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居
敬
と
窮
理

―
―
退
溪
と
栗
谷
の
哲
學
的
差
異
に
關
し
て
―
―

許

南
進
（
著
）
田
村

有
見
恵
（
譯
）

著
者
紹
介

허
남
진
（
許
南
進
）
ソ
ウ
ル
大
學
敎
授
。
著
書
に
『

（
朝
鮮
前
期
理
氣
論
）
』
ソ
ウ
ル

ホ
ナ
ム
ジ
ン

조
선

전
기

이
기
론

大
學
思
想
研
究
所
（
二
〇
〇
四
）
、
論
文
に
「

（
張
載
の
氣
一
元
論
と
任

장
재
의

기
일
원
론
과

임
성
주
의

기
일
분
수
설

聖
周
の
氣
一
分
殊
說
）
」
『

（
韓
國
文
化
）
』
（
二
〇
〇
八
）
等
が
あ
る
。
本
稿
は
「

（
居
敬
）

（
窮

한
국
문
화

거
경

과

궁
리

理
）

」
『
人
閒
・
環
境
・
未
來
』
第
七
號
（
二
〇
一
一
）
の
翻
譯
で
あ

퇴
계
와

율
곡
의

철
학
적

차
이
에

관
하
여

る
。

※
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
조
성
환
氏
（
趙
晟
桓
、
圓
光
大
學
專
任
研
究
員
）
に
詳
細
な
ご
敎
示
を
い
た
だ
い
た
。
深

ジ
ヨ
ソ
ン
ハ
ン

甚
な
る
謝
意
を
こ
こ
に
表
す
。

Ⅰ
、
序
言

中
國
と
日
本
、
特
に
日
本
に
比
べ
近
代
化
の
歷
史
が
短
く
近
代
化
の
過
程
で
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
保
す
る
こ
と
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が
で
き
な
か
っ
た
韓
國
は
、
長
い
閒
近
代
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら
脫
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
近
代
韓
國

の
正
統
性
を
日
本
や
中
國
の
よ
う
に
近
代
化
の
過
程
の
中
の
思
想
家
や
革
命
家
に
探
し
求
め
ず
、
さ
ら
に
遡
っ
て
朝
鮮
に
求
め

た
。
そ
れ
が
現
代
に
至
る
ま
で
現
代
韓
國
の
思
想
的
根
源
を
朝
鮮
儒
學
に
探
し
求
め
る
理
由
の
中
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

儒
學
を
專
攻
し
た
大
多
數
の
學
者
だ
け
で
は
な
く
、
知
識
人
の
中
の
相
當
數
が
時
代
を
五
百
年
も
遡
っ
て
朝
鮮
儒
學
の
完
成
者

だ
と
考
え
ら
れ
る
退
溪
と
栗
谷
を
繼
承
し
、
そ
の
思
想
を
發
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
韓
國
の
思
想
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ

ゲ

ユ
ル
ゴ
ク

テ
ィ
ー
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。
ソ
ウ
ル
の
中
心
部
に
、
忠
武
路
や
世
宗
路
と
と
も
に
退
溪
路
と
栗
谷

路
が
あ
り
、
一
九
七
〇
年
代
に
發
行
さ
れ
今
も
な
お
使
用
さ
れ
て
い
る
千
ウ
ォ
ン
、
五
千
ウ
ォ
ン
紙
幣
に
退
溪
と
栗
谷
の
肖
像

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
、
こ
の
二
人
の
思
想
家
が
韓
國
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
殘
念
な
こ
と
に
儒
學
を
勉
强
し
な
い
大
部
分
の
人
々
は
、
こ
の
二
人
の
思
想
家
が
當
時
東
ア
ジ
ア
知
性
の
頂
點
に
い

て
、
偉
大
な
思
想
家
だ
っ
た
と
い
う
事
實
だ
け
は
習
い
聞
い
て
知
っ
て
い
る
が
、
性
理
學
（
朱
子
學
）
の
傳
統
を
自
負
し
た
退

溪
と
栗
谷
の
思
想
に
ど
の
よ
う
な
微
妙
な
差
異
が
あ
り
、
そ
の
意
味
が
何
で
あ
る
の
か
を
よ
く
知
ら
ず
に
い
る
。
も
ち
ろ
ん
儒

學
を
專
攻
し
た
學
者
等
は
、
彼
ら
の
思
想
の
共
通
點
と
差
異
點
を
明
ら
か
に
認
識
し
て
い
て
、
ま
た
多
く
の
論
文
を
殘
し
て
い

る
。
少
し
見
て
み
る
と
、
學
者
等
は
、
退
溪
と
栗
谷
の
哲
學
は
全
て
聖
學
を
標
榜
し
、
孟
子
と
程
伊
川
、
朱
熹
に
繫
が
る
傳
統

性
理
學
を
繼
承
し
て
い
た
と
自
負
し
て
い
る
。
一
般
的
な
哲
學
史
の
通
說
で
は
、
兩
者
は
殆
ど
同
樣
な
性
理
學
的
な
體
系
で
あ

る
が
、
四
端
七
情
論
に
お
い
て
退
溪
は
理
氣
が
各
々
發
す
る
（
理
氣
互
發
）
と
し
、
栗
谷
は
現
象
に
現
れ
る
全
て
の
も
の
は
氣

で
あ
り
、
理
は
氣
を
制
御
す
る
規
範
（
理
發
氣
乘
一
途
）
で
あ
る
と
し
、
微
妙
な
差
異
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ひ
い
て
は
西
洋

の
哲
學
思
潮
に
當
て
は
め
て
退
溪
の
哲
學
を
理
氣
二
元
論
、
觀
念
論
と
し
、
栗
谷
の
哲
學
を
理
氣
一
元
論
、
唯
物
論
と
規
定
し
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よ
う
と
し
た
り
、
ま
た
退
溪
は
プ
ラ
ト
ン
に
、
栗
谷
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
該
當
す
る
の
だ
と
し
た
り
し
て
說
明
し
よ
う
と
し

て
き
た
。
退
溪
と
栗
谷
、
更
に
は
朝
鮮
儒
學
の
哲
學
的
意
味
を
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
說
明
し
よ
う
と
し
た
先
の
半
世
紀
は
、
私

達
の
志
向
點
が
近
代
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
卽
ち
西
歐
化
で
あ
る
と
同
一
視
し
た
事
に
始
ま
っ
た
と
考
え
る
。
退
溪
と
栗
谷
の
哲

學
を
西
洋
哲
學
の
枠
に
填
め
て
、
私
達
に
も
こ
の
よ
う
な
哲
學
が
あ
っ
た
と
主
張
し
よ
う
が
、
西
洋
哲
學
の
枠
に
は
入
ら
な
い

東
ア
ジ
ア
固
有
の
文
法
が
あ
っ
た
と
主
張
し
よ
う
が
、
こ
れ
は
私
達
の
民
族
的
、
歷
史
的
自
尊
心
の
た
め
の
研
究
で
し
か
な
い

と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
を
持
つ
こ
と
が
難
し
い
と
考
え
る
。

本
稿
は
そ
の
よ
う
な
研
究
が
閒
違
い
だ
っ
た
と
か
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
退

溪
と
栗
谷
の
哲
學
に
對
す
る
從
來
の
い
く
つ
か
の
解
釋
を
も
っ
て
問
題
の
方
向
を
若
干
變
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
退
溪
と
栗
谷

の
兩
者
と
も
偉
大
な
思
想
家
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
そ
れ
以
後
數
百
年
閒
朝
鮮
の
儒
學
界
が
退
溪
學
派
と
栗
谷
學
派
に
分
れ

て
論
爭
を
始
め
、
終
に
は
政
治
的
に
ま
で
對
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
栗
谷
は
ど
う
し
て
必
死
に
退
溪
の
哲
學
に
反
對
し

た
の
か
に
つ
い
て
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
說
明
を
試
み
る
こ
と
が
こ
の
論
文
の
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
他
の
い
く
つ
か
の
研

究
と
同
樣
に
一
つ
の
解
釋
に
終
わ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
儒
學
乃
至
韓
國
哲
學
を
專
攻
し
な
い
人
に
も
そ
れ
程
難
し
く
な
く
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
退
溪
と
栗
谷
の
哲
學
的
差
異
を
說
明
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

Ⅱ
、
退
溪
と
栗
谷
の
出
會
い

一
五
五
八
年
、
明
宗
十
三
年
春
、
大
科
（
科
擧
の
文
科
）
に
一
度
落
第
は
し
た
と
い
っ
て
も
、
盛
ん
に
文
名
を
馳
せ
て
い
た
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栗
谷

李
珥
（
一
五
三
六
～
一
五
八
四
）
は
陶
山
書
堂
を
訪
問
し
退
溪

李
滉
（
一
五
〇
一
～
一
五
七
〇
）
に
會
っ
た
。
栗
谷

イ

イ

イ
フ
ァ
ン

が
結
婚
し
た
後
、
星
州
牧
使
で
あ
っ
た
義
父
を
訪
問
し
、
母
の
實
家
が
あ
る
江
陵
に
行
く
道
す
が
ら
陶
山
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と

カ
ン
ル
ン

に
は
い
く
つ
か
の
意
圖
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
退
溪
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
時
旣
に
朝
鮮
の
性
理
學
界
を
代
表
す
る
性
理
學
者

と
し
て
名
が
通
っ
て
お
り
、
栗
谷
が
訪
問
し
た
一
五
五
八
年
は
自
ら
『
自
省
錄
』
を
書
き
自
身
の
學
問
的
生
を
整
理
し
て
、

高
峯

奇
大
升
と
、
か
の
有
名
な
四
端
七
情
論
辯
を
始
め
る
時
で
あ
っ
た
。
栗
谷
は
退
溪
と
の
出
會
い
を
通
じ
て
、
自
身
の
文

コ

ボ

ン

キ

テ

ス

ン

章
だ
け
で
は
な
く
性
理
學
に
も
一
家
言
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
か
っ
た
し
、
退
溪
は
將
來
朝
鮮
儒
學
を
背
負
っ
て
立
つ
こ

の
若
人
を
文
章
家
で
は
な
く
性
理
學
者
と
し
て
導
き
た
か
っ
た
。
恐
ら
く
當
時
の
慣
例
と
し
て
は
、
初
め
て
會
い
詩
を
や
り
取

り
し
な
が
ら
互
い
の
意
中
を
推
し
測
り
、
考
え
を
分
か
ち
合
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
退
溪
は
最
初
詩
を
作
ら
な
い
よ

う
に
し
た
。
そ
の
事
情
を
退
溪
が
趙
穆
に
送
っ
た
書
簡
の
中
で
こ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

ジ
ヨ
モ
ク

あ
る
人
が
訪
ね
て
や
っ
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
人
と
な
り
が
明
朗
で
さ
っ
ぱ
り
し
て
お
り
、
知
識
と
見
聞
も
多
く
、

ま
た
我
が
學
問
に
志
が
あ
る
の
で
、
後
世
畏
る
べ
し
と
い
う
言
葉
が
本
當
に
僞
り
な
く
出
た
。
彼
が
詞
章
を
と
て
も
崇

尚
し
て
い
る
と
い
う
評
判
を
曾
て
か
ら
聞
い
て
い
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
抑
制
し
よ
う
と
詩
を
作
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た
。

旅
立
っ
て
行
く
日
の
朝
に
は
、
ち
ょ
う
ど
雪
が
降
っ
て
き
て
、
試
し
に
詩
を
作
っ
て
み
よ
と
言
っ
た
ら
、
昔
の
「
倚
馬

之
才
」
の
よ
う
に
卽
席
に
二
篇
の
詩
を
作
っ
た
。
詩
は
彼
に
及
ば
な
い
が
、
や
は
り
見
る
に
値
す
る
。
（
１
）

二
日
閒
泊
ま
っ
て
出
て
行
く
時
初
め
て
互
い
に
詩
を
や
り
取
り
し
た
が
、
最
初
に
栗
谷
が
自
身
の
意
圖
を
こ
の
よ
う
に
明
ら

か
に
し
た
。

私
は
道
を
聞
き
た
く
て
訪
ね
た
の
で
あ
っ
て
、

小
子
求
聞
道
、
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暇
な
時
閒
を
過
ご
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。

非
偸
半
日
閒
。

す
る
と
退
溪
は
、

實
情
に
過
ぎ
た
言
葉
は
み
な
削
り
捨
て
、

過
情
詩
語
須
刪
去
、

功
夫
す
る
の
に
各
々
み
ず
か
ら
努
め
よ
。

努
力
功
夫
各
自
親
。
（
２
）

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
道
は
み
ず
か
ら
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
密
か
に
悟
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
出
會
い
以
降
、
退

溪
と
栗
谷
は
何
度
も
書
簡
を
や
り
取
り
し
な
が
ら
性
理
說
を
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
退
溪
は
「
以
前
あ
る
人
か
ら
、
あ

な
た
が
佛
敎
書
（
釋
氏
の
書
）
を
讀
ん
で
少
し
中
毒
に
な
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
い
て
、
私
は
久
し
い
閒
實
に
惜
し
い
と
感

じ
て
い
た
。
し
か
し
、
前
囘
私
を
訪
問
し
た
時
に
そ
の
事
實
を
隱
さ
ず
閒
違
え
た
と
い
う
こ
と
を
全
て
話
し
て
、
今
二
度
の
書

簡
で
も
ま
た
こ
の
よ
う
に
話
を
し
た
の
で
、
私
は
あ
な
た
が
一
緖
に
道
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
」

（
３
）
と
、
程
朱
性
理
學
の
枠
を
脫
け
出
そ
う
と
す
る
栗
谷
に
注
意
を
與
え
る
一
方
、
期
待
を
隱
さ
な
か
っ
た
。

退
溪
と
栗
谷
の
こ
の
出
會
い
と
對
話
は
朝
鮮
儒
學
の
一
大
事
件
で
あ
っ
た
。
以
後
、
退
溪
と
栗
谷
は
數
囘
書
簡
を
や
り
取
り

し
て
性
理
說
に
關
し
て
議
論
し
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
注
目
に
値
す
る
こ
と
は
、
一
五
五
八
年
か
ら
一
五
七
〇
年
に
行
っ
た
問

答
で
あ
る
。
『
退
溪
集
』
に
栗
谷
に
送
っ
た
書
簡
の
中
で
「
（
答
）
問
目
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
一
通
に
過
ぎ
な
い
が
、
『
栗
谷

全
書
』
に
あ
る
「
問
目
」
資
料
は
三
通
で
あ
る
。
（
４
）
最
初
の
質
問
は
一
五
五
八
年
に
行
わ
れ
て
お
り
、
二
番
目
と
三
番
目

は
一
五
七
〇
年
に
行
わ
れ
た
。
最
後
の
問
答
が
、
退
溪
が
生
涯
を
終
え
る
一
五
七
〇
年
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
意
味
深
長

な
こ
と
だ
と
考
え
る
。
こ
の
十
二
年
は
退
溪
が
學
問
的
に
頂
點
に
あ
っ
た
時
期
で
あ
っ
て
、
栗
谷
は
自
身
の
哲
學
的
立
場
を
定

め
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
栗
谷
が
成
渾
と
四
端
七
情
說
に
關
し
て
論
辯
を
始
め
た
の
が
一
五
七
二
年
で
あ
る
こ
と
を
勘
案

ソ
ン
ホ
ン
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す
れ
ば
、
栗
谷
は
退
溪
に
質
問
を
投
げ
か
け
る
時
、
旣
に
自
身
の
立
場
を
ま
と
め
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
だ
。

そ
う
で
は
あ
る
が
、
當
時
退
溪
に
對
す
る
朝
鮮
儒
學
者
等
の
尊
敬
の
心
が
餘
り
に
も
大
き
か
っ
た
た
め
、
栗
谷
は
退
溪
の
死
後
、

本
格
的
に
退
溪
の
性
理
說
を
批
判
し
て
自
身
の
主
張
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
５
）
ま
ず
退
溪
の
敎

え
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
を
見
た
後
、
栗
谷
が
何
を
批
判
し
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

Ⅲ
、
退
溪
、
栗
谷
以
前
の
朝
鮮
性
理
學

こ
の
よ
う
に
展
開
し
た
退
溪
と
栗
谷
の
哲
學
的
差
異
を
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
水
準
に
至
る
ま
で
の
朝
鮮
性
理
學

を
簡
單
に
槪
觀
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
退
溪
李
滉
と
栗
谷
李
珥
も
朝
鮮
初
期
・
中
期
性
理
學
の
成
果
を
集

大
成
し
た
た
め
朝
鮮
儒
學
の
二
大
巨
峰
と
し
て
一
際
高
く
立
つ
こ
と
が
で
き
、
朱
子
學
解
釋
を
め
ぐ
る
二
人
の
微
妙
な
差
異
は
、

以
後
朝
鮮
性
理
學
の
展
開
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
學
問
的
成
果
を
基
礎
と
し
て
後

期
ま
で
學
脈
を
續
け
て
い
く
こ
と
で
朝
鮮
性
理
學
の
中
心
軸
を
成
し
、
か
く
て
朝
鮮
に
も
學
派
と
い
え
る
も
の
が
成
立
す
る
よ

う
に
な
る
。
退
溪
學
派
と
栗
谷
學
派
は
、
最
初
は
退
溪
の
門
人
と
栗
谷
の
門
人
で
構
成
さ
れ
た
學
問
的
集
團
か
ら
出
發
し
た
の

だ
が
、
こ
れ
ら
の
學
派
の
中
心
に
な
る
學
者
達
が
南
人
と
西
人
と
い
う
黨
派
の
主
軸
的
な
人
物
に
な
る
の
に
從
っ
て
、
政
治
的

に
地
域
的
に
近
い
學
者
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
學
派
に
加
勢
す
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
朝
鮮
の
性
理
學
者
の
大
部
分
が
退
溪
學
派

か
栗
谷
學
派
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
屬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

時
代
を
遡
っ
て
み
る
と
性
理
學
が
理
論
的
次
元
で
探
究
さ
れ
始
め
た
の
は
晦
齋

李
彦
迪
と
花
潭

徐
敬
德
か
ら
で
あ
る
。

ホ
イ
ジ
ェ

イ
オ
ン
ジ
ヨ
ク

フ
ァ
ダ
ム

ソ
ギ
ヨ
ン
ド
ク
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彼
ら
は
い
く
つ
か
の
面
で
對
比
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
學
問
的
な
面
の
み
で
い
う
な
ら
ば
、
晦
齋
が
嶺
南
學
派
の
祖
宗
で
あ
る

退
溪
の
性
理
學
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
點
で
あ
る
。
從
っ
て
、
晦
齋
と
花
潭
に
つ
い
て
退
溪
と
栗
谷
の
評
價
も
ず
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
退
溪
が
花
潭
に
對
し
て
「
（
理
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
た
め
に
）
見
解
を
精
密
に
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
そ
の
學
說
に
缺
點
が
な
い
部
分
が
な
い
」
（
６
）
と
、
朱
子
學
的
立
場
か
ら
花
潭
の
氣
一
元
論
的
性
理
學
を
貶
し
た
。

一
方
、
栗
谷
は
花
潭
の
學
說
に
缺
點
は
あ
る
に
は
あ
る
が
、
自
分
で
探
究
し
た
獨
創
的
な
學
說
で
理
氣
不
相
離
と
い
う
性
理
學

の
妙
處
を
會
得
し
た
と
高
く
評
價
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
晦
齋
に
對
し
て
は
栗
谷
が
出
處
に
疑
わ
し
い
點
が
あ
る
と
し
、
文

廟
配
享
に
反
對
し
た
。
一
方
、
退
溪
は
晦
齋
が
異
端
邪
說
を
退
け
て
儒
學
の
本
源
を
明
ら
か
に
し
た
立
言
垂
後
の
功
が
あ
る
と

褒
め
稱
え
、
晦
齋
を
金
宏
弼
、
鄭

汝

昌
、
趙
光
祖
と
と
も
に
東
方
四
賢
に
位
置
づ
け
た
。
こ
の
よ
う
な
退
溪
と
栗
谷
の
互
い

キ
ム
ゲ
ン
ピ
ル

ジ
ヨ
ン
ヨ
チ
ヤ
ン

ジ
ヨ
ガ
ン
ジ
ヨ

の
相
反
す
る
評
價
だ
け
を
見
て
も
、
晦
齋
と
花
潭
が
朝
鮮
性
理
學
に
占
め
て
い
る
比
重
の
大
き
さ
と
、
い
わ
ゆ
る
主
理
、
主
氣

と
稱
す
る
朝
鮮
性
理
學
の
二
大
潮
流
が
傳
承
さ
れ
て
い
く
道
筋
を
大
體
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

花
潭
徐
敬
德
は
鄭

道

傳
、
金
時
習
以
來
朝
鮮
前
期
性
理
學
で
、
主
に
佛
敎
批
判
の
た
め
に
研
究
さ
れ
て
き
た
氣
論
を
整
理

チ
ヨ
ン
ド
ジ
ヨ
ン

キ
ム
シ
ス
プ

し
て
、
性
理
學
的
宇
宙
論
の
體
系
を
ひ
と
段
落
さ
せ
た
中
期
性
理
學
の
先
驅
者
で
あ
る
。
花
潭
は
張
横
渠
の
一
氣
長
存
說
に
邵

康
節
の
先
天
說
を
融
合
さ
せ
、
彼
な
り
の
宇
宙
論
體
系
を
立
て
た
。
湛
一
淸
虛
、
淡
然
虛
靜
で
あ
る
根
源
的
一
氣
が
、
存
在
す

る
全
て
の
も
の
の
根
源
で
あ
り
、
現
象
世
界
の
生
成
變
化
は
氣
の
聚
散
、
昇
降
、
浮
沈
、
動
靜
―
こ
の
全
て
の
運
動
は
結
局
陰

陽
の
運
動
に
歸
着
さ
れ
る
―
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
點
で
花
潭
は
大
體
に
お
い
て
張
横
渠
の
說
を
と
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
花
潭

の
獨
創
的
な
學
說
が
展
開
さ
れ
た
。
ま
ず
、
花
潭
は
本
體
と
し
て
の
氣
と
現
象
に
お
い
て
の
氣
を
先
天
と
後
天
に
分
け
、
先
天

を
「
太
極
が
内
在
さ
れ
た
太
虛
の
氣
」
と
し
た
。
（
７
）
先
天
の
氣
は
事
物
の
本
體
で
あ
る
と
同
時
に
、
萬
象
に
一
貫
し
て
い
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る
實
在
と
し
て
、
こ
の
先
天
一
氣
の
運
動
變
化
に
よ
っ
て
後
天
の
現
象
世
界
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
異
な
る
あ

る
原
理
や
實
在
が
作
用
す
る
の
で
は
な
く
、
先
天
一
氣
に
内
在
さ
れ
た
力
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
動
く
の
で
「
機
自
爾
」
と
す
る

ほ
か
な
い
と
し
た
。
從
っ
て
、
花
潭
に
お
い
て
の
理
は
氣
が
み
ず
か
ら
動
く
時
そ
の
正
し
さ
を
失
く
さ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち

氣
に
内
在
さ
れ
た
氣
の
條
理
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
成
さ
れ
た
現
象
世
界
の
存
在
者
達
は
氣
が
散
じ
て

消
滅
す
る
が
、
散
じ
た
氣
は
再
び
太
虛
、
つ
ま
り
先
天
へ
戾
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
先
天
は
後
天
世
界
の
生
成
と
復
歸
の
根
源
と

見
な
さ
れ
る
が
、
花
潭
は
こ
の
過
程
を
易
の
原
理
と
符
合
さ
せ
て
說
明
し
て
い
る
。
宇
宙
論
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
人
閒

の
生
と
死
、
死
後
の
存
在
に
關
し
て
も
氣
の
聚
散
屈
伸
で
說
明
す
る
こ
と
で
も
っ
て
、
道
敎
の
無
と
佛
敎
の
靈
魂
不
滅
論
を
克

服
し
た
と
自
任
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
花
潭
の
宇
宙
論
と
人
閒
觀
は
先
天
の
氣
に
儒
敎
的
價
値
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
修

己
の
形
而
上
學
的
根
拠
を
用
意
す
る
に
は
し
た
が
、
氣
に
善
と
惡
の
根
拠
が
同
時
に
備
え
ら
れ
て
い
る
理
論
的
難
點
と
、
先
天

の
本
來
性
で
あ
る
虛
靜
に
復
歸
す
る
こ
と
で
も
っ
て
人
閒
の
内
面
に
道
德
性
を
確
保
す
る
と
い
う
修
己
論
は
靜
寂
主
義
に
流
れ

る
可
能
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
花
潭
學
派
の
學
說
が
持
つ
こ
の
よ
う
な
理
論
的
、
實
踐
的
弱
點
に
よ
っ
て
、
日
常
に
お
い

て
の
道
德
的
實
踐
を
重
視
し
て
、
敬
を
立
て
て
理
を
別
個
の
存
在
と
想
定
し
、
道
德
的
根
拠
を
確
保
す
る
退
溪
等
に
よ
っ
て
批

判
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
朝
鮮
性
理
學
の
主
流
に
お
い
て
除
外
さ
れ
た
。

李
彦
迪
は
己
卯
士
林
の
學
問
的
成
果
を
直
接
繼
承
し
て
、
（
８
）
性
理
學
研
究
の
次
元
を
『
小
學
』
か
ら
『
大
學
』
に
高
め
、

性
理
學
の
現
實
的
課
題
が
道
德
性
の
理
論
的
確
保
で
あ
る
と
い
う
點
を
直
視
し
て
、
理
を
根
本
と
す
る
性
理
學
體
系
を
提
示
す

る
こ
と
で
、
以
後
朝
鮮
性
理
學
の
進
む
方
向
を
提
示
し
た
と
い
え
る
。
晦
齋
が
活
動
を
始
め
る
頃
で
あ
っ
た
中
宗
の
時
に
は
、

己
卯
士
林
等
に
よ
っ
て
『
小
學
』
、
『
性
理
大
全
』
と
と
も
に
『
近
思
錄
』
が
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
特
に
そ
の
初
め
に
あ
る
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「
太
極
圖
說
」
は
天
地
萬
物
の
道
理
と
道
德
の
根
本
が
具
備
さ
れ
て
い
る
と
注
目
さ
れ
、
多
く
の
學
者
達
が
こ
れ
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
雰
囲
氣
の
中
で
晦
齋
も
忘
齋

孫
叔
暾
と
忘
機
堂

曺
漢
輔
の
閒
の
無
極
太
極
論
辯
に
介
入
し
て
、

マ
ン
ジ
ェ

ソ
ン
ス
ク
ド
ン

マ
ン
キ
ダ
ン

チ
ヨ
ハ
ン
ボ

忘
齋
の
說
は
陸
象
山
の
說
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
忘
機
堂
の
說
は
周
濂
溪
に
依
拠
し
て
は
い
る
が
、
上
達
と
頓
悟
を
重
視
し

て
い
る
點
で
は
禪
學
の
影
響
が
大
き
い
と
批
判
し
て
、
理
に
立
脚
し
た
性
理
說
を
本
格
的
に
闡
明
し
て
い
る
。
晦
齋
の
忘
機
堂

批
判
を
通
し
た
理
學
の
闡
明
は
朝
鮮
性
理
學
最
初
の
哲
學
的
論
爭
で
あ
る
と
い
う
點
で
意
味
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
の
學

者
達
の
性
理
學
に
對
す
る
理
解
が
深
ま
っ
た
事
を
知
ら
せ
る
合
圖
で
も
あ
っ
た
。

Ⅳ
、
退
溪
の
四
端
理
發
說

こ
の
よ
う
な
花
潭
と
晦
齋
の
性
理
學
理
解
を
基
礎
と
し
て
朝
鮮
性
理
學
の
體
系
を
立
て
た
學
者
は
退
溪
と
栗
谷
で
あ
る
。
退

溪
と
栗
谷
の
二
人
は
朱
子
學
を
根
本
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
解
釋
に
お
い
て
は
微
妙
な
差
異
が
見
え
、
主
理
と
主
氣
に
分
か
れ

る
の
だ
が
、
そ
の
核
心
は
四
端
理
發
を
認
め
る
か
そ
う
で
な
い
か
に
あ
る
。

朝
鮮
の
朱
子
と
稱
さ
れ
る
ほ
ど
朱
子
を
深
く
信
奉
し
た
退
溪
は
、
朱
子
學
を
朝
鮮
性
理
學
の
基
準
と
し
よ
う
と
し
た
た
め
朱

子
の
說
か
ら
少
し
で
も
ず
れ
る
學
說
を
容
赦
な
く
批
判
し
た
。
氣
を
本
源
と
す
る
徐
敬
德
と
明
の
羅
欽
順
に
對
し
て
は
「
非
理

氣
爲
一
物
辯
證
」
を
作
り
、
彼
ら
の
學
問
が
結
局
の
と
こ
ろ
禪
學
の
靜
寂
主
義
に
歸
着
さ
れ
る
こ
と
を
批
判
し
、
明
の
王
陽
明

に
對
し
て
も
「
陽
明
傳
習
錄
辯
」
を
作
り
、
陽
明
學
の
心
が
そ
の
ま
ま
道
理
に
卽
し
て
い
る
と
い
う
說
（
心
卽
理
說
）
と
、
知

識
と
行
動
は
本
來
一
つ
で
あ
る
と
い
う
說
（
知
行
合
一
說
）
が
佛
敎
の
說
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
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退
溪
は
單
純
に
氣
本
體
論
、
心
本
體
論
を
道
敎
的
、
佛
敎
的
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
性
卽
理
か
ら
さ
ら

に
一
步
進
ん
で
理
動
說
、
四
端
七
情
理
氣
互
發
說
を
主
張
す
る
こ
と
で
理
中
心
の
哲
學
體
系
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
こ
の
た
め
、

退
溪
の
性
理
學
を
主
理
と
規
定
す
る
よ
う
に
な
り
、
理
發
を
認
め
な
い
栗
谷
の
性
理
說
は
自
然
に
主
氣
と
見
な
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
理
を
强
調
す
る
退
溪
の
學
說
は
西
洋
の
合
理
主
義
と
し
て
、
栗
谷
は
經
驗
主
義
と
し
て
、
退
溪
は
人
閒
と
修
養
を
、
栗
谷

は
自
然
と
制
度
を
重
視
す
る
哲
學
と
し
て
解
釋
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
前
提
を
も
っ
て
、
退
溪
と
栗
谷
の
敍
述

を
讀
ん
で
み
た
の
で
あ
る
が
、
一
般
的
な
評
價
と
は
異
な
り
、
退
溪
の
方
が
む
し
ろ
感
性
を
重
視
し
て
お
り
、
栗
谷
は
知
識
と

理
性
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
受
け
た
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
退
溪
と
栗
谷
の
思
想
的
差
異
を
主
理
、
主

氣
と
だ
け
見
る
見
解
に
は
問
題
が
あ
る
。
筆
者
は
退
溪
と
栗
谷
の
思
想
的
差
異
の
根
本
が
理
氣
論
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
四
端
七
情
論
に
あ
る
と
考
え
、
そ
の
論
爭
點
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
退
溪
の
四
端
理
發
說
を
も
う
一
度
檢
討
し
よ
う
と
思
っ

た
。
四
端
は
七
情
と
は
異
な
る
感
情
で
あ
り
、
單
純
に
發
し
た
結
果
が
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
根
源
的
に
異
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
退
溪
の
主
張
で
あ
り
、
こ
の
主
張
を
繼
續
し
て
貫
い
た
結
果
、
理
發
、
理
動
と
い
う
論
難
の
素
地
が
あ
る
主
張

を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
假
說
を
立
て
て
み
た
。

１
、
四
端
と
七
情

退
溪
は
そ
の
敍
述
の
大
部
分
を
、
朱
熹
の
性
理
說
を
理
解
し
、
分
か
り
や
す
く
說
明
す
る
こ
と
に
割
い
て
い
る
。
心
性
論
に

お
い
て
も
そ
の
枠
と
主
と
な
る
内
容
は
朱
熹
の
そ
れ
と
さ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
四
端
七
情
論
に
お
い
て
自
身
の
獨

自
的
な
理
論
を
提
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
當
時
朝
鮮
の
性
理
學
理
解
が
深
ま
っ
て
朱
子
の
解
釋
に
異
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論
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
學
問
的
與
件
が
備
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
上
、
當
時
朝
鮮
は
政
治
的
に
士
林
と
勳

舊
と
い
う
二
つ
の
勢
力
が
論
爭
を
始
め
て
い
る
時
で
、
士
林
と
し
て
は
性
理
學
的
名
分
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
が
自
分
達
の
政

治
的
立
場
を
固
め
る
唯
一
の
道
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
性
理
學
的
規
範
に
對
す
る
理
論
的
根
拠
を
準
備
す
る
た
め

に
心
性
論
問
題
を
集
中
的
に
論
じ
る
特
異
な
學
風
を
帶
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。

退
溪
が
四
端
七
情
論
に
お
い
て
獨
自
的
な
解
釋
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
鄭
之
雲
（
字
は
靜
而
、
號
は
秋
巒
、

ジ
ヨ
ン
ジ
ウ
ン

一
五
〇
九
～
一
五
六
一
）
が
權

近
の
「
天
命
圖
說
」
を
改
作
し
て
、
四
端
と
七
情
を
說
明
す
る
時
に
「
四
端
は
理
か
ら
發
し

ク
ゥ
オ
ン
ク
ン

て
、
七
情
は
氣
か
ら
發
す
る
（
四
端
發
於
理
、
七
情
發
於
氣
）
」
と
し
た
言
葉
を
見
て
「
四
端
は
理
が
發
し
た
も
の
で
七
情
は

氣
が
發
し
た
も
の
で
あ
る
（
四
端
理
之
發
、
七
情
氣
之
發
）
」
と
直
す
こ
と
を
勸
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
退
溪
は
鄭
之

雲
の
見
解
に
對
し
て
「
理
と
氣
の
分
別
が
あ
ま
り
に
も
甚
だ
し
く
、
論
爭
の
端
緖
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
（
恐
分
別
太
甚
、
或

致
爭
端
）
」
（
９
）
と
述
べ
、
「
情
は
氣
の
範
囲
の
中
に
だ
け
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
（
情
不
可
置
氣
圏
内
）
。
（
四
端
は
）
性
が

發
し
た
も
の
で
純
粹
な
善
で
あ
り
（
性
發
而
純
善
）
、
七
情
は
理
と
氣
が
各
々
發
し
て
合
し
た
も
の
で
、
善
も
あ
り
惡
も
あ
る

（
理
氣
別
發
而
合
、
固
有
善
有
惡
）
」
（
１
０
）
と
指
摘
し
た
李
恒
の
見
解
を
受
容
し
て
「
四
端
の
發
す
る
こ
と
は
原
理
の
ま

イ

ハ

ン

ま
で
あ
り
、
善
で
な
い
こ
と
は
な
い
。
七
情
の
發
す
る
こ
と
は
氣
を
兼
ね
て
い
て
、
善
惡
が
あ
る
（
四
端
之
發
純
理
、
故
無
不

善
。
七
情
之
發
兼
氣
、
故
有
善
惡
）
」
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
高
峯
奇
大
升
に
意
見
を
尋
ね
る
と
、

奇
大
升
は
四
端
と
七
情
の
關
係
と
理
氣
の
關
係
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
異
議
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
四
端
七
情
に
關

す
る
二
人
の
閒
の
論
爭
が
始
ま
り
、
こ
れ
は
朝
鮮
性
理
學
が
獨
自
的
に
發
展
す
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
。

高
峯
は
四
端
と
七
情
が
兩
者
と
も
性
が
發
し
て
情
に
現
れ
た
も
の
と
し
て
、
四
端
が
別
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
七
情
の
中
の
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中
節
で
あ
る
も
の
を
指
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
し
た
。
從
っ
て
、
退
溪
か
ら
す
る
と
四
端
は
七
情
の
中
の
道
德
的
規
範
に
合

う
純
粹
な
善
な
る
も
の
を
選
び
拔
い
て
言
っ
て
い
る
（
剔
撥
而
言
）
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
七
情
の
一
つ
の
部
分
に
な
っ
て
し

ま
う
。
い
わ
ゆ
る
「
七
包
四
」
を
主
張
し
た
高
峯
は
、
四
端
と
七
情
の
區
分
は
槪
念
上
で
だ
け
區
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ

は
道
德
的
結
果
の
差
異
で
あ
る
だ
け
で
、
實
際
に
區
分
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
四
端
と
七
情
を
理
發
と
氣
發
に
分
け

よ
う
と
す
る
退
溪
の
主
張
は
感
情
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
で
、
結
局
は
二
つ
の
心
を
認
め
る
格
好
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。そ

し
て
、
四
端
と
七
情
を
理
發
と
氣
發
に
分
け
て
し
ま
う
こ
と
は
理
と
氣
を
過
度
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
だ
と
批
判
し
、
特

に
理
發
は
理
氣
論
の
基
本
か
ら
ず
れ
る
主
張
だ
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
高
峯
も
理
氣
が
槪
念
的
に
區
分
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
「
理

が
主
宰
し
て
氣
が
材
料
に
な
る
」
實
質
的
に
區
分
さ
れ
る
次
元
が
異
な
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
、
現
實
で

は
、
理
と
氣
が
獨
自
的
に
現
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
「
渾
淪
」
し
て
い
る
の
で
分
け
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
高
峯
の
批
判
に
對
し
て
、
退
溪
は
再
び
自
分
の
見
解
を
多
少
修
正
し
て
「
四
端
は
原
理
の
發
し
た
も
の
で
あ
る

が
氣
が
隨
い
、
七
情
は
氣
が
發
し
た
も
の
で
あ
る
が
理
が
制
御
す
る
（
四
端
理
發
而
氣
隨
之
、
七
情
氣
發
而
理
乘
之
）
」
と
い

う
折
衷
案
を
出
し
た
。
こ
の
折
衷
案
は
高
峯
の
批
判
を
受
容
す
る
と
同
時
に
、
實
は
本
來
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
い
る
。

退
溪
は
現
實
に
お
い
て
は
理
氣
を
分
解
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
根
源
に
お
い
て
は
分
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、

特
に
四
端
と
七
情
は
同
じ
情
で
は
あ
る
が
、
た
だ
善
な
る
程
度
が
異
な
る
く
ら
い
で
は
な
く
、
根
本
的
に
異
な
っ
た
感
情
で
あ

る
と
述
べ
た
。
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惻
隱
、
羞
惡
、
辭
讓
、
是
非
は
、
ど
こ
か
ら
發
現
す
る
の
か
。
仁
義
禮
智
の
性
か
ら
發
現
す
る
の
で
あ
る
。
喜
怒
哀
懼
愛

惡
欲
の
情
は
、
ど
こ
か
ら
發
現
す
る
の
か
。
外
物
が
形
氣
に
接
觸
し
て
心
が
動
揺
し
、
對
象
と
關
係
す
る
時
に
出
る
も
の

で
あ
る
。
四
端
の
發
現
は
、
孟
子
が
旣
に
心
で
あ
る
と
述
べ
た
以
上
、
心
は
つ
ま
り
理
と
氣
を
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
指
し
て
言
う
こ
と
が
理
を
主
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
仁
義
禮
智
の
性
が
純
粹
に
そ
の

中
に
あ
っ
て
、
四
端
は
そ
の
端
緖
で
あ
る
。
七
情
の
發
現
は
、
朱
熹
が
「
本
來
當
然
の
法
則
が
あ
る
の
で
、
理
が
な
い
こ

と
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
指
し
て
言
う
こ
と
が
氣
に
あ
る
と
す
る
の
は
、
何
を
い
っ
て
い
る
の
か
。

外
物
が
來
れ
ば
、
す
ぐ
感
應
し
て
先
に
動
く
も
の
は
形
氣
く
ら
い
な
も
の
は
な
く
、
七
情
は
そ
の
芽
で
あ
る
。
ど
う
し
て

心
に
純
粹
な
理
が
發
現
す
る
や
い
な
や
氣
と
混
ざ
り
、
外
に
感
應
す
る
も
の
は
形
氣
で
あ
る
の
に
、
發
す
る
も
の
が
理
の

本
體
と
な
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
（
１
１
）

こ
れ
に
對
し
て
高
峯
は
も
し
理
發
を
認
め
て
し
ま
え
ば
朱
子
學
の
一
番
基
本
的
な
原
則
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
立

場
を
堅
持
す
る
と
同
時
に
、
理
發
問
題
に
對
し
て
は
若
干
の
讓
步
を
し
て
「
理
之
發
」
と
「
氣
之
發
」
等
の
用
語
を
使
用
も
す

る
が
、
四
端
は
氣
發
の
中
で
節
に
中
た
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
七
情
の
中
の
善
な
る
部
分
で
あ
り
、
七
情
以
外
に
決
し
て

あ

ほ
か
の
情
は
な
い
と
い
う
立
場
は
最
後
ま
で
讓
步
し
な
か
っ
た
。（
１
２
）

私
は
ま
さ
し
く
こ
の
點
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
よ
く
退
溪
性
理
學
の
主
眼
點
が
理
發
ま
た
は
理
氣
互
發

に
あ
る
と
考
え
、
退
溪
性
理
學
を
主
理
的
性
理
學
だ
と
す
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
理
を
本
體
と
し
な
い
理
學
が
ど
う
し
て
可

能
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
主
氣
的
だ
と
見
な
さ
れ
る
高
峯
、
栗
谷
も
理
を
本
體
と
す
る
と
い
う
點
で
實
際
は
主
理
的
で
あ
る
。
問

題
は
形
而
上
學
的
前
提
に
該
當
す
る
理
を
ど
こ
に
適
用
す
る
か
に
あ
る
。
退
溪
の
心
性
論
を
簡
單
に
要
約
す
れ
ば
「
心
は
性
と



- 198 -

情
、
義
を
統
括
す
る
も
の
で
、
性
は
純
粹
に
善
な
る
人
閒
の
本
質
で
あ
り
、
性
は
情
の
發
用
で
あ
り
、
義
は
心
の
志
向
性
で
あ

る
と
い
え
る
」
（
１
３
）
が
、
こ
れ
は
朱
熹
の
心
性
論
を
そ
の
ま
ま
傳
寫
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
問
題
は
理
を
ど
の
段
階

か
ら
、
ま
た
は
ど
の
段
階
ま
で
適
用
す
る
の
か
で
あ
る
。
本
然
の
性
が
理
だ
と
い
う
時
は
何
の
問
題
も
な
い
。
四
端
と
七
情
を

包
括
す
る
情
に
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
朱
子
性
理
學
の
基
本
前
提
に
背
く
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
退
溪
は
惻
隱
、
羞

惡
、
辭
讓
、
是
非
の
心
、
つ
ま
り
情
や
心
に
該
當
す
る
心
の
段
階
に
理
發
を
適
用
し
た
。
四
端
と
七
情
が
心
〉
性
―
情
―
義
と

い
う
心
の
同
じ
段
階
で
あ
る
情
に
該
當
さ
れ
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
四
端
に
は
理
發
、
七
情
に
は
氣
發
を
適
用
す
る
と
、
情
を
二

つ
に
分
け
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
高
峯
の
批
判
の
通
り
二
つ
の
心
を
想
定
す
る
こ
と
と
な
る
。
退
溪
が
こ
の
よ
う
な
批
判
を
甘

受
し
つ
つ
も
、
四
端
理
發
に
固
執
す
る
理
由
に
つ
い
て
じ
っ
く
り
と
考
え
て
み
た
。
退
溪
の
次
の
よ
う
な
說
明
に
そ
の
端
緖
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

具
體
的
な
事
は
氣
の
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
、
そ
の
情
が
發
す
る
と
、
善
惡
の
區
分
が
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ

の
端
緖
は
極
め
て
微
妙
で
あ
る
が
、
意
思
に
よ
っ
て
心
が
發
す
る
時
に
は
、
ま
た
そ
の
情
を
挾
ん
で
左
右
に
分
け
る
。
あ

る
時
に
は
天
理
の
公
正
に
從
い
、
あ
る
時
に
は
人
欲
の
私
利
に
從
う
が
、
善
か
惡
か
の
分
は
こ
こ
に
決
定
さ
れ
る
。
（
１

４
）

こ
の
言
葉
か
ら
推
し
測
っ
て
み
る
と
、
第
一
に
、
退
溪
は
氣
つ
ま
り
形
氣
の
私
が
關
與
す
れ
ば
ど
う
し
て
も
純
粹
な
善
に
な

る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
た
。
第
二
に
、
も
し
純
粹
な
道
德
的
感
情
と
し
て
の
四
端
が
な
け
れ
ば
善
惡
が
意
の
段
階
で
決
定
さ

れ
る
の
だ
が
、
こ
の
時
に
は
旣
に
知
覺
思
慮
が
介
入
さ
れ
る
ほ
か
な
く
、
計
算
す
る
知
的
な
心
が
作
用
す
れ
ば
結
局
功
利
主
義

に
歸
着
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
退
溪
が
四
端
理
發
に
固
執
す
る
理
由
は
、
ま
さ
し
く
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
退
溪
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は
孟
子
の
傳
統
を
繼
承
し
て
、
結
果
を
予
測
し
て
善
惡
を
判
斷
す
る
荀
子
的
傳
統
、
つ
ま
り
功
利
主
義
、
主
知
主
義
を
排
除
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
退
溪
の
性
理
學
が
原
理
に
該
當
す
る
理
を
强
調
し
て
は
い
る
が
、
理
の

認
識
つ
ま
り
主
知
的
修
練
で
は
な
く
、
心
か
ら
理
を
發
す
る
（
四
端
理
之
發
）
主
情
的
修
養
を
志
向
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

理
性
的
判
斷
で
は
な
く
純
粹
な
道
德
的
感
情
が
善
の
根
源
で
あ
る
と
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
四
端
が
七
情
と
異
な
る
こ
と
と
、
理

發
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
立
證
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
理
發
、
理
氣
互
發
が
論
爭
の
中
心
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
よ
う
に
な
っ
た
。

２
、
理
發

性
理
學
の
理
は
原
理
、
法
則
と
い
う
意
味
を
帶
び
る
形
而
上
學
的
、
觀
念
的
實
體
で
あ
る
た
め
に
、
基
本
的
に
「
無
情
意
、

無
計
度
、
無
造
作
」
と
い
う
屬
性
を
持
つ
。
ま
さ
に
こ
の
た
め
に
高
峯
と
栗
谷
は
、
「
四
端
理
發
而
氣
隨
之
、
七
情
氣
發
而
理

乘
之
」
と
い
う
退
溪
の
二
つ
の
命
題
中
の
四
端
理
發
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
四
端
と
七
情
が
二
つ
と
も
情
な
の
で
氣
發
理

乘
だ
け
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
こ
れ
に
對
し
て
退
溪
は
最
初
『
朱
子
語
類
』
に
「
四
端
是
理
之
發
、
七
情
是
氣
之

發
」
（
１
５
）
を
探
し
出
し
て
、
朱
子
も
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
た
の
で
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
う

で
は
あ
る
が
、
今
日
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
朱
熹
が
そ
の
よ
う
に
述
べ
た
と
し
て
も
、
そ
の
說
が
正
し
い
と
い
う
根
拠
に
な
ら
な

い
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
言
葉
は
『
文
集
』
等
の
よ
う
に
朱
子
が
直
接
書
い
た
資
料
で
は
な
い
。
『
語
類
』
は
朱
熹
が
講
義
し

た
内
容
を
弟
子
た
ち
が
記
錄
し
た
も
の
で
、
基
本
的
に
朱
熹
の
思
想
を
代
表
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
他
の
語
類

體
の
文
章
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
記
錄
者
の
整
理
過
程
を
經
由
し
て
い
る
た
め
、
弟
子
達
の
記
錄
速
度
、
理
解
の
程
度
等
が
一
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定
し
て
い
な
い
の
で
、
拔
け
落
ち
た
記
錄
や
閒
違
っ
た
記
錄
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
弟
子
達
の
主
觀
が
介
入
す
る
等
の
問
題
が

生
じ
か
ね
な
い
。
そ
の
上
、
『
朱
子
語
類
』
に
は
多
く
の
重
要
な
命
題
が
何
度
に
も
及
ん
で
解
釋
さ
れ
た
り
、
何
人
も
の
弟
子

に
よ
っ
て
記
錄
さ
れ
て
い
る
が
「
四
端
是
理
之
發
、
七
情
是
氣
之
發
」
と
い
う
の
は
輔
廣
が
記
錄
し
た
も
の
以
外
に
は
探
し
求

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
文
章
で
あ
る
。
退
溪
も
こ
の
よ
う
な
事
情
を
知
っ
て
い
た
の
で
こ
の
言
葉
を
聖
人
が
一
人
の
弟
子
に
祕

密
裏
に
傳
授
し
た
、
つ
ま
り
「
單
傳
密
付
」
し
た
の
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
こ
の
段
落
は
、
何
句
に
も
な
ら
な
い
簡
潔
な
言
葉
で
あ
る
が
、
一
人
に
祕
密
裏
に
傳
え
た
と
い
う
こ
と
だ
。
記
錄
者
は

輔
漢
卿
で
あ
る
の
だ
が
、
實
に
朱
子
の
高
弟
で
あ
り
、
こ
こ
で
閒
違
え
て
記
錄
し
た
な
ら
ば
、
輔
漢
卿
で
あ
る
と
で
き
る

だ
ろ
う
か
。（
１
６
）

こ
の
言
葉
は
奇
高
峯
の
熱
を
帶
び
た
質
疑
に
ぶ
つ
か
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
退
溪
は
朱
熹
の
思
想
に
有
力
な
根
拠
を
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
朱
熹
の
愛
弟
子
の
記
錄
と
い
う
も
の
に
賴
っ
て
無
理
を
し
て
自
身
の
論
拠
と
し
た
。
高
峯
が
「
單
傳
密

付
」
だ
と
言
い
張
る
退
溪
に
、
强
く
反
發
し
た
こ
と
は
餘
り
に
も
當
然
で
あ
る
。

次
に
退
溪
が
と
っ
た
戰
略
は
「
發
」
の
意
味
を
再
び
檢
討
し
て
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

四
端
は
理
が
發
し
た
も
の
で
あ
る
が
氣
が
隨
い
、
七
情
は
氣
が
發
し
た
も
の
で
あ
る
が
理
が
制
御
す
る
と
い
う
の
は
、
兩

句
は
と
て
も
精
密
で
す
が
、
私
は
こ
れ
ら
の
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
七
情
は
善
惡
を
兼
ね
有

し
て
い
ま
す
が
、
四
端
は
た
だ
理
が
發
し
た
一
邊
だ
け
を
有
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
こ
れ
を
「
情
が
發
す
る
時
は
、
あ

る
い
は
理
が
動
い
て
氣
が
備
え
、
あ
る
い
は
氣
が
感
應
し
て
理
が
制
御
す
る
」
と
直
し
た
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
言
葉

を
述
べ
た
先
生
の
思
い
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
氣
が
理
に
順
っ
て
發
す
る
時
、
少
し
の
障
碍
も
な
け
れ
ば
、
こ
れ
が
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卽
ち
理
の
發
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
１
７
）

退
溪
は
「
理
發
」
の
「
發
」
を
「
發
動
」
と
捉
え
て
か
ら
、
そ
れ
は
理
が
「
無
情
意
、
無
計
度
、
無
造
作
」
と
い
う
基
本
前

提
か
ら
ず
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
四
端
の
心
が
現
れ
る
時
、
氣
が
動
い
て
操
作
す
る
こ
と
だ
と
し
て
も

理
か
ら
ず
れ
る
こ
と
が
一
つ
も
な
け
れ
ば
理
を
主
語
に
し
て
「
理
が
發
し
た
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
理
を

主
語
と
し
な
け
れ
ば
「
理
を
發
す
る
」
別
の
根
源
的
な
主
體
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
存
在

の
「
源
頭
本
然
處
」
と
し
て
「
所
以
然
」
で
も
あ
り
、
「
所
當
然
」
で
も
あ
る
と
い
う
理
の
本
來
の
意
味
が
失
わ
れ
る
こ
と
で

あ
り
「
無
情
意
、
無
計
度
、
無
造
作
」
と
い
う
意
味
に
だ
け
賴
れ
ば
「
死
ん
だ
人
が
生
き
て
い
る
馬
に
乘
る
（
死
人
騎
活

馬
）
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
り
、
も
は
や
理
の
主
宰
性
は
論
じ
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
と
し
た
。

朱
熹
に
も
「
情
是
性
之
發
」
（
『
語
類
』
卷
五
、
八
十
二
條
）
、
「
愛
是
仁
之
發
、
惻
隱
是
仁
之
發
」
（
『
語
類
』
卷
一
一
九
、

七
條
）
、
「
四
端
是
理
之
發
」
（
『
語
類
』
卷
五
十
三
、
八
十
三
條
）
、
「
孟
子
說
性
善
、
便
都
是
說
理
善
、
雖
是
就
發
處
說
、
然

亦
就
理
之
發
處
說
」
（
『
語
類
』
卷
九
十
五
、
三
十
五
條
）
、
「
見
天
下
事
無
大
無
小
、
無
一
名
一
件
不
是
此
理
之
發
見
」
（
『
語

類
』
卷
一
二
一
、
七
十
五
條
）
、
「
言
及
其
有
感
、
便
是
此
理
之
發
也
」
（
『
朱
熹
集
』
卷
四
十
二
、
答
胡
廣
仲
五
）
、
「
天
理
之

發
見
」
（
『
朱
熹
集
』
卷
五
十
一
―
三
十
、
答
萬
正
淳
三
）
等
の
言
葉
が
あ
る
の
で
、
理
が
主
語
に
な
る
と
し
て
も
必
ず
し
も

「
計
度
」
や
「
造
作
」
と
解
釋
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

退
溪
は
さ
ら
に
進
ん
で
理
の
主
宰
性
を
明
確
に
す
る
た
め
に
理
を
動
靜
す
る
「
活
物
」
と
見
る
ま
で
に
な
っ
た
。
（
１
８
）

ひ
い
て
は
「
太
極
圖
說
」
で
太
極
が
動
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
理
動
と
い
う
の
も
可
能
だ
と
言
う
と
同
時
に
、
た
だ
發
に

お
い
て
と
同
樣
に
事
物
が
動
く
こ
と
と
は
異
な
っ
た
方
式
で
あ
る
だ
け
だ
と
し
た
。
太
極
や
理
が
本
體
で
主
宰
す
る
も
の
な
ら
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ば
、
そ
の
よ
う
に
言
う
ほ
か
な
い
と
し
な
が
ら
、
理
は
本
體
と
し
て
の
理
と
い
う
よ
り
は
用
と
し
て
の
理
、
つ
ま
り
發
し
た
も

の
を
見
て
理
が
動
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
作
用
の
側
面
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
１
９
）

退
溪
は
理
に
「
本
體
と
し
て
の
理
（
本
然
之
體
）
」
と
「
作
用
と
し
て
の
理
（
至
神
之
用
）
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る

と
言
い
な
が
ら
、
本
體
の
側
面
よ
り
作
用
の
面
を
さ
ら
に
强
調
し
て
い
る
。
こ
の
至
神
之
用
を
理
の
意
味
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

退
溪
の
哲
學
は
理
氣
二
元
論
に
流
れ
て
し
ま
い
、
遂
に
は
理
の
獨
自
的
實
在
性
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
古
代
の
天
、
上
帝

と
同
じ
人
格
神
的
な
性
格
ま
で
帶
び
る
よ
う
に
な
る
。
朝
鮮
後
期
の
退
溪
學
派
の
後
裔
達
が
西
洋
の
天
主
敎
を
自
發
的
に
取
り

入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
退
溪
哲
學
が
持
つ
こ
の
よ
う
な
性
格
の
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。

Ⅴ
、
栗
谷
の
氣
發
理
乘
一
途
說

１
、
窮
理

栗
谷
は
退
溪
と
の
問
答
で
は
退
溪
の
哲
學
全
般
に
對
し
て
疑
問
を
提
起
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
時
旣
に
修
養
乃
至
認
識
論
に

お
い
て
は
退
溪
の
說
に
從
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
明
か
し
て
い
る
。
退
溪
は
栗
谷
に
會
っ
て
か
ら
十
年
後
で
あ
る
一
五
六
八
年
、

自
身
の
學
問
的
精
髄
を
集
め
た
『
聖
學
十
圖
』
を
作
り
王
に
進
呈
し
た
。
三
十
五
歳
年
下
で
あ
る
栗
谷
は
、
退
溪
が
生
を
終
え

た
後
の
一
五
七
二
年
か
ら
成
渾
と
の
論
辯
を
通
じ
て
退
溪
の
理
氣
互
發
說
に
立
脚
し
た
四
端
七
情
論
、
人
心
道
心
說
を
全
て
否

定
し
、
『
聖
學
十
圖
』
に
代
わ
る
『
聖
學
輯
要
』
を
發
行
し
た
。
退
溪
と
栗
谷
の
閒
の
人
生
の
閒
隔
は
三
十
五
年
で
あ
る
が
、

學
問
的
差
異
は
七
年
で
あ
る
と
見
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
栗
谷
の
退
溪
說
に
對
す
る
批
判
は
、
一
般
的
に
は
理
氣
說
に
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核
心
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
實
は
今
日
の
退
溪
說
の
看
板
に
相
當
す
る
敬
、
つ
ま
り
居
敬
窮
理
と
い
う
退
溪
の
修
養
論
に

發
し
て
い
る
。
聖
學
と
い
う
見
出
し
語
は
同
じ
で
あ
る
が
、
書
物
の
中
の
道
は
異
な
っ
て
い
る
。
退
溪
は
栗
谷
と
出
會
っ
た
時

に
、
敬
に
つ
い
て
非
常
に
强
調
し
た
よ
う
だ
。
退
溪
は
そ
の
時
、
多
事
多
端
な
現
實
に
主
一
無
適
の
敬
が
ど
の
よ
う
に
維
持
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
尋
ね
、
栗
谷
の
答
辯
は
次
の
よ
う
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
時
旣
に
窮
理
を
優
先
す
る
栗
谷
の
考
え

が
よ
く
見
え
る
。

先
生
が
以
前
私
に
、
「
敬
と
い
う
も
の
は
、
主
一
無
適
な
の
で
、
も
し
事
物
が
一
齊
に
迫
っ
て
き
た
ら
、
ど
う
や
っ
て
對

應
し
よ
う
と
い
う
の
か
」
と
質
問
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
こ
の
言
葉
を
反
復
し
て
考
え
一
つ
の
說
を
得
ま
し
た
。
主
一
無
適

は
、
敬
の
本
質
に
該
當
す
る
も
の
で
、
酬
酢
萬
變
は
、
敬
を
具
體
的
な
状
況
に
適
用
す
る
實
際
の
方
法
で
す
。
も
し
事
物

上
に
、
一
つ
一
つ
窮
理
し
て
、
そ
の
當
然
の
法
則
を
各
々
分
か
っ
て
い
け
ば
、
時
に
臨
ん
で
應
接
す
る
こ
と
が
、
あ
た
か

も
鏡
が
事
物
を
照
ら
す
よ
う
で
、
そ
の
心
が
動
揺
す
る
こ
と
な
く
、
自
由
自
在
に
應
答
す
る
よ
う
に
な
り
、
心
の
本
體
は

本
來
そ
の
ま
ま
で
す
が
、
こ
れ
は
平
素
に
道
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
も
し
前
も
っ
て
窮
理
し
て
お
か
な
い

で
、
事
々
に
時
に
臨
ん
で
考
え
る
と
し
た
ら
、
一
つ
の
事
を
考
え
る
時
に
、
別
の
事
が
も
う
躍
り
か
か
っ
て
き
て
、
ど
う

し
て
整
然
と
應
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
五
色
が
一
度
に
鏡
の
中
に
現
れ
た
ら
、
鏡
の
明
る
い
本

體
は
、
色
に
隨
っ
て
變
化
す
る
こ
と
な
く
、
同
時
に
照
ら
す
こ
と
と
同
じ
で
す
。
敬
の
活
法
が
、
ま
た
こ
れ
と
同
じ
こ
と

で
す
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
動
中
の
功
夫
で
す
。
も
し
靜
中
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
一
つ
の
事
に
心
を
專
ら
に
し
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。
も
し
讀
書
を
し
な
が
ら
鴻
鵠
を
射
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
決
し
て
敬
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
蓋

し
靜
中
の
主
一
無
適
は
、
敬
の
體
で
あ
り
、
動
中
に
酬
酢
萬
變
し
て
も
そ
の
主
宰
を
失
わ
な
い
こ
と
は
、
敬
の
用
で
す
。
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敬
で
な
け
れ
ば
至
善
に
止
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
敬
中
に
ま
た
至
善
が
あ
り
ま
す
。
靜
の
時
に
は
枯
木
死
灰
で
は

な
く
、
動
の
時
に
は
紛
擾
で
は
な
く
、
動
靜
は
終
始
一
貫
し
て
、
體
と
用
が
分
離
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
こ
れ
が
敬
の
至
善
で
す
。
（
２
０
）

平
素
敬
の
功
夫
を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
と
い
う
退
溪
の
質
問
に
對
し
て
栗
谷
は
窮
理
と
答
え
た
。
敬
は
座
禪
す
る
よ
う
に

何
の
材
料
（
刺
激
を
與
え
る
も
の
）
も
な
い
状
態
で
内
面
を
鍛
錬
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
生
活
や
仕
事
の
中
に
成
り
立
つ
道
德

性
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
栗
谷
は
こ
の
道
を
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
そ
れ
は
居
敬
窮
理
と
い
う
二
つ

の
面
の
中
で
窮
理
が
優
先
す
る
時
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
普
通
儒
學
で
は
居
敬
と
窮
理
が
同
じ
重
み
を
持
っ
て
い
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
退
溪
が
居
敬
を
さ
ら
に
優
先
す
る
の
に
比
べ
、
栗
谷
は
明
確
に
窮
理
す
な
わ
ち
理
の
認
知
を
重
視
し
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
時
閒
が
經
つ
ほ
ど
こ
の
よ
う
な
立
場
は
さ
ら
に
强
固
に
な
っ
た
。

２
、
氣
發

栗
谷
が
『
聖
學
輯
要
』
を
執
筆
す
る
頃
に
は
、
つ
い
に
は
閒
違
っ
た
性
理
說
の
代
表
格
と
し
て
退
溪
の
互
發
說
を
擧
げ
て
批

判
し
て
い
る
。

臣
が
重
ね
て
考
え
ま
す
に
、
先
儒
の
心
性
情
の
說
は
、
詳
細
に
備
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
各
々
主
と
す
る
所
が
あ
っ
て
、

言
葉
は
一
つ
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
後
人
達
は
言
葉
に
捉
わ
れ
意
味
に
迷
う
人
が
多
い
。
「
性
が
發
し
て
情
と
な
り
、

心
が
發
し
て
意
と
な
る
」
と
い
う
の
は
、
意
が
各
々
存
在
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
心
性
を
二
つ
の
作
用
と
分
け
る
こ
と

で
は
な
い
の
だ
が
、
後
人
達
が
遂
に
情
と
意
を
二
岐
と
考
え
た
。
〔
自
注
、
性
が
發
し
て
情
に
な
る
こ
と
は
、
心
が
な
い
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と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
心
が
發
し
て
意
に
な
る
こ
と
は
、
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
心
は
性
を
盡
く
す

こ
と
は
で
き
る
が
、
性
は
心
を
檢
束
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
意
は
情
を
運
行
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
情
は
意
を
運
行
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
情
を
主
と
し
て
言
う
な
ら
ば
性
に
屬
し
、
意
を
主
と
し
て
言
う
な
ら
ば
心
に
屬
す
る
が
、

實
際
は
性
は
心
が
未
發
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
情
と
意
は
心
が
已
發
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
〕
四
端
は
た
だ
理
だ
け
言
っ

て
い
る
の
で
あ
り
七
情
は
理
と
氣
を
合
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
二
つ
の
情
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後

人
（
退
溪
）
は
遂
に
理
と
氣
が
互
い
に
發
す
る
と
考
え
た
の
で
、
〔
自
注
、
四
端
は
、
性
の
本
然
の
性
を
言
う
こ
と
と
同

じ
で
、
七
情
は
、
性
の
理
氣
を
合
し
て
言
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
氣
質
の
性
は
、
實
は
氣
質
の
中
に
あ
る
本
性
で
あ
り
、

二
つ
の
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
七
情
は
實
に
四
端
を
包
括
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
つ
の
情
で
は
な
い
。
す
べ
か

ら
く
二
つ
の
性
が
あ
っ
て
、
初
め
て
二
つ
の
情
が
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
〕
情
と
意
を
二
岐
に
考
え
る
こ
と
と
、
理
と
氣

が
互
い
に
發
す
る
說
を
分
辨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
２
１
）

こ
こ
で
私
達
は
退
溪
に
對
す
る
栗
谷
の
全
面
的
な
批
判
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
栗
谷
が
行
っ
た
退
溪
の
說
に
對
す
る
批
判

の
根
源
は
、
退
溪
が
心
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
栗
谷
は
退
溪
が
强
調
す
る
純
粹
な
心
、
た
と
え
ば
氣
で

あ
る
が
理
が
實
現
さ
れ
る
時
に
お
い
て
全
く
障
碍
に
な
ら
な
い
四
端
の
心
は
、
心
を
說
明
す
る
哲
學
的
前
提
に
な
る
こ
と
は
で

き
る
が
、
實
在
す
る
心
の
姿
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
從
っ
て
、
栗
谷
に
お
い
て
は
道
德
の
根
源
で
あ
る
四
端
の
心
よ

り
、
本
然
の
理
を
知
っ
て
心
に
適
切
に
用
い
た
結
果
生
じ
た
道
德
的
な
心
が
さ
ら
に
重
要
に
な
る
。
そ
れ
で
自
然
に
哲
學
の
中

心
點
が
四
端
七
情
論
か
ら
人
心
道
心
論
に
移
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

退
溪
先
生
の
意
圖
を
考
察
し
ま
す
に
、
四
端
は
心
の
中
か
ら
發
し
て
、
七
情
は
外
か
ら
刺
激
を
受
け
て
發
す
る
と
考
え
て
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い
る
の
で
、
こ
れ
を
先
入
見
と
し
て
、
朱
子
の
「
理
に
發
し
て
、
氣
に
發
す
る
」
と
い
う
說
を
主
張
し
、
長
く
敷
衍
し
て
、

多
く
の
矛
盾
を
作
り
出
し
ま
し
た
。
毎
囘
讀
む
ご
と
に
、
こ
れ
は
正
し
い
見
解
の
中
で
一
つ
の
缺
點
だ
と
嘆
息
し
た
も
の

で
す
。
『
易
』
に
は
、
「
寂
然
と
し
て
動
か
な
い
が
、
刺
激
が
あ
れ
ば
通
じ
る
」
と
あ
る
の
で
、
か
り
に
聖
人
の
心
と
い

っ
て
も
、
刺
激
を
受
け
る
こ
と
な
く
お
の
ず
か
ら
反
應
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
必
ず
刺
激
が
あ
っ
て
反
應
し
ま
す

が
、
刺
激
す
る
の
は
全
て
外
か
ら
の
外
物
で
す
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
言
う
の
か
。
親
か
ら
刺
激
を
受
け
れ
ば
孝
誠
の

心
が
發
し
、
人
君
か
ら
刺
激
を
受
け
れ
ば
忠
誠
の
心
が
發
し
、
兄
か
ら
刺
激
を
受
け
れ
ば
恭
敬
し
よ
う
と
す
る
心
が
發
す

る
の
で
、
父
や
人
君
や
兄
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
し
て
心
の
中
に
存
在
す
る
理
で
し
ょ
う
か
。
天
下
に
ど
う
し
て
刺
激
を

受
け
な
い
で
心
の
中
に
自
然
に
發
す
る
情
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
刺
激
す
る
こ
と
に
正
し
い
こ
と
も
あ
り
惡
い
こ
と

も
あ
り
、
そ
の
反
應
が
度
を
越
し
た
も
の
も
あ
り
及
ば
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
善
と
惡
の
區
分
が
あ
る
の
で
す
。

今
も
し
外
か
ら
刺
激
す
る
こ
と
を
待
た
な
い
で
、
心
の
中
に
自
然
に
發
す
る
こ
と
が
四
端
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ

は
親
が
な
く
て
も
孝
誠
な
心
が
發
し
、
人
君
が
い
な
く
て
も
忠
誠
な
心
が
發
し
、
兄
が
い
な
く
て
も
恭
敬
し
よ
う
と
す
る

心
が
發
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
ど
う
し
て
人
の
眞
實
の
情
と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
今
哀
れ
に
感
じ
る
心
で
譬
え
て

言
え
ば
、
幼
い
子
供
が
井
戸
に
落
ち
よ
う
と
す
る
の
を
見
た
後
に
こ
の
心
が
發
す
る
の
で
、
刺
激
す
る
も
の
は
幼
い
子
供

で
あ
り
、
幼
い
子
供
は
外
物
で
は
な
い
で
す
か
。
ど
う
し
て
幼
い
子
供
が
井
戸
に
落
ち
よ
う
と
す
る
の
を
見
な
く
て
も
、

自
然
に
哀
れ
だ
と
思
う
心
を
發
す
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
心
の
病

で
あ
る
だ
け
で
、
人
の
情
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
２
２
）

四
端
の
心
が
自
然
に
發
す
る
の
で
は
な
く
刺
激
が
あ
っ
て
こ
そ
發
し
て
、
善
惡
は
そ
の
後
に
決
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
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う
に
言
え
ば
、
退
溪
と
は
異
な
り
氣
で
あ
る
心
の
作
用
に
理
が
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
餘
地
は
殆
ど
な
く
な
っ
た
。
理
は
た

だ
知
覺
の
對
象
に
な
る
だ
け
で
、
知
覺
さ
れ
た
理
を
實
現
し
て
心
に
懷
く
私
達
自
身
が
理
に
背
か
な
い
よ
う
に
掴
ん
で
い
る
ほ

か
は
な
い
。
こ
こ
で
栗
谷
の
修
養
論
が
ど
う
し
て
窮
理
、
居
敬
、
力
行
に
よ
る
矯
氣
質
（
氣
質
を
矯
め
る
こ
と
）
を
强
調
し
て

い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
敬
の
功
夫
を
通
し
て
自
分
の
心
の
道
德
性
を
育
て
、
こ
の
道
德
的
な
心
が
發
現
す
れ
ば
理

が
自
然
と
實
現
さ
れ
る
と
い
う
退
溪
の
四
端
七
情
論
は
、
栗
谷
が
見
る
こ
と
に
は
非
現
實
的
で
あ
っ
た
。
孔
子
を
除
外
し
た
全

て
の
人
は
聖
人
で
は
な
く
、
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
道
德
性
の
自
發
的
實
現
よ
り
は
外
部
の
規
律
に
依
っ
た
制
約
の
方

が
ず
っ
と
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
栗
谷
の
結
論
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

退
溪
と
栗
谷
と
い
う
十
六
世
紀
中
頃
の
思
想
家
は
、
育
っ
た
環
境
が
異
な
り
時
代
に
對
す
る
態
度
が
異
な
っ
た
。
退
溪
が
山

林
で
靜
か
に
自
身
を
磨
い
て
弟
子
達
を
育
て
た
敎
育
者
、
學
者
の
態
度
を
保
っ
て
い
た
の
に
比
べ
、
栗
谷
は
現
實
の
政
治
に
積

極
的
に
參
與
し
て
時
代
を
變
え
て
い
こ
う
と
し
た
官
僚
乃
至
は
政
治
家
の
道
を
取
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
差
異
が
彼
ら
の
哲
學
的

差
異
と
無
關
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

退
溪
と
栗
谷
は
二
人
と
も
理
、
つ
ま
り
儒
敎
的
名
分
と
規
範
を
實
現
し
よ
う
と
し
た
。
退
溪
は
各
個
人
の
道
德
的
修
養
が
感

性
的
、
情
緖
的
次
元
に
成
り
立
つ
と
見
て
道
德
的
感
性
の
確
立
が
優
先
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
彼
は
何
よ
り
も
個
人
的

修
養
を
重
視
（
涵
養
省
察
）
し
た
。
彼
に
比
べ
栗
谷
は
儒
敎
的
規
範
の
實
踐
を
重
視
し
た
。
栗
谷
は
ま
ず
理
す
な
わ
ち
規
範
を

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
禮
に
從
っ
て
實
踐
し
て
い
く
過
程
（
務
實
力
行
）
の
中
に
道
德
的
精
神
が
確
立
さ
れ
て
い
く

と
考
え
た
。
い
わ
ば
理
の
實
現
と
い
う
目
標
は
同
じ
で
あ
る
が
、
退
溪
が
理
を
情
緖
的
に
感
じ
自
己
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
た
の
に
對
し
て
、
栗
谷
は
理
を
認
知
し
て
意
志
と
理
性
で
自
身
を
そ
こ
に
一
致
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
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た
。

Ⅵ
、
結
び

朝
鮮
前
期
の
性
理
學
理
解
を
基
本
と
し
て
朝
鮮
性
理
學
の
道
德
哲
學
的
體
系
を
完
成
し
た
學
者
は
退
溪
と
栗
谷
で
あ
る
。
退

溪
は
朱
子
を
深
く
研
究
し
て
信
奉
し
、
朱
子
學
を
朝
鮮
性
理
學
の
基
準
と
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
花
潭
と
は
異
な
り
物
質
を
成

す
氣
を
規
定
す
る
原
理
（
理
）
が
あ
っ
て
、
こ
の
原
理
が
根
源
的
で
あ
り
眞
實
の
存
在
（
太
極
）
で
あ
る
と
し
た
。
プ
ラ
ト
ン

の
イ
デ
ア
、
ま
た
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
相
槪
念
と
類
似
し
た
こ
の
槪
念
は
朱
熹
の
哲
學
で
は
觀
念
的
存
在
ま
た
は
原
理
で

あ
る
た
め
、
そ
れ
自
體
で
現
實
世
界
に
現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
退
溪
が
特
に
關
心
を
傾
け
て
い
る
部
分
は
、

理
と
氣
の
存
在
論
よ
り
、
道
德
的
な
心
の
存
在
論
的
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
退

溪
は
理
が
現
實
世
界
に
作
用
し
な
い
と
道
德
の
存
在
論
的
根
拠
が
な
い
と
考
え
た
。
そ
れ
は
肉
體
的
な
欲
望
の
束
縛
か
ら
完
全

に
解
放
さ
れ
た
純
粹
な
靈
魂
が
心
を
支
配
し
な
け
れ
ば
、
ど
う
や
っ
て
道
德
的
直
觀
が
可
能
で
あ
り
、
聖
人
が
可
能
で
あ
る
の

か
と
問
う
て
い
る
。
そ
こ
で
、
彼
が
下
し
た
結
論
は
「
一
般
的
な
感
情
（
心
）
は
氣
の
發
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
道
德
的
精
神

は
理
が
發
し
た
も
の
」
だ
と
い
う
獨
創
的
な
主
張
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
退
溪
の
主
張
に
奇
大
升
が
反
論
を
提
起
し
て
、
い

わ
ゆ
る
「
四
端
七
情
論
爭
」
と
い
う
朝
鮮
時
代
最
大
の
性
理
學
論
爭
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
過
程
で
退
溪
は
自
身

の
學
說
を
若
干
修
正
し
て
「
行
爲
を
誘
發
す
る
一
般
的
な
感
情
は
、
氣
の
發
し
た
も
の
で
あ
る
が
理
の
規
制
を
受
け
、
道
德
的

感
性
（M
o
r
a
l

S
e
n
s
e

）
は
理
が
發
し
た
も
の
で
あ
る
が
氣
に
よ
っ
て
現
實
化
さ
れ
る
」
と
し
た
。
お
そ
ら
く
退
溪
は
道
德
を

理
性
の
問
題
で
は
な
く
感
性
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
た
よ
う
だ
。
だ
か
ら
、
退
溪
は
道
德
的
感
性
を
一
般
的
な
感
性
と
分
離
し
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て
、
理
を
氣
か
ら
分
離
す
る
二
元
論
的
形
而
上
學
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
り
、
知
的
な
訓
練
よ
り
も
感
性
的
修
養
を
重
視
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

退
溪
と
共
に
朝
鮮
に
性
理
學
を
確
固
と
し
て
定
着
さ
せ
た
も
う
一
人
の
學
者
は
栗
谷
で
あ
る
。
栗
谷
は
退
溪
の
學
問
す
る
態

度
を
尊
崇
す
る
こ
と
は
し
て
い
た
が
、
退
溪
の
學
說
に
そ
の
ま
ま
隨
い
は
し
な
か
っ
た
。
栗
谷
は
退
溪
の
二
元
論
的
な
朱
子
解

釋
が
根
本
的
に
問
題
點
を
内
包
し
て
い
た
と
判
斷
し
た
後
、
花
潭
の
性
理
說
が
持
つ
獨
創
性
を
相
對
的
に
高
く
評
價
し
た
。
栗

谷
は
理
と
氣
が
槪
念
的
に
區
分
さ
れ
る
二
つ
の
存
在
で
は
あ
る
が
理
と
氣
が
別
個
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
ま
る

で
純
粹
な
三
角
形
自
體
は
現
實
的
に
存
在
し
な
い
が
、
純
粹
な
三
角
形
に
對
す
る
槪
念
が
な
け
れ
ば
現
實
の
三
角
形
も
存
在
し

な
い
よ
う
に
理
と
氣
の
存
在
も
同
樣
だ
と
し
た
。
栗
谷
は
道
德
哲
學
に
も
道
德
的
な
心
が
別
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
道
德
的
規

準
に
合
う
心
が
道
德
的
だ
と
し
た
。
そ
れ
で
、
心
に
對
す
る
退
溪
の
二
つ
の
命
題
中
「
道
德
的
感
性
を
包
含
し
た
全
て
の
感
性

は
氣
の
發
し
た
も
の
だ
が
、
理
の
規
制
を
受
け
て
い
る
」
と
い
う
の
だ
け
認
め
た
。
彼
は
理
を
事
物
や
人
閒
の
普
遍
的
性
質
乃

至
規
範
で
あ
る
と
考
え
た
。
從
っ
て
、
道
德
的
行
爲
は
道
德
的
感
性
の
發
現
で
は
な
く
、
理
卽
ち
普
遍
的
規
範
の
認
知
と
實
踐

意
志
の
問
題
に
な
っ
た
。
栗
谷
は
道
德
的
行
爲
に
理
性
の
役
割
が
大
き
い
と
考
え
、
從
っ
て
、
心
卽
ち
感
性
の
修
養
よ
り
、
正

し
い
判
斷
に
よ
る
知
的
訓
練
が
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

感
性
と
理
性
、
理
と
氣
の
ど
こ
に
重
く
中
心
を
置
く
の
か
に
よ
っ
て
、
退
溪
と
栗
谷
の
哲
學
は
全
て
の
部
分
に
微
妙
な
意
味

の
差
異
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
朝
鮮
性
理
學
は
主
理
哲
學
、
主
氣
哲
學
の
兩
系
統
に
分
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
退
溪

學
派
と
栗
谷
學
派
が
朝
鮮
性
理
學
の
正
統
性
を
巡
っ
て
熾
烈
に
論
爭
し
た
過
程
で
、
次
第
に
根
本
主
義
的
性
向
を
帶
び
る
よ
う

に
な
り
、
つ
い
に
は
社
會
的
、
個
人
的
な
全
て
の
行
爲
を
儒
敎
的
規
範
に
縛
り
つ
け
る
禮
敎
主
義
的
傾
向
を
帶
び
る
よ
う
に
な
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っ
た
。
道
德
的
精
神
の
根
源
に
つ
い
て
の
論
爭
を
ひ
と
段
落
つ
け
た
二
學
派
は
、
抽
象
的
な
道
德
を
現
實
に
適
用
す
る
規
範
に

つ
い
て
論
爭
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
に
十
七
世
紀
以
後
の
朝
鮮
性
理
學
の
主
流
は
禮
學
に
變
わ
っ

て
い
っ
た
。
朝
鮮
性
理
學
が
根
本
主
義
化
す
る
に
つ
れ
て
同
時
に
現
實
的
彈
力
を
失
い
、
社
會
の
發
展
と
乖
離
が
見
え
る
よ
う

に
な
る
と
、
朱
子
中
心
の
性
理
學
が
持
つ
限
界
を
感
じ
た
一
群
の
儒
學
者
達
は
朱
子
學
の
外
側
に
脫
出
口
を
模
索
し
よ
う
と
し

た
。

【
注
釋
】

※
（
１
）
、（
３
）
、（
６
）
の
原
文
は
趙
晟
桓
氏
に
ご
敎
示
い
た
だ
い
た
。
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
す
。

（
１
）

某
來
訪
、
其
人
明
爽
、
多
記
覽
、
頗
有
意
於
吾
學
、
後
生
可
畏
、
前
聖
眞
不
我
欺
也
。
曾
聞
其
太
尚
詞
華
、
欲
抑
之

不
令
作
詩
。
去
日
朝
雪
作
、
試
使
吟
詠
、
倚
馬
出
數
首
。
詩
則
不
如
其
人
、
然
亦
可
觀
。
『
栗
谷
全
書
』
卷
三
十
三
、
年
譜
、

戊
午
。

（
２
）

『
栗
谷
全
書
』
卷
三
十
三
、
年
譜
。
『
退
溪
集
』
卷
十
四
、
二
十
―

。
「
答
李
叔
獻
」
〈
珥
○
戊
午
〉
別
紙
。

a

（
３
）

往
聞
人
言
、
足
下
讀
釋
氏
書
而
頗
中
其
毒
、
心
惜
之
久
矣
。
日
者
之
來
見
我
也
、
不
諱
其
實
而
能
言
其
非
、
今
見
兩

書
之
旨
又
如
此
、
吾
知
足
下
之
可
與
適
道
也
云
云
。
『
栗
谷
全
書
』
卷
三
十
三
、
年
譜
、
戊
午
。

（
４
）

資
料
に
關
す
る
詳
細
な
事
項
は
、
文
錫
胤
「
退
溪
集
所
載
栗
谷
李
珥
問
目
資
料
に
關
し
て
」
『
退
溪
學
報
』
一
二
二
。

（
５
）

丁
元
在
「
李
珥
哲
學
の
形
成
過
程
と
時
期
區
分
」
『
哲
學
論
究
』
三
十
三
（
ソ
ウ
ル
大
哲
學
科
、
二
〇
〇
五
）
。

（
６
）

花
潭
所
見
、
殊
未
精
密
、
觀
其
所
著
諸
說
、
無
一
篇
無
病
痛
。
『
退
溪
全
書
』
卷
二
十
五
、
「
答
鄭
子
中
講
目
」
。

（
７
）

丁
元
在
「
徐
敬
德
と
そ
の
學
派
の
先
天
學
說
」
『
哲
學
論
究
』
十
八
（
ソ
ウ
ル
大
哲
學
科
、
一
九
九
〇
）
、
二
十
二
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頁
。

（
８
）

李
彦
迪
は
占

畢

齋
、
金

宗

直
の
門
人
で
あ
っ
た
母
方
の
お
じ
愚
齋

孫

仲

暾
の
と
こ
ろ
で
修
學
し
た
。

チ
ヨ
ム
ピ
ル
ジ
ェ

キ
ム
ジ
ヨ
ン
ジ
ク

ウ

ジ

ェ

ソ
ン
ジ
ユ
ン
ド
ン

（
９
）

『
退
溪
書
節
要
』
「
答
斉
明
彦
」
一
八
三
。

（
１
０
）
『
一
齋
集
』
卷
一
、
七
面
「
答
金
厚
之
」
。

（
１
１
）
惻
隱
羞
惡
辭
讓
是
非
、
何
從
而
發
乎
。
發
於
仁
義
禮
智
之
性
焉
爾
。
喜
怒
哀
懼
愛
惡
欲
、
何
從
而
發
乎
。
外
物
觸
其

形
而
動
於
中
、
緣
境
而
出
焉
爾
。
四
端
之
發
、
孟
子
旣
謂
之
心
、
則
心
固
理
氣
之
合
也
。
然
而
所
指
而
言
者
、
則
主
於
理
何
也
。

仁
義
禮
智
之
性
粹
然
在
中
、
而
四
者
其
端
緖
也
。
七
情
之
發
、
朱
子
謂
本
有
當
然
之
則
、
則
非
無
理
也
。
然
而
所
指
而
言
者
、

則
在
乎
氣
、
何
也
。
外
物
之
來
、
易
感
而
先
動
者
莫
如
形
氣
、
而
七
者
其
苗
脈
也
。
安
有
在
中
爲
純
理
、
而
才
發
爲
雜
氣
、
外

感
則
形
氣
、
而
其
發
爲
理
之
本
體
耶
。
『
退
溪
集
』
卷
十
六
―
十
二
「
答
奇
明
彦
、
論
四
端
七
情
第
一
書
」
。

（
１
２
）
『
退
溪
集
』
卷
十
六
―
十
二
「
附
奇
明
彦
非
四
端
七
情
分
理
氣
辯
」。

（
１
３
）
尹
絲
淳
「
退
溪
の
自
然
觀
」
『
退
溪

李
滉
』
（
藝
文
書
院
、
二
〇
〇
二
）
一
三
二
頁
。

（
１
４
）
氣
始
用
事
、
故
其
情
之
發
、
不
能
無
善
惡
之
殊
。
而
其
端
緖
甚
微
、
於
是
意
爲
心
發
、
而
又
挾
其
情
而
左
右
之
。
或

循
天
理
之
公
、
或
循
人
欲
之
私
、
善
惡
之
分
、
由
爲
而
決
焉
。
『
退
溪
集
』
「
天
命
圖
說
」。

（
１
５
）
『
朱
子
語
類
』
卷
五
十
三
、
八
十
三
條
。

（
１
６
）
今
此
一
段
、
則
數
句
簡
約
之
語
、
單
傳
密
付
之
旨
。
其
記
者
輔
漢
卿
也
、
實
朱
門
第
一
等
人
、
於
此
而
失
記
、
則
何

足
爲
輔
漢
卿
哉
。『
退
溪
書
節
要
』
二
〇
〇
、
「
答
奇
明
彦
」。

（
１
７
）
且
四
則
理
發
而
氣
隨
之
、
七
則
氣
發
而
理
乘
之
、
兩
句
亦
甚
精
密
、
然
鄙
意
以
謂
此
二
箇
意
思
。
七
情
則
兼
有
、
而
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四
端
則
只
有
理
發
一
邊
。
大
升
欲
改
之
曰
、
情
之
發
也
、
或
理
動
而
氣
倶
。
或
氣
感
而
理
乘
。
如
此
下
語
、
未
知
於
先
生
意
如

何
、
氣
之
順
理
而
發
、
無
一
亳
有
碍
者
、
便
是
理
之
發
矣
。
若
欲
外
此
而
更
求
理
之
發
。
則
吾
恐
其
揣
摩
摸
索
。
愈
甚
而
愈
不

可
得
矣
。
…
…

道
卽
器
。
器
卽
道
。
沖
漠
之
中
。
萬
象
已
具
。
非
實
以
道
爲
器
。
卽
物
而
理
不
外
是
。
非
實
以
物
爲
理
也
。

『
退
溪
集
』
卷
十
七
―
五
「
答
奇
明
彦
―
論
四
端
七
情
第
三
書
」
。

（
１
８
）
理
有
動
靜
、
故
氣
有
動
靜
。
若
理
無
動
靜
、
氣
何
自
而
有
動
靜
乎
。
知
此
則
無
此
疑
矣
。
蓋
無
情
意
云
云
、
本
然
之

體
、
能
發
能
生
、
至
妙
之
用
也
。

（
１
９
）
是
知
無
情
意
、
造
作
者
、
此
理
本
然
之
體
也
。
其
隨
寓
發
見
、
而
無
不
到
者
、
此
理
至
神
之
用
也
。
向
也
但
有
見
於

本
體
之
無
爲
、
而
不
知
妙
用
之
能
顯
行
。
殆
若
認
理
爲
死
物
、
其
去
道
不
亦
遠
甚
矣
乎
。
『
退
溪
集
』
「
答
奇
明
彦
」
別
紙
。

（
２
０
）
先
生
曾
問
珥
曰
、
「
敬
者
、
主
一
無
適
。
如
或
事
物
齊
頭
來
、
則
如
何
應
接
。
」
珥
以
此
言
反
覆
窮
之
而
得
其
說
焉
。

主
一
無
適
、
敬
之
要
法
、
酬
酢
萬
變
、
敬
之
活
法
。
若
於
事
物
上
、
一
一
窮
理
、
而
各
知
其
當
然
之
則
、
則
臨
時
應
接
、
如
鏡

照
物
、
不
動
其
中
、
東
應
西
答
、
而
心
體
自
如
、
因
其
平
昔
斷
置
事
理
分
明
故
也
。
不
先
窮
理
、
而
毎
事
臨
時
商
量
、
則
商
量

一
事
時
、
他
事
已
蹉
過
、
安
得
齊
頭
應
接
。
譬
如
五
色
同
現
鏡
中
、
而
鏡
之
明
體
、
不
隨
色
變
、
同
時
缺
照
。
敬
之
活
法
、
亦

如
是
也
。
此
則
動
中
功
夫
。
若
於
靜
中
、
則
須
於
一
事
專
心
。
如
讀
書
而
思
射
鴻
鵠
、
便
是
不
敬
。
蓋
靜
中
主
一
無
適
、
敬
之

體
也
、
動
中
酬
酢
萬
變
而
不
失
其
主
宰
者
、
敬
之
用
也
。
非
敬
則
不
可
以
止
於
至
善
、
而
於
敬
之
中
又
有
至
善
焉
。
靜
非
枯
木

死
灰
、
動
不
紛
紛
擾
擾
、
而
動
靜
如
一
、
體
用
不
離
者
、
乃
敬
之
至
善
也
。『
栗
谷
全
書
』
卷
九
、
二
―
三
。

（
２
１
）
臣
竊
謂
、
先
儒
心
性
情
之
說
、
詳
備
矣
。
然
各
有
所
主
、
而
言
或
不
一
。
故
後
人
執
言
而
迷
旨
者
多
矣
。
性
發
爲
情
、

心
發
爲
意
云
者
、
意
各
有
在
、
非
分
性
爲
二
用
、
而
後
人
遂
以
情
意
爲
二
岐
。
〔
性
發
爲
情
、
非
無
心
也
。
心
發
爲
意
、
非
無
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性
也
。
只
是
心
能
盡
性
、
性
不
能
檢
心
、
意
能
運
情
、
情
不
能
運
意
。
故
主
情
而
言
則
屬
乎
性
、
主
意
而
言
則
屬
乎
心
、
其
實

則
性
是
心
之
未
發
者
也
、
情
意
是
心
之
已
發
者
也
。
〕
四
端
專
言
理
七
情
合
理
氣
、
非
有
二
情
。
而
後
人
遂
以
理
氣
爲
互
發
。

〔
四
端
、
猶
性
之
言
本
然
之
性
也
。
七
情
、
猶
性
之
合
理
氣
而
言
也
。
氣
質
之
性
、
實
是
本
性
之
在
氣
質
者
、
非
二
性
。
故
七

情
實
包
四
端
、
非
二
情
也
。
須
是
有
二
性
、
方
能
有
二
情
。
〕
情
意
二
岐
、
理
氣
互
發
之
說
不
可
以
不
辨
。
『
栗
谷
全
書
』
卷

二
十
、
五
十
五
―
五
十
六
。
『
聖
學
輯
要
』
窮
理
章
。

（
２
２
）
竊
詳
退
溪
之
意
、
以
四
端
爲
由
中
而
發
、
七
情
爲
感
外
而
發
、
以
此
爲
先
入
之
見
、
而
以
朱
子
「
發
於
理
、
發
於

氣
」
之
說
、
主
張
而
伸
長
之
、
做
出
許
多
葛
藤
。
毎
讀
之
、
未
嘗
不
慨
嘆
、
以
爲
正
見
之
一
累
也
。
『
易
』
曰
、
「
寂
然
不
動
、

感
而
遂
通
」
、
雖
聖
人
之
心
、
未
嘗
有
無
感
而
自
動
者
也
、
必
有
感
而
動
、
而
所
感
皆
外
物
也
。
何
以
言
之
。
感
於
父
則
孝
動

焉
、
感
於
君
則
忠
動
焉
、
感
於
兄
則
敬
動
焉
、
父
也
君
也
兄
也
者
、
豈
是
在
中
之
理
乎
。
天
下
安
有
無
感
而
由
中
自
發
之
情
乎
。

特
所
感
有
正
有
邪
、
其
動
有
過
有
不
及
、
斯
有
善
惡
之
分
耳
。
今
若
以
不
待
外
感
由
中
自
發
者
爲
四
端
、
則
是
無
父
而
孝
發
、

無
君
而
忠
發
、
無
兄
而
敬
發
矣
、
豈
人
之
眞
情
乎
。
今
以
惻
隱
言
之
、
見
孺
子
入
井
、
然
後
此
心
乃
發
、
所
感
者
、
孺
子
也
。

孺
子
非
外
物
乎
。
安
有
不
見
孺
子
之
入
井
、
而
自
發
惻
隱
者
乎
。
就
令
有
之
、
不
過
爲
心
病
耳
、
非
人
之
情
也
。
「
答
成
浩

原
」
（
答
二
書
）
『
栗
谷
全
書
』
卷
十
―
六
。

【
參
考
文
獻
】

琴
章
泰
『
「
聖
學
十
圖
」
と
退
溪
哲
學
の
構
造
』
ソ
ウ
ル
大
學
校
出
版
部
、
二
〇
〇
一
年
。

キ
ム
ジ
ヤ
ン
テ

金

敬

琢
『
栗
谷
の
研
究
』
韓
國
研
究
圖
書
館
、
一
九
六
〇
年
。

キ
ム
キ
ヨ
ン
タ
ク

金
祐
瑩
「
李
滉
の
心
理
論
に
お
け
る
「
知
覺
」
と
「
意
」
」
『
精
神
文
化
研
究
』
第
二
十
八
卷
第
二
號
通
卷
九
十
九
號
、
二
〇

キ
ム
ウ
ヒ
ヨ
ン
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〇
五
年
。

李
基
鏞
「
栗
谷
に
お
い
て
の
知
覺
と
心
性
情
意
の
問
題
」
『
東
洋
古
典
研
究
』
七
、
一
九
九
六
年
。

リ

キ

ヨ

ン

文
錫
胤
「
退
溪
の
『
未
發
』
論
」
『
退
溪
學
報
』
一
一
四
、
二
〇
〇
三
年
。

ム
ン
ソ
ギ
ユ
ン

同

「
退
溪
集
所
載
栗
谷
李
珥
問
目
資
料
に
關
し
て
」
『
退
溪
學
報
』
一
二
二
、
二
〇
〇
七
年
。

裵
宗
鎬
『
韓
國
儒
學
の
課
題
と
展
開
』
汎
學
社
、
一
九
七
七
年
。

ベ
ジ
ヨ
ン
ホ

劉

明

鍾
『
韓
國
思
想
史
』
以
文
出
版
社
、
一
九
八
一
年
。

ユ
ミ
ヨ
ン
ジ
ヨ
ン

尹
絲
淳
『
退
溪
李
滉
』
藝
文
書
院
、
二
〇
〇
二
年
。

ユ
ン
サ
ス
ン

李
光
虎
『
李
退
溪
學
問
論
の
體
用
の
構
造
に
關
す
る
研
究
』
ソ
ウ
ル
大
學
校
、
一
九
九
三
年
。

イ

ガ

ン

ホ

丁

元

在
「
徐
敬
德
と
そ
の
學
派
の
先
天
學
說
」
『
哲
學
論
究
』
十
八
、
一
九
九
〇
年
。

ジ
ヨ
ン
ウ
ォ
ン
ジ
ェ

同

『
知
覺
說
に
立
脚
し
た
李
珥
哲
學
の
解
釋
』
ソ
ウ
ル
大
學
校
、
二
〇
〇
一
年
。

同

「
李
珥
哲
學
の
形
成
過
程
と
時
期
區
分
」
『
哲
學
論
究
』
三
十
三
、
二
〇
〇
五
年
。

崔
英
成
『
韓
國
儒
學
思
想
史
』
ア
ジ
ア
文
化
社
、
一
九
九
七
年
。

チ
ェ
ヨ
ン
ソ
ン

退
溪
學
研
究
院
『
退
溪
全
書
』
退
溪
學
研
究
院
、
一
九
九
〇
年
。

韓
國
哲
學
會
『
韓
國
哲
學
史
』
東
明
社
、
二
〇
〇
七
年
。

李
珥
『
栗
谷
全
書
』
韓
國
文
集
叢
刊
四
十
四
、
民
族
文
化
推
進
會
。

李
珥
『
國
譯
栗
谷
全
書
』
韓
國
精
神
文
化
研
究
院
、
一
九
八
七
年
。

李
滉
『
退
溪
集
』
韓
國
文
集
叢
刊
二
十
九
～
三
十
一
、
民
族
文
化
推
進
會
。


