
速
水

大

提
出

学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
唐
代
勲
官
制
度
の
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

唐
の
律
令
制
下
の
官
職
に
は
、
文
官
・
武
官
の
他
に
軍
功
に
よ
っ
て
授
与
さ
れ
る
勲
官
が
あ

る
。
敦
煌
文
書
で
勲
官
と
庶
民
の
白
丁
と
が
同
一
の
色
役
に
就
く
こ
と
、
正
二
品
の
勲
官
で
あ

る
上
柱
国
や
従
二
品
の
勲
官
の
柱
国
が
白
丁
に
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
勲
官
の
実
際

上
の
有
效
性
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
疑
問
が
持
た
れ
て
い
た
。
ま
た
、
政
治
制
度
史
に
お
け
る

軍
官
の
制
度
に
対
す
る
関
心
の
低
さ
も
あ
っ
て
、
中
国
も
含
め
た
学
界
に
お
い
て
勲
官
に
つ
い

て
は
今
日
ま
で
そ
れ
ほ
ど
注
意
は
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
速
水
氏
の
研
究
は
そ
の
点
に
初
め

て
メ
ス
を
入
れ
た
本
格
的
な
研
究
で
、
内
容
的
に
は
唐
初
の
勲
官
の
成
立
過
程
を
扱
っ
た
第
四

章
ま
で
、
そ
の
後
の
展
開
を
扱
っ
た
第
五
章
・
第
六
章
、
及
び
勲
官
の
負
担
義
務
や
権
利
を
検
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討
し
た
第
七
章
以
下
と
に
分
か
れ
て
い
る
。

速
水
氏
に
拠
れ
ば
、
唐
建
国
期
に
勢
力
扶
植
の
た
め
に
散
職
が
濫
授
さ
れ
た
結
果
、
官
職
内

部
で
の
散
職
の
価
値
は
下
落
す
る
一
方
、
在
地
の
散
職
所
有
者
に
は
規
定
上
中
央
官
僚
並
み
の

待
遇
が
与
え
ら
れ
た
。
唐
建
国
後
に
散
職
は
同
等
級
の
散
実
官
に
改
授
さ
れ
る
が
、
一
度
価
値

の
低
下
し
た
序
列
で
は
中
央
官
僚
の
格
付
け
は
困
難
と
な
る
一
方
、
全
く
新
し
い
官
階
の
秩
序

を
作
れ
ば
既
得
権
を
持
つ
散
職
所
有
者
の
反
発
を
招
く
虞
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
階
の
性
質

を
削
っ
た
勲
官
の
官
階
を
残
し
て
官
僚
に
準
ず
る
待
遇
を
保
証
し
、
建
国
時
の
協
力
者
に
一
定

の
担
保
を
与
え
た
、
と
い
う
。
次
い
で
、
唐
初
の
官
制
の
推
移
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
法
典

編
纂
の
過
程
を
整
理
し
、
唐
初
の
法
律
は
通
説
に
い
う
唐
建
国
時
の
武
徳
元
年
（
六
一
八
）
に

発
布
さ
れ
た
五
十
三
條
格
中
心
で
は
な
く
、
隋
・
文
帝
の
開
皇
律
令
を
五
十
三
條
格
で
補
足
す

る
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
以
下
に
述
べ
る
武
徳
七
年
律
令
の
制
定
ま
で
開
皇
律
令
が
使

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

速
水
氏
は
次
い
で
武
徳
年
間
（
六
一
八
―
六
二
六
）
の
府
佐
・
国
官
制
度
に
つ
い
て
検
討
す
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る
。
唐
初
に
は
諸
王
や
高
官
の
属
官
と
な
る
府
佐
・
国
官
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
武
徳
七
年
令

（
六
二
四
）
の
制
定
に
よ
り
府
佐
の
設
置
基
準
は
散
実
官
の
官
品
か
ら
勲
官
と
職
事
官
と
の
官

品
へ
と
変
化
し
、
国
官
の
設
置
基
準
は
封
爵
と
散
実
官
か
ら
封
爵
と
職
事
官
へ
と
変
化
し
た
。

こ
の
よ
う
な
特
権
の
集
中
は
、
官
僚
身
分
の
標
識
と
し
て
の
本
品
が
職
事
官
と
散
官
と
に
集
約

さ
れ
て
い
く
一
過
程
で
あ
り
、
開
元
年
間
ま
で
続
く
府
佐
・
国
官
制
度
の
骨
幹
は
武
徳
七
年
に

成
立
し
た
と
言
え
る
。
唐
創
業
期
に
は
上
位
の
散
実
官
が
多
数
存
在
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る

が
、
定
員
は
無
く
無
制
限
に
開
府
の
権
限
を
持
つ
者
の
増
え
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
彼
等
か
ら

辟
召
等
の
権
限
を
回
収
し
、
府
主
と
府
佐
と
の
つ
な
が
り
を
弱
め
、
ま
た
府
佐
や
国
官
を
職
事

官
の
官
品
に
よ
っ
て
規
定
す
れ
ば
、
職
事
官
に
は
定
員
が
あ
り
高
位
の
職
事
官
は
中
央
官
に
限

ら
れ
る
か
ら
、
任
命
措
置
を
通
し
て
府
の
設
置
を
抑
制
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

唐
は
国
内
平
定
後
の
中
央
集
権
化
の
一
環
と
し
て
開
府
制
度
を
改
編
し
た
が
、
そ
れ
こ
そ
勲
官

創
設
の
目
的
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。

し
か
し
、
勲
官
は
次
第
に
増
加
し
逆
に
そ
の
価
値
は
下
落
す
る
。
従
来
は
、
則
天
武
后
の
官
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爵
濫
授
に
よ
っ
て
勲
官
が
増
加
し
た
と
見
ら
れ
て
き
た
が
、
速
水
氏
は
太
宗
の
高
句
麗
親
征
を

契
機
に
従
軍
し
た
者
全
て
に
勲
官
を
与
え
る
仕
組
み
が
出
来
上
が
り
、
そ
の
た
め
に
勲
官
の
人

数
が
増
加
し
た
、
と
い
う
。
ま
た
、
高
宗
朝
（
六
四
九
―
六
八
三
）
に
勲
官
の
待
遇
悪
化
と
地

位
の
低
下
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
勲
官
の
価
値
の
低
さ
か
ら

勲
官
名
で
は
な
く
そ
の
前
に
取
得
し
た
旧
散
職
の
官
名
を
名
乗
る
者
が
出
現
し
、
そ
の
対
策
と

し
て
唐
建
国
時
の
散
職
・
散
実
官
と
勲
官
と
の
改
授
の
関
係
を
確
認
す
る
、
高
宗
の
咸
亨
五
年

詔
（
六
七
四
）
が
出
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
即
ち
、
太
宗
の
高
句
麗
親
征
に
始
ま
る

従
軍
者
へ
の
勲
官
授
与
の
慣
例
が
、
軍
功
に
拠
ら
な
い
兵
士
へ
の
大
量
受
勲
の
土
台
と
な
り
、

地
方
鎮
守
軍
の
兵
士
に
在
鎮
年
限
に
応
じ
て
勲
官
を
授
与
す
る
と
い
う
、
従
来
注
目
さ
れ
て
い

た
則
天
武
后
期
の
勲
官
増
加
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
唐
代
で
は
皇
帝
の
即
位
や
親
祭
に

附
随
し
て
古
爵
の
賜
与
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
勲
官
の
別
称
と
す
る
見
方
が
あ
る

の
で
、
唐
代
の
古
爵
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
一
等
級
し
か
な
い
古
爵
は
身
分
の
上
下
を
位
置
附

け
る
物
差
し
と
し
て
は
不
充
分
で
、
古
爵
を
勲
官
の
別
称
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
指
摘
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す
る
。

勲
官
は
功
績
を
「
転
」
と
い
う
基
準
に
換
算
し
、
転
を
重
ね
る
こ
と
で
昇
級
し
た
。
日
本
古

代
の
勲
位
制
度
に
も
転
の
制
度
は
継
承
さ
れ
、
唐
軍
防
令
は
日
本
軍
防
令
か
ら
復
原
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
唐
軍
防
令
に
つ
い
て
は
日
本
史
研
究
者
も
含
め
た
先
学
の
研
究
が
存
在
す
る
が
、

速
水
氏
は
『
唐
会
要
』
巻
八
一
に
未
利
用
の
関
連
記
事
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
そ
れ
を
用
い

て
唐
軍
防
令
第
一
七
條
及
び
第
一
九
條
を
復
原
し
、
そ
こ
か
ら
勲
官
の
独
自
性
の
拠
り
所
と
な

る
叙
勲
と
昇
進
と
の
規
定
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
勲
官
の
上
番
規
定
と
上
積
み
さ
れ
た

勲
級
を
親
族
に
回
す
迴
授
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
両
者
の
間
に
は
因
果
関
係
は
無

く
、
上
番
に
よ
る
勲
官
の
自
動
昇
進
構
造
が
存
在
し
た
と
い
う
従
来
の
見
解
が
成
り
立
た
な
い

こ
と
を
論
証
し
た
。
ま
た
、
日
本
の
養
老
軍
防
令
第
三
三
條
が
、
唐
軍
防
令
條
文
と
迴
授
を
定

め
た
唐
格
と
を
結
び
附
け
て
立
法
さ
れ
た
條
文
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
勲

の
迴
授
規
定
は
上
番
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
従
軍
兵
士
の
軍
功
に
よ
る
勲
官
獲
得
が
可
能

で
、
そ
れ
が
勲
官
増
加
の
原
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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勲
官
は
獲
得
事
由
に
よ
っ
て
待
遇
に
差
が
あ
り
、
軍
功
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
「
征
鎮
勲
」

は
そ
の
他
の
「
余
汎
勲
」
よ
り
も
優
遇
さ
れ
た
。
勲
官
は
上
番
し
な
い
場
合
に
は
資
課
と
い
う

代
納
銭
を
納
め
た
が
、
余
汎
勲
で
は
二
〜
五
品
が
六
百
文
、
六
〜
七
品
が
一
千
文
で
あ
る
の
に

対
し
、
征
鎮
勲
で
は
二
〜
三
品
が
四
百
文
で
あ
り
、
征
鎮
勲
の
資
課
は
三
品
ま
で
、
四
〜
五
品
、

六
品
以
下
と
い
う
唐
代
品
階
の
三
段
階
に
対
応
す
る
格
差
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
勲
官

の
納
資
増
額
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
開
元
一
九
年
（
七
三
一
）
二
月
乙
酉
詔
は
、
実
際
に
は
納

資
の
増
額
な
ど
勲
官
の
特
権
を
無
視
す
る
現
実
に
対
し
て
勲
官
保
護
の
た
め
に
発
布
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
従
来
は
、
勲
官
の
色
役
は
勲
官
受
領
者
に
白
丁
（
一
般
庶
民
）
と
同
様

の
負
担
を
課
す
こ
と
で
あ
り
、
濫
授
に
よ
っ
て
勲
官
の
地
位
は
低
下
し
て
白
丁
と
同
化
し
た
と

考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
資
課
額
に
お
い
て
は
勲
官
本
来
の
規
定
を
守
ろ
う
と
す
る
力
が
働
い
て

い
た
、
と
指
摘
す
る
。
最
後
に
白
丁
と
勲
官
と
の
税
役
上
の
負
担
の
相
違
を
検
討
し
、
白
丁
の

基
本
負
担
の
課
役
に
は
見
返
り
は
無
い
が
、
勲
官
の
基
本
任
務
は
上
番
勤
務
で
あ
り
、
勤
務
の

到
達
点
と
し
て
身
分
上
昇
試
験
が
用
意
さ
れ
、
簡
試
ま
で
の
上
番
期
間
や
簡
試
の
種
類
に
よ
っ
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て
勲
官
内
の
身
分
差
は
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
白
丁
は
従
軍
の
褒
賞
と
し
て
勲
官
を
得
、
勲
官

は
基
本
任
務
の
遂
行
に
よ
っ
て
散
官
を
得
る
。
さ
ら
に
、
散
官
か
ら
職
事
官
と
な
れ
ば
官
人
身

分
に
到
達
す
る
。
勲
官
は
白
丁
と
散
官
と
の
中
間
的
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ま
で
勲

官
崩
壊
期
と
考
え
ら
れ
て
き
た
玄
宗
期
で
も
、
制
度
上
は
勲
官
は
制
度
成
立
時
と
同
様
、
準
官

人
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
、
と
総
括
で
き
る
。

即
ち
、
唐
代
に
成
立
し
た
勲
官
は
準
官
人
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
勲
官
を
得
た
者
が
官
人

ま
で
昇
進
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
迴
授
や
蔭
に
よ
っ
て
子
孫
が
徐
々
に
官
人

身
分
に
近
づ
い
て
ゆ
く
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
一
般
民
か
ら
見
れ
ば
、
勲
官
は
官
人
へ
昇
格
す

る
た
め
の
第
一
歩
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
が
本
論
文
全
体
の
結
論
で
あ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

速
水
氏
の
本
論
文
は
、
唐
代
の
官
制
な
い
し
社
会
の
中
で
の
勲
官
の
全
体
像
を
属
官
制
（
府
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官
・
国
官
）
は
も
と
よ
り
、
身
分
制
・
税
役
制
な
ど
に
関
わ
ら
せ
て
究
明
す
る
も
の
で
、
そ
の

昇
進
・
負
担
・
待
遇
（
特
典
）
等
に
つ
い
て
、
研
究
史
を
丹
念
に
整
理
し
て
そ
の
不
備
を
指
摘

し
、
そ
の
上
で
唐
の
身
分
社
会
に
お
け
る
勲
官
の
役
割
を
実
証
的
に
論
じ
た
注
目
す
べ
き
研
究

で
あ
り
、
特
に
高
く
評
価
さ
れ
る
の
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

勲
官
は
軍
功
に
対
す
る
官
で
あ
る
の
で
、
武
官
の
官
品
の
高
さ
を
表
わ
す
武
散
官
と
共
通
す

る
側
面
を
持
つ
。
速
水
氏
は
勲
官
の
淵
源
と
し
て
唐
建
国
時
の
諸
勢
力
に
盛
ん
に
授
与
さ
れ
た

散
職
や
散
実
官
に
注
目
し
、
唐
の
官
制
が
文
武
の
職
事
官
中
心
に
整
備
さ
れ
る
過
程
で
、
こ
れ

ら
の
官
を
得
た
者
の
特
権
を
担
保
す
る
た
め
に
勲
官
が
創
出
さ
れ
た
、
と
す
る
。
ま
た
、
地
方

勢
力
の
軍
事
上
の
権
限
を
削
減
す
る
た
め
に
も
勲
官
の
設
定
は
有
效
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
そ

し
て
、
従
来
注
目
さ
れ
て
い
た
貞
観
一
一
年
（
六
三
七
）
に
お
け
る
勲
官
の
名
称
確
定
に
対
し

て
、
そ
れ
以
前
の
武
徳
七
年
令
も
勲
官
制
度
成
立
の
上
で
は
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
、
と

指
摘
す
る
。
即
ち
、
唐
代
の
勲
官
は
、
建
国
者
高
祖
李
淵
の
長
安
入
城
に
従
軍
し
た
者
へ
の
報

酬
と
し
て
隋
の
散
職
を
授
与
し
た
こ
と
に
淵
源
を
持
ち
、
そ
れ
が
武
徳
七
年
令
に
よ
っ
て
勲
官
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と
し
て
確
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
本
研
究
の
成
果
は
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
。次

に
、
唐
の
勲
官
は
次
第
に
濫
授
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
則
天
武
后
の
人
心
収
攬
策
で
あ

る
官
爵
授
与
に
よ
っ
て
勲
官
授
与
者
も
増
加
し
た
、
と
い
う
の
が
従
来
の
通
説
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
そ
の
前
に
第
二
代
太
宗
の
高
句
麗
親
征
に
始
ま
る
従
軍
者
へ
の
勲
官
授
与
の
慣
例

が
則
天
武
后
期
の
勲
官
増
加
に
繋
が
っ
た
、と
い
う
理
解
を
提
示
し
た
点
が
高
く
評
価
で
き
る
。

唐
太
宗
の
高
句
麗
遠
征
は
東
ア
ジ
ア
史
レ
ベ
ル
で
見
て
も
大
事
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
唐
代
の

勲
官
濫
授
の
端
緒
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
は
、
外
交
と
内
政
と
の
連
動
の
一
面
を
伝
え
て
い
て

興
味
深
い
。

ま
た
、
勲
官
は
警
備
に
上
番
し
な
い
場
合
に
は
資
課
と
い
う
代
納
銭
を
納
め
た
が
、
勲
官
の

資
課
額
が
庶
民
の
白
丁
の
資
課
額
と
同
額
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
及
び
玄
宗
期
の
差
科
簿
（
力

役
徴
収
簿
）
に
勲
官
保
有
者
が
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従
来
は
勲
官
は
早
く
か
ら
形
骸

化
し
て
、
白
丁
と
の
間
に
実
質
的
な
差
異
は
無
い
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
速
水
氏
は
、
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こ
れ
ま
で
勲
官
の
納
資
増
額
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
開
元
一
九
年
二
月
乙
酉
詔
に
つ
い
て
、
そ

の
一
部
で
は
な
く
全
体
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
そ
の
詔
が
勲
官
の
特
権
を
無
視
す

る
動
き
に
対
し
て
、
こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
に
発
布
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
そ
こ
か
ら
、

勲
官
の
基
本
負
担
の
上
番
勤
務
に
は
到
達
点
と
し
て
身
分
上
昇
試
験
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
建

前
上
は
散
官
か
ら
職
事
官
に
な
る
道
が
そ
の
先
に
開
か
れ
て
い
た
、と
い
う
理
解
を
導
き
出
す
。

つ
ま
り
、
白
丁
に
は
力
役
に
対
す
る
見
返
り
が
無
い
の
に
対
し
、
勲
官
に
は
散
官
選
考
の
査
定

資
格
が
与
え
ら
れ
る
等
の
見
返
り
が
保
証
さ
れ
、
勲
官
は
白
丁
と
散
官
と
の
中
間
的
存
在
の
準

官
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
は
一
般
に
勲
官
制
度
崩
壊
期
と
見
ら
れ
て
い
る
玄
宗
期
で
も
一
貫
し

て
い
る
、
と
い
う
。
以
上
の
諸
点
が
、
今
後
の
学
界
で
議
論
を
呼
ぶ
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い

と
思
わ
れ
る
。

本
論
文
は
、
既
存
お
よ
び
新
出
の
史
料
の
丁
寧
な
読
解
、
そ
れ
に
日
中
の
先
行
研
究
の
詳
細

な
再
吟
味
や
批
判
に
よ
り
、
勲
官
の
実
態
を
あ
ら
た
め
て
浮
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
勲
官
の
転
の
数
と
階
級
、
あ
る
い
は
勲
官
の
昇
進
、
降
除
に
つ
い
て
、
日
本
軍
防
令
の
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研
究
史
に
も
目
配
り
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
。
史
料
の
詳
細
な
解
析
、
複
数
史
料
（
記
事
）
の

整
合
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
、
註
も
充
実
し
て
い
る
。
例
え
ば
、『
大
唐
創
業
起
居
注
』
な
ど
、

従
来
は
こ
の
よ
う
な
論
証
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
既
存
の
史
料
や
、
あ
る
い
は
最
近
次
々
と
紹

介
さ
れ
る
墓
誌
、
さ
ら
に
は
唐
令
の
史
料
と
し
て
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
北
宋
の
天
聖
令
も
積

極
的
に
利
用
し
、
確
実
な
基
礎
の
上
に
論
証
を
展
開
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。

纏
め
で
各
章
の
論
点
を
要
約
し
て
い
る
が
、
勲
官
と
は
何
か
と
い
う
全
体
像
の
骨
子
を
、
玄

宗
期
以
後
も
含
め
た
唐
代
史
全
体
に
関
わ
る
形
で
提
示
し
て
欲
し
い
し
、
勲
官
の
現
実
的
な
特

権
が
低
下
す
る
一
方
で
、
制
度
上
は
そ
れ
が
維
持
さ
れ
続
け
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
積

極
的
な
発
言
が
欲
し
か
っ
た
。
古
爵
賜
与
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
録
が
な
ぜ
唐
代
で
も
複
数
回

現
れ
る
の
か
、
ほ
と
ん
ど
社
会
的
な
意
味
が
無
い
と
す
れ
ば
な
ぜ
唐
で
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
の

理
由
に
つ
い
て
は
更
な
る
探
求
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
、
勲
官
の
実
態
の
考
察
と
令
や
格
の
よ
う

な
制
度
面
の
考
察
と
が
、
交
互
に
現
れ
る
論
文
の
構
成
で
は
全
体
の
意
図
が
辿
り
に
く
い
。
編

別
構
成
に
つ
い
て
も
一
工
夫
し
て
欲
し
か
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
不
満
足
な
部
分
も
散
見
す
る
。
し
か
し
、
庶
民
と
官
僚
と
の
間
に
租
税
負
担

の
有
無
を
始
め
と
す
る
種
々
の
身
分
差
が
存
在
す
る
唐
代
に
あ
っ
て
、
勲
官
が
そ
の
間
を
繋
ぐ

働
き
を
し
て
い
た
、
と
い
う
速
水
氏
の
論
証
は
、
勲
官
の
特
殊
な
在
り
方
に
光
を
当
て
た
貴
重

な
成
果
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
。
唐
末
に
は
魏
晉
以
来
の
貴
族
制
度
が
消
滅
し
、
宋
代
に
な

る
と
皇
帝
と
平
民
と
が
直
接
向
き
合
う
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
の
が
内
藤
湖
南
以
来
の
唐
宋
変

革
論
の
定
説
で
あ
る
が
、
速
水
氏
の
見
解
を
こ
の
観
点
か
ら
吟
味
す
る
の
も
有
意
義
な
こ
と
で

あ
ろ
う
。
以
上
の
如
く
本
論
文
は
、
唐
代
の
勲
官
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
も
、
官
制
の
中
に
お

け
る
そ
の
位
置
付
け
を
他
の
関
連
す
る
官
職
や
そ
の
他
の
制
度
、
さ
ら
に
現
実
の
国
際
関
係
や

軍
事
動
向
の
変
化
ま
で
視
野
に
入
れ
て
考
察
し
て
お
り
今
後
の
進
捗
が
期
待
で
き
る
。

以
上
の
審
査
結
果
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
本
論
文
の
提
出
者
速
水
大
は
、
博
士
（
歴
史
学
）
の

学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
。
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