・
思
想
論
集
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な
っ
て
い
る
と
も
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

、
四
徳
・
四
理
及
び
二
気
五
行
と
物
の
生
成
の
論
理

す
る
。
即
ち
、
第
二
節
論
五
行
之
気
で
は
「
天
地
の
間
に
理
が
あ
り
気
が
あ
る
、

つ
ぎ
に
、
「
天
命
図
説
」
に
お
け
る
理
気
等
の
所
説
の
う
ち
、

d

天
の
四
徳
な
い
し
四
理
と
二
気
五
行
の
運
動
に
よ
る
事
物
の
生
成
と
生
物
の
源
に
か
か
わ
る
論
を
考
察

す
な
わ

わ
ず
か
に
理
が
あ
れ
ば
使
ち
気
が
あ
っ
て
こ
こ
に
形
し
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
わ
ず
か
に
気

が
あ
れ
ば
使
ち
理
が
あ
っ
て
こ
れ
に
従
う
」
と
い
う
。

ま
た
理
気
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
理
は
気
の
帥
で
あ
り
、
気
は
理
の
卒
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
理
一
気
の
は
た
ら

き
で
天
地
の
功
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
理
に
四
徳
あ
り
と
は
こ
の
謂
で
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
気
は
五
行
で
あ
っ
て
、

そ
の
流
行
の
際
に
は
、

フじ

は

始

物

の

理

で

あ

る

か

ら

木

の

気

が

こ

れ

(

始

物

の

理

)

を

承

け

て

亨

は

通

物

の

理

で

あ

る

か

ら

火

の

気

が

こ

れ

を

承

け

て

利

は

お

さ

、

(

し

ま

い

こ

む

)

遂
物
の
理
で
あ
る
か
ら
金
の
気
が
こ
れ
を
承
け
て
(
物
を
)
収
め
、
貞
は
成
物
の
理
で
あ
る
か
ら
水
の
気
が
こ
れ
を
受
け
て
(
物
を
)
蔵
す
る
。
(
五
行
の
う
ち
土
は
四

ひ
ろ

季
に
旺
が
る
と
さ
れ
る
)
こ
れ
に
よ
っ
て
、
天
の
理
な
い
し
天
の
徳
と
じ
て
の
元
亨
利
貞
が
物
の
生
成
変
化
消
滅
の
基
本
要
素
た
る
五
行
に
配
せ
ら
れ
、
物
と
理
あ
る
い

(
物
を
)
生
じ
、

(
物
を
)
長
じ
、

は
個
物
の
生
成
(
五
行
の
は
た
ら
き
)
と
理
と
が
論
理
的
に
結
合
さ
れ
る
。

冬
夏
は
陰
陽
の
極
ま
る
処
で
あ
り
、

と
こ
ろ
で
、
朱
子
は
元
亨
利
貞
に
つ
い
て
、
元
は
未
通
の
も
の
、
亨
利
は
収
ま
っ
て
未
だ
成
ら
ざ
る
も
の
、
貞
は
己
に
成
れ
る
も
の
と
し
、
春
夏
秋
冬
に
替
え
れ
ば
、

そ
の
間
の
春
秋
は
過
接
す
る
処
だ
と
い
う
。
あ
る
い
は
、
「
乾
の
四
徳
」
は
、
響
え
れ
ば
、
一
五
は
人
の
首
、
手
足
の
運
動
は
亨
の
意

忠
、
利
は
こ
れ
を
胃
臓
に
配
し
、
貞
は
元
気
の
蔵
す
る
所
で
あ
り
、

ま
た
五
臓
を
も
っ
て
こ
れ
に
配
す
れ
ば
、
肝
は
木
に
属
し
、
木
は
元
、
心
は
火
に
属
し
、
火
は
使
ち

(6) 

亨
、
肺
は
金
に
属
し
、
金
は
便
ち
利
、
腎
は
水
に
属
し
、
水
は
便
ち
貞
と
す
る
。
ま
た
、
元
亨
利
貞
を
諸
々
の
穀
物
に
饗
え
れ
ば
、

(7) 

と
い
う
。
ま
た
、

穀
の
茄
芽
を
生
ず
る
は
元
、

苗
は

亨
、
韓
は
利
、
実
を
成
す
は
貞
で
あ
り
、
穀
の
突
は
ま
た
瑛
芽
を
生
，
す
る
と
い
う
よ
う
に
循
環
し
て
窮
り
な
い
、

一
五
亨
利
点
と
理
気
の
関
係
に
つ
い

て
、
朱
子
は
、
元
亨
利
貞
は
理
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
に
四
段
あ
る
の
は
気
で
あ
る
、
こ
の
四
段
あ
れ
ば
理
は
便
ち
気
中
に
あ
っ
て
、
両
者
は
相
離
れ
る
こ
と
が
な
い
、

台、

く
て
、
未
だ
気
に
渉
ら
な
い
と
こ
ろ
に
四
徳
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
気
上
に
つ
い
て
看
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
。
こ
れ
に
続
い
て
朱
子
は
程
伊
川
の
説
と
し
て
冷
一
克
は

(
8〉

物
の
始
、
亨
は
物
の
遂
、
利
は
物
の
突
、
貞
は
物
の
成
を
あ
げ
、
こ
れ
は
気
上
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
が
、
理
は
便
ち
そ
の
中
に
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
理
気
と

の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
気
に
は
始
め
も
な
く
終
り
も
な
い
。
元
の
処
か
ら
説
き
起
こ
せ
ば
、
一
克
の
前
は
貞
で
あ
る
。
「
子
の
時
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
今
日



の
「
子
」
の
前
は
昨
日
の
「
亥
」
で
あ
っ
て
、
空
闘
の
時
と
い
う
も
の
は
な
い
口
然
し
、
天
地
の
簡
に
は
局
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
四
方
の
如
き
が
こ
れ
で
あ
る
。
ま
た

推
行
す
る
も
の
が
あ
る
。
四
時
の
如
き
が
こ
れ
で
あ
る
。
理
は
す
べ
て
こ
の
如
き
も
の
で
、
一
五
亨
科
貞
も
た
だ
物
上
に
つ
い
て
看
れ
ば
甚
だ
分
明
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ

(
伊
川
の
)
司
易
伝
』
で
は
た
だ
、
元
は
万
物
の
始
、
亨
は
寓
物
の
長
、
利

(
9
v
 

は
寓
物
の
遂
、
貞
は
寓
物
の
成
と
い
っ
て
、
気
に
つ
い
て
い
わ
ず
物
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
。
物
を
い
え
ば
気
と
理
と
は
皆
そ
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

{
ゆ
え
)

の
物
が
あ
る
所
以
に
使
ち
こ
の
気
が
あ
り
、
こ
の
気
あ
る
所
以
に
便
ち
こ
の
理
が
あ
る
。
故
に

以
上
が
塁
間
類
』
に
見
え
る
朱
子
の
元
亨
利
貞
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
の
凡
そ
の
説
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

元
亨
利
貞
は
『
易
』
乾
卦
に
あ
ら
わ
れ
る

天
徳
で
あ
石
が
、
こ
れ
に
は
古
来
種
々
の
解
釈
や
意
味
関
与
が
な
さ
れ
て
お
り
、
朱
子
は
諸
説
を
と
り
な
が
ら
、
『
諸
問
類
』
に
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
彼
の
見
解
を
示
し

て
い
る
。
四
者
は
天
徳
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
当
然
四
つ
の
は
た
ら
き
の
象
徴
的
表
現
と
さ
れ
、
そ
れ
が
理
気
論
と
の
関
係
で
微
妙
な
論
理
を
も
っ
。
右
の
朱
子
の
諸
説

で
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
に
朱
子
が
程
伊
川
の
『
易
伝
』
を
引
き
、
元
亨
利
貞
を
そ
れ
ぞ
れ
(
万
)
物
の
始
、
長
、
遂
、
成
に
当
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
は
自
ら
は

人
の
体
の
首
・
手
足
に
響
え
た
り
、

五
臓
に
替
え
た
り
、
穀
物
の
蔚
芽
か
ら
成
熟
に
醤
え
た
り
し
て
い
る
が
、

伊
川
の
説
を
基
本
と
し
て
認
め
て
い
る
。

(
但
し
、
朱
子

は
遂
と
成
の
字
に
つ
い
て
は
、
伊
川
は
十
分
説
き
尽
く
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
注

(
9
)
引
用
の
末
尾
に
続
く
。
)
第
二
は
、

朱
子
及
び
伊
川
は

元
亨
利
貞
な

る
天
の
四
徳
を
、
物
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
が
、
朱
子
は
、
物
に
つ
い
て
説
け
ば
、

理
も
気
も
み
な
そ
の
中
に
あ
る
か
ら
却
っ
て
よ
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か

し

一
方
で
は
気
上
に
つ
い
て
伊
川
が
説
く
の
は
そ
の
う
ち
に
理
が
あ
る
か
ら
だ
と
も
い
う
。
す
る
と
、
天
徳
と
し
て
の
元
亨
利
貞
は
最
も
分
明
に
は
物
の
生
成
に
あ
ら

わ
れ
、
物
が
そ
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
こ
に
理
と
気
が
あ
っ
て
共
に
は
た
ら
く
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
三
は
、
朱
子
が
元
亨
利
貞
に
お
け
る

気
の
側
面
を
と
り
あ
げ
、
気
の
運
動
が
無
始
無
終
で
あ
る
如
く
元
亨
利
点
も
循
環
し
て
い
る
と
説
き
、

さ
ら
に
物
に
つ
い
て
も
、
始
j
長
1

遂

i
成
は
穀
物
の
蔚
芽
か
ら

結
実
、

さ
ら
に
そ
の
突
の
再
び
蔚
芽
し
て
生
ず
る
と
い
う
循
環
で
説
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

以
上
の
朱
子
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
三
点
を
「
天
命
図
説
」
第
二
節
論
五
行
之
気
に
お
け
る
前
述
の
論
と
比
べ
る
と
、

こ
れ
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
朱
子
及
び
伊
川
が
元
亨
利
貞
の
四
徳
を
直
接
骨
か
妙
酌
に
妥
当
せ
し
め
て
い
る
の
に
対
し
、
「
国
説
」
に

お
い
て
は
、
「
始
物
の
理
」
「
通
物
の
理
」
「
遂
物
の
理
」
「
成
物
の
理
」
と
、
物
の
掛
に
記
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
五
行
の
気
で
承
け
さ
せ
て
生

l
長
i
収
i
議
と

し
て
い
る
。
朱
子
が
、
物
上
に
つ
い
て
閉
徳
を
説
け
ば
理
と
気
は
そ
の
中
に
あ
る
、
と
い
う
の
に
対
し
て
、
「
図
説
」
に
お
い
て
は
、
元
亨
利
貞
を
物
の
理
と
し
、
五
行
の

気
で
こ
れ
を
あ
小
?
」
と
に
よ
っ
て
、
物
か
恥
乱
l
i長
(
五
行
)
の
ル
た
ら
ト
1
i島
を
一
貫
し
た
論
理
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
「
天
命
国
説
」
の
方
が

第
一
点
の
始
・
長
・
遂
・
成
は
、
「
図
説
」
も
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四

む
し
ろ
合
理
的
・
斉
合
的
に
論
理
講
成
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
第
三
点
の
元
亨
利
貞
の
循
環
論
に
つ
い
て
は
、
「
図
説
」
に
お
い
て
は
こ
の
後

に
出
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
段
階
で
は
明
確
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
朱
子
が
、
一
克
亨
制
約
貞
は
理
で
あ
る
が
、

か
く
四
段
に
分
け
ら
れ
る
の
は
気
が
あ
る
か

ら
だ
、
而
し
て
理
と
気
と
は
相
離
れ
る
こ
と
が
な
い

(注
8
参
照
)
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
図
説
」
で
も
第
三
節
に
お
い
て
、
「
理
外
無
気
、
気
外
無
理
、
圏
不
可

斯
須
離
也
、
市
其
分
期
亦
不
相
素
而
無
其
別
、
」
と
あ
っ
て
、
理
気
が
相
却
し
て
相
離
れ
ず
、

し
か
も
理
気
は
別
の
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
理
は
終
に
気
に

雑
ら
ず
、

ま
た
気
を
離
れ
ず
」
(
第
三
節
)
と
理
気
の
不
雑
不
離
を
説
く
と
こ
ろ
か
ら
も
甚
だ
分
明
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
一
克
亨
利
貞
と
し
て
の
天
の
四
徳
と
五
行
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
論
理
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
み
た
が
、

五
行
流
行
(
も
の
が
生
ま
れ
る
こ
と
)

の
諜
、
元
は
始
物
の
理
で
あ
り
、

木
の
気
が
こ
れ
を
承
け
て
生
ず
る
と
さ
れ
た
。
然
ら
ば
生
物
の
源
は
何
か
と
い
う
と
、
当
然
木
に
本
づ
く
こ
と
に
な
る
が
「
天
命
図

説
」
で
は
必
ず
か
に
本
づ
く
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
如
何
。
こ
れ
が
第
四
節
論
生
物
之
原
の
所
論
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
一
克
は
始
物
の
理
で
あ
る
か
ら
先
の
論
理

に
よ
り
、
木
も
ま
た
必
紗
の
長
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
の
理
た
る
所
ル
は
元
か
ら
出
る
の
で
な
く
、
貞
か
ら
出
て
く
る
。
木
の
気
た
る
所
ル
も
木
か
ら
出
る
の
で
な
く
、

水
よ
り
出
て
く
る
o

故
に
貞
は
酌
か
か
卦
で
あ
っ
て
ま
た
じ
れ

b
砂
め
か
と
こ
ろ
の
理
で
も
あ
る
。
同
様
に
、
水
は
動
物
か
骨
で
あ
っ
て
ま
た
ひ
い
w
わ
生
か
と
こ
ろ
の
気

で
も
あ
る
。
か
く
し
て
水
は
貞
の
徳
を
承
け
て
も
っ
て
生
物
の
源
と
な
る
と
い
う
論
理
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
。
故
に
、
凡
そ
物
が
生
ず
る
や
そ
の
形
は
木
の
気
を
持
つ

き
ざ

て
成
る
の
だ
が
、
そ
の
形
す
る
所
以
の
原
を
尋
ね
れ
ば
、
実
は
水
の
気
に
朕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
物
が
生
ず
る
そ
も
そ
も
の
原
因
は
、
そ
の
初
め
に
お
い
て
先

ず
水
の
気
を
必
ず
菓
け
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
漸
次
に
凝
策
し
久
し
く
し
て
後
そ
れ
が
堅
田
と
な
っ
て
形
を
成
す
の
で
あ
る
。
天
地
生
成
に
お
い
て
も
、

ま
た
必
ず
先

ず
水
の
気
を
菓
げ
て
生
成
の
理
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
生
物
の
原
は
す
べ
て
水
を
も
っ
て
本
と
な
す
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
理
気
と
五
行
な
い
し
四
徳
と
五
行
の
関
係
か
ら
進
ん
で
、
物
が
生
ず
る
本

1
原
因
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
「
天
命
図
説
」
第
四
節
の
論
旨
で
あ
る
。
こ
こ
で

原
(
生
物
之
原
)

注
目
す
べ
き
は
、
四
徳
と
五
行
の
関
係
に
お
い
て
は
、
元
が
始
物
の
理
で
あ
り
、
木
の
気
が
こ
れ
を
承
け
て
物
を
生
，
す
る
と
す
る
論
か
ら
、
さ
ら
に
具
体
的
に
、
物
が
生
ず
る

に
及
ん
で
、
そ
れ
が
実
は
貞
の
徳
た
る
成
物
の
理
に
も
と
づ
く
水
の
蔵
物
の
気
に
よ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
亨
利
貞
が
始
物
か
ら
成
物
に
至
っ

て
完
結
し
終
止
す
る
の
で
な
く
、
再
び
貞
か
ら
元
へ
、
成
物
の
理
か
ら
始
物
の
理
へ
、
水
の
蔵
物
の
気
か
ら
木
の
生
物
の
気
へ
と
、
循
環
し
て
い
く
こ
と
を
説
い
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
朱
子
の
元
亨
利
貞
の
所
説
中
に
あ
っ
た
第
三
の
注
目
点
に
妥
当
す
る
論
理
で
あ
っ
て

(注
7
参昭…)、

退
渓
に
お
い
て
も
、

陰
陽

二
気
の
変
化
交
替
し
、
循
環
や
ま
ざ
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
、

五
行
と
し
て
の
気
も
、

四
徳
と
し
て
の
元
亨
利
貞
も
、
環
に
端
が
な
い
よ
う
に
循
環
し
て
止
ま
な
い
こ
と



に
よ
っ
て
、
物
が
生
ず
る
と
し
て
い
る
。
「
図
説
」
の
第
四
節
は
、
「
論
生
物
之
原
」
と
し
て
右
の
如
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
本
は
ま
さ
し
く
陰
陽
二
気
五
行
の

循
環
に
よ
る
物
の
生
成
変
化
交
替
に
か
か
わ
る
論
理
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

土
水
火
木
金
の
五
行
と
四
徳
と
の
論
理
的
連
関
の
枠
組
の
中

で
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
そ
れ
の
具
体
化
と
し
て
の
生
物
の
原
を
論
ず
る
と
こ
ろ
で
、
朱
子
の
所
説
に
符
号
す
る
論
を
打
ち
出
し
て
は
い
る
が
、
む
し
ろ
「
天
命
図
説
」
の

方
が
そ
の
論
理
に
お
い
て
斉
合
的
で
あ
る
と
す
ら
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
朱
子
に
お
い
て
は
、
元
亨
利
貞
の
四
徳
を
穀
物
に
た
と
え
、
穀
の
瑛

芽
を
生
ず
る
を
元
、
苗
を
亨
、
部
慨
を
利
、
成
実
を
貞
と
し
、
「
穀
之
実
又
復
能
生
、
循
環
無
窮
」
と
い
う
表
現
で
例
示
的
に
具
体
的
な
穀
と
い
う
物
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い

る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
退
渓
の
「
天
命
図
説
」
に
お
い
て
は
、

四
徳
、

四
理
と
陰
陽
二
気
、

五
行
と
の
有
機
的
関
連
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
、

し
か
も
単
に
元
か
ら

貞
へ
、

さ
ら
に
貞
か
ら
元
へ
と
図
式
的
に
い
わ
れ
る
の
で
な
く
、
生
物
の
原
は
何
か
と
い
う
具
体
的
な
間
い
に
応
え
る
形
で
右
の
論
理
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
極

め
て
特
徴
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
が
で
き
よ
う
。

四

人
・
物
の
殊
差
と
性
心
情
論

と
こ
ろ
で
今
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
天
理
J
天
徳
及
び
理
気
な
い
し
陰
陽
五
行
等
の
流
行
に
よ
る
物
の
生
成
と
生
物
の
根
源
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
次
の
第

五
節
論
人
物
之
殊
で
問
題
と
な
る
の
は
、
人
・
物
の
相
異
、
詳
し
く
い
え
ば
人
i

禽
獣
j
草
木
と
異
っ
て
生
ず
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

凡
そ
人
物
の
生
ず
る
に
当
っ
て
、
そ
の
受
け
る
と
こ
ろ
の
性
は
均
し
く
天
地
の
理
で
あ
り
、
葉
け
る
と
こ
ろ
の
形
は
均
し
く
天
地
の
気
で
あ
る
か
ら
、
本
来
人
と
物
と
に

院
前
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
天
命
図
」
(
新
図
)
で
は
、
人
の
形
を
全
体
に
自
く
し
て
こ
れ
を
五
性
と
し
、
禽
獣
に
は
傍
通
す
る
か
ら
必
ず
性
の
ま
か
悶
甘
い
の

上
下
に
自
一
線
の
路
を
付
し
て
、
あ
る
い
は
一
路
を
通
ず
る
と
し
て
お
り
、
草
木
に
至
つ
て
は
怯
か
ト
か
酔
い
の
み
を
白
く
し
て
そ
の
全
体
を
黒
く
し
、
も
っ
て
全
塞
不

通
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
如
何
な
る
意
味
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
天
命
図
説
」
第
五
節
は
こ
れ
に
応
え
て
以
下
の
如
く
説
明
す
る
。

天
地
の
問
、
理
は
一
に
し
て
気
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
っ
て
斉
し
く
な
い
。
故
に
凡
そ
存
在
す
る
も
の
・
こ
と
の
理
と
い
う
こ
と
を
究
明
し
て
い
け
ば
、
性
は
万
物
を
合
せ

万
物
に
共
通
し
て
一
で
あ
る
し
、

ま
た
気
に
つ
い
て
論
ず
れ
ば
、
個
物
は
気
の
凝
来
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
か
ら
、
気
は
万
物
に
分
か
れ
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
全
体

と
し
て
み
れ
ば
、
各
個
物
を
形
成
せ
し
め
て
い
る
の
は
一
気
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

、

理
た
る
も
の
は
そ
の
体
は
も
と
虚
で
、
虚
な
る
が
故
に
対
(
立
)
が
な
い
、
対
が
な

い
か
ら
人
に
あ
っ
て
も
物
に
あ
っ
て
も
本
来
加
損
な
く
し
て
一
で
あ
る
。
気
に
至
っ
て
は
、
始
め
に
陰
陽
対
立
の
象
が
あ
っ
て
互
い
に
そ
の
根
と
な
り
合
っ
て
い
る
。
故
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一
六

に
陰
中
に
も
協
な
き
こ
と
能
わ
ず
、
陽
中
に
も
陰
な
き
こ
と
能
わ
ず
、

ま
た
陰
中
の
腸
の
う
ち
に
も
陰
な
き
こ
と
能
わ
ず
、
陽
中
の
陰
の
う
ち
に
も
陽
な
き
こ
と
能
わ
ず
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
変
化
は
千
万
に
歪
り
、

し
か
も
各
々
対
な
き
こ
と
能
わ
ず
、
と
い
う
の
が
現
象
の
世
界
の
生
成
・
変
化
・
消
滅
を
あ
ら
し
め
る
基
本
の
論

理
H
も
の
の
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
凡
そ
存
在
す
る
物
が
こ
の
理
気
を
受
け
て
生
じ
た
と
き
、

そ
の
性
は
人
物
を
通
じ
て
一
で
あ
る
が
、

、

、

こ

と

そ
の
気
は
偏
正
の
殊

な
り
が
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
故
、
人
は
陰
陽
の
正
気
を
受
け
て
人
と
な
り
、
当
然
そ
の
気
質
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
明
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
一
段

し
て
物
は
陰
陽
の
偏
気
を
受
け
て
物
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
当
然
そ
の
気
質
も
閉
塞
し
暗
い
。
ま
だ
人
物
そ
の
も
の
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
人
は
正
、
物
は
偏
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
草
木
禽
獣
に
つ
い
て
こ
れ
を
み
れ
ば
、
禽
獣
は
偏
中
の
正
、
草
木
は
偏
中
の
偏
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
天
命
図
」
(
新
図
)

に
お
い
て
も
、
そ
れ
故
、
禽
獣
は

そ
の
気
質
の
う
ち
に
あ
る
い
は
一
路
の
通
ず
る
と
こ
ろ
あ
る
も
、
草
木
に
至
っ
て
は
、

た
だ
そ
の
理
の
み
具
え
て
気
質
の
う
ち
に
通
ず
る
も
の
な
く
全
く
閉
塞
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
凡
そ
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
、

そ
の
性
の
通
ず
る
あ
る
い
は
閉
塞
す
る
所
以
は
、
す
べ
て
受
け
る
と
こ
ろ
の
気
の
正
偏
の
殊
異
に
よ
る
し
、

そ
の
形
を
あ
る
い
は
白
く
し
、
あ
る
い
は
黒
く
す
る
所
以
は
、
気
の
明
と
措
を
異
に
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
「
天
命
図
」
(
新
図
)
に
お
い
て
、
人
と
禽
獣
草
木
の
形
の
現
わ
し
方
を
み
る
と
、
人
は
門
!
万
で
示
し
、
禽
獣
を
横
位
に
、
草
木
は
逆
位
に
示
し
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
に
表
現
す
る
所
以
は
何
か
。
人
物
の
形
す
る
に
異
殊
あ
る
所
以
は
、
こ
れ
ま
た
陰
陽
二
気
の
所
為
で
あ
っ
て
、
陽
の
性
(
は
た
ら
き
か
た
)
は
臓
に
し
て
平
、
陰
の

性
(
は
た
ら
き
か
た
)

は
逆
に
し
て
倒
で
あ
る
。
人
は
本
来
天
地
の
秀
子
で
か
つ
陽
で
あ
る
か
ら
、
頭
部
は
必
ず
長
の
如
く
、
足
部
は
心
ず
ゅ
の
如
く
し
て
、
一
小
十
台
骨
か

な
る
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
物
は
天
地
の
儒
塞
子
で
陰
故
に
人
に
兵
っ
て
横
逆
位
に
描
か
れ
る
。
禽
獣
は
陰
中
の
陽
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
生
は
全
倒
で
な
く

横
位
、
草
木
は
陰
中
の
陰
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
生
は
必
ず
逆
に
し
て
倒
位
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
皆
、
菓
け
る
と
こ
ろ
の
気
が
不
問
で
踊
逆
の
然
ら
し
沿
る
に
よ
る
。

以
上
が
、
第
五
節
論
ず
る
と
こ
ろ
の
「
人
物
の
殊
」
で
あ
る
。
こ
の
論
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
第
一
に
、
人
物
の
生
成
は
均
し
く
理
気
を
菓
受
し
て
な
さ
れ
る
が
、
そ

の
際
、
理
は
本
来
そ
の
体
が
虚
で
対
立
す
る
も
の
が
な
い
か
ら
、
人
に
あ
っ
て
も
物
(
あ
る
い
は
禽
獣
草
木
)
に
あ
っ
て
も
加
損
す
る
と
こ
ろ
な
く
「
ご
で
あ
る
と
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
理
が
「
虚
」
で
あ
り
「
無
対
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
別
的
相
対
性
を
超
え
、
し
た
が
っ
て
マ
テ
リ
ア
ル
な
具
象
性
を
捨
象
し
、

し
か
も
凡
そ
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
個
物
に
内
在
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
理
の
形
市
上
的
性
格
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
は
、
気
の
性
格
づ
け

は
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
個
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
気
は
万
々
分
か
れ
て
各
々
一
気
を
な

に
お
い
て
、
事
々
物
々
に
気
は
菓
受
さ
れ
、
気
に
よ
っ
て
事
物
(
人
を
も
含
む
)

し
、
し
か
も
初
め
か
ら
陰
陽
は
対
立
し
合
っ
て
互
い
に
そ
の
根
と
な
る
と
い
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
陰
陽
二
気
の
対
立
は
平
面
的
に
対
立
し
て
い
る
の
で



な
く
、
陰
中
に
陽
が
あ
り
、
陽
中
に
陰
が
あ
り
、

さ
ら
に
陰
中
の
陽
に
も
ま
た
陰
が
あ
り
、
担
問
中
の
陰
の
う
ち
に
も
ま
た
陽
が
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陰
陽
の
対

立
し
変
化
す
る
様
相
は
文
字
通
り
無
限
で
か
つ
千
万
の
種
々
相
を
み
せ
る
と
し
て
い
る
。
と
く
に
「
陰
中
陽
之
中
、

又
不
能
無
陰
、
陽
中
陰
之
中
、

又
不
能
無
楊
」
と
し

て
い
る
の
は
、
事
物
の
複
雑
肱
ま
り
な
き
千
変
万
化
を
端
的
に
言
表
し
て
、
宋
代
の
儒
家
、
こ
と
に
朱
子
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

陰
陽
二
気
の
対
立
は
、
現
象
の
個
物
問
な
い
し
現
象
の
個
別
の
も
の
・
こ
と
の
問
の
対
立
だ
け
で
な
く
、
個
物
そ
れ
自
体
、
個
別
の
も
の
・
こ
と
そ
れ
自
体
に
も
複
雑
な

対
立
相
を
内
在
せ
し
め
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
て
、
宋
代
思
想
の
こ
の
面
の
思
索
を
一
歩
進
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
に
、
「
天
命
図
」
及
び
同
「
図
説
」
に
お
い
て
人
が
天
地
の
正
気
を
一
巣
け
て
通
か
つ
明
、
物
は
偏
気
を
菓
け
て
塞
か
っ
倍
、
そ
の
う
ち
禽
獣
は
偏
中
の
正
気
を
得
て
、

一
路
の
通
を
得
る
こ
と
、
草
木
は
偏
中
の
偏
気
を
一
果
け
て
全
塞
不
通
な
る
こ
と
等
を
説
い
て
い
る
が
、
『
朱
子
詰
類
』
に
お
い
て
も
、

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
天
命
図
説
後
叙
」
に
も
客
人
の
「
人
と
禽
獣
草
木
の
形
と
、
方
円
横
逆
の
類
を
も
っ
て
こ
れ
を
分
っ
て
い
る
が
、
何
に
祖
づ
く
の
か
。
」
と
の

ほ
ぼ
向
様
の
こ
と
が
録
さ
れ
て
い

っ

間
い
に
応
え
て
、
退
渓
は
「
こ
れ
は
先
儒
の
説
に
本
金
つ
い
た
も
の
で
、
静
而
の
弁
に
悉
く
さ
れ
て
い
る
。
私
は
ま
だ
詳
し
く
検
討
す
る
暇
が
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

恐
ら
く
こ
れ
は
、
鄭
秋
轡
が
『
朱
子
語
類
』
(
注
玲
参
照
)

の
録
す
る
と
こ
ろ
を
引
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
『
語
類
』
に
は
禽
獣
と
草
木
を
そ
れ
ぞ
れ
「
偏
中
の

正
気
」
「
偏
中
の
偏
気
」
を
一
果
け
た
る
も
の
と
ま
で
詳
し
く
分
類
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
は
本
「
図
説
」
の
み
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

人
を
も
っ
て
「
天
地
の
秀

子
」
に
し
て
腸
な
る
も
の
と
し
、
物
を
も
っ
て
「
天
地
の
偏
築
子
」
に
し
て
桧
な
る
も
の
と
規
定
し
て
い
る
の
も
本
「
図
説
」
の
特
徴
と
す
る
点
で
あ
る
。

次
に
、
人
心
に
具
う
る
も
の
及
び
人
の
性
情
に
つ
い
て
論
ず
る
の
が
第
六
・
七
節
で
あ
る
。
す
で
に
論
ぜ
ら
れ
た
よ
う
に
、
人
物
と
く
に
こ
こ
で
は
人
の
存
在
な
い
し

成
生
に
つ
い
て
、
こ
の
気
な
け
れ
ば
こ
の
理
の
寓
す
る
と
こ
ろ
な
し
と
し
、

さ
ら
に
進
ん
で
こ
の
心
な
け
れ
ば
こ
の
理
気
の
寓
す
る
と
こ
ろ
な
し
と
い
っ
て
、

心
を
理
気

心
は
気
で
、
形
市
下
の
も
の
と
し
、
そ
の
は
た
ら
き
に
理
は
あ

(
日
)

る
が
、
理
が
前
面
に
あ
っ
て
別
に
一
物
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
と
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
心
に
お

の
寓
と
し
て
い
る
。
ま
た
人
心
は
虚
|
理
か
つ
霊
l

気
な
る
を
も
っ
て
理
気
の
舎
と
さ
れ
る
。
朱
子
が
、

け
る
理
は
当
然
一
五
亨
利
貞
と
し
て
の
四
徳
の
理
で
あ
り
、
そ
れ
が
五
常
(
仁
義
礼
智
信
)
を
な
す
と
さ
れ
、
ま
た
心
と
し
て
の
気
は
向
じ
く
二
五
の
気
で
あ
り
、
具
体
的

な
侶
と
し
て
の
人
の
心
に
形
成
さ
れ
た
場
合
気
質
と
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
人
心
の
具
有
す
る
と
こ
ろ
で
、
天
に
本
づ
く
。
天
に
本
づ
く
と
い
う
の
は
、
す
で
に
第
一

節
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
天
と
し
て
の
自
然
の
生
成
変
化
が
元
亨
利
貞
と
い
う
四
徳
田
理
の
は
た
ら
き
に
そ
の
淵
源
を
も
っ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
右
の
い
わ
ゆ
る
五
や
は
「
純
益
同
無
悪
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
発
す
る
と
き
の
砂
時
も
ま
た
不
善
で
あ
る
こ
と
は
な
い
が
、
他
方
い
わ
ゆ
る
気
骨
は
本
然
か

哲
学
・
思
想
論
集
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必
で
な
い
か
ら
、
そ
れ
が
発
し
た
と
き
の
七
併
も
邪
悪
に
流
れ
易
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
性
情
の
名
は
一
で
あ
っ
て
も
、

性
情
の
用
は
呉
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
さ
れ

る
。
本
然
の
性
の
発
露
と
し
て
の
四
端
に
は
不
善
な
く
、
気
質
の
(
気
一
舗
の
性
と
こ
こ
で
は
い
わ
な
い
)
発
現
と
し
て
の
七
情
は
邪
悪
に
流
れ
や
す
い
と
い
う
趣
旨
の
表

は
た
ら
き

現
に
は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
か
く
し
て
、
性
情
が
運
用
を
該
ね
具
え
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
心
の
妙
と
い
う
べ
き
で
、
し
た
が
っ
て
心
が
主
宰
を
な
し
、
性
情

な
ぞ
ら

を
統
べ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
性
情
を
区
分
す
る
と
き
必
ず
四
徳
・
五
行
に
準
え
る
の
は
、
人
の
五
性
(
人
に
本
性
的
に
具
わ
る
仁
義
礼
智
信
の
五
常
)
・
四
端
が

に
分
け
ら
れ
る
も
の
に
は
参
差
が
あ
る
が
、
こ

天
の
四
徳
と
相
応
関
係
を
も
ち
、

そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
と
す
る
。
た
だ
し
七
情
(
喜
怒
哀
楽
愛
悪
欲
)

れ
も
類
を
も
っ
て
推
せ
ば
応
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
即
ち
、
喜
愛
の
木
、
楽
の
火
、
怒
悪
の
金
、
哀
の
水
、
欲
の
土
に
配
す
る
が
如
く
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
天
人
の

一
体
た
る
一
所
以
が
知
ら
れ
る
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
天
命
図
」
(
新
)

に
お
い
て
、
意
の
下
に
諮
問
幾
悪
幾
の
分
が
あ
る
の
は
何
故
か
。
こ
れ
が
第
八
節
の
論
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
意
は
心
の
発
す
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、

心
は
性
情
の
主
で
あ
る
。
故
に
こ
の
心
の
未
発
の
前
は
、
太
極
が
動
静
の
理
を
具
え
て
未
だ
判
れ
て
陰
陽
と
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
一
心

の
内
は
揮
然
た
る
一
性
で
あ
り
、
純
善
に
し
て
無
悪
で
あ
る
。
こ
の
心
が
己
発
の
時
は
、
太
極
す
で
に
判
れ
て
動
は
陽
と
な
り
、
静
は
陰
と
な
る
。
気
は
こ
の
時
に
お
い

は
た
ら

て
始
め
て
具
体
的
に
用
く
。
故
に
情
の
発
用
に
善
悪
の
殊
が
出
て
く
る
が
、
そ
の
端
緒
は
甚
だ
微
妙
で
あ
る
。
意
は
心
が
発
用
し
た
も
の
で
、
情
を
含
ん
で
様
々
に
変
化

す
る
か
ら
、
天
理
の
公
に
循
う
こ
と
も
人
欲
の
私
に
循
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
意
の
善
悪
の
分
れ
も
こ
れ
に
よ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
善
の
発
す
る
は
(
心
の
)
闘
有
に
原

づ
く
も
の
で
、
直
遂
(
ま
っ
す
ぐ
に
と
お
る
)
に
し
て
瓶
、
悪
の
萌
す
の
は
本
無
(
本
来
な
い
こ
と
、
ま
た
は
本
来
的
に
な
い
も
の
)
か
ら
出
て
穿
横
(
わ
か
れ
て
そ
れ

・
も
と

る
)
に
し
て
戻
る
。
以
上
が
第
八
節
の
所
論
で
あ
る
。

次
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
人
物
は
各
々
陰
陽
の
正
気
、
偏
気
を
受
け
て
殊
別
が
生
ず
る
と
さ
れ
た
が
、

そ
の
う
ち
人
は
正
気
を
得
な
が
ら
な
お
上
智
・
中
人
・
下
問
問

三
等
の
殊
別
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
第
九
節
気
質
の
一
菓
を
論
ず
る
。
そ
も
そ
も
人
は
正
気
を
受
け
て
人
と
し
て
生
じ
た
の
だ
が
、
気
に
は
陰

と
陽
が
あ
り
、

ま
た
気
質
の
一
果
受
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
清
潟
粋
駁
の
異
な
り
が
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
人
、
が
生
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
気
を
天
に
一
巣
け
る
が
、
天

の
気
に
も
清
が
あ
り
濁
が
あ
り
、
質
を
地
に
葉
け
る
が
、
地
の
質
に
も
粋
が
あ
り
駁
が
あ
る
。
故
に
天
気
地
質
の
清
に
し
て
粋
な
る
も
の
を
菓
受
す
れ
ば
上
智
の
人
。
上

智
の
天
理
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
、
知
は
間
切
に
し
て
行
は
尽
く
さ
れ
、
自
ら
天
と
合
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
人
は
天
気
地
質
の
請
に
し
て
駁
、
濁
に
し
て
粋
な
る
を
菓

得
す
る
か
ら
、
中
人
の
天
理
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
は
、

一
は
知
に
余
あ
っ
て
行
が
足
ら
ず
、

一
は
知
足
ら
ず
し
て
行
に
余
あ
り
、

し
た
が
っ
て
始
め
か
ら
天
と
合
す
る
と



こ
ろ
あ
り
違
う
と
こ
ろ
あ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
下
愚
は
、
天
気
地
質
の
濁
に
し
て
駁
な
る
を
棄
得
し
、
そ
の
天
理
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
は
、
知
す
で
に
結
く
、

行
は
ま
た
邪
に
し
て
、
遠
く
天
と
違
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
智
・
中
人
・
下
患
と
人
の
殊
加
を
に
分
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、

お

も

な

み

ら
、
智
の
豊
か
な
る
を
以
わ
ず
、
愚
の
脅
な
る
を
以
わ
な
け
れ
ば
、
下
回
邸
の
心
で
あ
っ
て
も
天
理
の
本
然
を
無
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
故
に
気
質
の
美
(
を
も
た
ら
す
)

理
気
は
相
須
っ
て
必
ず
そ
こ
に
あ
る
の
だ
か

は
上
智
の
敢
て
侍
む
と
こ
ろ
で
な
く
、
天
理
の
周
く
賦
さ
れ
て
い
る
も
と
で
は
、

下
回
廊
の
ま
さ
に
自
ら
尽
く
す
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
百
円
は
大
聖
人
で
あ
っ
た

が
、
舜
は
必
ず
「
惟
れ
精
、
惟
れ
ご
を
勉
め
、
顔
子
は
大
賢
人
で
あ
っ
た
が
孔
子
は
こ
れ
を
導
く
に
樽
文
約
礼
を
も
っ
て
し
、
『
大
学
』
は
曽
子
が
格
致
誠
正
を
も
っ

て
知
行
の
訓
と
し
、
『
中
由
席
』
は
子
思
が
善
を
択
ん
で
聞
く
執
る
こ
と
を
も
っ
て
知
行
の
道
と
し
た
。
然
れ
ば
学
問
の
道
は
、

気
質
の
美
恵
に
か
か
わ
ら
ず
、

た
だ
人
の

知
が
天
理
を
明
か
に
し
て
い
る
か
否
か
、
人
の
行
が
天
理
を
尽
く
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
る
。

以
上
の
第
九
節
論
気
質
の
一
果
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
人
が
同
じ
く
天
地
の
正
気
を
受
け
て
い
な
が
ら
上
智
・
中
人
・
下
愚
に
分
け
ら
れ
る
の
は
、

天
の
気
、
地
の
賓
の
清
潟
粋
駁
の
受
け
方
の
相
違
に
よ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
決
定
的
な
人
の
差
等
で
は
な
い
、
向
じ
く
理
気
を
一
果
得
し
て
人
と
し
て
生
じ
た
以
上
、
天

理
の
下
で
は
、
人
の
努
力
修
養
に
よ
っ
て
、
下
愚
で
あ
っ
て
も
気
質
の
美
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

生
来
の
気
質
の
美
悪
が
学
問
の
道
に
と
っ
て
重
要
な
の
で
な

い
、
む
し
ろ
天
理
を
明
か
に
知
得
し
、
天
理
を
行
尽
す
る
こ
と
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
、
等
々
を
強
調
し
た
点
で
あ
る
。

徳
の
理
を
具
え
て
お
り
、
人
の
心
は
一
身
の
主
宰
者
で
あ
っ
た
。
外
な
る
事
物
を
内
に
感
得
す
る
や
、
人
の
心
は
善
悪
の
幾
(
わ
か
れ
み
ち
)

か
く
し
て
、
最
後
に
心
の
内
な
る
敬
と
存
養
、
及
び
情
意
の
省
察
と
敬
と
が
問
題
と
な
る
。
第
十
節
の
論
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
は
天
の
命
に
よ
っ
て
四

は
た
ら

に
随
っ
て
用
く
が
、
そ
の

心
の
は
た
ら
き
は
情
意
で
あ
る
。
故
に
君
子
は
心
の
静
な
る
と
き
(
未
発
)

に
お
い
て
必
ず
わ
が
心
そ
の
も
の
、

つ
ま
り
心
の
本
然
の
性
を
見
失
わ
ぬ
よ
う
こ
れ
を
養
っ

て
、
わ
が
本
体
を
保
持
す
る
こ
と
に
努
め
、

一
旦

(
心
が
動
い
て
)
情
意
の
発
す
る
や
、

必
ず
わ
れ
と
わ
が
心
の
情
意
の
趣
向
を
省
察
し
て
、
そ
れ
を
正
す
こ
と
に
努
め

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

(
本
然
の
性
と
し
て
の
)

心
の
理
は
本
来
浩
く
大
き
く
つ
か
ま
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
、
部
然
と
し
て
見
分
け
も
区
分
け
も
つ
か
な
い
も
の

で
あ
る
か
ら
、
敬
の
一
点
に
集
中
し
な
け
れ
ば
よ
く
そ
の
性
を
保
ち
心
の
木
体
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
心
の
発
す
る
と
き
、
そ
れ
は
微
に
し
て
華
強

も
っ
ぱ

の
差
を
察
す
る
こ
と
も
難
く
、
危
く
し
て
坑
堕
を
踏
み
越
え
る
こ
と
も
難
い
の
で
あ
る
か
ら
、
敬
を
一
ら
に
し
な
け
れ
ば
善
悪
の
幾
を
正
し
て
心
の
舟
き
を
十
全
な
ら
し

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
故
に
君
子
の
学
は
、
こ
の
心
の
未
発
の
時
は
必
ず
敬
を
主
と
し
て
存
養
工
夫
を
加
え
、
こ
の
心
の
巳
発
の
時
は
ま
た
必
ず
敬
を
主
と
し
て

哲
学
・
思
想
論
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ニ
O

省
察
工
夫
を
加
え
る

D

敬
は
ま
さ
に
学
の
始
終
を
成
し
、

心
の
体
用
を
通
貨
す
る
所
以
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
天
命
図
説
」
の
最
も
切
要
の
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ

れ
が
第
十
節
の
所
論
で
あ
る
。

結
語
に
か
え
て

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
李
退
渓
は
弟
子
奇
高
峰
と
八
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、

四
端
七
矯
に
つ
い
て
論
争
し
た
。
そ
れ
は
要
す
る
に
李
退
渓
の
人
間
観
な
い
し
人

間
論
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、
従
来
の
よ
う
に
、
単
に
四
七
論
弁
の
み
を
取
り
あ
げ
て
退
渓
・
高
峰
両
論
を
比
較
検
討
す
る
だ
け
で
は
、
退
渓
の
人
間
観

な
い
し
人
間
論
を
全
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、

ま
た
そ
の
中
に
四
七
論
を
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
本
稿
が
主
と
し
て
取
扱
っ
た
「
天
命
図

説
」
及
び
「
天
命
国
」
と
「
天
命
図
説
後
叙
」
は
、
退
・
高
両
者
の
論
争
以
前
に
お
い
て
、
退
渓
が
い
か
な
る
人
間
観
を
も
っ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

論
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
天
命
図
説
」
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の
人
間
観
、

と
く
に
天
人
相
応
の
論
理
は
、

朱
子
を
含
む
宋
学
な
い
し
中
国
思
想
を

受
容
し
て
新
た
に
構
想
し
た
極
め
て
特
徴
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
存
在
の
論
理
と
よ
き
行
為
の
基
底
た
る
当
為
の
論
理
と
が
い
か
に
か
か
わ
る
か
、
あ
る
い
は
世
界

観
と
人
間
観
と
は
い
か
な
る
論
理
を
も
っ
て
斉
合
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
か
、

そ
こ
に
一
貫
す
る
論
理
は
何
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
現
代
に
至
る
ま
で
の
倫
理
学
の
最
も

重
要
な
課
題
で
も
あ
る
。
「
天
命
図
説
」
に
お
け
る
天
人
相
応
の
論
理
は
、
ま
ず
「
天
矧
理
」
と
し
、

五
行
の
流
的
を
関
連
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
物
の
生
成
が
理
気
論
の
上
か
ら
合
理
的
に
説
明
さ
れ
る
に
至
り
、
結
果
的
に
天
か
な
る
概
念
が

天
に
四
徳
・
由
理
と
し
て
の
元
亨
利
貞
の
は
た
ら
き
を
認
め
、
こ

れ
に
二
気
(
陰
陽
)

陰
陽
五
行
を
も
っ
て
万
物
を
化
生
す
。
気
も
っ
て
形
を
成
し
、

語
句
と
し
て
配
さ
れ
て
も
、
字
義
通
り
の
「
天
の
命
令
」
と
い
う
意
識
は
前
面
か
ら
論
理
的
に
消
滅
し
て
い
っ
た
と
解
さ
れ
た
。
こ
れ
を
朱
子
の
『
中
庸
』
注
の
「
天
、

理
ま
た
こ
れ
に
賦
す
。
猶
命
令
の
ご
と
し
。
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
比
べ
る
と
き
、
「
天
命
図
説
」
の
所

論
は
よ
り
論
理
的
に
斉
合
性
を
も
っ
て
い
た
。

ま
た
、
「
天
命
図
説
」
に
お
け
る
天
の
四
徳
・
四
理
と
二
気
五
行
の
構
造
的
・
有
機
的
連
関
の
論
理
構
成
は
、

世
界
存
在
と
人
物
の
生
成
の
根
源
を
極
め
て
合
理
的
に

説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
朱
子
や
程
伊
川
等
の
元
亨
利
貞
に
相
関
す
る
説
明
は
そ
れ
の
語
義
を
中
心
と
し
て
お
り
、
世
界
、
存
在
、
人
物
生
成
等
の
斉
合
的
論
理
構
成
に

及
ん
で
お
ら
ず
、

と
く
に
朱
子
に
あ
っ
て
は
具
体
的
に
は
穀
物
の
斑
芽
か
ら
成
熟
の
た
と
え
に
終
る
観
が
あ
っ
た
が
、
退
渓
は
こ
の
論
理
構
成
を
も
っ
て
、

さ
ら
に
人
間



に
お
け
る
理
気
心
性
論
を
展
開
し
、
人
と
物
、
あ
る
い
は
人
、
禽
獣
、
草
木
の
合
理
的
殊
別
に
も
論
及
し
て
い
る
。
即
ち
、

心
は
理
気
の
舎
で
あ
り
寓
で
あ
り
、
身
の
主

宰
者
で
あ
る
と
す
る
点
は
、
宋
学
(
朱
子
学
)
と
同
様
で
あ
る
が
、

心
に
お
け
る
理
の
側
面
に
つ
い
て
は
、

四
徳
・
四
理
を
具
え
て
五
常
・
四
端
を
形
成
し
、
こ
れ
を
本

然
の
性
と
す
る
の
に
対
し
て
、
気
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
理
の
み
で
は
虚
霊
で
あ
る
が
、

心
の
気
に
よ
っ
て
人
に
気
質
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
に
生
ず
る
七
情
は
邪
悪
に
流

れ
や
す
い
と
し
、

さ
ら
に
心
の
巳
発
と
し
て
の
意
は
情
を
侠
ん
で
善
悪
に
分
か
れ
る
が
、
意
の
善
は

(
人
に
)
国
有
の
も
の
、
患
は
本
無
の
も
の
と
境
定
し
て
い
る
。
し

か
も
、
こ
の
段
で
、
「
性
情
の
名
は
一
と
雄
も
、
性
清
の
用
は
別
ち
兵
ら
ざ
る
を
得
ず
。
」
(
第
六
節
)
と
い
っ
て
い
る
の
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
、

退
渓
は
性
情
を
二
一
克
的
に
説
明
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
即
ち
、
右
に
述
べ
た
如
く
、

心
の
理
的
側
面
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
然
の
性
(
純
善
無
恵
)

で
あ
り
未
発

の
前
で
あ
り
、

五
常
・
西
端
の
淵
源
で
あ
る
。
ま
た
気
的
側
面
か
ら
す
れ
ば
気
質
の
性
で
あ
り
、
七
情
な
い
し
意
の
善
幾
悪
幾
の
淵
源
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
理
的
側
面

四
端
は
情
の
発
で
な
い
の
か
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
気
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
起
こ
る
。

を
、
本
然
の
性
な
い
し
未
発
の
前
と
い
う
の
は
正
し
い
と
し
て
、

ま
た
、
気
的
側
面
を
気
質
の
性
と
い
い
、

己
発
と
い
い
、

七
情
発
し
て
善
悪
と
も
に
生
ず
る
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
理
は
内
在
す
る
の
か
し
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が

生
ず
る
。

」
れ
を
閥
次
元
で
論
ず
れ
ば
明
か
に
論
理
的
に
矛
盾
す
る
。

し
か
し
、

退
渓
が

「
一
昨
謂
五
常
者
、

純
善
而
無
悪
、

故
其
所
発
之
四
端
、

亦
無
有
不
善
、
:
:
:
」

と
い
う
と
き
と

っ
所
謂
気
質
者
、

非
本
然
之
性
、

故
其
一
所
発
之
七
情
、

易
流
於
邪
悪
、
」

ゴ
天
命
図
説
」
第
六
節
論
人
心
之
具
)
と
い
う
と
き
と
で
は

次
元
を
異
に
し
て

論
じ
て
い
る
の
だ

l
iと
解
す
れ
ば
こ
の
両
論
は
成
り
立
つ
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
す
で
に
論
述
し
た
よ
う
に
退
渓
が
第
十
節
に
お
い
て

「
故
君
子
於
此
心
之
静
也
、

必

存
養
以
保
其
体
、

於
情
意
之
発
也
、

必
省
察
以
正
其
用
、
」
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

現
に
生
き
て
は
た
ら
き
、

人
に
感
得
で
き
る
の
は
気
質
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

性
と
い
う
個
別
的
な
人
間
の
心
の
動
き
だ
け
で
あ
る
。
本
然
の
性
は
、

朱
子
も
い
っ
た
よ
う
に
、

気
質
の
性
を
陶
治
し
て
そ
こ
に
帰
る
べ
き
自
覚
、

修
養
の
源
点
で
あ

る
。
そ
れ
は
向
次
元
で
形
而
下
的
に
並
べ
て
論

J

ぜ
ら
れ
な
い
性
格
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
天
命
図
説
」
で
は
、
生
来
の
気
質
の
美
悪
よ
り
も
、
学
問
修
養
に

よ
っ
て
、
下
愚
の
心
で
も
天
理
の
下
に
お
い
て
は
自
ら
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
理
の
明
を
知
得
し
、
天
理
を
行
尽
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
専
ら
敬
を
も
っ
て

存
養
省
察
の
工
夫
を
す
る
こ
と
が
切
要
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

上
述
の
諸
点
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
天
命
図
説
」
に
お
け
る
理
気
論
、
性
情
論
を
通
じ
て
顕
著
な
の
は
、
人
の
心
が
元
亨
利
貞
と
し
て
の
四
徳

・
四
理
を
具
え
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
(
第
一
節
及
び
第
六
・
七
・
八
節
参
照
)
、
形
而
上
的
な
理
な
い
し
性
が
動
的
な
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
と
解
さ
れ
る
点
で
あ

と
こ
ろ
で
、

る
。
即
ち
第
一
節
に
お
い
て
、
初
め
に
一
五
亨
利
貞
を
天
の
四
徳
と
し
、

そ
れ
が
各
々
「
始
の
理
」
「
通
の
理
」
「
遂
の
理
」
「
成
の
理
」
を
も
っ
と
さ
れ
、

陰
陽
二
気
五
行

哲
学
・
思
想
論
集
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流
行
の
際
に
こ
の
四
者
は
常
に
そ
の
中
に
寓
し
て
命
妙
の
除
(
個
物
が
個
物
と
し
て
生
成
し
存
在
す
る
し
v
b
f
原
因
性
)
と
な
る
と
い
わ
れ
た
。
か
か
る
理
を
、
す
で
に

筆
者
は
用
の
理
と
し
て
解
釈
し
て
お
い
た
。

つ
ま
り
、
元
亨
利
貞
は
天
の
四
徳
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
現
象
す
る
世
界
の
生
成
・
変
化
・
消
滅
と

い
う
運
動
の
こ
と
わ
り
で
あ
っ
た
。
個
物
が
個
物
と
し
て
形
を
な
す
の
は
陰
陽
五
行
の
気
に
よ
る
の
だ
が
、
気
の
流
行
が
か
く
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
右
に
も
述
べ

は
た
ら
き

た
よ
う
に
、
そ
れ
に
元
亨
利
貞
の
理
が
寓
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
事
物
の
生
成
・
変
化
・
消
滅
は
陰
陽
五
行
の
流
行
で
あ
る
が
、
気
が
そ
の
よ
う
に

は
た
ら
く
の
は
、
そ
こ
に
用
の
理
、
つ
ま
り
は
た
ら
き
を
も
っ
た
元
亨
利
貞
の
理
(
始
物
の
理
、
通
物
の
理
、
遂
物
の
理
、
成
物
の
理
)
が
相
即
的
に
内
在
し
て
い
る
と

解
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
気
の
は
た
ら
き
と
理
の
は
た
ら
き
が
相
即
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
は
生
成
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
ニ
気
五
行
の
流
行
に
一
万
亨
利
貞

の
理
が
相
即
・
内
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
理
は
個
物
の
性
を
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
性
も
ま
た
動
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第

一
節
で
も
い
う
よ
う
に
、
理
は
本
来
太
極
で
あ
り
、
太
極
中
に
は
も
と
よ
り
物
も
事
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

初
め
か
ら
四
徳
と
名
づ
け
る
よ
う
な
も
の
は
そ
こ
に
な

い
。
し
か
し
、
陰
陽
五
行
が
流
行
し
た
あ
と
を
み
れ
ば
、
必
ず
そ
の
始
が
あ
り
、
始
が
あ
れ
ば
通
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
遂
も
成
も
あ
り
、
始
l

通
l

遂
l

成
の
四
徳
の

名
も
立
て
ら
れ
る
と
い
う
。
か
く
し
て
、
気
の
用
(
流
行
)
と
理
な
い
し
性
の
用
は
相
即
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
考
え
方
、

つ
ま
り
本
来
形
而
上
的
な
る
理
な
い
し
性

ょ
う
。
し
か
し
、

に
は
た
ら
き
あ
り
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
も
端
的
に
表
明
さ
れ
た
の
が
、
「
天
命
図
」
(
新
)
中
に
お
け
る
「
四
端
は
理
の
発
、
七
情
は
気
の
発
」
で
あ
っ
た
と
い
え

は

た

ら

き

、

こ
こ
ま
で
く
る
と
ま
た
そ
こ
に
問
題
が
生
ず
る
。
つ
ま
り
、
右
の
筆
者
の
理
解
の
如
く
、
気
に
流
行
が
あ
る
の
は
当
然
と
し
て
、
理
に
用
的
性
格
を
も

一
方
で
は
気
の
用
と
理
の
用
と
が
相
即
す
る
と
解
さ
れ
、
地
方
で
は
、
理
の
用
な
い
し
用
の
理
の
み
が
、
気
と
は
無
関
係
に
は
た
ら
く
と
解
せ

た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
先
の
「
四
端
は
理
の
発
L

な
る
表
現
で
あ
っ
た
。
退
渓
が
の
ち
に
奇
高
峰
に
対
し
「
四
端
の
発
す
る
は
純
理
、

故
に
不
善
な
し
に
と
改
め

て
書
き
送
っ
た
と
し
て
も
問
題
は
残
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
形
而
上
、
形
而
下
の
次
元
を
具
に
す
る
論
理
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
お
い
た
が
。

し
か
し
、
退
渓
が
「
天
命
図
説
」
を
通
じ
て
、
理
な
い
し
人
の
性
に
は
た
ら
き
の
あ
る
こ
と
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
特
徴
点
で
あ
る
。
局
灘
渓

の
「
太
極
図
説
」
に
「
無
極
而
太
極
、
太
極
動
市
生
陽
、
:
:
:
」
と
あ
っ
て
も
、
「
天
命
因
説
」
の
上
述
の
理
の
動
的
性
格
・
内
容
と
は
異
る
し
、
ま
た
朱
子
の
理
の
性
格

(

川

以

)

理
に
は
た
ら
き
あ
り
と
す
る
の
に
対
し
て
、
安
田
二
郎
氏
の
如
く
「
意
味
的
性
格
」
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
す
る
説
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま

に
つ
い
て
も
、
筆
者
の
如
き
は
、

た
「
天
命
図
説
」
の
所
説
ほ
ど
是
非
な
い
し
当
否
は
加
と
し
て
明
確
に
理
解
さ
れ
得
な
い
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
は
や
が
て
奇
高
峰
と
の
論
争
の
中
心
に
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
哲
学
的
な
世
界
観
や
人
間
観
を
一
つ
の
図
表
に
集
約
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
、
象
数
易
が
そ
う
で
あ
る
よ
う



に
極
め
て
難
解
で
そ
こ
か
ら
論
理
を
把
握
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
天
命
担
図
・
新
図
と
も
に
こ
の
こ
と
は
い
え
る
。
し
か
し
反
面
、
退
渓
の

よ
い
だ
ろ
う
)
「
天
命
図
説
」
の
十
節
の
内
容
は
論
理
整
然
、
剰
刺
語
を
省
き
、

(
手
に
な
る
と
い
っ
て

よ
く
天
人
心
性
の
要
訣
を
衝
い
て
お
り

周
子
・
子
思
に
基
づ
く
と
し
な
が
ら
な
お
独
創

を
発
揮
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ま
た
、
奇
高
峰
と
の
論
弁
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
(
未
完
)

注
l 

退
渓
先
生
全
書
巻
之
二
十
一
・
書
・
興
奇
彦
明
、
な
お
本
稿
で
は
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
が
一
九
八

O
年
二
一
月
に
刊
行
し
た
退
渓
先
生
全
書
、
同
文
集
等

を
集
録
し
た
『
陶
山
全
書
』
(
全
四
冊
)
を
中
心
に
使
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
成
均
館
大
学
校
大
東
文
化
研
究
院
が
一
九
七
八
年
八
月
に
刊
行
し
た
『
増
補
退
渓
全
書
』
(
全
五
時
)
に

陶
山
全
書
ニ
・
一
七
頁

集
録
さ
れ
て
い
る
資
料
を
も
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

(
2
)
 
陶
出
全
書
一
一
一
・
ニ
一
一
二
頁
、
返
渓
全
書
巻
之
五
十
八
・
雑
著
・
天
命
図
説
後
叙
。

陶
山
全
書
一
ニ
・
続
集
・
六

O
O頁
以
下
に
「
天
命
図
説
」
が
あ
り
、
同
六

O
四
頁
に
越
穆
士
の
後
叙
が
附
さ
れ
て
い
る
。
退
渓
全
書
三
・
続
集
・
巻
八

一回

O
頁
以
下
に
も
集

(
3
)
 録

(
4
)
 
拙
論
「
権
近
思
想
の
歴
史
的
意
義
」
参
照
、
韓
国
人
文
科
学
研
究
所
主
催
「
東
ア
ジ
ア
文
化
と
韓
関
儒
学
L

に
つ
い
て
の
盟
際
学
術
会
議
に
お
け
る
報
告
論
文
。

5 

朱
子
語
類
・
巻
第
六
十
八
・
易
四
・
乾
上

致
道
関
元
亨
利
貞
、
日
、
元
是
未
通
底
、
亨
利
是
収
未
成
底
、
貞
是
己
成
底
、
醤
如
春
夏
秋
冬
、
冬
夏
便
是
陰
陽
極
灘
、
其
間
春
秋
使
是
過
接
蕗
、

(
6
)
 
向
上

乾
四
徳
、
一
克
盤
之
知
人
之
首
弘
、
手
足
之
運
動
、
財
有
亨
底
意
思
、
利
則
配
之
問
問
臓
、
貞
則
元
気
之
所
蔵
也
、
又
臼
、
以
五
臓
配
之
、

火
、
火
便
是
亨
、
肺
属
金
、
金
便
是
利
、
腎
属
水
、
水
使
是
貞
、

尤
明
白
、

且
如
肝
属
木
、

木
使
是
一
克
、

'L' 
属

7
)
 
i司
上

元
亨
利
貞
、
盤
諸
穀
可
見
、
穀
之
生
前
芽
是
一
克
、
苗
是
字
、
穣
是
利
、
成
実
是
貞
、
穀
之
賞
又
復
能
生
、
循
環
無
窮
、

8 

向
上

一
五
亨
利
貞
理
也
、
有
這
四
段
気
山
出
、
有
這
四
段
、
理
使
在
気
中
、
両
箆
不
曾
相
離
、
若
是
説
時
、
則
有
那
未
渉
於
気
底
四
徳
、
要
就
気
上
着
血
得
、
所
以
伊
川
説
、
元
者
物
之
始
、
亨

者
物
之
遂
、
利
者
物
之
賞
、
貞
者
物
之
成
、
這
蹴
是
就
気
上
説
、
然
理
使
在
其
中
、
:

9 

向
上

哲
学
・
思
想
論
集
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李
渓
退
の
人
間
観
(
第
一
部
)

二
回

気
無
始
無
終
、
且
従
元
魔
説
起
、
元
之
前
又
是
貞
了
、
如
子
時
、
是
今
日
子
之
前
、
又
是
昨
日
之
亥
、
無
空
間
捌
時
、
然
天
地
問
有
簡
局
定
底
、
加
四
方
是
也
、
有
箆
推
行
底
、
船
田
時

是
也
、
理
都
如
此
、
一
克
亨
利
貞
、
只
就
物
上
着
亦
分
明
、
所
以
有
此
物
、
使
走
有
此
気
、
所
以
有
此
気
、
使
有
此
理
、
故
易
樽
只
説
、
一
五
者
市
内
物
之
始
、
亨
者
諸
物
之
長
、
利
者
高
物

之
遂
、
貞
者
諸
物
之
成
、
不
説
気
只
説
物
者
、
}
一
一
一
口
物
別
気
輿
理
皆
在
其
中
、

(
叩
)
朱
子
語
類
巻
第
四
・
性
理
一
・
人
物
之
生
気
質
之
生
:
:
:
然
市
二
気
五
行
交
感
万
変
、
故
人
物
之
生
有
精
粗
之
不
向
、
自
一
気
市
言
之
、
別
人
物
皆
受
是
気
市
生
、
自
精
粗
前
一
一
一
口
、

財
人
得
其
気
之
正
且
通
者
、
物
得
其
気
之
偏
且
塞
者
、
惟
人
得
其
正
、
故
是
理
通
南
無
所
塞
、
物
得
其
偏
、
故
回
定
理
塞
而
無
所
知
、
且
如
人
頭
闘
象
天
、
足
方
象
地
、
一
千
正
端
直
、
以

其
受
天
地
之
正
気
、
所
以
識
道
理
有
知
識
、
物
受
天
地
之
偏
気
、
所
以
禽
獣
横
生
、
草
木
頭
生
向
下
、
尾
反
在
上
、
物
之
間
有
知
者
、
不
過
只
通
得
一
路
、
如
烏
之
知
孝
、
瀬
之
知

祭
、
犬
但
能
守
禦
、
牛
但
能
耕
雨
己
、
人
則
無
不
知
無
不
能
、
人
所
以
与
物
其
者
所
争
者
此
耳
、
:

(
日
)
例
え
ば
朱
子
語
類
巻
第
五
・
性
理
二
・
性
情
心
意
等
名
義
を
み
る
と
、
心
与
理
一
、
不
是
理
在
前
面
為
一
物
、
理
使
在
心
之
中
、
心
包
蓄
不
住
、
随
事
開
発
、
悶
笑
去
、
説
到
此
自

好
笑
、
恰
似
那
蔵
、
相
似
除
了
経
函
、
裏
面
点
燈
、
四
方
八
田
皆
如
此
光
明
架
湖
、
但
今
人
亦
少
能
君
得
如
此
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

(
口
)
拙
著
『
朱
議
と
王
陽
明

l
i物
と
心
と
理
の
比
較
思
想
論

l
i』
一

O
七
頁
以
下
、
及
び
安
田
二
郎
『
中
国
近
世
思
想
研
究
』
参
照
。

(

口

)

中

国

思

想

の

受

容

・

理

解

と

そ

の

展

開

に

か

か

わ

る

重

要

な

問

題

を

含

ん

で

い

る

の

で

、

「

天

命

「
天
命
図
説
後
叙
」
に
述
べ
て
い
る
一
客
人
の
問
難
に
対
す
る
退
渓
の
反
論
は
、

関
」
新
'
侶
の
考
察
と
と
も
に
、
加
に
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。



Yi T'oegye (李退渓)'s View of Human Being (part 1) 

Susumu TAKAHASHI 

The problems of the acceptance by Yi T"oegye of the philosophy of Chu Hsi 

(朱燕)， and Neo・Confucianism，in the Sung (宋)era， and the nature of the philosophy 

he himself established are closely connected with the development of Chu Hsi's 

philosophy in East Asia and its historical features. From this perspective， 1 attempt 

in this paper to investigate Yi T'oegye's thoughts in the Cheonmyeongtoseol (天命図

説)， which engendered a famous controversy concerning the FOllr Beginnings-Seven 

Emotions Thesis (四端七情論)between Yi T'oegye and Ki Kobong (奇高峰). Yi 

T'oegye's view of h1lll1an being， especially his theory of the interrelation between 

heaven and man fOllnd in the Cheonmyeongtoseol， which he himself established 

consequent llpon his acceptance of traditional Confl1cianism and Neo-Confl1cianism 

in the Sl1ng era， remains an ill1portant point in his philosophy. 

Firstly， he asserted that“Heaven has the identity of Ultill1ate Principle" (天.ejJ

理， cheon jel1k ri)， and recognized the fllnctions of won， hyon， ri， and jeong (元亨利

貞)both as the four virtues (四徳， sa deong) and the four fundamental principles (四

理， sa ri). Further， his elaborate theories specifiecl the relationships between the 

four virtues-four‘ fundamental principles， the functions of ki (気)， eum (陰)， ancl yang 

(陽)， ancl the five elements (五行， 0 haeng). ThllS， secondly， he clearly explained 

the clerivation of a11 things ancl a百airs(a11 phenomenal existence) throllgh his 1'a-

tional theo1'Y of i ancl ki. Conseqllently， although he retainecl the concept of the 

“Mandate of Heaven" (天命)as a mere word， its literal l11eaning， as the functions 

of Heaven， appeared to become rare or extinct. This was a typical argull1ent， and 

may be contrustecl with Chll Hsi's logic of T'ien-ming (天命)， which is coml11ented 

on in the first phrase of the Doctrine of the Mean (中蒲).

Thi1'dly， Yi T'oegye indubitably imported clynamic cha1'acteristics to i and original 

human natl1re. Thus he arglled that i， in the hUl11an mincl， had fOllr virtues， and 

established the five basic virtlles (五常)and the four innate moral senses (the so 

called FOllr Beginnings)， which he called original human nature， and ki， in human 

mind， formecl the nature of physical clespositions or material nature， from which 

arose the seven emotions. In this logical process， he a1'gllecl that“the nall1es of 

human natl1re 01' emotion are identical， bllt their fllnctions appea1' in variolls ways." 

ThllS， the cont1'oversy between Yi T'oegye and Ki Kobong arose from the theory of 

natllre and emotion in human being. This lead Yi T'oegye to forll1ulate his specific 

theories of p1'actice. 
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