
し
、
更
に
そ
の
規
定
が
二
十
等
爵
制
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ

る
。
著
者
の
の
ベ
る
如
く
獲
の
造
営
に
つ
い
て
身
分
的
規
定
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
面
に
み
ら
れ
る
身
分
的
規
定
を
統
合

し
、
且
つ
そ
れ
が
現
寅
祉
禽
の
い
か
な
る
身
分
的
序
列
、
す
な
わ
ち
鶴
間
氏
の

い
う
よ
う
な
二
十
等
爵
制
に
削
割
腹
す
る
も
の
か
ど
う
が
に
つ
い
て
も
、
も
う
少

し
く
わ
し
い
著
者
の
見
解
を
聞
き
た
く
思
う
。

墓
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
世
の
地
上
に
つ
く
ら
れ
る
が
、
そ
こ
は
寅
は
現
世

か
ら
へ
だ
て
ら
れ
た
冥
界
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
陵
墓
と
現
世
の
我
々

と
が
い
か
な
る
か
か
わ
り
方
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
陵
疲
制
度
で
あ
る
と

思
わ
れ
、
そ
の
制
度
は
我
々
の
側
の
後
化
、
す
な
わ
ち
祉
曾
製
革
や
政
局
の

受
動
に
結
び
つ
い
て
獲
る
が
、
特
に
皇
帝
の
陵
墓
の
場
合
は
、
す
で
に
残
し
た

皇
帝
と
言
え
ど
も
、
現
世
の
皇
帝
権
威
を
裏
附
け
る
も
の
で
あ
る
黙
か
ら
、
特

に
重
視
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
墓
が
現
賓
の
身
分
を
こ
え
て
つ
く
ら
れ
る
こ
と

は
、
皇
帝
を
頂
貼
に
す
る
政
治
・
枇
曾
構
造
の
破
媛
に
つ
な
が
る
の
で
、
律
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
寅
に
は
律
を
こ
え
る
こ
と
が
度
々

あ
り
、
律
と
麓
俗
の
関
に
お
け
る
む
つ
か
し
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
以
上
の

問
題
に
つ
い
て
通
史
を
の
べ
た
こ
の
書
は
今
後
の
研
究
に
盆
す
る
こ
と
は
大
き

い
。
ま
た
中
園
の
陵
疲
制
度
を
中
心
と
す
る
皇
帝
陵
な
い
し
は
墳
丘
墓
の
起
源

と
努
遷
は
、
我
が
園
古
代
の
陵
墓
制
を
考
え
て
い
く
上
で
も
大
き
く
参
考
と
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
紹
介
と
書
-
評
は
、
ご
く
一
部
の
時
代
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
者
の
手

に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
誤
解
・
曲
解
な
ど
が
あ
っ
て
著
者
に
非
躍
を
つ
く

し
た
こ
と
を
御
寛
恕
ね
が
い
た
い
。
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一
九
八
一
年
一
一
月
東
京

畢
生
社

A
5
版

六

一

頁

程
千
帆
著

唐
代
進
士
行
巻
興
支
顎

村

上

哲

見

B
6
版
、
と
い
う
と
比
較
的
小
型
の
、
し
か
も
九
十
頁
の
小
冊
で
あ
る
が
、J

内
容
は
豊
か
で
議
み
ご
た
え
が
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
本
書
が
大
小
八
十

徐
種
の
文
献
、

三
十
徐
種
の
近
人
の
著
者
論
文
を
渉
磁
し
て
得
た
豊
富
な
材
料

を
基
礎
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。

表
題
の

「行
巻
」
と
は
、
著
者
の
定
義
に
よ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

。
行
各
と
い
う
の
は
、
科
血
争
の
受
験
者
が
自
ら
の
文
皐
作
品
を
編
集
し
て
巻

軸
に
仕
立
て
、
試
験
に
先
だ
っ
て
そ
の
時
の
祉
曾
的
、
政
治
的
、
ま
た
文
壇

に
お
け
る
有
力
者
に
贈
呈
し
、
試
験
官
す
な
わ
ち
試
験
を
主
宰
す
る
腫
部
侍

郎
に
射
し
て
推
薦
す
る
こ
と
を
彼
等
に
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
及
第

の
希
望
を
増
大
す
る
ひ
と
つ
の
手
段
で
あ
る
0

9

(

3

頁
)

そ
し
て
こ
の
風
習
を
著
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

多
唐
代
文
閉
円
干
の
端
技
展
に
削
到
し
て
積
極
的
な
促
進
作
用
を
起
し
た
の
は
、
進
土

科
事
制
度
そ
れ
自
鐙
で
は
な
く
て
、
そ
の
制
度
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
行
各

と
い
う
こ
の
風
習
で
あ
る
ノ

(
2
頁〉

こ
の
小
冊
は
右
の
よ
う
な
見
解
の
も
と
に
、
唐
代
に
お
け
る
「
行
巻
」
な
る

風
習
の
質
態
と
、
そ
の
文
皐
に
制
到
す
る
影
響
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

右
の
見
解
の
う
ち
、
「
進
士
科
盛
制
度
そ
れ
自
燈
で
は
な
く
て
云
云
」

と
い

う
の
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
必
ず
し
も
賛
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
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風
習
が
唐
代
文
皐
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
る
徐
地
は

円
日
剛
註
》

あ
る
ま
い
。
そ
し
て
科
患
に
闘
す
る
著
述
は
従
来
決
し
て
少
な
く
は
な
い
が
、

「
行
巻
」
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
据
え
て
文
拳
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
は
皆

無
と
い
っ
て
よ
く
、
従
っ
て
木
書
の
出
現
の
意
義
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。本

書
の
構
成
は
失
の
九
分
節
か
ら
成
っ
て
い
る
。

て
問
題
提
起

二
、
行
径
の
風
の
由
来

三
、
行
各
の
風
の
具
閤
的
内
容

四
、
受
験
者
と
有
力
者
の
行
巻
に
封
す
る
態
度
、
及
び
そ
の
文
皐
の
設
展
と

の
関
係

五
、
前
人
の
唐
代
文
皐
と
進
士
科
翠
と
の
関
係
を
論
じ
た
諸
説
の
得
失

六
、
行
巻
の
唐
代
詩
歌
の
設
展
に
射
す
る
影
響

七
、
行
巻
が
唐
代
の
古
文
を
推
進
す
る
運
動
に
射
し
て
起
し
た
作
用

八
、
行
巻
の
風
習
の
盛
行
と
唐
代
侮
奇
小
説
の
勃
興

九
、
結
論
と
徐
論

以
下
右
の
各
分
節
ご
と
に
内
容
の
概
略
を
紹
介
し
つ
つ
、
批
評
も
し
く
は
感

想
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
節
の
趣
旨
は
は
じ
め
に
述
べ
た
所
と
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
く
り
返
さ
な

い
。
第
二
節
で
は
こ
の
風
習
の
由
来
と
し
て
、
ま
ず
唐
代
の
貢
摩
で
は

「不
糊

名
」
つ
ま
り
閥
巻
の
際
に
受
験
者
の
名
前
を
伏
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
翠
げ
る
。

唐
代
で
は
試
験
官
は
試
巻
の
で
き
ば
え
だ
け
で
な
く
、
そ
の
卒
生
の
作
品
や
評

判
な
ど
を
も
考
慮
し
て
及
落
を
き
め
た
。
行
各
の
風
が
唐
に
お
い
て
の
み
盛
ん

で
、
宋
以
後
す
た
れ
て
し
ま
う
の
は
、
基
本
的
に
は
ま
ず
こ
の
糊
名
の
制
の
有

無
に
よ
る
こ
と
、
自
明
の
理
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
更
に
そ
れ
が
盛
行
し
た
理
由

と
し
て
、
こ
の
風
習
が
貢
牽
の
諸
科
の
中
で
最
も
有
利
な
進
士
科
と
緊
密
に
結

び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
進
士
科
は
文
僻
の
優
劣
を
及
落
の
基
準
と

し
た
こ
と
を
摩
げ
る
。

こ
れ
ら
も
ほ
と
ん
ど
議
論
の
徐
地
は
あ
る
ま
い
。

こ
の

章
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
源
生
的
に
述
べ
ら
れ
た
部
分
で
は
あ
る
が
、

「
省
各

(
公
巻
〉
」
と
「
行
各
」
と
を
明
確
に
区
別
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た

部
分
で
あ
る
。
著
者
は
次
の
よ
う
に
説
く
、

。
進
士
は
理
部
で
試
験
を
受
け
る
前
に
、

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
有
力
者
に

行
巻
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ほ
か
に
、
試
験
官
に
省
単
位
を
納
め
ね
ば
な
ら
な

い

(
省
各
と
稽
す
る
の
は
、
山
間
書
省
に
属
す
る
官
府
l
躍
部
に
納
め
る
か
ら

で
あ
り
、
公
巻
と
も
穣
す
る
の
は
、
行
巻
が
私
人
に
封
し
て
献
ず
る
も
の
で

あ
る
の
に
射
し
て
い
う
の
で
あ
る
〉
。
こ
の
雨
者
は
内
容
は
同
じ
で
あ
り
得

る
け
れ
ど
も
、
封
象
が
違
う
J

(

8

頁〉

奮
来
の
文
献
に
は
、
本
書
に
も
引
く
「
雲
麓
漫
抄
」
な
ど
の
よ
う
に

(
7

頁
)
、
宋
代
か
ら
す
で
に
商
者
を
区
別
な
く
用
い
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
や
は

り
こ
う
い
う
特
別
な
用
語
は
、
典
型
的
な
場
合
を
標
準
と
し
て
概
念
規
定
を
明

ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
こ
の
場
合
も
た
し
か
に
右
の
よ
う
に
区
別
し

て
お
く
方
が
よ
い
と
思
う
。

第
三
、
四
節
は
唐
代
に
お
け
る
行
単
位
の
寅
態
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
摘
き

出
し
た
も
の
で
、
本
書
の
最
も
興
味
深
い
部
分
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
第
一一一
節

で
は
行
径
の
内
容
、
稽
揚
さ
れ
た
例
、
退
け
ら
れ
た
例
な
ど
を
は
じ
め
、
各
執

が
ど
の
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
る
か
、
行
各
の
際
に
は
ど
の
よ
う
な
服
装
を
す
べ

き
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
第
四
節
で
は
そ
れ
が
ど
の
よ

う
に
献
上
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
態
制
刻
さ
れ
た
か
が
更
に
具
健
的
に
示
さ
れ
る
。

科
患
に
関
す
る
話
に
は
、
往
々
に
し
て
徐
談
め
い
た
部
分
の
方
が
お
も
し
ろ
い

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
行
巻
を
受
け
た
有
力
者
は
持
参
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し
た
若
者
に
封
し
経
済
的
援
助
す
な
わ
ち
寄
留
さ
せ
た
り
、
金
銭
を
輿
え
た
り

す
る
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
例
詮
す
る
の
に
附
随
し
て
、
つ
い
に
は
そ
れ
に
あ

ど
る
ぼ
う

こ
じ
舎

り
つ
く
た
め
に
他
人
の
作
品
を
失
敬
し
て
持
参
す
る
「
文
倫
」、
「
文
写
」
が
現

わ
れ
、
更
に
献
上
す
る
相
手
の
若
い
頃
の
作
品
を
、
そ
れ
と
知
ら
ず
に
持
ち
こ

ん
だ
話
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る
。

第
五
節
は
唐
代
文
皐
と
科
翠
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
奮
来
の
設
が
と
か
く
行

巻
の
風
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
の
批
剣
。
ま
ず
殿
弱
「
治
浪
詩
話
」
が

「唐
は
詩

を
以
て
土
を
取
る
。
:
・
・
我
が
朝
の
詩
の
及
ば
ざ
る
所
以
な
り
」
と
述
べ
て
い

る
の
に
封
し
、
王
世
貞
「
護
苑
尼
言
」
、
楊
慎
「升
奄
詩
話
」
な
ど
は
こ
れ
を
否

定
し
た
と
い
う
意
見
の
樹
立
を
採
り
上
げ
る
。
そ
し
て
王
世
貞
等
が
省
試
の
詩

に
優
れ
た
作
品
は
な
い
と
い
う
の
は
正
し
い
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を

理
由
に

「治
浪
詩
話
」
の
設
を
否
定
す
る
の
は
誤
ま
り
だ
と
い
う
。

|
|
省
試
に
お
け

る
詩
は
、
形
式
、
テ
!
?
、
韻
、
時
聞
な
ど
の
す
べ
て
に
制
約
が
あ
り
、
佳
作

が
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
有
名
な
銭
起
の
「
湘
短
鼓
葱
」
詩
に
し
て
も
、
王
世

貞
は
「
億
に
一
を
得
ず
」
と
ま
で
評
し
た
が
、
唐
詩
の
中
で
特
に
傑
作
と
は
い

え
ず
、
あ
く
ま
で
も
試
場
に
お
け
る
詩
と
し
て
は
飛
び
ぬ
け
て
い
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
試
場
の
詩
は
形
式
的
な
も
の
で
、
受
験
者
た
ち
が
員
剣
に
取
り
組

ん
だ
の
は
行
巻
の
方
で
あ
っ
た
。
試
験
官
も
そ
ち
ら
の
方
を
重
視
し
た
と
思
わ

れ
、
試
験
貧
施
以
前
に
及
落
や
順
位
が
定
っ
て
い
た
と
い
う
話
は
い
く
ら
も
あ

る
。
従
っ
て
「
詩
を
以
て
土
を
取
る
」
の
「
詩
」
は
、
省
試
に
お
け
る
詩
で
は

な
く
、
行
巻
に
お
け
る
詩
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
や
は
り
そ
れ
は
唐

詩
が
優
れ
て
い
る
こ
と
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
、
|
|
こ
の
節
の
趣
旨
は
ほ
ぼ

こ
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
透
り
の
論
理
は
些
か
承
服
し
か
ね
る
所
が
あ
る
。

省
試
の
詩
と
行
巻
の
詩
と
を
比
較
し
て
、
前
者
に
は
佳
作
が
乏
し
い
か
ら
唐

詩
の
隆
盛
と
は
関
係
が
な
く
、
後
者
の
み
が
重
要
だ
と
す
る
の
は
如
何
で
あ
ろ

う
か
。
こ
う
し
た
影
響
関
係
と
い
う
も
の
は
、
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
お
け
る

作
品
の
優
劣
を
比
較
し
て
き
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
考
試
に
お
い
て

詩
が
重
要
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
義
は
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
作
品
が
生
ま

れ
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
を
目
指
し
て
知
識
人
た
ち
が
こ
ぞ

っ
て
詩
の
修
練
に
励
ん
だ
と
い
う
事
賓
の
方
を
む
し
ろ
重
視
す
べ
き
で
、
行
巻

の
詩
に
佳
作
が
少
な
く
な
い
と
い
う
の
も
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま

い
。
つ
ま
り
省
試
の
詩
と
行
巻
の
詩
と
は
、
ど
ち
ら
が
唐
詩
の
隆
盛
と
関
係
が

あ
っ
た
か
な
か

っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
二
者
揮

一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

ら
を
綜
合
し
た
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う。

た
だ
し
こ

の
節
に
お
い
て
も
、
議
論
は
と
も
か
く
と
し
て
奉
げ
ら
れ
た
資
料
に
は
興
味
深

い
も
の
が
少
な
く
な
い
。

第
六
、
七
、
八
の
三
節
は
、
行
巻
と
唐
代
文
皐
と
の
関
係
を
ジ
ャ

ン
ル
別
に

一
段
と
具
種
的
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
人
の
さ
ま

ざ
ま
な
唐
代
文
皐
研
究
の
中
で
、
も
し
く
は
科
皐
制
度
の
研
究
の
中
で
、
い
ろ

い
ろ
に
採
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
行
巻
の
方
を
中
心
に
し
て
こ
の
よ
う
に

ま
と
め
た
も
の
は
、
お
そ
ら
く
や
は
り
例
が
な
い
と
思
う
。

た
だ
し
第
六
節
は
、
王
安
石
の

「
唐
百
家
詩
選
」
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
、
ほ

と
ん
ど
他
に
及
ん
で
い
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
王
安
石
に
抄
潟

を
命
じ
ら
れ
た
小
吏
が
い
い
か
げ
ん
な
作
業
を
し
た
た
め
に
、
王
安
石
自
身
の

還
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
問
だ
と
す
る
有
名
な
逸
話
が
あ
り

〈「部
氏
関
見
後

録
」
な
ど
)
、
ま
た
「
郡
部
川
護
書
志
」
は
宋
敏
求
編
と
し
て
い
る
な
ど
窟
由来
議
論

が
多
い
が
、

余
嘉
錫
の
「
四
庫
提
要
地
併
設
」
に
至
っ
て
、
宋
敏
求
か
ら
借
り
た

百
徐
種
の
唐
人
詩
集
か
ら
王
安
石
自
身
が
選
ん
だ
も
の
に
違
い
な
い
こ
と
が
論

設
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
そ
の
経
緯
を
紹
介
し
た
上
で
、
原
資
料
の
百
徐
種
の

中
に
は
唐
人
の
行
各
そ
の
も
の
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
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推
論
す
る
。
そ
の
問
題
自
堕
は
私
な
ど
に
は
か
な
り
興
味
深
く
、
ま
た
充
分
に

考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
納
得
さ
せ
ら
れ
も
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
こ

の
節
の
大
部
分
を
費
や
し
て
い
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
あ
と
は

一ペ

ー
ジ

ほ
ど
の
中
で
、
誰
が
ど
の
詩
を
行
巻
中
に
用
い
た
か
が
わ
か
る
例
を
い
く
つ
か

列
寧
す
る
に
と
ど
ま
り
、
内
容
的
な
分
析
な
ど
に
一
切
及
ん
で
い
な
い
の
は
、

構
成
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
黙
で
些
か
疑
問
を
感
ず
る
。

第
七
節
で
は
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
斡
愈
を
中
心
に
据
え
て
論
じ
ら
れ
る
。
ま

ず
韓
愈
が
多
く
の
門
人
を
指
導
し
て
古
文
を
康
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
陳
寅

俗
、
黄
雲
一
、
眉
、
郭
紹
虞
な
ど
の
論
を
紹
介
し
た
上
で
、
韓
愈
た
ち
の
成
功
は
、

行
巻
の
風
を
利
用
し
、
更
に
「
策
略
」
を
用
い
た
か
ら
だ
と
す
る
。
す
な
わ

ち
、
韓
愈
が
築
達
し
て
の
ち
後
進
の
土
の
推
察
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
等
古
文
家
は
師
弟
関
係
を
利
用
し
て
古
文
を
宣
俸
し、

停
授
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
行
各
の
風
と
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
は
彼
等
の

多
く
の
書
簡
に
よ
っ
て
詮
さ
れ
る
。
更
に
彼
等
は
ひ
た
す
ら
に
古
文
ば
か
り
を

押
し
つ
け
た
の
で
は
な
い
。

。
韓
愈
お
よ
び
そ
の
他
の
古
文
家
は
、
ま
さ
し
く
時
文
を
以
て
試
に
感
じ
、

古
文
を
以
て
行
容
を
す
る
と
い
う
「
隻
管
斉
下
」
〈
二
本
の
筆
で
同
時
に
別

の
登
を
描
く
)
の
方
式
で
進
士
及
第
を
獲
得
し
た
の
で
あ
り
、
彼
等
の
後
輩

た
ち
も
、
そ
の
激
働
や
指
導
の
も
と
に
や
は
り
そ
の
よ
う
に
し
た
J

(町
内

頁

)

従
っ
て
従
来
の
論
者
が
、
時
文
H
態
翠
の
た
め
の
文
値
が
古
文
家
の
闘
争
の

劉
象
で
あ
っ
た
と
の
み
強
調
す
る
の
は
正
し
く
な
い
、
そ
れ
で
は
科
奉
に
感
じ

ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
運
動
は
決
し
て
成
功
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、

つ
ま

り
科
翠
に
及
第
し
て
栄
達
す
る
こ
と
を
無
視
し
て
は
彼
等
の
成
功
は
あ
り
得
な

か
っ
た
、
古
文
運
動
は
そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
、
こ
れ
は

興
味
深
い
着
阪
で
あ
る
。

た
し
か
に
唐
代
の
科
患
で
は
賦
も
策
も
耕
僅
が
普
通
で
、
試
験
を
受
け
る
た

め
に
は
そ
の
修
練
も
必
要
で
あ
る
。
更
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
官
途
を
志
す

以
上
は
古
文
家
も
ま
た
勝
文
の
修
練
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
貼
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
貢
患
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
官
途
に
就
い
て
の
ち
、

殊
に
官
僚
の
花

形
と
も
い
う
べ
き
翰
林
拳
土
や
知
制
-諾
と
な
っ

て
活
躍
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ

れ
が
必
須
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
(
元
棋
等
が
一
時
新
慢
の
制

詰
を
書
い
た
が
決
し
て
一
般
化
せ
ず
、
宋
代
に
な
っ
て
も
制
詰
の
類
は
餅
鐙
で

書
か
れ
る
の
の
が
普
通
で
あ
る
〉
。
韓
愈
自
身
も
元
和
九
年
十
二
月
か
ら
十
一

年
正
月
ま
で
考
功
郎
中
知
制
詰
の
職
に
在
り
、
餅
文
の
腕
を
ふ
る

っ
た
に
違
い

な
い
の
で
あ
る

(
た
だ
し
そ
の
例
は
一

篇
だ
け
し
か
停
わ
ら
な
い
。
「
除
雀
群

戸
部
侍
郎
制
」
、
奮
註
に
云
う
「
公
倫
詰
を
掌
る
こ
と
一
年
、
唯
だ
外
集
に
此

の
制
一
首
有
る
の
み
、
則
ち
其
の
文
に
遺
逸
せ
る
も
の
多
し
。
」
)
。

第
八
節
、
停
奇
小
説
が
行
容
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
つ
と
に
「
雲
麓
漫
妙」

の
し
る
す
所
で、

そ
こ
に
は
そ
の
所
以
と
し
て
、

φ

蓋
し
此
等
の
文
(
俸
奇
文
)
は
衆
佳
を
粂
ね
、
以
て
史
才
、

詩
筆
、
議
論

し
め

を
見
す
可
し
o
e

と
い
う
。

更
に
魯
迅
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

。
・
:
こ
の
詩
文
を
「
行
各
」
と
呼
ぶ
。

詩
文
が
む
や
み
に
多
く
な
る
と、

人
は
見
ょ
う
と
も
し
な
い
の
で
、
あ
る
者
は
俸
奇
文
を
用
い
て
耳
目
を

一
新

し
、
特
別
の
数
果
を
得
ょ
う
と
は
か
る
J

つ
六
朝
小
説
と
唐
代
停
奇
文
と

は
ど
の
よ
う
な
匡
別
が
あ
る
か
。
「
且
介
亭
雑
文
二
集
」
)

著
者
は
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
行
各
に
お
い
て
俸
奇
文
が
流
行
し
た
理
由
を

更
に
考
究
す
る
。
|
|
「
雲
麓
漫
紗
」
に
い
う
史
才
、
詩
筆
、
議
論
は
、
今
援

に
い
え
ば
叙
事
、
行
情
、
読
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
般
的
に
文
皐
創
作
の
内
容

の
主
要
な
三
つ
の
面
と
い
え
る
。
試
験
で
は
詩
賦
で
持
情
の
能
力
を
、
策
で
設
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理
の
能
力
を
示
し
得
る
が
、
銀
事
だ
け
は
そ
の
場
が
な
い
。
俸
奇
小
説
は
ち
ょ

う
ど
こ
の
能
力
を
褒
揮
す
る
の
に
ぴ
っ
た
り
だ
し
、
更
に
持
情
、
設
理
を
も
有

機
的
に
綜
合
し
て
多
方
面
の
才
能
を
一

篇
の
中
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
ー
ー

蛍
時
の
人
々
が
ど
れ
だ
け
自
受
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に

解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

後
半
は
牛
僧
濡
「
玄
怪
録
」
、
李
復
言
「
績
玄
怪
録
」
、
袈
釧
「
停
奇
」
の
=
一

種
の
俸
奇
集
が
、
行
各
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
論
ず
る
。
こ
こ

で
も
さ
き
の
「
唐
百
家
詩
選
」
の
場
合
と
同
様
に
、
個
別
的
考
査
に
と
ら
わ
れ

す
ぎ
て
、
包
括
的
に
把
揮
す
る
視
野
が
乏
し
い
よ
う
に
感
ず
る
。
個
々
の
作
品

が
行
各
に
用
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
無
視
し
て
よ
い
と
い
う
の
で

は
な
い
が
、
例
え
ば
停
奇
と
い
う
「
様
式
」
と
行
巻
の
風
と
の
関
係
、
と
い
う

よ
う
な
観
熱
が
あ
れ
ば
、
更
に
多
角
的
な
立
論
が
可
能
だ
っ
た
で
あ
ろ
う。

結
び
の
第
九
節
で
は
、
進
士
科
の
試
験
は
文
僻
の
優
劣
を
以
て
及
落
を
決
定

し
た
の
で
、
山
富
然
文
皐
に
制
到
し
て
「
作
用
」
を
及
ぼ
し
た
が
、
そ
の
作
用
に
は

二
種
あ
っ
て
、
正
式
の
試
験
の
内
容
に
つ
い
て
む
し
ろ
退
歩
を
促
す
作
用
(
促

退
作
用
〉
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
文
皐
様
式
に
「
促
進
作

用
」
を
起
し
た
の
は
行
巻
の
方
で
あ
る
、
と
の
設
を
ふ
た
た
び
結
論
と
し
て
掲

げ
る
。
こ
の
考
え
方
に
封
す
る
批
列
、
も
っ
と
綜
合
的
な
観
貼
が
必
要
で
は
な

い
か
と
い
う
意
見
は
さ
き
に
第
五
節
の
所
で
述
べ
た
の
で
く
り
返
さ
な
い
。
品
陣

論
と
い
う
の
は
、
宋
以
後
は
糊
名
勝
録
の
制
が
確
立
し
て
行
巻
の
風
は
衰
え
た

こ
と
、
後
世
清
朝
に
至
る
ま
で
、
目
上
の
人
に
作
品
を
届
け
て
見
て
も
ら
う
こ

と
を
「
行
巻
」
と
稽
す
る
例
が
時
折
り
み
ら
れ
る
が
、
「
名
存
貧
亡
」
、
唐
代
に

お
け
る
と
貧
質
は
全
く
異
な
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
る。
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以
上
、
本
書
の
内
容
を
分
節
ご
と
に
紹
介
し
、
卑
見
を
加
え
て
来
た
が
、
線

じ
て
い
え
ば
、
右
の
結
論
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
議
論
に
わ
た
る
部

分
は
往
々
に
し
て
承
服
し
難
い
所
が
あ
り
は
す
る
も
の
の
、
本
書
の
魅
力
は
何

と
い
っ
て
も
博
羅
授
求
の
結
果
と
し
て
抽
出
整
理
さ
れ
た
豊
富
な
資
料
の
重
み

に
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
献
に
つ
い
て
い
え
ば
、
概
ね
は
よ
く
知
ら

れ
た
類
書
、
筆
記
、
別
集
な
ど
で
、
決
し
て
珍
貴
と
い
え
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
む
し
ろ
一
九
四

O
、
五

0
年
代
の
雑
誌
論
文
を
し
ば
し

ば
紹
介
し
て
い
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
は
珍
ら
し
く
う
つ
る
く
ら
い
で
あ

る
が
、
確
か
な
問
題
意
識
が
あ
っ
て
丹
念
に
捜
求
す
れ
ば
、
別
に
珍
貴
な
資
料

に
よ
り
か
か
ら
な
く
と
も
有
意
義
な
立
論
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
本
書
は
科
暴
制
度
そ
の
も
の
を
封
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ

れ
に
封
す
る
深
い
理
解
が
根
底
に
あ
る
こ
と
を
感
ず
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も

な
い
こ
と
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
貧
朕
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う

の
は
、
科
寧
の
制
度
は
極
め
て
複
雑
な
た
め
に
、
中
外
の
皐
者
が
意
外
に
基
本

的
な
所
で
誤
解
|
|
決
し
て
設
が
分
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
く、

明
確

な
誤
解
を
し
て
い
る
例
を
し
ば
し
ば
見
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
わ
り

に
最
近
の
こ
と
だ
が
、
階
唐
史
の
尊
家
が、

吏
部
試
の
こ
と
を
省
試
と
い
う
と

述
べ
て
い
る
の
を
讃
ん
で
驚
か
さ
れ
た
。
特
に
原
文
を
そ
の
ま
ま
録
し
て
お

J
1
。4

唐
朝
考
中
了
進
士
以
後
、
不
是
立
刻
就
可
以
得
到
官
職
、
還
須
再
過
吏
部

的
考
試
、
這
叫
倣
省
試
、
考
取
省
試
後
、
就
可
以
授
予
官
職
了
。
:
:
・
如
韓

愈
考
取
了
進
士
後
、
三
次
参
加
省
試
都
未
考
中
、

:
:
:
J
(韓
園
磐
「
陪
唐

五
代
史
論
集
」
、

一
九
七
九
年
、
三
聯
書
庖
)

ま
た
朱
東
潤
氏
の
「
陵
滋
停
」
(
一
九
六

O
年
初
版
、
一
九
七
九
年
新
版
)

は
戦
後
に
出
た
簿
記
の
著
述
と
し
て
優
れ
た
も
の
に
数
え
て
よ
い
と
思
う
が
、

残
念
な
こ
と
に
、
陸
湯
が
科
血
争
に
瑳
鉄
し
た
所
の
叙
述
は
完
全
に
開
違
っ
て
い
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る
。
す
な
わ
ち
、
紹
興
二
十
三
年
の
「
省
試
」

で
秦
槍
の
孫
、
秦
場
を
さ
し
お

い
て
首
席
を
占
め
た
た
め
に
檎
の
怒
り
を
買
い
、
翌
二
十
四
年
の

「殿
試
」
で

落
第
さ
せ
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
紹
興
二
十
三
年
に
省
試
が
究
施
さ
れ
た

と
い
う
事
貨
は
な
い
し
、
殿
試
が
省
試
の
翌
年
に
な
っ
た
り
、
ま
た
殿
試
で
落

第
し
た
り
す
る
こ
と
は
、

嘗
時
の
制
度
上
あ
り
得
な
い
。

陸
滋
は
紹
興
二
十
三

年
の
鎖
廊
試
に
お
い
て
首
席
を
占
め
、
翌
二
十
四
年
の
省
試
に
落
第
し
た
の
で

あ
り
、
こ
の
二
十
四
年
の
省
試
の
首
席
(
省
元
)
が
秦
墳
、
同
年
の
殿
試
の
首
席

〈
朕
元
)
は
張
孝
群
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は

「建
炎
以
来
繋
年
要
録
」、
「宋
史

〈
陸
湯
博
、
秦
槍
俸
)
」
、
「
文
献
通
考
(
宋
登
科
記
徳
目
ど
な
ど
に
記
載
が
あ

る
。
邦
人
の
著
述
に
も
朱
氏
と
同
様
に
述
べ
る
も
の
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
誤

ま
り
を
そ
の
ま
ま
襲
っ
た
の
で
あ
ろ
う

(一

海
知
義
「
陸
湯
」
、
前
野
直
彬
「陸

湯
」
)
。
書
評
の
本
筋
か
ら
些
か
逸
脱
し
た
か
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、

科
翠
制
度

の
正
確
な
理
解
が
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
事
の
つ
い
で
に
例
を
傘

げ
た
ま
で
で
あ
る
。

次
に
更
に
些
細
な
こ
と
を
ひ
と
つ
、
本
書
四
頁
の
註
に
「
世
読
新
語
・

文
拳

篇
」
に
み
え
る
鍾
曾
が
替
康
に
著
述
を
投
じ
た
話
を
引
き
、
「
便
面
急
走
」

の

四
字
は
他
の
テ
ク
ス
ト
に
「
使
回
急
走
」
ま
た
は
「
面
使
走
」
と
あ
る
方
が

「
較
可
通
」
で
あ
る
と
附
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
通
行
本
の
ま
ま
が

よ
い
と
思
う
。
「
漢
書
・
張
倣
停
」
に

「
以
便
面
鮒
馬
」
の
句
が
あ
り
、
そ
の

顔
師
古
の
註
に
「
便
商
所
以
降
面
、
蓋
扇
之
類
也
。
不
欲
見
人
、
以
此
自
障
面、

則
得
其
使
、
故
臼
便
面
、
亦
日
界
面

0

・」
と
あ
る
。

最
後
に
、
本
稿
執
筆
の
多
考
と
し
て
程
教
授
の
出
身
経
歴
な
ど
を
知
り
た
く

思
い
、
折
り
し
も
南
京
大
患
に
留
皐
中
の
大
阪
女
子
大
皐
の
横
山
弘
助
教
授
に

照
曾
し
た
と
こ
ろ
、
思
い
が
け
ず
教
授
御
自
身
が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
を
寄
せ

ら
れ
た
。
こ
れ
自
鐙
が
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
思
う
の
で
、
そ
の
ま
ま
掲
載
さ

せ
て
頂
く
こ
と
に
す
る
。
程
敬
授
お
よ
び
仲
介
の
努
を
と
ら
れ
た
横
山
助
教

授
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
穫
を
申
し
上
げ
る
。

程
千
帆
、
文
民
平
準
士
、
南
京
大
皐
古
典
文
準
教
授
、
中
園
作
家
協
曾
禽

員
、
中
園
古
代
文
皐
理
論
星
合
禽
員。

原
名
曾
昌
、
湖
南
寧
郷
人
、
一
九
一
一
一
一
年
生
於
長
沙
。
叔
租
父
名
須
高
、

字
子
大
、
前
清
光
緒
年
閥
、
輿
鶏
陽
易
順
鼎
、
湘
郷
曾
庚
鈎
斉
名
、
稽
信
用
湖
南
一一一

詩
人
、
著
有
《
十
髪
居
士
全
集
》。
父
親
名
康
、
{子
穆
稽
、
箸
有
《顧
慮
詩
紗
》。

従
小
受
家
庭
陶
冶
、
愛
好
文
皐
。
一

九
三
二
年
考
人
南
京
金
陵
大
拳
、
専
攻
中

園
文
率
。
従
責
季
剛
(
侃
)
、
奥
盤
安
梅
、
胡
開
畑
冬
(
俊
〉
、

注
目
叶
彊

(園
垣
〉、

胡
小
石
(
光
也
一〉、

劉
衡
如
(
圏
鈎
)
諸
名
師
皐
習
、
於
'一
九
三
六
年
皐
十業。

一
九
四

O
年
至
一
九
四
二
年
任
築
山
技
慈
恵
科
拳
校
、
武
漢
大
皐
講
師
、
一
九

四
二
年
至

一
九
四
七
年
任
金
陵
大
皐
、
四
川
大
四
月
子
、
武
漢
大
慶
副
教
授、

一
九

四
七
年
至
一
九
七
七
年
任
武
漢
大
祭
敬
授
、
中
間
一
度
粂
系
主
任
、

一
九
七
八

年
迄
今
任
南
京
大
皐
数
授
、
江
蘇
省
文
筆
慈
術
界
聯
合
品
目
委
員
、
南
京
市
文
筆

套
術
界
聯
合
舎
副
主
席
、
南
京
市
文
皐
工
作
者
協
曾
主
席
粂
文
皐
講
習
所
所

長
、
中
園
古
代
文
皐
理
論
皐
曾
常
務
理
事
、
園
務
院
古
藷
整
理
出
版
規
童
小
組

顧
問
、

《
中
園
大
百
科
全
書

・
中
園
文
畢
巻
》
撰
稿
人
。

主
要
著
作
如
左
・

目

録

皐

叢

考

中

華

書
局
一
九
三
九
年
出
版

文

準

設

凡

金

陵

大

皐

一
九
四
三
年
出
版

文
論
要
鐙
(
即

《
文
皐
夜
凡
》
的
修
訂

本

)

開

明
書
庖
一
九
四
八
年
出
版

文
皐
批
評
的
任
務

中
南
人
民
文
聞宇
墾
術
出
版
社
一
九
五
三
年
出
版

古
典
詩
歌
論
叢
(輿
沈
租
奈
合
著
)
上
海
文
義
聯
合
出
版
社
一
九
五
四
年
出
版

関

於

文

書

欝

批

評

的

篤

作

湖

北

人

民

出

版

社

一
九
五
五
年
出
版

宋
詩
選
(
輿
謬
混
合
著
〉
古
典
文
皐
出
版
社
一
九
五
七
年
出
版
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古
詩
今
選
(
輿
沈
租
奈
合
著
)
南
京
大
周
子
一
九
七
九
年
出
版

唐

代

進

士

行

巻

輿

文

筆

上

海

古

籍

出

版

社

一

九

八

O
年
出
版

史

通

築

記

中

華

書

局

一

九

八

O
年
出
版

(
補
註
)
因
み
に
わ
が
園
に
お
け
る
科
奉
に
関
す
る
著
述
は
、
宮
崎
市
定
博
士

の
「
科
掌
」
(
一
九
四
六
年
、
秋
田
屋
〉
を
以
て
鳴
矢
と
し
、
つ
い
で
同
博
士

「
科
翠
|
|
中
園
の
試
験
地
獄
」
(
一
九
六
三
年
、
中
央
公
論
枇
)
、
荒
木
敏
一

博
士
の
「
宋
代
科
翠
制
度
研
究
」
(
一
九
六
九
年
、
東
洋
史
研
究
曾
〉
そ
れ
に
拙

著
「
科
翠
の
話
|
|
試
験
制
度
と
文
人
官
僚
」
(
一
九
八

O
年
、
講
談
社
)
が

あ
る
。
論
文
の
類
は
省
略
す
る
が
、
鈴
木
虎
雄
博
士
の
「
唐
の
試
験
制
度
と

詩
賦
」
(
「
支
那
皐
」
、
一
九
二
二
年
)
お
よ
び
「
唐
の
進
士
」
(
「
支
那
同
学
」
、

一
九
二
七
年
)
だ
け
は
科
翠
と
文
慈
の
関
係
を
論
じ
た
早
い
も
の
と
し
て
特
記

し
て
お
き
た
い
。
以
上
、
本
書
か
ら
察
す
る
に
中
園
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

い
な
い
よ
う
な
の
で
、
特
に
つ
け
加
え
て
お
く
。

一
九
八

O
年
上
海
上
海
古
籍
出
版
社

B
6版

九
O
頁

田
仲
一
成
著

中
園
祭
租
演
劇
研
究

相

回

洋
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本
書
の
著
者
団
仲
一
成
氏
の
、
最
近
二
十
年
聞
の
中
園
演
劇
史
の
分
野
で
の

活
躍
は
目
覚
し
い
。
劃
期
的
な
資
料
集
で
あ
る
『
清
代
地
方
劇
資
料
集
』
付

ω

(
東
洋
皐
文
献
セ
ン
タ
ー
叢
刊
〉
を
は
じ
め
、
優
れ
た
論
文
を
・
次
々
に
愛
表
さ

れ
る
な
ど
、
こ
の
分
野
は
、
ほ
と
ん
ど
、
氏
の
濁
壇
場
と
い
え
る
程
で
あ
る
。

今
回
、
そ
れ
ら
を
、
近
三
年
聞
の
、
前
後
八
回
、
延
べ
滞
在
期
閲
十

一
箇
月

開
に
及
ぶ
香
港
で
の
現
地
調
査
の
成
果
を
中
心
と
し
て
、
九
百
頁
を
越
え
る

E

冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
し
か
も
、
「
奮
態
の
ま
ま
再
引
し
得
た
も
の
は
殆
ん
ど

な
く
、
す
べ
て
新
し
い
頑
結
の
下
に
取
捨
し
、
ま
た
関
連
資
料
を
補
足
し
て
新

た
な
位
置
づ
け
を
試
み
た
」
と
い
う
か
ら
、
ま
っ
た
く
の
書
下
し
で
あ
る
。
氏

の
情
熱
と
精
進
に
は
、
感
歎
の
外
な
い
。

最
近
、
歴
史
研
究
の
分
野
で
も
、
吐
晶
閏
史
に
つ
い
て
の
関
心
が
深
ま
っ
て
い

る
折
か
ら
、

今
後
、
中
園
史
研
究
全
般
に
本
書
が
奥
え
る
刺
戟
と
示
唆
は
、
け

っ
し
て
少
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
各
章
に
つ
い
て
、
若
干
の
私
見
を
交
え
な
が
ら
、
内
容
を
紹
介
す
る

こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
本
書
の
章
別
構
成
を
目
次
に
従
っ
て
、

翠
げ
て
お
く
。

序第

一
篇
祭
柁
演
劇
の
愛
生

序
論
祭
柁
演
劇
裂
生
の
原
理

第
一

章

祉
祭
儀
躍
の
整
能
化

第
二
章

迎
神
安
舎

第
三
章

雑
技
萎
能
の
愛
生

第
四
章

慶
祝
演
劇
の
愛
生

第
五
章
鎮
魂
演
劇
の
愛
生

結
論

第
二
篇

祭
紀
演
劇
の
展
開

序
論

祭
杷
演
劇
展
開
の
原
理

第
一

章

祭

紀
演
劇
組
織
の
編
成
と
分
解

第
二
章

祭
柁
演
劇
に
お
け
る
戯
曲
題
材
の
分
化

第
三
章
祭
杷
演
劇
に
お
け
る
戯
曲
脚
本
の
階
層
分
化

← 187ー


