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論
文
概
要
書

「
改
過
」
か
ら
「
慎
習
」
へ
―
―
明
末
清
初
期
に
お
け
る
修
養
論
の
展
開

原

信
太
郎

ア
レ
シ
ャ
ン
ド
レ

序
論

序
論
に
お
い
て
は
、
明
清
思
想
研
究
の
基
盤
と
な
る
三
つ
の
研
究
書
に
お
い
て
修
養
の
問
題
が
ど
う
語
ら

れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
概
観
し
、
生
成
論
と
連
続
す
る
か
た
ち
で
修
養
論
を
論
じ
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て

述
べ
た
。

第
一
章

劉
宗
周
に
お
け
る
「
改
過
」
の
実
践

明
代
後
葉
よ
り
思
想
界
に
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
動
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
、
商
品
経
済
の
発
達
や
貧

富
の
格
差
の
拡
大
な
ど
社
会
経
済
的
な
変
化
を
背
景
と
し
て
起
き
た
も
の
で
、
真
理
の
学
と
し
て
の
朱
子
学

が
従
来
提
供
し
て
き
た
議
論
の
枠
組
み
に
対
し
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
お
お
む
ね
「
理
」
に

対
置
す
る
も
の
と
し
て
の
「
気
」
の
上
昇
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
。
従
来
否
定
位
に
甘
ん
じ
て
き
た
「
情
」

「
情
欲
」
が
肯
定
位
に
置
か
れ
、
「
本
然
の
性
」
と
「
気
質
の
性
」
と
い
う
二
分
法
も
前
者
が
後
者
に
吸
収
さ

れ
、
か
つ
ト
ー
タ
ル
に
善
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
解
消
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
激

し
い
変
化
が
現
象
し
て
い
っ
た
時
代
、
修
養
論
の
分
野
で
高
唱
さ
れ
た
の
が
「
改
過
」
（
過
ち
を
改
め
る
）
で

あ
る
。
そ
れ
は
如
上
の
生
成
論
の
変
動
に
即
応
し
た
も
の
で
、
気
質
の
偏
濁
を
変
化
さ
せ
る
修
養
か
ら
、
気

の
発
動
を
適
正
化
す
る
「
気
質
整
正
論
」
（
溝
口
雄
三
）
の
修
養
へ
、
と
い
う
変
化
の
具
体
的
な
表
れ
の
一
つ

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
改
過
の
提
唱
は
恐
ら
く
呂
坤
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
が
、
特
に
明
末
の
劉
宗
周
に
至
る

と
高
い
完
成
度
を
も
つ
改
過
説
が
唱
え
ら
れ
た
。

劉
宗
周
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
当
時
影
響
力
の
あ
っ
た
王
畿
の
改
過
説
を
確
認
す
る
。
王
畿
は
良
知
現
成
派

に
立
つ
思
想
家
で
あ
っ
て
良
知
に
軸
足
を
置
い
た
改
過
説
を
示
し
て
い
る
。
王
畿
に
よ
る
と
過
ち
は
良
知
の

歪
曲
現
象
に
過
ぎ
ず
、
き
ち
ん
と
本
体
（
良
知
）
を
把
握
し
さ
え
す
れ
ば
忽
ち
に
し
て
克
服
で
き
る
と
い
う
。

王
畿
に
お
い
て
は
内
面
に
対
す
る
信
頼
は
強
靱
な
も
の
が
あ
り
、
何
は
と
も
あ
れ
本
体
に
「
立
つ
」
こ
と
が

大
事
な
の
で
、
そ
う
し
て
い
れ
ば
自
ず
と
過
ち
は
改
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
王
畿
に
お

い
て
は
過
ち
と
は
基
本
的
に
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
事
象
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
劉
宗
周
は
、
過
ち
に
は
自
覚
さ
れ
ざ
る
過
ち
、
あ
る
い
は
善
意
の
な
か
に
巣
く
う
過
ち

が
あ
る
と
指
摘
、
か
か
る
過
ち
に
ま
み
れ
た
存
在
と
し
て
の
人
間
像
を
呈
示
し
、
そ
こ
を
出
発
点
と
せ
よ
と

要
請
す
る
。
王
畿
に
対
比
し
て
い
え
ば
、
劉
宗
周
に
と
っ
て
過
ち
は
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

過
ち
を
改
め
る
に
は
具
体
的
に
は
そ
れ
を
強
く
自
覚
化
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
過
ち

と
自
分
自
身
と
を
分
離
（
脱
自
己
同
一
化
）
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
た
か
も
第
三
者
が
そ
れ
を
監
察

す
る
よ
う
に
、
己
が
過
ち
を
冷
静
に
見
つ
め
、
そ
の
原
因
、
来
歴
、
結
果
な
ど
を
緻
密
に
分
析
す
る
の
で
あ

る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
ち
は
ま
す
ま
す
強
く
自
覚
化
さ
れ
、
認
識
主
体
か
ら
分
離
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
劉
宗
周
に
お
い
て
過
ち
と
は
単
独
で
現
象
す
る
も
の
と
は
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
必
ず
さ
き
に

原
因
と
な
る
過
ち
が
あ
り
、
そ
れ
が
誘
因
と
な
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
つ
の
過
ち
を
犯
す

こ
と
は
、
さ
ら
な
る
過
ち
の
呼
び
水
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
劉
宗
周
に
お
い
て
過
ち
と
は
一
連
の
因
果
関
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係
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
は
な
は
だ
苦
行
的
な
改
過
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
過
ち
が

感
知
さ
れ
た
際
、
そ
の
原
因
と
な
る
過
ち
、
さ
ら
に
は
ま
た
そ
の
原
因
を
な
す
過
ち
を
遡
及
的
に
自
覚
化
し
、

掘
り
起
こ
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
一
つ
の
過
ち
が
導
き
か
ね
な
い
さ
ら
な
る
過
ち
を
予

期
し
、
あ
ら
か
じ
め
用
心
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
過
ち
の
発
見
を
言
わ
ば
好
機
と
し
て
、

さ
ら
な
る
過
ち
を
芋
づ
る
式
に
掘
り
出
し
て
い
く
。
新
た
な
過
ち
の
発
見
と
自
覚
化
、
こ
れ
は
劉
宗
周
に
お

い
て
修
養
の
進
歩
と
さ
れ
る
。

諸
々
の
過
ち
の
究
極
的
な
原
因
と
し
て
劉
宗
周
は
「
妄
」
を
設
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
内
実
を
検

討
し
て
み
て
も
、
劉
宗
周
は
「
き
わ
め
て
微
か
な
る
も
の
」「
た
ま
た
ま
気
の
働
き
が
虚
に
な
っ
た
も
の
」「
思

念
の
起
こ
る
以
前
に
す
で
に
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
」
な
ど
と
い
う
ば
か
り
で
、
明
確
な
説
明
が
な
い
。
要
す

る
に
「
妄
」
は
、
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
自
覚
化
し
意
識
化
す
る
こ
と
が
不

可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
克
服
で
き
た
と
判
断
を
下
す
こ
と
が
不
可
能
な
た
め
、
い
く
ら
改
過
の
営
為
を

繰
り
返
し
た
と
て
「
妄
」
が
消
滅
し
た
と
判
定
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
「
妄
」
、
お
よ
び
そ
れ
を
原
因
と
す

る
過
ち
は
い
つ
ま
で
も
残
存
す
る
可
能
性
を
留
め
、
為
学
者
は
改
過
の
工
夫
を
停
止
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

こ
の
意
味
で
「
妄
」
は
過
ち
の
存
在
可
能
性
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
妄
」
は
、
為
学
者
を
し

て
時
々
刻
々
と
内
省
と
改
過
へ
と
駆
り
立
て
る
た
め
の
概
念
装
置
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
工
夫
の
対
象
と
い
う

よ
り
、
為
学
者
の
罪
悪
感
や
切
迫
感
を
養
う
こ
と
で
修
養
へ
と
せ
き
立
て
る
「
仕
掛
け
」
と
し
て
働
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

第
二
章

陳
確
に
お
け
る
「
慎
習
」
説
の
成
立

前
章
を
承
け
、
劉
宗
周
の
門
人
で
あ
る
陳
確
に
注
目
し
、
陳
確
が
唱
え
た
修
養
法
「
慎
習
」
が
い
か
に
成

立
し
た
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。

劉
宗
周
の
修
養
論
は
善
を
為
す
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
在
の
悪
を
去
る
こ
と
に
全
力
を
尽
く
す
、
あ
る

意
味
で
消
極
的
な
姿
勢
に
貫
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
に
過
ち
を
追
い
か
け
て
ば
か
り
い

る
と
や
が
て
主
体
性
の
喪
失
を
招
き
、
修
養
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事

態
を
念
頭
に
置
き
、
劉
宗
周
は
改
過
と
同
時
に
主
体
性
を
立
ち
上
げ
る
慎
独
の
修
養
を
も
説
く
。
こ
れ
は
、

経
験
や
感
覚
を
越
え
た
形
而
上
の
地
点
に
「
独
体
」
な
る
本
体
を
立
て
、
そ
こ
を
修
養
の
起
点
と
す
る
も
の

で
あ
る
。『
人
譜
』
を
読
ん
で
改
過
の
重
要
性
を
発
見
し
た
と
語
る
門
人
に
対
し
、
劉
宗
周
が
「
乾
元
（
独
体
）
」

を
も
踏
ま
え
る
要
を
説
く
所
以
で
あ
る
。

か
か
る
見
地
か
ら
、
劉
宗
周
は
「
習
」
の
よ
う
な
形
而
下
的
要
素
の
み
を
修
養
の
対
象
と
す
る
向
き
に
批

判
を
加
え
る
が
、
こ
の
認
識
は
「
習
説
」
と
い
う
一
文
か
ら
窺
え
る
。
劉
宗
周
に
い
わ
せ
る
と
、
習
に
の
み

着
目
す
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
確
か
に
習
に
着
目
し
、
善
を
習
慣
化
し
、
悪
を
習
慣
化
し
な
い
よ

う
に
努
め
て
い
け
ば
、
善
人
に
な
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
す
で
に
「
天
の
性
」
（
独
体
）
に
由
来
す

る
「
至
善
」
で
は
な
い
。
加
え
て
、
善
を
悪
と
相
対
的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
結
果
と
し
て
功
過
格
の
よ

う
な
功
利
主
義
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
か
ね
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
、
修
養
は
飽
く
ま
で
形
而
上
た
る
独
体
に

立
脚
し
た
慎
独
と
、
不
善
を
改
め
る
改
過
の
セ
ッ
ト
で
推
進
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
陳
確
は
劉
宗
周
の
修
養
論
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。
陳
確
は
改
過
に
つ
い
て
は
そ
の

基
本
線
を
継
承
す
る
が
、
慎
独
に
対
し
て
は
冷
淡
で
あ
る
。
陳
確
は
経
書
の
用
語
で
も
あ
る
慎
独
を
説
く
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
た
だ
劉
宗
周
の
い
わ
ゆ
る
慎
独
を
自
ら
の
修
養
論
に
位
置
づ
け
た
形
跡
は
な
い
。

ま
た
、
慎
独
に
も
と
づ
く
修
養
に
励
む
同
門
の
呉
蕃
昌
に
対
し
、
独
体
を
求
め
る
よ
り
は
改
過
に
務
め
る
よ

う
に
書
き
送
り
、
そ
の
視
点
を
慎
独
か
ら
形
而
下
的
修
養
法
へ
と
誘
導
し
よ
う
と
す
る
。
同
じ
こ
と
は
良
知
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に
対
し
て
も
い
え
る
。
要
す
る
に
陳
確
に
と
っ
て
慎
独
や
良
知
な
ど
は
い
さ
さ
か
な
ら
ず
日
常
か
ら
浮
き
上

が
っ
た
概
念
で
、
為
学
者
を
し
て
現
実
の
修
養
か
ら
の
逃
避
を
招
き
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
考

え
が
懐
か
れ
る
背
景
に
は
陳
確
流
の
人
性
論
や
本
体
論
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
陳
確
は
形
而
上
を
認
め
な
い
。
こ
の
た
め
劉
氏
に
お
い
て
改
過
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
き

た
独
体
を
陳
確
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
善
に
対
す
る
捉
え
方
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。
劉
宗
周
に

と
っ
て
善
と
は
独
体
が
自
ず
と
発
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
「
至
善
」
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ

が
陳
確
は
独
体
を
認
め
な
い
の
で
、
そ
れ
は
勢
い
、
悪
の
対
義
語
と
し
て
の
善
、
つ
ま
り
相
対
的
善
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
為
学
者
に
は
善
悪
が
雑
揉
す
る
形
而
下
の
世
界
に
お
い
て
慎
重
に
善
悪
を
選
り
分

け
、
善
を
取
り
悪
を
去
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
陳
確
は
劉
宗
周
が
あ
れ
ほ

ど
指
弾
し
た
習
の
修
養
論
「
慎
習
」
説
を
採
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
善
悪
の
実
現
は
「
天
の

性
」
と
何
ら
関
係
が
な
く
、
一
に
か
か
っ
て
習
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
（
「
善
に
習
へ
ば
則
ち
善
と
な
り
、
惡

に
習
へ
ば
則
ち
惡
と
な
る
」
）
、
そ
こ
で
肝
心
な
の
は
習
の
選
別
「
慎
習
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
陳
確
の
修
養
は
劉
宗
周
の
そ
れ
と
懸
隔
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
陳
確
は
劉
宗
周

の
改
過
に
つ
い
て
の
認
識
は
そ
の
基
盤
を
よ
く
継
承
し
て
い
る
。
劉
宗
周
に
お
い
て
過
ち
は
そ
れ
ま
で
に
な

さ
れ
た
過
去
の
過
ち
に
起
因
す
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
不
善
の
原
因
を
習
（
繰
り
返
し
）
と
す
る
発
想
と
軌

を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
不
善
や
過
ち
の
存
在
形
式
と
、
そ
の
除
去
の
方
法
論
と
は
両
者

一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

第
三
章

陳
確
の
『
論
語
』
学
而
篇
「
孝
弟
也
者
、
其
爲
仁
之
本
與
」
章
解
釈

第
三
章
で
は
陳
確
の
『
論
語
』
学
而
篇
「
孝
弟
也
者
、
其
爲
仁
之
本
與
」
章
の
解
釈
を
取
り
上
げ
る
。
当

該
章
は
『
論
語
』
に
お
け
る
「
仁
」
「
孝
弟
」
の
初
出
で
あ
り
、
北
宋
以
降
多
く
の
思
想
家
が
当
該
章
の
注
釈

を
自
ら
の
人
性
論
や
本
体
論
を
表
明
す
る
場
と
し
て
利
用
し
て
き
た
。
特
に
朱
子
学
以
降
は
、「
仁
」
を
「
体
」

「
性
」
、
「
孝
弟
」
を
「
用
」
「
情
」
と
し
て
整
理
し
て
き
た
。
明
代
後
期
に
入
る
と
「
情
」
「
情
欲
」
の
地
位

が
高
ま
り
を
見
せ
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
当
該
章
解
釈
は
い
か
な
る
変
遷
を
見
る
の
か
。
ま
た
そ
の
な
か
で

陳
確
の
解
釈
は
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か
。

ま
ず
『
論
語
注
疏
』
（
何
晏
等
注
、
邢
昺
疏
）
は
単
純
に
「
孝
弟
」
は
「
仁
」
の
基
本
で
あ
り
根
本
で
あ
る

と
い
う
素
朴
な
注
を
付
け
る
。
こ
れ
に
対
し
程
頤
を
継
承
す
る
朱
熹
は
、
自
身
の
理
気
二
元
論
を
背
景
に
、

ま
っ
た
く
異
な
る
解
釈
を
展
開
す
る
。
朱
熹
は
こ
れ
を
「
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁
を
爲
ふ
の
本
か
」
と
訓

お
こ
な

む
。
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
操
作
が
前
提
さ
れ
る
。
当
該
章
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
朱
熹
は
ま
ず
仁
を
二

つ
の
局
面
に
分
け
る
。
一
つ
が
本
性
・
理
と
し
て
の
仁
（
「
論
性
の
仁
」
）、
も
う
一
つ
が
実
践
の
局
面
に
あ
る

仁
（
「
為
仁
の
仁
」
）
で
あ
る
。「
論
性
の
仁
」
の
も
っ
と
も
切
実
な
発
動
が
「
孝
弟
」
で
あ
り
、
そ
の
「
孝
弟
」

を
基
礎
（
「
本
」
）
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
の
が
「
為
仁
の
仁
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
朱
熹
に
お
い
て
は
「
論

性
の
仁
」
→
「
孝
弟
」
→
「
為
仁
の
仁
」
と
い
う
三
重
構
造
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
経
文
「
孝
弟

な
る
者
は
、
其
れ
仁
を
爲
ふ
の
本
か
」
は
、
「
孝
弟
」
→
「
為
仁
の
仁
」
の
場
面
を
言
っ
た
の
に
過
ぎ
な
い
の

で
、
「
孝
弟
」
の
よ
り
根
本
に
は
「
論
性
の
仁
」
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
論

性
の
仁
」
（
本
性
）
の
本
源
性
や
先
在
性
を
確
保
し
、
理
気
二
元
論
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
。
朱

熹
の
か
よ
う
な
解
釈
は
後
の
朱
子
学
者
た
ち
に
も
受
け
継
が
れ
、
そ
れ
は
『
論
語
大
全
』
に
も
反
映
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
明
代
中
葉
に
入
っ
て
以
降
、
陽
明
学
を
切
り
開
い
た
王
守
仁
は
い
か
に
解
し
た
か
。
王
守
仁
は

訓
み
方
自
体
は
「
仁
を
爲
ふ
の
本
か
」
を
襲
用
す
る
。
こ
れ
は
王
守
仁
が
三
段
階
の
構
造
を
是
認
す
る
こ
と

を
示
す
。
し
か
し
、「
論
性
の
仁
」
部
分
の
内
実
に
あ
た
る
も
の
を
検
討
と
す
る
と
、
そ
れ
は
陽
明
学
流
の
「
良
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知
」
「
心
の
本
体
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
王
守
仁
は
「
良
知
」
「
心
の
本
体
」
の
本
源
性
や
根
源

性
を
確
保
す
る
と
い
う
、
朱
熹
と
ま
た
違
っ
た
目
的
か
ら
、
同
様
の
訓
み
方
を
採
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
陽

明
学
の
波
を
承
け
る
者
た
ち
に
よ
っ
て
広
く
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
掉
尾
に
位
置
す
る
の
が
劉
宗
周
で

あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
明
代
後
期
か
ら
漸
く
「
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁
の
本
爲
る
か
」
と
訓
ず
る
も
の
が
出
て

た

く
る
。
か
か
る
立
場
は
す
で
に
王
守
仁
の
次
の
世
代
に
は
出
現
し
た
が
、
泰
州
学
派
の
羅
汝
芳
以
降
、
か
な

り
本
格
化
し
て
い
っ
た
。
こ
う
訓
む
こ
と
に
よ
り
「
心
の
本
体
」
と
さ
れ
て
い
た
「
仁
」
が
む
し
ろ
「
孝
弟
」

か
ら
発
展
、
展
開
さ
れ
る
も
の
と
い
う
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
時
代
が
降
り
、
明

の
終
わ
り
に
近
づ
く
ほ
ど
「
孝
弟
」
が
重
視
さ
れ
る
割
合
が
高
ま
っ
た
。
陳
確
や
黄
宗
羲
も
実
の
と
こ
ろ
か

か
る
立
場
に
立
ち
、「
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
仁
の
本
爲
る
か
」
と
す
る
者
で
あ
っ
た
。

清
に
入
り
、
さ
ら
に
時
代
が
降
る
と
ま
た
別
の
解
釈
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
「
其
爲
仁
之
本
與
」
の
「
仁
」

を
「
人
」
の
仮
借
あ
る
い
は
誤
字
と
見
て
、
「
孝
弟
な
る
者
は
、
其
れ
人
の
本
爲
る
か
」
と
訓
み
、
「
孝
弟
は

、

人
と
し
て
の
根
本
的
な
あ
り
方
で
あ
る
」
と
理
解
す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
「
仁
」
は
字
面
さ

え
も
消
滅
し
、「
孝
弟
」
は
完
全
に
「
仁
」
を
浸
食
し
て
痕
跡
す
ら
遺
さ
な
い
の
で
あ
る
。

明
代
中
期
以
降
の
当
該
章
解
釈
の
流
れ
を
瞥
見
す
る
と
そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
仁
が
本
体
や
本
性
と
し
て
の

性
格
を
剥
ぎ
取
ら
れ
、
孝
弟
の
「
情
」
に
還
元
さ
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。
か
か
る
現
象
が
生
起
す
る
背

景
に
は
、
明
清
期
に
生
起
し
た
情
の
強
調
も
一
因
と
思
わ
れ
る
が
、
よ
り
直
接
的
に
は
同
じ
時
期
に
展
開
し

た
思
想
変
動
が
根
底
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
万
人
に
は
本
来
的
に
完
全
な
る
本
体
や
本
性
が
そ
な

わ
っ
て
い
る
と
す
る
見
方
、
馬
淵
昌
也
氏
の
規
定
に
よ
る
と
「
本
来
聖
人
説
」
の
後
退
で
あ
る
。
本
体
が
語

ら
れ
な
く
な
る
と
、
当
然
、
仁
を
二
度
も
用
い
る
よ
う
な
三
重
構
造
の
図
式
は
不
要
と
な
り
、
廃
棄
さ
れ
る
。

代
わ
っ
て
取
ら
れ
る
の
が
よ
り
素
朴
な
「
仁
の
本
爲
る
か
」
と
い
う
読
み
方
で
、
そ
れ
が
情
の
強
調
と
い
う

時
代
思
潮
と
も
相
俟
っ
て
、
な
お
の
こ
と
採
用
す
る
思
想
家
が
増
え
た
の
で
あ
る
。
陳
確
も
ま
さ
に
こ
の
流

れ
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

結
語

陳
確
の
切
り
開
い
て
い
っ
た
善
の
後
天
的
な
形
成
＝
よ
き
習
の
形
成
と
い
う
視
点
は
、
ほ
ぼ
一
世
代
下
の

顔
元
に
至
る
と
、
よ
り
整
備
さ
れ
た
か
た
ち
と
な
る
。
顔
元
は
陳
確
と
同
様
、
本
体
を
認
め
ず
、
ま
た
性
も

気
質
の
性
に
一
本
化
す
る
。
そ
し
て
同
じ
よ
う
に
善
の
後
天
的
形
成
を
論
じ
る
が
、
そ
れ
は
古
代
の
先
王
が

遺
し
た
と
い
う
礼
・
楽
・
射
・
御
・
書
・
数
な
ど
具
体
的
な
礼
規
範
の
実
践
実
習
を
通
し
て
な
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
四
六
時
中
常
に
こ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
意
識
の
空
白
を
防
ぐ
と
い
う
効
果
も
期
待
さ

れ
た
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
欲
な
ど
余
計
な
不
純
物
も
生
じ
て
こ
な
い
。
顔
元
は
外
面
に
依
拠
し
て

内
面
を
治
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
は
個
人
の
内
面
の
弱
さ
に
対
す
る
絶
望
が
あ
る
。
「
本
体
」
が
喪
失
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
個
人
の
内
面
は
は
な
は
だ
脆
弱
化
す
る
。
そ
こ
で
選
択
さ
れ
た
の
が
礼
と
い
う
外
的
身
体
的

規
範
な
の
で
あ
る
。

附
論

山
田
方
谷
晩
年
の
思
索

序
論

江
戸
末
期
の
思
想
家
で
あ
っ
た
山
田
方
谷
は
劉
宗
周
や
陳
確
と
同
様
、
朱
子
学
や
陽
明
学
の
双
方
を
見
据

え
て
思
想
構
築
し
た
。
特
に
強
く
意
識
し
て
い
た
の
は
、
劉
宗
周
と
同
じ
く
や
は
り
「
王
学
流
弊
」
で
あ
っ
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た
。
し
か
し
な
が
ら
方
谷
は
陽
明
学
の
実
効
性
に
魅
力
を
感
じ
、
陽
明
学
者
と
し
て
の
立
場
を
堅
持
す
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
懸
念
材
料
で
あ
っ
た
「
王
学
流
弊
」
を
い
か
に
防
ご
う
と
す
る
の
か
。

第
一
章

養
気
の
学
と
陽
明
学

山
田
方
谷
は
陽
明
学
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
晩
年
期
に
な
さ
れ
た
講
義
録
を
み
る
と
、
そ
こ
で
展
開

さ
れ
る
の
は
気
の
運
行
発
揚
を
圧
倒
的
に
強
調
し
た
、
「
気
の
哲
学
」
と
見
紛
う
ば
か
り
の
理
論
で
あ
る
。
し

か
も
こ
れ
は
陽
明
学
と
し
て
、
陽
明
学
を
語
る
場
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
「
気
の
哲
学
」
と

陽
明
学
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。

方
谷
は
自
身
の
学
問
を
「
養
気
の
学
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
万
物
の
有
り
様
や
生
成
、
認
識
、
運
動
等
、
す

べ
て
を
気
の
活
発
な
作
用
と
捉
え
、
そ
れ
で
も
っ
て
全
存
在
を
覆
っ
て
い
き
、
気
に
先
行
す
る
概
念
と
し
て

の
形
而
上
学
的
「
理
」
を
完
全
に
否
定
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
物
質
は
「
一
大
氣
」
が
凝
固
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
物
質
は
そ
れ
に
見
合
っ
た
運
動
や
働
き
、
あ
る
い
は
知
覚
の
作
用
を
持
つ
。
「
心
」
も
そ
う
し
た

も
の
の
一
つ
で
、
気
の
範
疇
に
入
る
も
の
で
あ
る
。
養
気
の
学
の
眼
目
は
か
か
る
自
然
の
知
覚
運
動
を
妨
害

せ
ず
、
そ
れ
に
素
直
に
従
っ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
を
邪
魔
す
る
「
拵
エ
事
細
工
」
と
い
う
私
意
私
欲

の
「
害
」
を
除
去
し
、
自
然
な
状
態
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
「
學
問
工
夫
」
の
本
領
と
さ
れ
る
。

で
は
、
か
か
る
思
考
は
な
に
を
対
立
軸
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。
『
孟
子
』
の
登
場
人
物
で
、
孟

子
の
論
敵
で
あ
る
異
端
者
・
告
子
に
関
す
る
方
谷
の
論
述
を
確
認
す
る
と
、
方
谷
に
お
け
る
告
子
の
問
題
点

は
、
心
を
気
か
ら
分
離
独
立
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
告
子
は
気
を
軽
視
し
、
本
来
的
に
は
大
気
の

運
動
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
心
を
把
持
し
、
そ
れ
を
特
権
的
に
重
視
す
る
。
か
か
る
行
き
方
が
結
果
す
る
の
は
、

心
の
み
は
確
立
し
て
い
る
が
、
外
界
に
対
し
て
は
極
度
に
鈍
感
な
状
態
で
あ
る
。
ま
た
、
精
神
の
み
は
そ
の

純
粋
性
を
保
持
し
得
て
い
る
が
、
周
囲
の
事
象
を
ま
っ
た
く
顧
み
な
い
、
独
善
的
な
状
態
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
状
態
が
異
端
と
さ
れ
、
聖
学
（
儒
学
）
に
従
事
す
る
者
に
も
警
戒
を
促
し
て
い
る
。

方
谷
は
遅
く
て
も
二
九
歳
の
時
に
は
『
伝
習
録
』
を
読
ん
だ
。
そ
の
際
に
「
伝
習
録
抜
粋
序
」
と
い
う
文

を
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
冷
静
に
陽
明
学
の
長
所
と
短
所
と
を
分
析
し
た
も
の
で
、
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、

や
や
も
す
る
と
自
ら
の
心
の
み
を
師
と
し
、
自
分
勝
手
で
周
囲
を
顧
み
な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と

い
う
。
ま
た
友
人
宛
て
書
簡
で
は
良
知
ば
か
り
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
王
守
仁
の
人
と
な
り
を
学
ぶ
よ
う
に

諭
し
て
い
る
。
初
年
期
の
方
谷
に
と
っ
て
陽
明
学
と
は
、
実
効
性
の
あ
る
学
問
で
あ
り
つ
つ
も
「
取
扱
い
上

の
注
意
」
が
必
須
不
可
欠
な
学
問
だ
っ
た
。
そ
の
最
大
の
懸
念
点
は
良
知
説
に
あ
っ
た
。

こ
こ
で
養
気
の
学
を
確
立
し
て
以
降
の
良
知
の
扱
い
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
が
一
貫
し
て
気
の
自
然
な
知

、
、

覚
運
動
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
そ
の
告
子
批
判
を
想
起
し
た
い
。
告
子
は
気
と
心

と
を
分
離
し
た
上
、
心
の
み
を
絶
対
化
す
る
。
晩
年
期
、
養
気
の
学
を
確
立
し
た
方
谷
は
、
陽
明
学
の
弊
害

の
根
因
を
、
為
学
者
が
良
知
を
「
気
」
か
ら
分
離
独
立
し
た
も
の
と
誤
認
し
た
う
え
、
そ
れ
を
過
度
に
絶
対

化
・
権
威
化
す
る
こ
と
に
あ
る
と
捉
え
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
気
の
知
覚
運
動
と
し
て
扱
い
、
そ

れ
を
具
象
化
・
相
対
化
す
る
に
よ
っ
て
、
「
流
弊
」
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
方
谷
は
「
心

學
」
に
、
心
を
保
持
・
観
察
の
対
象
と
す
る
と
い
う
「
告
子
」
と
同
様
の
弊
害
が
あ
る
と
述
べ
る
。

と
こ
ろ
で
、
良
知
説
は
陽
明
学
の
核
心
で
あ
り
真
髄
で
あ
る
。
こ
れ
を
養
気
の
学
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら

解
釈
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
陽
明
学
そ
の
も
の
を
養
気
の
学
と
し
て
再
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

も
た
ら
さ
れ
る
の
が
、
陽
明
学
の
養
気
の
学
へ
の
包
摂
と
一
体
化
で
あ
る
。
晩
年
の
方
谷
に
と
っ
て
陽
明
学

と
は
、
「
氣
學
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
養
気
の
学
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
晩
年
の
方
谷
の
陽
明
学
と
は
、
徹
頭

徹
尾
「
氣
學
」
と
し
て
の
陽
明
学
で
あ
り
、
決
し
て
「
心
學
」
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
。
陽
明
学
を
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語
る
場
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
議
論
が
「
気
の
哲
学
」
で
あ
ろ
う
と
、
方
谷
に
と
っ
て
そ
れ
は
陽
明
学
そ
の

も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
方
谷
の
主
観
の
な
か
で
は
な
ん
ら
の
齟
齬
も
な
い
。

第
二
章

養
気
の
学
に
お
け
る
太
虚

山
田
方
谷
の
養
気
の
学
の
理
論
に
よ
る
と
、
知
覚
運
動
（
心
）
と
は
、
千
差
万
別
た
る
「
形
」
に
即
し
て

自
然
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
発
露
た
る
知
覚
運
動
も
自
ず
と
千
差
万
別
な
、
個
別
的
・
相
対
的

な
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
自
然
の
知
覚
運
動
は
同
時
に
倫
理
性
・
公
共
性
を
持
つ
。
個
別
的
・
相
対
的
な

も
の
が
単
な
る
「
あ
り
の
ま
ま
」
と
い
う
現
状
の
追
認
に
落
ち
ず
、
倫
理
性
・
公
共
性
も
持
ち
得
る
の
は
な

ぜ
か
。

そ
れ
は
太
虚
が
そ
の
背
後
に
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
太
虚
と
は
方
谷
に
お
い
て
、
個
々
の
肉
体
「
形
」

を
超
越
し
た
無
限
定
な
も
の
で
あ
り
、
絶
え
間
な
く
天
地
万
物
を
生
み
出
し
発
育
し
、
人
に
知
覚
運
動
（
感

応
）
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
太
虚
に
「
立
ち
返
り
」
、
そ
れ
よ
り
響
い
て
く
る
知
覚
運
動
に
素
直

に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
方
谷
に
お
い
て
不
善
の
原
因
は
「
形
」
に
あ
る
。
自
然
の
知
覚
運
動
に

従
っ
て
お
り
さ
え
す
れ
ば
そ
の
ま
ま
で
善
で
あ
る
が
、
個
別
的
形
体
が
生
成
さ
れ
る
と
私
意
や
私
智
と
い
っ

た
「
病
」
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
の
知
覚
運
動
が
阻
害
さ
れ
る
。
そ
れ
が
不
善
で
あ
る
。
太
虚
は
個

々
の
「
形
」
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
れ
に
由
来
す
る
知
覚
運
動
に
従
え
ば
倫
理
性
・
公
共
性

が
保
証
さ
れ
る
。
一
方
で
、
太
虚
は
無
限
定
な
る
も
の
で
あ
り
、
予
め
措
定
さ
れ
た
も
の
は
な
に
も
な
い
。

そ
の
故
に
、
そ
こ
か
ら
発
射
さ
れ
る
感
応
も
、
い
か
な
る
形
体
や
気
質
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
い
か
な
る

状
況
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
自
ず
と
千
差
万
別
と
な
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
太
虚
は
知
覚
運
動
の
公
共
性
・

倫
理
性
と
個
別
性
・
相
対
性
の
双
方
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
養
気
の
学
は
「
太
虚
」
→

「
形
」
→
「
知
覚
運
動
」
と
い
う
構
成
を
持
つ
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
養
気
の
学
は
門
人
た
ち
に
受
け
継
が
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
門
人
の
三
島
中
洲
は
方
谷
と

同
様
に
「
氣
學
」
を
説
き
、
気
一
元
論
と
も
見
え
る
よ
う
な
所
説
を
展
開
す
る
。
ま
た
気
の
運
動
を
個
別
的

・
相
対
的
な
も
の
と
し
て
説
く
。
か
か
る
面
か
ら
見
る
と
、
中
洲
は
方
谷
を
忠
実
に
継
い
で
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
人
間
観
を
見
る
と
か
な
り
の
相
違
が
見
出
せ
る
。
中
洲
は
人
間
を
生
得
的
に

利
欲
的
な
存
在
と
見
、
そ
れ
を
気
の
自
然
と
し
て
肯
定
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
「
義
」
「
理
」
に
よ
る
事
後

的
な
調
整
を
加
え
な
が
ら
も
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
推
奬
す
る
に
至
る
。
方
谷
に
お
い
て
自
然
の
知
覚
運
動
は

太
虚
に
由
来
す
る
純
粋
不
雑
な
も
の
で
、
決
し
て
利
欲
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
で
倫
理
的
・
公
共

的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
気
の
発
動
に
対
し
て
事
後
的
に
手
を
加
え
る
こ
と
は
私
意
・
私
智
と
し
て
厳
し
く

斥
け
ら
れ
て
い
た
。
な
ぜ
か
か
る
相
違
が
出
る
か
と
い
う
と
、
中
洲
は
養
気
の
学
の
構
造
の
う
ち
太
虚
を
オ

ミ
ッ
ト
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
気
の
運
動
の
来
源
は
「
形
」
に
求
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

そ
こ
に
は
生
存
欲
な
ど
肉
体
に
由
来
す
る
不
純
物
が
混
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
こ
れ
を
外
制

的
に
矯
正
す
る
「
義
」
「
理
」
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

結
語

方
谷
、
劉
宗
周
と
も
に
、
陽
明
学
の
弊
害
と
い
っ
た
こ
と
を
見
据
え
て
思
想
構
築
を
行
っ
た
。
劉
宗
周
は

独
特
の
改
過
説
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
良
知
へ
の
居
直
り
を
防
ぎ
、
方
谷
は
気
の
概
念
を
積
極
的
に
導
入
す

る
こ
と
に
よ
り
、
良
知
の
絶
対
化
や
権
威
化
に
歯
止
め
を
掛
け
た
。


