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早
稲
田
大
学
審
査
学
位
論
文
（
博
士
）
要
旨

後
漢
思
想
社
会
史
研
究

長
谷
川
隆
一

従
来
の
後
漢
思
想
史
研
究
は
、
『
白
虎
通
』
と
い
う
後
漢
固
有
の
儒
教
が
国
家
の
あ
り
方
を
規
定
し
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
理
念
の
産
物
な
の
か
と
い
う
問
題
、
「
批
判
の
哲
学
者
」
的
側
面
に
終
止
す
る
王

充
研
究
と
い
う
問
題
が
中
心
に
検
討
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
本
論
文
で
は
、
『
白
虎
通
』
と
い
う
正

統
理
念
の
元
に
生
き
、
か
つ
王
充
で
は
な
い
後
漢
諸
子
で
あ
る
王
符
・
趙
岐
・
荀
悦
・
徐
幹
を
研
究
の
中

心
に
据
え
た
。
ま
た
、
後
漢
諸
子
に
対
す
る
研
究
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
お
し
な
べ
て
儒
家

的
・
法
家
的
記
述
に
対
し
て
如
何
に
解
釈
を
行
う
の
か
と
い
う
点
に
集
中
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は

儒
教
に
あ
ら
か
じ
め
組
み
込
ま
れ
た
論
理
で
あ
る
「
権
」
と
い
う
発
想
に
よ
り
氷
解
し
て
し
ま
う
。
現
在

の
後
漢
諸
子
研
究
は
、
『
白
虎
通
』
を
中
心
と
し
た
正
統
理
念
の
研
究
に
比
し
て
、
立
ち
後
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

如
上
の
問
題
を
踏
ま
え
、
本
論
文
は
、
思
想
家
分
析
の
視
座
に
性
三
品
説
を
用
い
、
そ
れ
に
お
け
る
教

化
の
内
実
を
探
り
、
そ
の
上
で
個
々
の
思
想
家
た
ち
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
と
い
う
現
実
的
背

景
の
考
察
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
才
性
論
の
文
脈
に
お
い
て
、
性
才
一
致
か
ら
唯
才
主
義
登
場
周
辺
ま
で

に
つ
い
て
取
り
扱
い
、
従
来
の
研
究
と
は
異
な
っ
た
形
で
、
後
漢
中
期
以
降
の
思
想
史
を
描
き
出
す
こ
と

を
試
み
た
。

さ
ら
に
思
想
史
篇
に
加
え
て
、
本
論
文
で
は
、
［
社
会
史
篇
］
を
設
け
、
思
想
家
達
個
人
が
抱
え
る
現

実
的
背
景
の
さ
ら
な
る
背
景
―
―
社
会
一
般
の
構
造
や
世
相
―
―
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
た
。
思
想
史

篇
・
社
会
史
篇
の
両
篇
に
よ
り
、
多
角
的
か
つ
総
体
的
に
後
漢
と
い
う
時
代
を
考
究
し
た
。
以
下
、
各
章

の
要
点
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

思
想
史
篇

第
一
章

王
充
の
人
間
観
及
び
教
化
の
論
理
に
お
け
る
儒
生
と
頌
漢

王
充
の
人
間
観
の
根
底
に
は
、
性
三
品
説
―
―
人
間
を
上
智
・
中
人
・
下
愚
の
三
に
区
分
し
、
中
人

は
上
智
の
教
化
に
よ
り
移
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
思
想
―
―
が
あ
っ
た
。
王
充
の
中
で
は
、
性
三
品

説
に
お
け
る
下
愚
以
外
の
人
間
を
善
に
向
か
わ
せ
る
、
変
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
五
経
を
学
ぶ
と
い

う
「
聖
教
」
が
上
手
く
機
能
し
て
い
た
。
し
か
し
、
五
経
を
学
び
「
聖
教
」
を
身
に
受
け
る
中
人
の
代

表
と
さ
れ
た
儒
生
は
、
全
否
定
の
対
象
で
は
な
い
も
の
の
、
必
ず
し
も
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
存
在
で

は
な
か
っ
た
。
儒
生
が

古

に
拘
泥
し
今
を
軽
ん
じ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
踏
ま
え
、
「
聖

い
に
し
え

い
ま

教
」
以
外
に
も
う
一
つ
当
時
に
君
臨
す
る
君
主
（
聖
主
・
悪
主
）
に
よ
る
教
化
も
想
定
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
今
を

古

に
よ
り
も
重
視
す
る
王
充
は
、
漢
を
聖
世
、
漢
皇
帝
を
聖
主
と
み
て
い
た
が
た
め
に
、「
聖

い
ま

い
に
し
え

教
」
で
は
な
い
「
聖
主
に
よ
る
教
化
」
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
実
際
に
、
彼
の

頌
漢
論
を
み
れ
ば
容
易
に
証
明
さ
れ
る
。「
聖
主
に
よ
る
教
化
」
と
は
、
君
主
の
徳
に
よ
る
教
化
を
指
す
。

翻
っ
て
、
「
聖
教
」
に
よ
る
教
化
は
、
別
に
王
充
の
特
徴
で
は
な
く
、
一
般
的
に
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
た

が
、
実
は
「
聖
主
に
よ
る
教
化
」
も
、
王
充
の
独
創
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
『
春
秋
繁
露
』
、
そ
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れ
を
踏
ま
え
た
先
行
研
究
を
見
る
限
り
、
王
充
自
身
が
細
か
い
証
明
を
す
る
必
要
も
な
い
と
考
え
て
い

た
ほ
ど
自
明
で
あ
っ
た
「
聖
主
に
よ
る
教
化
」
は
、
『
論
衡
』
以
前
に
ふ
つ
う
に
あ
っ
た
理
論
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
充
『
論
衡
』
に
見
え
る
二
つ
の
教
化
の
方
法
―
―
孔
子
の
「
聖
教
」
に
よ

る
教
化
・
聖
主
に
よ
る
教
化
―
―
は
、
ど
ち
ら
も
王
充
の
独
創
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
教
化
の
理
論

と
し
て
、
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
子
の
「
聖
教
」
に
よ
る
教
化
だ
け
で
は
不
十

分
だ
と
考
え
た
王
充
は
、
彼
の
頌
漢
論
を
見
る
限
り
、
聖
主
に
よ
る
教
化
に
重
点
を
置
い
て
い
た
。
こ

れ
ら
二
つ
は
一
見
同
じ
教
化
と
い
う
語
に
括
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
孔
子
の
「
聖
教
」

・

・

に
よ
る
教
化
を
受
け
る
場
合
に
は
被
教
化
者
―
―
儒
生
―
―
自
身
が
経
典
に
向
き
合
い
学
習
す
る
必
要

性
が
あ
る
の
に
対
し
、
聖
主
に
よ
る
教
化
は
そ
れ
を
必
要
と
し
な
い
。
現
実
に
存
在
す
る
君
主
の
徳
に

よ
る
教
化
が
あ
れ
ば
、
被
教
化
者
が
作
為
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

本
章
で
指
摘
し
た
性
三
品
説
に
お
け
る
二
つ
の
教
化
の
論
理
を
中
心
に
、
後
漢
諸
子
の
検
討
を
進
め

た
。

第
二
章

王
符
の
批
判
対
象
と
賢
人

第
一
章
を
踏
ま
え
王
符
の
人
間
観
の
検
討
に
入
る
前
に
、
本
章
で
は
王
符
の
現
実
的
批
判
対
象
及
び

「
賢
」
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
王
符
『
潜
夫
論
』
は
、
周
知
の
通
り
現
状
批
判
の
書

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
符
は
具
体
的
に
何
を
批
判
対
象
に
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
意
見
が
分
か
れ
て
お
り
、
判
然
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
本
章
で
は
そ
れ
を

「
鄧
騭
専
権
」
状
態
、
す
な
わ
ち
外
戚
鄧
氏
が
権
力
を
握
っ
て
い
た
事
実
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
考
察
を
進
め
、
「
鄧
騭
専
権
」
状
態
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
の
状
況
下
に
お
け
る
郷
里
の
固

定
化
さ
れ
た
評
価
軸
や
実
際
の
評
価
、
さ
ら
に
鄧
騭
の
「
海
内
隠
居
懐
道
の
士
」
へ
の
無
評
価
と
い
う

状
況
下
で
は
、
王
符
が
「
賢
」
だ
と
信
じ
る
も
の
―
―
そ
れ
は
彼
自
身
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
―
―

が
用
い
ら
れ
な
い
た
め
、
彼
は
個
人
主
義
へ
と
突
き
進
ん
で
い
き
、
あ
く
ま
で
「
賢
」
か
否
か
と
い
う

問
題
は
、
個
人
に
帰
す
る
も
の
で
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
「
賢
」
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
許
さ

れ
な
か
っ
た
と
結
論
し
た
。

第
三
章

王
符
の
封
侯
観
―
―
『
潜
夫
論
』
三
式
篇
と
『
白
虎
通
』
に
お
け
る
記
述
の
関
連
を
中
心
と

し
て
―
―

第
二
章
で
指
摘
し
た
「
鄧
騭
専
権
」
状
態
が
王
符
の
主
た
る
批
判
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
封
侯

観
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
王
符
は
封
侯
に
関
し
て
、
「
祖
考
の
位
を
食
む
」
・
「
白
馬
の
盟
か
ら
外
れ
た
外

戚
の
封
建
」
の
二
つ
の
存
在
形
態
を
批
判
し
、
有
徳
の
象
徴
で
あ
る
三
公
を
封
建
す
る
こ
と
、
諸
侯
の
功

績
を
審
査
す
る
義
と
し
て
「
考
績
黜
刺
九
錫
三
削
の
義
」
が
あ
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
「
考
績
黜
刺

九
錫
三
削
の
義
」
は
、
『
白
虎
通
』
攷
黜
篇
に
具
体
的
内
容
が
備
わ
っ
て
お
り
、
王
符
が
か
く
あ
る
べ
し

と
捉
え
る
道
理
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
た
だ
し
こ
れ
の
み
だ
と
、
『
白
虎
通
』
の
内
容
を
す
べ
て
引

き
受
け
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
際
に
は
彼
は
『
白
虎
通
』
で
は
容
認
さ
れ
て
い
る
外
戚
封
侯
を
、

そ
れ
は
「
鄧
騭
専
権
」
状
態
を
肯
定
し
て
し
ま
う
こ
と
を
に
繋
が
る
た
め
認
め
な
い
。
ゆ
え
に
、
『
白
虎
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通
』
を
金
科
玉
条
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
見
解
を
元
に
本
章
で

は
、
王
符
は
後
漢
固
有
の
儒
教
の
具
現
化
で
あ
る
『
白
虎
通
』
に
対
し
て
、
受
け
入
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
は

受
け
入
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
は
受
け
入
れ
な
い
、
フ
ラ
ッ
ト
な
立
場
を
取
っ
て
い
た
と
し
た
。

第
四
章

王
符
に
お
け
る
教
化
の
論
理
と
人
間
観

王
符
の
人
間
観
に
は
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
王
充
と
同
様
に
、
性
三
品
説
が
通
底
し
て
い
た
。
た
だ

し
彼
に
と
っ
て
の
性
三
品
説
の
教
化
の
論
理
は
、
『
論
衡
』
に
見
え
る
儒
生
に
近
似
し
た
、
経
典
を
媒
介

と
し
て
、
孔
子
を
始
め
と
し
た
い
に
し
え
の
聖
人
の
教
化
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
自
身
の
未
萌
の
善
性

を
伸
ば
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
王
符
が
王
充
の
よ
う
に
現
実
の
君
主
を
教
化
者
と
し
て
見
做

さ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
当
時
の
皇
帝
で
あ
る
安
帝
を
教
化
の
主
体
に
値
し
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
れ
が
王
符
の
人
間
観
の
内
実
で
あ
る
。
翻
っ
て
客
観
的
に
見
て
み
る
と
、
経
典
を
媒
介
と
し
て
教

化
を
受
け
る
と
い
う
の
は
、
「
性
を
修
め
る
」
・
「
才
を
益
す
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
持
っ
た
学
問
を
す

る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
「
才
を
益
す
」
と
い
う
側
面
に
、
王
符
の
人
間
観
が
才
性

論
に
も
接
続
し
得
る
可
能
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
漢
代
の
儒
教
は
、
「
性
が
優
れ
て
い
れ

ば
才
も
優
れ
て
い
る
は
ず
だ
」
と
い
う
性
才
一
致
が
原
則
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
か
た
と
し
て
、

当
時
の
主
た
る
官
吏
登
用
制
度
で
あ
る
孝
廉
が
存
在
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
章
で
述
べ
た
王
符
の

「
賢
」
観
及
び
用
い
ら
れ
な
い
自
身
の
苦
境
に
対
し
て
現
実
批
判
と
い
う
形
で
放
出
さ
れ
る
魂
の
叫
び
は
、

個
人
主
義
的
傾
向
を
強
く
帯
び
て
お
り
、
そ
こ
に
す
で
に
性
と
才
に
乖
離
が
発
生
す
る
契
機
を
秘
め
て
い

た
。
さ
ら
に
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
王
符
の
性
三
品
説
が
、
孔
子
を
始
め
と
し
た
い
に
し
え
の
聖
人
の

教
化
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
性
を
善
に
向
か
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
経
典
学
習
は
必
須
で
あ
り
、

性
才
分
離
へ
の
下
地
は
、
学
問
と
い
う
点
で
も
整
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
以
て
本
章
で
は
、
王

符
は
、
曹
操
の
唯
才
主
義
へ
と
向
か
う
系
譜
の
中
に
、
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。

第
五
章

趙
岐
『
孟
子
章
句
』
に
見
え
る
人
間
観

王
符
に
比
し
て
壮
年
時
代
を
少
し
ば
か
り
後
に
す
る
趙
岐
は
、
『
孟
子
章
句
』
を
著
し
た
。
こ
れ
は
、

朱
熹
『
孟
子
集
注
』
と
の
比
較
以
外
に
さ
し
て
検
討
の
対
象
と
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
本
章
で
は
『
孟

子
章
句
』
に
見
え
る
彼
の
人
間
観
に
つ
い
て
、
全
面
的
に
検
討
を
行
っ
て
い
っ
た
。
結
果
と
し
て
『
孟
子

章
句
』
に
は
、
性
陽
情
陰
説
・
性
三
品
説
・
性
三
品
説
に
付
随
す
る
経
典
学
習
、
さ
ら
に
趙
岐
が
性
才
分

離
の
過
程
に
位
置
づ
け
得
る
記
述
が
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
喝
破
し
た
。
王
符
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

明
確
な
才
性
の
ズ
レ
が
、
趙
岐
の
時
に
は
顕
在
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
経
文
を
解
釈
す
る
と

い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
持
ち
出
さ
な
く
て
も
よ
い
文
脈
で
、
性
三
品
説
の
下
愚
を
無
理
矢
理
持

ち
出
し
て
い
る
現
実
的
背
景
と
し
て
、
下
愚
の
絶
対
悪
と
し
て
の
宦
官
と
い
う
存
在
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と

が
あ
り
、
そ
れ
を
身
に
感
じ
つ
つ
も
、
『
孟
子
』
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
人
間
の
可
能
性
へ
の
思
想
に
同

意
し
、
章
句
を
附
し
た
の
が
、
趙
岐
で
あ
っ
た
と
し
た
。

第
六
章

荀
悦
の
人
間
観

王
符
か
ら
趙
岐
に
至
り
、
才
性
論
の
文
脈
で
み
る
と
、
性
と
才
の
分
離
化
傾
向
が
見
て
と
れ
る
。
そ
の
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分
離
化
傾
向
に
終
止
符
を
打
ち
、
性
と
才
の
別
離
を
宣
言
し
た
の
が
、
曹
操
の
唯
才
主
義
だ
っ
た
。
そ
の

曹
操
の
故
吏
で
あ
り
、
か
つ
献
帝
の
側
近
で
あ
る
と
い
う
微
妙
な
立
場
に
い
た
荀
悦
は
、
『
申
鍳
』
を
著

し
た
。
こ
の
書
は
献
帝
に
捧
げ
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
、
現
実
の
君
主
の
教
化
・
法
令
を
行

き
渡
ら
せ
る
た
め
、
従
来
の
性
三
品
説
（
原
性
三
品
説
）
と
は
異
な
り
、
人
間
を
九
に
わ
け
る
と
い
う
細

分
化
を
行
い
、
人
間
の
外
側
に
表
れ
た
悪
に
刑
罰
を
加
え
消
失
さ
せ
、
善
悪
の
萌
芽
の
内
、
善
と
な
り
得

る
も
の
を
表
出
さ
せ
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
の
民
（
特
に
下
下
）
の
心
に
教
化
法
令
（
下
愚
の
場
合
は
法

令
）
を
加
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
荀
悦
は
性
の
問
題
を
中
心
と
し
て
、
自
身
の
人
間
観
を
表
明
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
曹
操
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
彼
自
身
は
性
の
才
に
対
す
る
優
越
を
見
て
い
た
た

め
で
あ
り
、
事
実
『
申
鍳
』
を
見
る
限
り
、
彼
は
才
を
ほ
と
ん
ど
問
題
に
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る

と
し
た
。

第
七
章

徐
幹
『
中
論
』
に
見
え
る
人
間
観

第
六
章
で
取
り
上
げ
た
荀
悦
に
対
し
て
、
同
じ
く
曹
操
の
故
吏
で
あ
り
、
建
安
の
七
子
と
し
て
高
名
な

徐
幹
は
、
曹
操
の
唯
才
主
義
の
影
響
の
色
濃
く
出
た
才
性
観
を
提
出
し
た
。
徐
幹
は
、
才
の
性
に
対
す
る

優
越
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
は
徐
幹
に
お
け
る
才
を
「
固
定
的
」
と
捉
え
、
こ
れ
を
元
に
徐
幹

『
中
論
』
に
も
確
か
に
見
え
る
性
三
品
説
が
実
質
的
に
崩
壊
し
て
い
た
理
由
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

才
と
は
「
固
定
的
」
な
も
の
か
否
か
は
、
判
然
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
本
章
で
は
ま
ず
、
才
は
固
定
的
か

否
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
性
三
品
説
に
は
、
上
智
・
中
人
・
下
愚

と
い
う
絶
対
的
な
境
界
が
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
才
に
は
そ
れ
が
な
く
、
生
ま
れ
落

ち
た
後
に
磨
き
陶
冶
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
上
限
と
下
限
が
明
示
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
才
は
固
定
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
性
に
比
す
れ
ば
可
変
的
で
あ
り
、
徐
幹
の
性
三
品
説
が
崩
壊
し

て
い
た
理
由
は
、
別
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
中
論
』
に
見
え

る
儒
家
の
伝
統
的
な
人
間
類
型
で
あ
る
君
子
・
小
人
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
徐

幹
は
才
と
性
を
比
べ
た
と
き
に
は
、
才
の
優
越
を
主
張
し
た
が
、
実
は
彼
は
良
い
性
と
才
を
兼
ね
備
え
た

完
全
無
欠
の
君
子
と
そ
れ
以
外
の
小
人
と
い
う
よ
う
に
人
間
を
二
分
し
て
把
握
し
て
お
り
、
性
三
品
説
を

取
り
入
れ
て
い
る
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

第
八
章

徐
幹
の
賢
人
論
―
―
「
名
実
論
」
を
媒
介
と
し
て
―
―

本
章
で
は
、
徐
幹
『
中
論
』
に
通
底
す
る
考
え
で
あ
る
「
名
実
論
」
を
元
に
、
彼
の
賢
人
論
を
検
討
し

た
。
ま
ず
、
徐
幹
の
「
名
実
論
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
が
『
論
語
』
や
『
荀
子
』
の
「
名
」
が
「
実
」

に
先
立
つ
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
「
実
」
が
立
っ
て
「
名
」
が
「
実
」
に
従
う
と
い
う
非
常
に
素
朴
実

在
論
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
彼
の
交
際
観
が
交
際
の
「
実
」
、
す
な
わ
ち
賢

人
（
君
子
）
同
士
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
彼
の
具
体
的
な
批
判
対
象
は
、
在

地
に
お
け
る
「
実
」
を
有
さ
な
い
た
め
決
し
て
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
在
地
か
ら
乖
離
し
た

場
所
に
名
声
を
有
す
る
「
名
士
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
最
後
に
、
徐
幹
が
何
故
「
実
」
が
立
っ
て
「
名
」

が
「
実
」
に
従
う
と
い
う
非
常
に
素
朴
実
在
論
的
な
も
の
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
は
徐

幹
自
身
が
北
海
国
劇
県
出
身
の
豪
族
で
あ
る
と
い
う
「
実
」
を
有
し
、
さ
ら
に
「
六
籍
」
を
学
び
、
技
芸

を
も
身
に
つ
け
た
賢
人
（
君
子
）
と
し
て
の
「
実
」
を
有
す
と
い
う
よ
う
に
、
様
々
な
「
実
」
を
有
し
た
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い
た
か
ら
だ
と
し
た
。

本
章
と
第
七
章
の
接
続
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
彼
は
才
の
性
に
対
す
る
優
越
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
彼

が
至
高
と
し
た
君
子
は
、
性
才
兼
ね
備
え
た
人
間
で
あ
り
、
彼
自
身
が
「
名
実
論
」
に
基
づ
き
自
分
を
そ

の
君
子
に
比
定
し
、
そ
の
他
（
小
人
）
と
の
隔
絶
性
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
性
三

品
説
と
噛
ま
せ
な
い
君
子
と
小
人
と
い
う
枠
組
み
は
、
当
該
時
代
に
お
け
る
彼
固
有
の
人
間
観
と
い
っ
て

も
よ
く
、
あ
る
意
味
性
三
品
説
の
一
つ
の
終
着
点
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
経
典
を
媒
介
と
し
て
孔
子

を
は
じ
め
と
し
た
い
に
し
え
の
聖
人
の
教
化
を
受
け
る
た
め
に
主
体
的
に
学
ん
で
い
く
の
が
性
三
品
説

に
お
け
る
中
人
で
あ
っ
た
が
、
徐
幹
の
場
合
は
中
人
を
排
除
し
、
上
智
の
枠
組
み
に
い
る
君
子
の
み
今

は
亡
き
聖
人
の
教
化
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
春
秋
繁
露
』

に
端
的
に
み
え
る
よ
う
に
、
性
三
品
説
の
タ
テ
マ
エ
的
な
教
化
者
は
現
実
の
君
主
で
あ
っ
た
が
、
徐
幹

の
眼
に
は
、
滅
び
ゆ
く
後
漢
と
曹
操
に
傀
儡
に
さ
れ
る
君
主
が
移
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
状
況
で
あ
る
か

ら
、
後
漢
の
君
主
を
見
限
り
、
現
在
に
は
存
在
し
な
い
聖
人
達
の
教
化
を
受
け
た
君
子
の
み
が
存
在
す

る
あ
ら
た
な
世
界
を
実
質
的
に
構
築
し
て
い
た
の
で
あ
る

社
会
史
篇

と
く
に
後
漢
中
期
以
降
、
反
乱
・
災
害
の
頻
発
、
宦
官
・
外
戚
の
禍
に
よ
り
、
後
漢
は
斜
陽
に
向
か

い
、
最
期
に
は
黄
巾
の
乱
に
よ
り
崩
壊
し
た
。
こ
の
よ
う
な
暗
い
時
代
に
生
き
た
各
人
の
思
想
の
背
景

に
は
、
彼
ら
自
身
の
直
面
し
て
い
た
個
人
的
現
実
が
存
在
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
個
人
の
実
情
・
資

料
的
性
格
に
合
わ
せ
、
思
想
史
篇
の
各
章
で
詳
述
し
た
。
そ
れ
の
さ
ら
な
る
背
景
・
構
造
に
つ
い
て
検

討
し
た
の
が
、
社
会
史
篇
で
あ
る
。

第
九
章

後
漢
時
代
に
お
け
る
反
乱
の
平
定

―
―
「
恩
信
」
を
媒
介
と
し
て
―
―

従
来
の
後
漢
史
研
究
は
後
漢
国
家
の
構
造
、
日
常
的
な
世
界
に
焦
点
を
定
め
る
あ
ま
り
、
反
乱
と
い
う

非
日
常
を
忽
視
し
て
き
た
。
ま
た
、
反
乱
を
扱
っ
た
研
究
も
、
反
乱
の
「
原
因
」
を
探
っ
た
も
の
で
、
そ

れ
で
は
反
乱
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
に
留
ま
る
。
本
章
は
こ
の
問
題
に
立
脚
し
、
後
漢
中
・
後
期
以

降
に
発
生
し
た
反
乱
に
対
し
て
、
武
力
を
用
い
ず
に
平
和
的
に
解
決
し
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ま
ず
、

平
和
的
に
反
乱
を
平
定
す
る
際
に
、
資
料
上
に
散
見
さ
れ
る
恩
信
と
い
う
語
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
従
来

の
研
究
で
は
、
恩
信
は
漢
人
―
夷
人
の
み
の
関
係
を
指
す
も
の
と
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
漢
人
同
士
で
あ

る
反
乱
平
定
者
―
反
乱
者
な
ど
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
章
で
は
恩
信
を
括

弧
書
き
の
「
恩
信
」
と
い
う
概
念
に
昇
華
さ
せ
、
「
漢
人
―
夷
人
や
官
吏
―
賊
、
官
吏
―
民
衆
と
い
う
関

係
性
の
中
で
、
恩
徳
や
信
義
な
ど
を
媒
介
に
し
て
両
者
を
結
び
つ
け
る
」
も
の
と
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、

反
乱
平
定
事
例
を
検
討
す
る
と
、
反
乱
者
側
が
求
め
て
い
た
の
は
、
「
恩
信
」
を
媒
介
と
し
た
「
個
人
」

的
な
関
係
を
官
吏
と
結
ぶ
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
議
論
を
進
め
、
「
恩
信
」
を

媒
介
と
し
た
「
個
人
」
的
な
関
係
を
結
ぶ
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
前
提
と
し
て
官
吏
側
が
「
恩
信
」

を
用
い
る
外
在
的
な
理
由
が
軍
事
力
の
不
足
、
賊
の
根
拠
地
（
「
村
塢
」
）
が
険
阻
な
土
地
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
流
亡
し
た
賊
が
そ
の
根
拠
地
（
「
村
塢
」
）
に
築
い
た
固
有
の
序
列
を
有
す
る
社

会
を
「
賊
集
団
」
と
し
、「
恩
信
」
を
媒
介
と
し
て
反
乱
を
平
定
す
る
こ
と
は
、
賊
が
根
拠
地
（
「
村
塢
」
）

に
築
い
て
い
た
「
賊
集
団
」
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
利
用
し
て
統
治
を
円
滑
に
行
っ
て
い
た

可
能
性
を
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
恩
信
」
を
媒
介
と
し
た
反
乱
平
定
・
統
治
は
、
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後
漢
時
代
特
有
の
「
寛
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
背
景
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
一
見
す
る
と
、
非
常

に
民
を
思
っ
た
、
ま
さ
し
く
「
寛
」
な
る
措
置
と
い
え
る
も
の
の
、
後
漢
は
こ
れ
を
繰
り
返
し
た
た
め

に
、
崩
壊
に
向
か
っ
て
い
っ
た
と
し
た
。

第
十
章

後
漢
中
期
以
降
に
お
け
る
宣
帝
顕
彰
と
寛
猛
相
済
―
―
事
例
の
比
較
検
討
か
ら
―
―

後
漢
の
中
期
以
降
は
、
法
家
的
な
主
張
を
行
っ
た
思
想
家
が
相
次
い
で
出
現
し
た
時
代
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
渡
邉
義
浩
氏
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公

伝
二
十
年
に
あ
る
「
寛
猛
相
済
」
を

理
論
基
盤
と
し
て
、
実
は
法
家
的
主
張
は
、
儒
教
の
枠
組
み
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
見
解
は
首
肯
し
得
る
が
、
次
の
点
に
つ
い
て
は
疑
義
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
「
寛
猛
相
済
」
は
ど
の

よ
う
な
存
在
に
対
し
向
け
ら
れ
る
理
論
な
の
か
、
そ
の
濃
淡
は
み
ら
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
宣
帝
顕
彰
と
合
わ
せ
て
考
察
し
た
の
が
、
本
章
で
あ
る
。
ま
ず
、
後
漢
諸
子
に
お
け
る
宣

帝
顕
彰
に
つ
い
て
見
、
そ
の
結
果
宣
帝
顕
彰
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
①
登
用
す
る
際
に
慎
重
に
選
ぶ
こ

と
、
②
登
用
し
た
人
物
に
対
し
て
、
法
令
賞
罰
を
厳
し
く
行
う
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
次
に

「
寛
猛
相
済
」
と
宣
帝
顕
彰
の
連
関
に
つ
い
て
見
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公

伝
二

十
年
に
お
い
て
「
寛
猛
相
済
」
は
、
為
政
者
が
民
に
対
し
て
、
「
寛
」
・
「
猛
」
な
態
度
で
接
す
る
こ
と
を

述
べ
る
が
、
「
寛
猛
相
済
」
を
典
拠
と
し
て
自
身
の
思
想
を
展
開
し
た
後
漢
中
期
以
降
の
思
想
家
は
、
為

政
者
が
官
吏
に
対
し
て
、「
寛
」・
「
猛
」
な
態
度
で
接
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
れ
の
正
当
化
の
た
め
に
、

王
符
に
お
け
る
「
寛
猛
相
済
」
に
は
、
宣
帝
顕
彰
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
が
み
え
な
い
事
例

で
も
、
「
寛
猛
相
済
」
の
対
象
が
「
為
政
者
が
民
に
対
し
て
」
→
「
為
政
者
が
官
吏
に
対
し
て
」
に
変
質

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
崔
寔
の
事
例
で
は
、
「
寛
猛
相
済
」
も
宣
帝
顕
彰
も
範
囲
が
「
為
政
者
が

官
吏
に
対
し
て
」
か
ら
「
為
政
者
が
民
に
対
し
て
」
に
拡
大
し
て
お
り
、
さ
ら
に
後
漢
末
期
の
事
例
で
は
、

宣
帝
顕
彰
及
び
為
政
者
が
官
吏
に
対
す
る
「
寛
猛
相
済
」
も
姿
を
消
し
、
す
べ
て
為
政
者
が
民
に
対
す
る

「
寛
猛
相
済
」
に
戻
り
、
出
典
通
り
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
。

第
九
章
で
は
、
国
家
が
民
に
対
し
て
「
寛
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
崩
壊
し
て
い
く
姿
を
見
た
。
そ
れ
に

対
し
、
後
漢
中
期
以
降
に
生
き
た
思
想
家
た
ち
は
、
「
寛
」
だ
け
で
は
だ
め
で
あ
る
こ
と
に
早
々
に
気
付

き
、
「
寛
猛
相
済
」
を
主
張
し
、
そ
の
対
象
は
時
代
に
よ
り
、
官
吏
で
あ
っ
た
り
、
民
そ
れ
自
体
で
あ
っ

た
り
し
た
の
で
あ
る
。
第
九
章
・
第
十
章
を
通
じ
て
み
て
き
た
の
は
、
上
・
下
の
目
線
か
ら
の
後
漢
時
代

の
様
相
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
社
会
の
様
相
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

第
十
一
章

後
漢
中
期
に
お
け
る
地
方
長
官
と
豪
族
の
関
係
性
の
一
側
面
―
―
〈
北
海
相
景
君
碑
〉
を

中
心
と
し
て
―
―

第
九
章
・
第
十
章
を
通
じ
た
み
た
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
後
漢
中
期
以
降
に
、
豪
族
た
ち
は
生

き
て
い
た
。
本
論
文
で
取
り
扱
っ
た
思
想
家
達
は
、
大
な
り
小
な
り
豪
族
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は

思
想
的
著
作
を
著
す
と
同
時
に
、
現
実
に
官
吏
と
な
り
栄
達
を
目
指
す
人
間
達
で
も
あ
る
。
後
漢
当
時
に

お
い
て
も
っ
と
も
有
力
な
官
吏
登
用
制
度
で
あ
っ
た
孝
廉
は
、
思
想
的
な
側
面
を
切
り
取
れ
ば
性
才
一
致

の
原
則
が
浮
き
出
て
く
る
が
、
現
実
の
制
度
運
用
と
い
う
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
郡
国
の
守
相
が
推
挙
権
を

握
っ
て
い
た
と
い
う
側
面
が
浮
き
出
て
く
る
。
で
あ
れ
ば
当
然
、
そ
の
下
で
属
吏
と
し
て
働
く
こ
と
は
、

有
利
に
働
く
。
し
か
し
、
高
密
孫
氏
の
よ
う
に
三
公
を
出
す
よ
う
な
家
柄
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
郡
国
の
守
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相
を
凌
ぐ
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
郡
国
の
守
相
た
ち
は
、
逆
に
彼
ら
を
利
用
し
て
統
治
を
円
滑

に
進
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
、
通
常
の
統
治
の
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
孫
氏
は
景
君
と
は
「
潜
在
的

対
立
関
係
」
に
あ
っ
た
と
思
し
い
。
そ
れ
で
も
後
漢
末
の
時
点
で
「
豪
侠
」
と
記
さ
れ
自
身
の
「
村
塢
」

を
築
い
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
い
ま
だ
北
海
随
一
の
豪
族
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
後
漢
が
豪
族
の
時
代
で
あ

る
と
こ
ろ
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
〈
北
海
国
相
景
君
碑
〉
碑
陰
に
見
え
、
景
君
を
支
持
し
て

い
た
よ
う
に
み
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
弱
小
な
豪
族
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
北
海
都
昌
の
逢
氏
に
は
国

相
に
登
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
も
い
る
し
、
な
に
よ
り
も
第
七
章
・
第
八
章
で
取
り
扱
っ
た
北
海
国
劇
県
出

身
の
徐
幹
の
祖
先
と
思
わ
れ
る
徐
徳
も
み
え
て
い
る
。徐
幹
は
孝
廉
に
よ
る
推
挙
を
肯
定
し
て
い
た
か
ら
、

推
挙
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
家
で
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
後
漢
全
体
で
百
五
十
一
人
し
か
い
な
い

三
公
を
出
す
孫
氏
に
は
及
ば
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
本
章
で
は
、
本
論
文
「
思
想
史
篇
」
で
取
り
扱
っ
た
思
想
家
た
ち
が
、
個
々
に
有
し
て
い

た
現
実
的
背
景
の
さ
ら
に
深
奥
、
す
な
わ
ち
豪
族
と
い
う
の
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の

か
、
と
い
う
問
題
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
十
二
章

処
士
再
考

第
二
章
か
ら
第
四
章
で
主
題
と
し
て
扱
い
、
そ
の
他
の
章
に
も
た
び
た
び
登
場
す
る
王
符
は
、『
隋
書
』

経
籍
志
に
よ
れ
ば
、
「
後
漢
処
士
王
符
」
と
さ
れ
る
。
処
士
は
、
『
後
漢
書
』
に
よ
く
見
え
、
そ
の
列
伝

四
十
三
は
、
処
士
伝
と
さ
れ
る
ほ
ど
、
高
名
な
存
在
で
あ
っ
た
。
先
行
研
究
は
、
処
士
の
清
廉
か
つ
仕
官

を
断
り
在
家
で
い
る
態
度
を
見
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
と
く
に
有

力
で
あ
っ
た
の
が
、
半
官
半
民
の
処
士
が
そ
の
よ
う
な
存
在
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
社
会
の
支

持
を
得
、
当
該
地
域
の
人
的
諸
関
係
を
取
り
結
ぶ
媒
体
と
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

『
後
漢
書
』
に
み
え
る
処
士
だ
け
で
な
く
、
碑
陰
に
み
え
る
処
士
に
つ
い
て
深
く
検
討
し
て
み
る
と
、
必

ず
し
も
そ
う
は
な
ら
な
い
。
わ
か
る
の
は
、
豪
族
た
ち
の
同
族
内
部
に
処
士
が
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、

そ
こ
に
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
を
担
う
よ
う
な
党
派
性
や
、
地
域
社
会
の
人
々
の
共
感
・
支
持
を
得
、
当
該

地
域
の
人
的
諸
関
係
を
取
り
結
ぶ
媒
体
と
な
り
、
統
合
者
と
な
っ
た
こ
と
は
読
み
取
れ
な
い
。
ま
た
、
処

士
の
特
徴
と
さ
れ
る
「
儒
家
的
学
問
と
儒
家
的
徳
行
の
所
有
者
」
・
「
郷
党
の
称
賛
を
勝
ち
得
、
徴
辟
挙

召
に
応
じ
ず
、
そ
れ
に
よ
り
名
声
を
高
め
大
官
を
得
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
も
の
も
当
を
失
し
て
い
る
。

「
儒
家
的
学
問
と
儒
家
的
徳
行
の
所
有
者
」
は
広
範
に
存
在
す
る
し
、
「
郷
党
の
称
賛
を
勝
ち
得
、
徴
辟

挙
召
に
応
じ
ず
、
そ
れ
に
よ
り
名
声
を
高
め
大
官
を
得
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
て
い
な
い

処
士
も
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
処
士
の
属
性
は
、
「
官
で
も
な
く
民
で
も
な
い
」
し

か
残
ら
な
い
。
彼
ら
が
官
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
の
は
、
資
料
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
し
か
属
性

が
残
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
処
士
は
官
職
に
つ
い
て
い
な
い
あ
る
一
定
以
上
の
家
に
生
ま
れ
た
人
が
付
け

る
一
つ
の
称
号
だ
っ
た
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
思
想
史
篇
・
社
会
史
篇
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
思
想
史
篇
で
は
、
性
三
品
説
を
基

底
と
し
た
人
間
観
を
有
し
て
い
た
後
漢
諸
子
た
ち
は
、
本
来
的
に
性
三
品
説
は
君
主
の
教
化
を
受
け
る
も

の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
実
の
君
主
は
教
化
の
主
体
と
し
て
見
做
す
に
は
あ
ま
り
に
も
暗
愚
か
つ
無

能
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
に
教
化
の
論
理
で
克
服
し
て
い
っ
た
の
か
を
ま
ず
明
ら
か

に
し
た
。
見
出
さ
れ
た
論
理
は
、
経
典
学
習
を
通
じ
て
、
孔
子
を
始
め
と
し
た
い
に
し
え
の
聖
人
の
教
化
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を
受
け
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
君
主
の
教
化
を
受
け
、
自
身
の
未
萌
の
善
性
を
善
に
向
け
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
完
全
な
る
被
治
者
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
主
体
性
な
ど
介
在
し
な
い
。

介
在
せ
ず
と
も
、
た
だ
聖
主
の
治
世
に
存
在
す
る
だ
け
で
、
無
条
件
に
善
に
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
経
典
学
習
を
通
じ
て
教
化
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
自
身
で
経
典
に
主
体

的
に
向
き
合
い
、
学
習
す
る
と
い
う
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
性
才
分
離
の
契
機
が
見
え
る
こ
と

も
指
摘
し
た
。
事
実
、
後
漢
も
後
期
に
向
か
っ
て
行
く
に
つ
れ
、
性
才
の
不
一
致
が
暴
露
さ
れ
て
い
き
、

最
期
に
は
曹
操
に
よ
り
終
止
符
が
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
誰
で
も
考
え
得
る
こ
と
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
論
文
の
特
徴
は
、
性
三
品
説
と
教
化
の
二
つ
の
論
理
、
そ
し
て
そ
こ
に
立

ち
現
れ
て
く
る
性
才
不
一
致
の
契
機
と
い
っ
た
流
れ
を
詳
述
し
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
さ
ら
に
各
人
の
直

面
し
た
現
実
に
よ
り
、
経
典
を
通
じ
て
教
化
を
受
け
る
し
か
無
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と

に
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
論
文
の
一
つ
の
到
達
点
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
社
会
史
篇
を
設
け
、
自
身
の
角
度

を
前
面
に
出
し
後
漢
の
世
相
を
上
下
か
ら
見
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
豪
族
研
究
に
紙
幅
を
割
い
た
。

再
三
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
思
想
史
篇
で
取
り
上
げ
た
人
物
達
は
、
み
な
大
な
り
小
な
り
豪
族
で
あ
る
。

そ
の
豪
族
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
、
思
想
史
篇
で
述
べ
た
人
物
達
個
人
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
い
う
の
と

は
別
の
角
度
を
用
い
、
豪
族
の
在
地
に
お
け
る
あ
り
方
、
ま
た
豪
族
の
取
り
え
る
一
形
態
に
つ
い
て
論
述

し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
思
想
史
篇
・
社
会
史
篇
を
合
わ
せ
、
と
く
に
後
漢
中
期
以
降
に
つ
い
て
、
総
体
的
に
研

究
を
行
っ
た
の
が
、
本
論
文
で
あ
る
。


