
書

評

堀
　
敏
一
著

『
中
国
古
代
の
身
分
制
－
良
と
賎
－
』

一

癖
　
山

越

　
本
書
の
課
題
は
、
副
題
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
中
館
古
代
に
お
い
て
良

民
と
賎
民
、
あ
る
い
は
良
人
と
賎
人
な
ど
と
よ
ば
れ
る
身
分
を
、
歴
史
形
成

的
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
三
頁
）
。
全
体
の
構
成
は
次
の

通
り
。

　
序
　
章
　
日
本
に
お
け
る
中
隅
古
代
身
分
制
研
究
の
動
向
と
本
書
の
構
成

第
一
篇
　
奴
隷
制
の
展
開
と
良
賎
制

　
第
一
章
　
中
国
に
お
け
る
奴
隷
制
の
起
源

　
第
二
章
中
国
に
お
け
る
良
賎
身
分
制
の
成
立
過
程

第
二
篇
　
秦
漢
時
代
の
諸
身
分

　
第
三
章
　
雲
夢
酔
夢
に
み
え
る
奴
隷
身
分

　
第
四
章
　
漢
意
の
七
科
蘭
身
分
と
そ
の
起
源
　
　
商
人
身
分
そ
の
他

　
第
五
章
　
漢
代
の
良
家
に
つ
い
て

第
三
篇
　
六
朝
階
唐
の
新
身
分

　
第
六
章
　
部
曲
・
客
女
身
分
成
立
の
前
提
一
…
六
朝
期
隷
属
民
の
諸
形
態

　
第
七
章
　
北
朝
雑
戸
制
の
再
考
察

　
第
八
章
階
唐
の
都
曲
・
客
女
身
分
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　
参
考
文
献
属
録

　
あ
と
が
き

　
ま
ず
序
章
で
は
、
本
書
に
言
う
「
身
分
」
と
は
「
戸
戸
の
支
配
体
制
の
な

か
に
お
い
て
、
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
規
定
さ
れ
て
固
定
し
た
社
会
的
地

位
」
を
指
す
こ
と
、
国
家
は
「
こ
れ
ら
の
地
位
を
画
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

上
下
の
尊
卑
・
貴
賎
の
等
級
を
定
め
、
支
配
体
制
の
維
持
を
は
か
っ
た
」
の

で
あ
り
、
「
本
書
で
の
主
題
は
そ
の
よ
う
な
皇
帝
支
配
体
制
を
蓑
徴
す
る
国

家
的
身
分
」
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
確
認
さ
れ
（
…
二
頁
）
、
つ
い
で
日
本
に
お

け
る
身
分
制
研
究
史
を
三
つ
の
段
階
に
わ
け
て
整
理
す
る
。
す
な
わ
ち
、
玉

井
是
博
氏
に
始
ま
り
浜
口
重
国
氏
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
た
法
制
史
的
・
制

度
史
的
研
究
、
前
田
直
典
氏
や
仁
井
田
陞
氏
あ
る
い
は
宮
崎
市
定
氏
ら
に
代

表
さ
れ
る
、
時
代
区
分
論
争
と
密
接
に
か
か
わ
っ
た
経
済
史
的
研
究
、
な
ら

び
に
西
嶋
定
生
氏
に
よ
っ
て
端
が
開
か
れ
尾
形
勇
氏
や
著
者
ら
に
継
承
さ
れ

た
、
身
分
を
国
家
支
配
と
の
関
連
で
と
ら
え
る
新
た
な
研
究
段
階
、
の
三
つ

で
あ
る
。
そ
し
て
「
以
上
の
簡
単
な
研
究
史
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
私

は
良
賎
身
分
が
中
国
の
皇
帝
支
配
下
の
国
家
身
分
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た

う
え
で
、
そ
の
前
提
に
奴
隷
制
そ
の
他
の
隷
属
関
係
の
発
展
が
あ
っ
た
こ
と

を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
感
ず
る
に
い
た
っ
た
」
（
一
四
頁
）
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
国
家
身
分
の
前
提
に
は
民
間
に
お
け
る
様
々
な
私
的

隷
属
関
係
の
発
展
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
良
民
を
主
体
と
す
る
国
家
秩
序
の

維
持
を
饅
的
と
し
て
賎
民
身
分
が
設
置
さ
れ
た
と
説
く
尾
形
説
と
の
対
空
に

お
い
て
著
者
の
到
達
し
た
認
識
で
あ
り
、
本
書
の
基
調
を
な
す
考
え
と
も
な

っ
て
い
る
。
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評書

　
本
論
は
三
篇
に
わ
か
れ
、
第
一
篇
は
良
賎
制
形
成
史
と
で
も
名
付
く
べ
き

内
容
。
奴
隷
制
の
出
現
・
発
展
を
股
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
通
覧
し
た
第

一
章
と
、
か
か
る
奴
隷
制
の
発
展
を
前
提
と
し
て
良
奴
・
良
賎
の
身
分
制
度

が
形
成
さ
れ
て
く
る
過
程
を
追
究
し
た
第
二
章
と
か
ら
成
る
。
第
二
篇
は
言

わ
ば
第
一
篇
の
補
論
・
各
論
に
あ
た
り
、
良
賎
制
の
原
形
と
も
言
う
べ
き
、

雲
夢
秦
簡
に
み
え
る
臣
妾
身
分
を
隷
平
易
と
の
対
比
に
お
い
て
論
じ
た
第
三

章
と
、
良
賎
身
分
が
確
立
す
る
以
前
の
漢
代
に
お
け
る
「
特
殊
な
身
分
」
と

し
て
の
七
営
業
お
よ
び
良
家
を
と
り
あ
げ
た
第
四
章
・
第
五
章
と
か
ら
構
成

さ
れ
る
。
ま
た
、
第
三
篇
は
第
一
篇
の
続
篇
に
あ
た
る
部
分
で
あ
り
、
南
北

朝
期
に
お
け
る
部
曲
・
聖
女
身
分
成
立
の
前
提
と
し
て
の
様
々
な
隷
属
関
係

を
検
討
し
た
第
六
章
、
階
唐
官
賎
民
の
前
身
と
な
る
雑
戸
制
の
展
開
を
扱
っ

た
第
七
章
、
な
ら
び
に
第
六
章
を
う
け
て
階
唐
期
の
部
曲
を
圏
家
支
配
の
中

に
位
置
づ
け
た
第
八
章
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
第
一
・
第
五
・
第
八
章
は

新
稿
で
あ
り
、
第
二
章
も
同
名
の
旧
稿
を
全
面
的
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
旧
稿
に
お
い
て
は
原
文
な
い
し
読
み
下
し
文
で
あ
っ
た
史
料
が
、

本
書
に
収
め
る
に
あ
た
っ
て
は
総
て
口
語
訳
さ
れ
て
い
る
。

　
対
象
と
す
る
時
代
は
股
代
に
始
ま
り
唐
代
に
及
び
、
分
析
さ
れ
る
史
料
も

ま
た
甲
骨
ト
辞
や
青
銅
器
文
か
ら
吐
魯
魚
出
土
文
書
に
至
る
ま
で
幅
広
い
。

か
よ
う
な
時
間
軸
の
長
い
、
か
つ
論
点
の
多
岐
に
わ
た
っ
た
身
分
制
研
究
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

日
本
に
お
い
て
も
中
国
に
お
い
て
も
従
来
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
著
者
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
こ
と
一
し
か
も
最
初
の
収
録
論
文
が
世

に
間
わ
れ
て
か
ら
僅
か
五
年
と
い
う
短
時
日
の
う
ち
に
成
さ
れ
て
い
る
一

は
、
中
国
身
分
制
史
研
究
の
ひ
と
つ
の
画
期
と
し
て
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
つ
と
に
古
典
と
し
て
令
名
の
高
い
仁
井
田
氏
の
『
支
那
身
分
法
史
』

（一

緕
l
二
年
）
や
浜
口
氏
の
『
唐
王
朝
の
賎
人
制
度
』
（
一
九
六
六
年
）
と
と
も

に
、
本
書
は
今
後
こ
の
分
野
を
志
す
者
に
よ
っ
て
必
ず
ひ
も
と
か
れ
る
書
物

と
な
る
に
違
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
労
作
に
対
し
て
は
、
ま
ず
各
藩
ご
と
の
論
旨
と
到
達
点
と
を

丁
寧
に
紹
介
し
、
し
か
る
の
ち
論
評
を
加
え
る
と
い
う
の
が
著
者
へ
の
礼
儀

で
あ
る
こ
と
、
評
者
も
重
々
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
に
賂
馴

し
た
ご
と
き
多
様
な
論
点
を
含
ん
だ
本
書
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
書
評
を
書

く
こ
と
は
、
限
ら
れ
た
紙
幅
と
能
力
と
を
も
っ
て
し
て
は
不
可
能
に
近
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
非
礼
と
は
知
り
つ
つ
も
小
稿
で
は
以
下
、
各
篇
か
ら
一
つ
づ
つ

計
三
つ
の
論
点
を
選
ん
で
検
討
を
加
え
、
も
っ
て
書
評
に
か
え
た
い
と
思
う
。

本
書
の
豊
か
な
内
容
を
伝
え
き
れ
ぬ
こ
と
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
、
著

老
な
ら
び
に
読
者
の
御
寛
恕
を
請
い
た
い
。

二

　
第
一
篇
に
つ
い
て
は
第
一
章
を
中
心
に
、
犯
罪
奴
隷
の
早
期
存
在
と
い
う

論
点
を
検
討
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
「
中
国
の
初
期
奴
隷
の
来
源
が
主
と
し

て
戦
争
の
俘
虜
・
被
征
服
者
と
犯
罪
に
よ
る
処
刑
者
に
あ
る
し
（
六
九
頁
）
と

い
う
の
が
著
者
の
見
解
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
「
犯
罪
に
よ
る
処
刑
者
」
が

含
ま
れ
る
こ
と
は
、
「
刑
罰
に
よ
る
奴
隷
の
使
役
が
戦
国
期
に
始
ま
る
と
い

う
」
評
者
の
理
解
と
「
大
き
く
く
い
違
う
」
（
穴
五
頁
）
。
た
し
か
に
、
か
つ

て
著
春
に
批
判
さ
れ
た
ご
と
く
、
評
者
の
旧
稿
は
論
証
に
理
を
尽
く
し
た
も

の
と
は
言
い
難
く
、
今
日
で
は
補
訂
の
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
一
方

で
、
著
者
の
見
解
も
ま
た
立
論
の
根
拠
に
お
い
て
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う

に
思
う
。
以
下
、
そ
の
史
料
的
根
拠
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
著
者
は
、
周
礼
・
秋
官
司
属
の
「
其
奴
、
男
子
入
干
下
命
、
女
子
入

髪
春
藁
」
な
る
一
節
を
引
き
、
こ
の
罪
隷
が
蛮
隷
・
閾
隷
・
夷
蔓
・
雛
隷
と
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と
も
に
五
隷
と
呼
ば
れ
各
々
一
二
〇
名
の
定
員
を
も
つ
（
同
・
司
隷
）
と
こ
ろ

が
ら
、
「
其
の
奴
は
、
男
子
は
罪
隷
に
入
れ
る
」
と
は
「
犯
罪
者
を
奴
隷
と

し
て
髪
洗
の
＝
一
〇
名
の
定
員
に
あ
て
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
の
で
あ

h
・
、
「
こ
の
こ
と
は
、
俘
虜
あ
る
い
は
貢
献
さ
れ
た
無
畏
族
の
出
身
者
と
犯

罪
老
と
が
、
相
並
ん
で
初
期
奴
隷
の
来
源
を
な
し
て
い
た
と
い
う
説
を
傍
証

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
説
く
（
五
七
－
五
九
頁
）
。
だ
が
、
著
者
も
認
め
て

い
る
よ
う
に
、
「
周
礼
は
全
体
と
し
て
成
立
年
代
に
問
題
が
あ
り
、
右
の
部

分
も
ど
の
く
ら
い
古
く
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
か
疑
問
が
あ
ろ
う
」

（
五
九
頁
）
。
「
閲
」
と
呼
ば
れ
る
異
民
族
が
史
書
に
姿
を
見
せ
る
時
期
を
想
う

と
き
、
評
者
も
ま
た
同
様
の
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
。
そ
こ
で
著
者
は
次
に
、

確
実
な
塾
代
資
料
と
の
対
比
に
よ
っ
て
法
官
の
信
愚
性
を
裏
付
け
よ
う
と
試

み
る
。
す
な
わ
ち
、
秋
官
掌
織
に
み
え
る
「
墨
者
使
守
門
、
講
者
使
守
関
、

富
者
使
守
内
、
別
者
使
守
圃
、
髭
者
使
守
積
」
と
い
う
肉
刑
者
の
使
役
を
示

す
記
述
と
、
別
者
守
門
を
表
出
し
た
西
周
青
銅
器
と
を
結
び
つ
け
て
、
「
さ

き
の
周
礼
、
掌
獄
条
の
肉
刑
者
の
労
役
使
用
の
事
実
も
、
す
く
な
く
と
も
西

田
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
（
五
九
頁
）
と
す
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
聖
者
守
門
の
習
俗
が
西
周
期
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
犯
罪

に
よ
る
肉
刑
者
が
守
門
等
の
労
役
に
あ
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と
は
、
厳
密

に
言
え
ば
別
箇
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
身
体
の
殿
損
が
必
ず
し
も
狭
義
の
刑

罰
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
た
と
え
ば
「
誰
人
平
面
、
華
字
焉
、
以
為

團
、
詩
書
舟
」
（
左
画
論
公
2
9
年
）
と
い
っ
た
例
か
ら
も
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
の
論
証
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
青
銅
器
に
表
出

さ
れ
た
別
者
が
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
不
可
欠
と
な
る
が
、
そ
れ
は

不
可
能
に
近
い
だ
ろ
う
。
思
う
に
、
別
者
守
門
器
に
注
題
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

む
し
ろ
著
者
が
五
｝
頁
に
引
く
地
帯
師
氏
の
「
寸
書
翼
翼
四
夷
乱
塾
、
各
以

上
兵
難
題
王
之
門
外
、
軽
爆
」
と
い
う
記
述
や
、
何
よ
り
も
同
時
代
資
料
た

る
論
殴
や
師
酉
毅
に
み
え
る
「
薦
門
夷
」
と
こ
そ
対
比
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

む
ろ
ん
そ
の
場
合
、
著
者
の
主
張
す
る
よ
う
な
犯
罪
奴
．
隷
の
姿
は
消
え
、
か

わ
っ
て
異
族
奴
隷
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
て
、
つ
い
で
著
者
は
「
罪
を
意
味
す
る
星
丁
事
の
字
や
、
奴
隷
に
関
す

る
童
・
妾
・
宰
・
僕
等
の
字
は
、
ト
辞
も
し
く
は
金
文
な
ど
で
は
い
ず
れ
も

辛
字
を
構
成
要
素
と
し
て
お
り
、
当
字
は
入
れ
墨
の
道
具
を
形
ど
っ
た
も
の

と
い
う
」
（
六
一
頁
）
と
の
説
を
引
き
、
「
罪
に
よ
っ
て
入
れ
墨
を
施
さ
れ
た
も

の
が
、
奴
隷
と
し
て
使
役
さ
れ
た
」
（
同
）
こ
と
を
文
字
の
構
成
面
か
ら
論
証

し
よ
う
と
す
る
。
著
者
も
別
に
注
記
す
る
通
り
（
三
四
頁
注
1
0
）
、
こ
れ
は
郭

沫
諸
氏
や
白
川
静
氏
に
よ
っ
て
　
　
両
者
に
若
干
の
相
違
点
は
あ
る
が
l
I

と
な
え
ら
れ
た
説
で
あ
り
、
一
般
の
字
典
類
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
つ
と
に
朱
芳
圃
氏
に
よ
っ
て
「
果
如
其
言
、
龍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

・
鳳
諸
物
、
有
何
阜
尤
而
以
辛
加
於
棒
頭
上
し
と
い
う
辛
辣
な
批
判
が
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
か
わ
っ
て
黒
氏
が
提
唱
し
た

「
妾
象
女
頭
上
戴
辛
。
卒
与
辛
同
。
辛
、
暴
薪
也
」
と
い
う
解
釈
に
は
多
分

に
通
俗
語
源
説
の
臭
い
が
感
ぜ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
批
判
そ
の
も
の
は
傾
聴

に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
著
者
は
、
尚
書
の
甘
誓
・
三
芳
・
牧
誓
に
み
え
る
「
祭
職
」

な
る
連
語
や
、
詩
経
・
小
雅
正
月
の
「
民
之
無
二
、
丼
其
臣
僕
」
と
い
う
詩

句
な
ど
を
論
拠
と
し
て
挙
げ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
は
著
老
自
身
も
逡

巡
し
て
い
る
よ
う
に
、
語
句
の
解
釈
お
よ
び
テ
ク
ス
ト
の
成
立
年
代
に
問
題

が
あ
り
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
奉
」
や
「
罪
」
の
古
義
が
狭
義
の

犯
罪
よ
り
も
広
い
概
念
を
も
つ
こ
と
、
二
評
者
は
「
刑
」
と
の
対
応
に
お
い
て
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評

　
　
　
　
　
　
　
　
③

指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
以
上
要
す
る
に
、
犯
罪
奴
隷
の
早
期
存
在
に
つ
い

て
の
論
拠
は
ど
れ
も
充
分
な
説
得
力
を
も
つ
と
は
言
い
難
い
と
い
う
の
が
、

；
出
し
て
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
犯

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

罪
奴
隷
の
不
存
在
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
新
た
な
論
拠
は
な
お
模
索

さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
単

に
表
面
的
な
現
象
を
追
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
該
時
代
に
お
け
る
犯
罪

と
は
何
か
、
ま
た
そ
れ
は
誰
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
裁
か
れ
、
い
か
な
る
形

で
制
裁
が
下
さ
れ
た
か
、
と
い
っ
た
全
体
構
造
の
中
で
検
討
を
行
な
わ
な
い

と
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
非
歴
史
的
な
解
釈
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
と
評
者
は
危

瞑
す
る
も
の
で
あ
る
。

三

　
第
二
篇
で
は
、
第
五
章
で
論
じ
ら
れ
た
良
撫
子
の
定
義
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。
周
知
の
通
り
、
良
家
・
良
家
子
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
魏
の
如
淳

を
先
縦
と
し
清
の
周
寿
呂
に
受
け
つ
が
れ
た
「
七
科
謎
除
外
度
し
と
、
中
井

積
徳
に
端
を
発
す
る
「
豪
宗
名
家
説
」
と
が
対
立
す
る
が
、
著
者
の
説
は
こ

の
う
ち
前
者
の
系
列
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
立
代
の
良
家
子
・
良
家
女

等
の
語
は
、
多
く
の
揚
合
官
人
・
官
女
を
採
用
す
る
条
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
は
っ
き
り
し
た
一
定
の
範
囲
の
あ
る
語
で
あ
っ
た

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
そ
の
最
低
の
線
は
「
七
科
の
謳
に
あ
た
る
諸
身

分
や
医
・
歴
・
工
等
を
除
い
た
庶
人
の
範
囲
に
き
ま
っ
て
い
た
と
み
た
い
」

（
二
四
三
頁
）
と
い
う
の
が
、
著
者
の
結
論
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
つ
と
に
豪
宗
名
家
説
に
立
っ
た
尾

形
勇
氏
の
概
論
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
著
者
の
論
述
は
い
き
お
い
、
慨
々
の
史

料
解
釈
に
お
い
て
自
説
の
ほ
う
が
よ
り
整
合
的
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
つ

つ
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
評
者
の
み
る
と
こ
ろ
多
く
の
史
料
は

必
ず
し
も
著
者
に
有
利
1
…
逆
に
言
え
ば
尾
形
氏
に
不
利
一
だ
と
は
醤
え

な
い
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
、
西
北
六
郡
の
良
家
子
が
「
い
っ
た
ん
辺
境

の
軍
に
お
い
て
そ
の
能
力
を
試
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
一
部
が
中
央
へ
送
ら

れ
た
」
（
二
三
四
頁
）
こ
と
や
、
良
家
女
を
対
象
と
し
た
心
象
選
定
が
コ
般

民
衆
の
戸
口
調
査
の
際
に
偏
行
な
わ
れ
「
し
か
も
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
採
択
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
も
う
一
度
後
宮
に
お
い
て
可
否
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う

過
程
」
（
二
三
六
頁
）
を
経
る
こ
と
な
ど
が
、
著
者
の
言
う
よ
う
に
豪
難
名
家

憲
へ
の
反
証
と
な
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
特
定
の
条
件
を
も
っ
た
上
層
諸
家

の
子
女
か
ら
さ
ら
に
厳
選
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
も
、
完
全
に
は
否
定
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
一
一
三
一
頁
に
引
く
漢
旧
儀
上
に
「
取
三
輔
良
家

子
、
自
給
鞍
馬
」
、
二
三
三
頁
に
引
く
居
延
漢
簡
に
「
良
家
子
自
給
車
馬
」
と

あ
る
良
家
子
ば
、
い
ず
れ
も
鞍
馬
・
車
馬
を
自
給
し
う
る
存
在
で
あ
る
。
と

す
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
身
分
が
「
選
科
諺
・
医
・
巫
・
工
・
奴
碑
等
を
除

い
た
比
較
的
広
い
範
囲
」
（
二
三
四
買
）
と
一
致
し
う
る
か
否
か
、
や
は
り
再

考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
本
章
の
終
り
に
み
え
る
後
漢
書
寄
毒
煙
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討

し
よ
う
。
父
が
諌
殺
さ
れ
た
場
睡
は
「
岡
郡
の
宗
慈
の
も
と
に
伺
っ
た
」
が
、

慈
は
「
以
晒
非
良
家
子
、
黒
革
見
」
、
　
つ
ま
り
睡
に
会
お
う
と
は
し
な
か
っ

た
。
　
こ
の
一
節
を
著
者
は
、
「
姪
の
父
が
刑
を
受
け
た
た
め
に
、
暁
は
良
家

の
子
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
二
四
二
頁
）
と
解
し
、
「
後
漢

に
お
い
て
刑
を
受
け
た
官
吏
の
子
が
、
な
お
良
家
の
子
で
は
な
い
と
さ
れ
た

例
」
（
二
陽
三
頁
）
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
た
い
。

な
ぜ
風
懐
は
飯
事
に
「
会
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
扁
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ

れ
が
著
者
の
言
う
通
り
父
の
受
刑
の
故
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宗
慈
は
場
瞭
の
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出
自
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
「
曖
は
年
少
で
名
を
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
（
姪
年
少
朱
知
名
）
」
と
い
う
上
文
の
記
述
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。
こ

こ
は
む
し
ろ
、
「
彼
が
隅
．
良
家
子
』
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
二
三
に
は
［
　
未

知
名
』
故
に
『
良
家
子
』
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
尾
形
説
の
ほ
う

が
整
合
的
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
著
者
は
「
轡
三
教
の
叙
述
は
『
姪
非
良

家
子
』
と
断
定
し
て
い
て
、
宗
慈
が
そ
う
思
っ
た
の
だ
と
は
言
っ
て
い
な
い
翫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

と
尾
形
氏
を
批
判
す
る
が
（
二
四
三
i
二
四
四
頁
注
1
2
）
、
「
以
脛
貸
切
家
子
」
の

以
字
に
は
謂
・
以
為
の
義
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
句
を
「
宗
慈
が
そ
う
思
っ
た
」

と
解
し
て
も
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
い
う
良
家
子

は
尾
形
氏
の
ご
と
く
「
界
彰
の
末
畜
で
あ
り
、
父
が
謙
死
し
た
と
は
言
え
『
二

千
石
』
の
子
弟
で
あ
る
」
こ
と
を
指
す
可
能
性
の
ほ
う
が
強
い
の
で
あ
る
。

「
賓
客
が
家
に
濫
れ
て
い
た
」
と
こ
ろ
へ
見
知
ら
ぬ
少
年
が
や
っ
て
来
た
。

宗
慈
は
彼
が
ま
さ
か
名
門
の
子
弟
で
あ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
「
会
お

う
と
は
し
な
か
っ
た
篇
一
と
い
う
の
が
、
こ
の
一
節
の
文
意
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
た
し
か
に
「
良
家
の
範
囲
を
決
定
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
」
（
二
二
七

頁
）
。
し
か
し
本
書
第
二
章
で
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
先
立
つ
先
秦
時
代
の
良

家
の
語
に
「
上
層
階
級
」
の
義
が
あ
る
こ
と
疑
い
な
く
、
　
「
こ
う
し
た
良
家

の
語
感
が
漢
代
人
の
間
に
も
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
は
言
い
き
れ
な
い
U
（
二
四

三
頁
）
で
は
な
い
か
。
演
算
・
善
説
篇
に
、
斉
の
宣
王
が
社
史
へ
出
猟
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

お
り
、
王
を
ね
ぎ
ら
っ
た
父
老
の
ひ
と
り
が
「
願
わ
く
は
大
王
、
良
富
家
子

の
修
行
あ
る
者
を
選
び
て
以
て
吏
と
為
し
、
其
の
法
度
を
平
ら
か
に
せ
ら
れ

よ
（
願
大
王
選
良
富
家
子
有
修
行
者
以
為
吏
、
平
其
法
度
）
」
と
進
言
し
た
話
を
伝

え
る
。
「
良
富
家
子
」
を
「
良
富
な
る
家
の
子
」
と
と
る
に
せ
よ
「
良
家
・
富

家
の
子
」
と
解
す
る
に
せ
よ
、
漢
代
に
お
け
る
官
人
の
母
体
と
し
て
の
良
家

子
と
の
関
連
で
注
目
に
値
す
る
史
料
と
思
わ
れ
る
。

四

　
第
三
篇
か
ら
は
、
第
七
章
を
中
心
に
部
曲
・
嫁
女
の
法
源
に
関
す
る
見
解

を
と
り
あ
げ
た
い
。
本
書
三
二
三
頁
以
下
に
お
い
て
著
者
は
、
部
曲
・
頬
嚢

は
奴
碑
の
解
放
・
駿
身
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
と
い
う
高
橋
芳
郎
氏
の
説

を
批
判
し
て
、
「
当
時
現
実
に
発
生
し
た
奴
碑
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
隷
属
者

が
、
部
曲
身
分
の
名
の
下
に
存
在
を
許
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
論
理
的
に

想
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
う
。
つ
ま
り
、
奴
碑
の
上
昇
と
は
別
に
良
民

の
没
落
に
由
来
す
る
部
曲
・
客
女
身
分
も
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
論
拠
に
は
い
さ
さ
か

問
題
が
あ
り
、
高
橋
氏
の
問
題
提
起
は
な
お
生
き
て
い
る
よ
う
に
評
者
に
は

思
わ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
著
老
は
高
橋
説
へ
の
「
異
論
」
と
し
て
、
「
良
人
を
『
略
』
す

か
『
略
売
』
す
る
か
『
和
誘
』
す
る
か
し
て
部
曲
と
為
す
こ
と
を
禁
じ
た
規

定
が
あ
る
の
は
（
唐
律
疏
議
二
〇
賊
盗
、
質
業
略
売
人
条
等
）
、
そ
の
よ
う
な
事
実

が
あ
り
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
（
三
二
四
頁
）
と
言
う
。
た
し
か
に
部
曲

・
客
女
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
発
生
経
路
に
よ
る
も
の
が
あ
り
え
た
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
律
に

禁
じ
ら
れ
た
違
法
行
為
な
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
「
部
曲
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
名
の
下
に
存
在
を
許
さ
れ
た
」
（
傍
点
評
者
）
例
と
し
て
積
極
的
に
位
羅
づ

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
長
安
と
西
州
に
相
当
数
の
部
曲

・
客
女
が
存
在
し
た
こ
と
」
（
同
頁
）
が
崩
書
番
出
土
文
書
か
ら
う
か
が
え
る

と
し
て
も
、
戸
口
帳
や
名
籍
そ
の
も
の
は
鳶
口
の
来
源
を
語
っ
て
は
く
れ
な

い
し
、
い
わ
ん
や
高
橋
氏
は
部
曲
・
客
女
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
自
体
を
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評書

も
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
…
…
氏
自
身
そ
れ
は
「
疑
い
を
容
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

事
実
」
だ
と
述
べ
て
い
る
一
か
ら
、
何
ら
「
異
論
し
と
は
な
り
え
な
い
。

む
ろ
ん
唐
代
に
は
、
良
民
の
没
落
に
由
来
す
る
隷
属
身
分
も
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
著
者
が
三
三
四
－
三
三
五
頁
で
論
及
す
る
楽
票
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ

が
、
か
り
に
用
事
の
法
的
地
位
が
部
曲
・
客
女
と
同
等
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
両
者
の
来
源
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
否
、

良
民
の
没
落
者
が
庶
事
と
い
う
独
自
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
事
実
は
む
し

ろ
、
部
曲
・
客
女
の
来
源
が
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
思
う
に
、
こ
う
し
た
著
者
の
見
解
の
根
底
に
は
、
〃
国
家
身
分
（
法
的
身
分
）

の
前
提
に
は
民
間
に
お
け
る
私
的
隷
属
関
係
の
発
展
が
あ
る
”
と
い
う
、
小

稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
基
本
認
識
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
第
八

章
の
末
尾
に
あ
ら
わ
れ
る
次
の
文
章
は
、
こ
う
し
た
推
定
を
裏
付
け
る
に
足

る
。
　
い
わ
く
、
「
部
曲
・
客
種
身
分
が
生
ま
れ
る
前
提
に
、
奴
隷
制
以
外
の

さ
ま
ざ
ま
な
隷
属
関
係
の
発
展
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
第
六
章
で
考
え

て
み
た
。
本
章
で
も
と
く
に
武
周
時
代
頃
か
ら
以
後
、
良
民
の
没
落
す
る
も

の
が
雇
傭
関
係
や
小
作
関
係
を
発
展
さ
せ
、
あ
る
い
は
没
落
し
た
者
の
一
部

が
船
齢
・
客
女
も
し
く
は
そ
れ
と
同
等
の
身
分
と
し
て
扱
わ
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
を
推
測
し
た
」
（
三
四
四
頁
）
と
。
こ
こ
に
言
う
「
さ
ま
ざ
ま
な
隷
属
関

係
」
と
は
、
主
人
と
隷
属
者
と
の
間
に
存
在
す
る
「
さ
ま
ざ
ま
な
私
的
隷
属

関
係
」
（
二
七
九
頁
）
を
指
す
。
た
し
か
に
、
奴
隷
制
的
関
係
の
発
展
な
く
し

て
奴
碑
（
臣
妾
）
身
分
が
法
的
に
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
と
同
様
、
対
応
す
る

「
さ
ま
ざ
ま
な
私
的
隷
属
関
係
扁
の
発
展
が
な
け
れ
ば
部
曲
・
客
女
身
分
が

設
定
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
著
者
も
言
う
通
り
、
何
も

な
い
所
か
ら
新
た
な
身
分
が
設
定
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
逆

に
、
私
的
隷
属
関
係
の
発
展
が
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
新
た
な
法
的
身
分
が
設
定

さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
身
分
が
単
な
る
私
的
隷
属
関
係

の
反
映
で
は
な
く
国
家
に
よ
る
三
民
支
配
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
は
、
身

分
制
研
究
史
の
「
第
三
段
階
』
に
お
け
る
共
通
認
識
で
あ
り
、
著
者
も
ま
た

異
存
な
き
も
の
と
思
う
。
た
と
え
ば
部
曲
・
客
女
身
分
の
初
出
を
伝
え
る
北

周
建
徳
六
年
十
一
月
の
認
に
つ
い
て
、
著
者
は
か
つ
て
「
国
家
は
奴
碑
の
解

放
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
を
良
人
と
し
て
解
放
し
き
る
わ
け
に
い
か
ず
、
旧
主

人
の
解
放
さ
れ
た
奴
碑
に
た
い
す
る
支
配
を
認
め
て
、
良
人
と
商
的
の
中
間

に
位
す
る
部
曲
・
客
女
と
い
う
新
し
い
身
分
を
設
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
」
と
評
価
し
、
北
朝
宋
に
お
け
る
一
連
の
奴
碑
解
放
措
置
の
一
環

　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
し
て
位
置
づ
け
た
。
こ
の
理
解
は
至
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「
そ

の
考
え
は
今
も
変
っ
て
い
な
い
」
（
二
四
八
頁
）
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
本
書

に
お
い
て
も
か
よ
う
な
国
俗
政
策
の
側
面
に
、
も
っ
と
注
意
が
払
わ
れ
て
然

る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
第
六
章
で
は
、
克
明
に
分
析
さ

れ
た
「
さ
ま
ざ
ま
な
私
的
隷
属
関
係
」
の
発
展
と
新
身
分
の
設
定
と
を
媒
介

す
る
論
理
が
一
i
「
部
曲
・
客
女
と
い
う
名
称
は
た
ま
た
ま
新
身
分
の
名
称

と
し
て
選
ば
れ
た
」
（
二
五
三
頁
）
と
言
う
に
と
ど
ま
ら
ず
…
是
非
と
も
示

さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
第
八
章
で
は
、
北
朝
に
お
い

て
奴
碑
解
放
と
い
う
政
策
を
反
映
し
て
い
た
部
曲
・
客
女
身
分
に
、
無
代
に

至
っ
て
良
民
の
没
落
者
を
も
包
摂
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
あ
り
え
た
か
否
か
、

な
お
慎
重
な
検
討
が
必
要
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
唐
の
二
重
に
定
め
る
部
曲

・
客
女
の
成
り
立
ち
が
、
著
者
の
言
う
通
り
「
北
周
建
徳
六
年
の
部
曲
身
分

成
立
の
由
来
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
」
（
三
三
四
頁
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
本
書
序
章
で
提
示
さ
れ
た
、
国
家
は
身
分
の
画
定
に

よ
っ
て
「
支
配
体
制
の
維
持
を
は
か
っ
た
」
と
い
う
視
角
を
、
評
者
は
貴
重
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⑦

な
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
本
篇
を
読
む
限
り
、
こ
の
貴
重
な
視
角
が
な
ぜ

か
後
景
に
し
り
ぞ
き
、
単
純
な
反
映
論
が
前
面
に
出
て
来
て
い
る
と
の
印
象

を
ぬ
ぐ
い
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

五

　
最
後
に
、
論
旨
に
は
大
き
く
か
か
わ
ら
な
い
史
料
解
釈
上
の
疑
点
を
、
些

事
に
わ
た
ら
ぬ
限
り
で
三
つ
ほ
ど
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
第
　
。
五
七
頁
、
周
礼
・
秋
官
司
属
（
小
稿
一
に
引
用
）
に
付
せ
ら
れ
た
鄭

注
「
鄭
司
犀
潟
、
謂
坐
為
盗
賊
而
凝
血
者
、
輸
於
無
二
・
春
人
・
藁
人
賦
重

三
。
由
達
観
之
、
今
之
野
島
碑
、
古
之
罪
人
也
」
に
つ
い
て
、
「
官
費
」
ま
で

を
登
司
農
説
、
「
由
是
観
之
」
以
下
を
鄭
玄
説
と
み
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

注
の
全
文
を
通
覧
す
れ
ぱ
明
ら
か
な
ご
と
く
、
官
司
農
の
説
は
さ
ら
に
下
ま

で
続
き
、
し
か
る
の
ち
現
わ
れ
る
「
玄
謂
、
奴
、
上
坐
而
没
入
県
官
者
。
男

女
同
名
」
と
い
う
一
文
が
鄭
論
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
郷
司
農
注
を
「
鄭

玄
が
う
け
て
、
罪
隷
の
奴
を
奴
碑
一
般
に
拡
大
し
て
し
ま
っ
て
、
『
今
の
奴

碑
は
古
の
罪
人
で
あ
る
』
と
い
う
の
は
、
厳
密
に
い
え
ば
誤
っ
た
注
釈
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
た
一
二
五
頁
の
一
文
は
訂
正
を
要
す
る
。

ま
た
、
一
二
七
頁
に
、
三
国
志
・
魏
書
毛
潮
回
に
み
え
る
鍾
縣
の
議
論
を
評

し
て
「
彼
の
引
く
尚
書
・
周
礼
の
文
は
、
犯
罪
者
そ
の
も
の
を
奴
隷
と
す
る

例
で
、
か
な
ら
ず
し
も
漢
以
後
長
く
行
な
わ
れ
た
罪
人
妻
子
没
官
の
例
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
」
と
囲
う
の
も
、
鄭
玄
説
を
看
過
し
た
こ
と
に
も
と
つ
く

誤
解
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
鍾
孫
は
、
尚
書
や
周
長
を
郷
玄
に
従
っ
て
解
釈
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
尚
書
の
「
祭
獄
」
を
郷
玄
が
罪
人
妻
子
早
宮
と
解
し

て
い
る
こ
と
は
、
湯
誓
の
正
義
に
引
く
尚
書
注
侠
文
か
ら
う
か
が
え
る
。

　
第
二
。
一
三
一
一
＝
二
二
頁
、
春
秋
公
羊
伝
・
袈
公
2
9
年
の
「
母
人
則
楊

為
謂
之
閤
。
刑
人
非
其
人
也
」
な
る
問
答
を
、
「
肉
刑
者
を
非
人
間
的
な
も

の
と
み
る
考
え
」
の
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
適
切
で
な
い
。
こ
の
間
箸
を
著

者
は
「
肉
刑
を
受
け
た
刑
人
は
ど
う
し
て
闇
と
い
う
の
か
。
肉
刑
を
受
け
た

刑
人
は
人
間
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
解
釈
す
る
が
、
こ
れ
で
は
問
い
と

答
え
と
が
i
閣
に
「
人
間
で
は
な
い
」
と
い
う
語
義
で
も
な
い
限
り
i

全
く
か
み
合
っ
て
い
な
い
。
「
以
刑
人
為
閣
、
非
其
人
。
故
変
盗
言
閣
」
と
説

く
何
休
の
注
や
、
「
刑
人
不
在
君
側
偏
「
古
者
、
不
使
刑
人
守
門
」
と
い
う
礼
、

記
の
参
照
を
指
示
す
る
徐
彦
の
疏
に
よ
る
な
ら
ば
、
刑
人
の
ご
と
き
至
賎
者

が
霜
を
殺
し
た
場
合
は
「
盗
」
と
記
す
の
が
通
例
（
疏
に
引
く
公
羊
伝
哀
公
4

年
の
一
節
を
見
よ
）
で
あ
る
の
に
経
文
が
「
閣
し
と
呼
ん
で
い
る
の
は
な
ぜ
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

と
い
う
の
が
問
い
の
主
旨
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
対
す
る
回
答
「
刑
人
は
其

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
人
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
」
と
は
、
刑
人
が
そ
の
よ
う
な
君
側
に
置
く
べ
き

人
間
で
は
な
い
一
よ
っ
て
あ
え
て
「
闇
」
つ
ま
り
刑
人
の
門
番
と
明
記
し

て
財
界
を
加
え
た
一
1
か
ら
だ
、
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
説
の
当
否
は
と

も
か
く
も
、
そ
れ
が
伝
の
論
理
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
答
は
、
「
刑
人
は
君
側

に
在
ら
ず
」
（
曲
礼
上
）
と
い
う
考
え
を
示
す
例
に
こ
そ
な
れ
、
「
刑
人
は
人
間

で
は
な
い
」
と
い
う
考
え
を
示
す
例
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
。
二
六
九
頁
、
三
国
志
・
秘
書
鄭
渾
伝
の
「
重
二
子
之
法
、
云
々
」

な
る
｝
節
を
も
と
に
、
「
『
孟
子
の
法
』
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
棄
て
子
の
収

養
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
推
定
し
、
さ
ら
に
幼
児
期
養
に

つ
い
て
の
議
論
に
接
続
さ
せ
る
が
、
こ
の
解
釈
に
は
問
題
が
あ
る
。
著
者
は

「
重
去
子
護
法
」
を
「
棄
て
子
の
法
を
重
ん
じ
」
と
訳
し
、
「
璽
」
字
を
「
重

視
す
る
」
の
方
向
で
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
同
じ
く
良
書
の
磁
航
伝

に
「
時
天
下
草
創
、
多
趙
逃
。
故
塁
士
亡
法
、
罪
質
妻
子
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
重
某
々
法
」
と
い
う
場
合
の
「
重
」
は
法
令
・
処
罰
を
「
重
く
す
る
」
の
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封書

謂
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
鄭
渾
伝
の
～
節
は
、
棄
て
子
に
対
す
る

禁
令
を
厳
し
く
し
た
の
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
棄
て
ら
れ
た
は
ず
の
男
女
が
棄

て
ら
れ
ず
に
育
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
ほ
う
が
下
文
－
著
者
は
引
用
を
省
略
し
て
い
る
が
一
「
窯
初
下
冷
、

後
稽
豊
給
、
無
不
潔
謄
偏
と
も
よ
く
接
続
す
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
と
類

似
し
た
話
が
後
漢
書
党
鋼
列
伝
・
質
彪
伝
に
み
え
て
い
る
の
で
、
参
考
ま
で

に
引
用
し
て
お
く
。

　
　
初
三
州
郡
、
挙
孝
廉
、
補
新
息
長
。
小
民
困
臥
、
多
不
養
子
。
彪
厳
為

　
　
其
制
、
与
殺
人
同
罪
。
…
…
数
年
間
、
人
養
子
者
千
数
。
簸
日
、
萱
父

　
　
所
長
。
生
男
名
為
質
子
、
生
女
名
為
賃
女
。

こ
こ
に
「
養
子
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
実
子
を
養
育
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
、
た
い
へ
ん
に
偏
っ
た
書
評
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
再
度
お

詫
び
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
体
系
的
な
書
物
に
対
し
て
は
、
も
っ
と
理
論
的

な
方
面
か
ら
の
批
評
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
現

在
の
評
者
の
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
今
は
た
だ
、
確
実
に
自
ら
の
言

葉
と
し
て
言
え
る
こ
と
だ
け
を
書
き
記
し
て
、
書
評
の
責
を
塞
が
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
う
。
本
書
に
は
小
稿
で
論
及
し
た
ほ
か
に
も
、
良
・
賎
観
念

の
展
開
、
「
ツ
ミ
」
と
追
放
、
異
罠
族
征
服
国
家
と
身
分
支
配
な
ど
、
今
後

に
継
承
・
発
展
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
重
要
な
論
点
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
ひ

と
り
中
国
史
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
比
較
史
的
見
地
か
ら
検
討
さ
る
べ
き
問

題
を
も
含
む
だ
ろ
う
。
評
者
も
ま
た
そ
の
駿
尾
に
付
し
て
、
著
者
の
業
績
か

ら
多
く
を
学
ん
で
ゆ
き
た
い
駈
存
で
あ
る
。
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
著

者
は
本
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
身
分
制
の
研
究
」
と
並
行
し
て
、
国
象
に
よ

る
人
民
支
配
の
も
う
一
本
の
柱
と
な
る
「
編
戸
制
の
研
究
」
に
も
着
手
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。
前
著
『
均
田
制
の
研
究
』
と
あ
わ
せ
た
三
部
作
の
完
成
に

よ
り
、
著
者
の
中
国
古
代
史
像
が
全
貌
を
現
わ
す
日
を
心
か
ら
待
ち
望
み
つ

つ
、
ひ
と
ま
ず
拙
い
書
評
の
筆
を
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注

　
①
わ
ず
か
な
例
外
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
劉
偉
民
『
中
国
古
代
奴
碑
講
度
史
（
由

　
　
玉
代
至
当
普
南
北
糊
遥
龍
門
書
店
、
～
九
七
五
年
、
が
あ
る
。
た
だ
し
、
ほ
と

　
　
ん
ど
史
料
の
羅
列
に
終
始
し
て
い
る
感
が
あ
り
、
分
析
の
深
ざ
と
視
野
の
広
さ
は

　
　
本
工
に
遠
く
及
ば
な
い
。

　
②
　
朱
芳
圃
『
毅
周
文
字
釈
叢
』
（
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
）
巻
上
・
妾
字
の
項
。

　
③
　
抽
門
門
春
秋
訴
訟
論
」
『
法
制
史
研
究
臨
三
七
、
一
九
八
八
年
。

　
④
　
な
お
、
著
者
が
参
照
を
指
示
す
る
唐
長
押
氏
の
論
稿
で
は
、
吐
魯
番
出
土
文
書

　
　
に
み
え
る
部
曲
の
数
が
総
体
的
に
少
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
「
そ
の
来
源
が
限
ら
れ

　
　
て
い
た
」
1
す
な
わ
ち
、
釈
放
さ
れ
た
奴
碑
、
朝
廷
の
賞
賜
、
家
生
の
部
曲
・

　
　
妻
女
、
の
三
つ
よ
り
な
い
一
た
め
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
高
橋
氏
に
む
し
ろ
有
利

　
　
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
竹
内
実
訳
「
唐
代
の
部
曲
と
客
」
『
東
方
学
』
第
穴

　
　
三
輯
、
一
九
八
二
年
）
。

　
⑥
　
そ
も
そ
も
、
楽
劇
の
法
的
地
位
は
都
”
閲
・
客
女
と
同
等
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
「
楽
」
と
は
著
者
の
雷
う
通
り
「
強
制
さ
れ
ず
に
自
ら
志
願
す
る
」
（
二
七
六
頁
）

　
　
の
謂
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
そ
れ
が
唐
雪
暮
議
二
戸
婚
・
放
部
曲
為
良
条
の
律
疏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
「
拠
戸
令
、
自
膿
免
賎
、
本
主
不
学
為
都
曲
者
、
任
其
所
楽
」
と
あ
る
「
楽
」
の

　
　
ご
と
き
状
態
を
も
含
み
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
楽
事
の
主
入
へ
の
隷
属
度
は
部
曲
に

　
　
比
べ
て
緩
や
か
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
⑥
　
堀
敏
一
『
均
田
荊
の
研
究
一
中
国
古
代
國
家
の
土
地
政
策
と
土
地
所
有
制

　
　
－
』
（
岩
波
書
店
、
皿
九
七
五
年
）
三
八
八
頁
以
下
。

　
⑦
　
こ
の
視
角
か
ら
本
書
を
ふ
り
返
る
な
ら
ば
、
奴
碑
（
臣
妾
）
身
分
も
ま
た
民
閻

　
　
に
お
け
る
奴
隷
制
的
関
係
の
単
な
る
反
映
で
は
な
い
、
と
い
う
理
解
に
想
到
す
る
。

　
　
こ
の
点
は
評
者
自
身
、
い
ず
れ
機
会
が
あ
れ
ば
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
（
A
5
版
　
三
七
〇
頁
　
一
九
八
七
年
八
月
　
汲
古
霧
院
　
六
五
〇
〇
円
）

　
　
　
（
島
根
大
学
法
文
学
部
助
教
授
　
松
涯
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