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従
来
、
「
建
制
」
は
殆
ん
と
研
究
の
劉
象
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

わ
が
閣
に
か
い
て
「
満
洲
歴
史
地
理
」
、
さ
ら
に
「
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
」

よ
り
以
来
、
ひ
た
む
き
に
伊
し
す
す
め
ら
れ
た
遼
代
史
研
究
に
か
い
て
、
こ
の

法
制
・
な
ら
び
に
趨
制
の
面
の
み
は
い
は
ば
空
白
に
も
等
し
い
朕
態
が
つ
づ
い
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
重
照
新
定
僚
制
の
名
で
知
ら
れ
た
最
も
重
要
な

成
文
法
典
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
切
の
成
文
法
典
・
組
問
血
〈
が
夙
く
亡
ん
で
俸
わ

ら
ぬ
上
に
、
首
代
の
史
料
が
き
わ
め
て
乏
し
く
、
従
っ
て
研
究
の
過
程
頗
る
困

難
な
る
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
法
制
を
オ
ミ
ッ
ト
し
て
遼
の
閤
家
・
祉

曾
の
究
明
に
あ
た
る
こ
と
は
き
わ
め
て
危
険
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
書
の

著
者
は
す
で
に
東
大
在
皐
官
時
.
蓬
の
枇
曾
組
織
の
研
究
に
嘗
っ
て
蓬
代
法
制

研
究
の
重
要
性
に
著
目
さ
れ
た
由
で
あ
る
が
、
昭
和
十
四
年
よ
り
の
北
京
留
皐

k
b
い
て
‘
各
種
の
史
料
を
努
捜
し
て
蓬
代
法
源
の
復
奮
に
努
め
、
蹄
園
の
の

ち
、
ま
づ
刑
罰
法
血
〈
の
復
蓄
に
着
手
、
や
が
て
そ
の
成
果
た
る
「
蓬
律
之
研
究
」

は
瀧
川
政
弐
郎
、
博
士
と
の
合
著
と
し
て
昭
和
十
九
年
初
、
世
に
選
ら
れ
た
。
同

年
三
月
‘
東
万
文
化
単
院
に
著
者
を
訪
れ
た
筆
者
に
た
い
し
て
、
す
で
に
「
蓬

令
之
研
究
」
の
述
作
略
成
り
し
を
告
げ
、
引
き
つ
づ
き
「
遼
雄
之
研
究
」
の
著

作
に
あ
た
る
旨
を
告
げ
ら
れ
た
が
、
や
が
て
そ
れ
ら
の
成
果
は
逐
弐
刊
行
の
濯

ぴ
と
・
な
ア
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
そ
れ
ら
草
稿
の
す
べ
て
は
印
刷
の
途
ょ

に
あ
っ
て
職
火
の
た
め
烏
有
に
闘
し
去
づ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
痛
手
に
屈
せ

ぬ
著
者
の
努
力
は
、
蓬
律
・
令
・
植
の
三
部
作
を
一
本
に
ま
と
め
て
本
書
の
草

稿
を
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
昭
和
二
十
四
年
末
の
こ
と
に

属
す
る
。

あ
た
か
も
こ
の
こ
ろ
、

K
・A
・
ウ
イ
ッ
ト
フ
オ
ゲ
ル
氏
の
大
著
=
同
町
宮
与

え
の

E
5
8
e
z
z
w
-
F
E
R
-
(冨
号
。
F
巴
S
U
の
刊
行
を
み
、
同
曹
の

中
、
線
論
の
部
分
の
み
は
平
く
、
一
九
四
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に

盛
ら
れ
た
「
中
園
征
服
王
朝
理
論
」
は
著
者
島
田
博
士
の
見
解
と
相
い
れ
ぬ
も

の
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
.
と
の
「
理
論
」
に
よ
れ
ば
、
棄
以
后
の
中
園
祉
曾
史

は
典
型
的
中
園
枇
曾
と
征
服
王
朝
的
社
曾
と
の
こ
類
の
基
本
的
カ
テ
ゴ
リ
イ
に

大
別
さ
れ
る
が
、
遼
と
金
と
は
征
服
王
朝
型
の
う
ち
で
、
前
者
は
文
化
的
鈎
抗

者
.
後
者
は
文
化
的
屈
服
者
と
し
て
代
表
的
で
あ
り
、
清
朝
は
繭
者
の
中
間
型

と
し
て
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
一
連
の
征
服
王
朝
は
、
い
か
に
か
れ
ら
の
異
民
族

的
・
野
鐙
的
背
景
が
あ
る
に
せ
よ
、
中
園
人
大
家
の
上
に
恥
け
る
か
れ
ら
の
、
玉

擢
は
、
か
れ
ら
を
中
間
枇
曾
の
い
か
な
る
歴
史
に
恥
い
て
も
肝
要
な
部
分
た
ら

し
め
て
い
る
が
故
に
、
か
な
ら
や
ノ
中
園
社
曾
史
の
研
究
範
圏
に
入
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
し
.
征
服
王
朝
の
最
初
の
タ
イ
プ
を
蓬
に
も
と
め
る
の
で
あ
る
。
と
の

理
論
に
た
い
し
て
は
す
で
に
昭
和
二
十
五
年
、
田
村
蜜
浩
博
士
(
史
林
一
三
二
巻

一
競
・
ア
メ
リ
カ
に
駈
け
る
東
洋
史
皐
研
究
の
一
動
向
)
・
小
林
高
四
郎
博
士

(
現
代
中
園
辞
典
頁
五
五
四
l
六
)
に
よ
っ
て
紹
介
・
批
剣
が
試
み
ら
れ
た
が
、

著
者
が
昭
和
十
九
年
秋
物
さ
れ
た
「
遼
代
社
曾
史
研
究
」
は
、
こ
の
理
論
と
見

解
を
具
に
す
る
年
来
の
主
張
を
重
ね
て
明
ら
か
に
す
べ
く
、
昭
和
二
十
七
年
初

頭
、
会
に
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
問
書
に
よ
れ
ば
「
非
漢
族
か
漢
族
を
征
服
し

-' 83-



3
6
@
　
て
樹
立
し
た
支
那
史
上
の
王
朝
と
い
う
意
味
に
要
約
出
來
る
L
こ
の
理
論
は
、
　
　
．
（
頁
八
桶
）
に
い
わ
れ
た
如
く
、
遼
律
も
恐
ら
く
唐
律
の
篇
貝
を
そ
の
ま
ま
踏
襲

3
　
　
　
「
北
魏
の
如
き
、
或
は
元
・
清
を
構
し
た
の
ち
の
二
王
朝
の
場
合
に
あ
っ
て
は
　
し
た
で
あ
ろ
う
と
の
推
箇
に
立
脚
し
「
成
文
法
と
し
て
の
遼
律
の
構
威
に
、
少

　
　
適
切
で
あ
っ
て
も
、
遼
國
の
場
合
に
は
要
當
で
な
い
」
と
さ
れ
、
そ
の
理
由
と
　
【
し
で
も
近
づ
」
か
ん
と
す
る
企
圃
が
、
こ
こ
に
も
依
然
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
し
て
、
遼
の
統
治
組
織
に
は
漢
族
國
家
の
系
列
に
入
ら
ぬ
猫
自
の
も
の
が
あ
り
、
　
す
な
わ
ち
、
第
二
節
の
名
例
律
よ
り
は
じ
め
て
、
衛
禁
律
・
職
制
律
・
戸
婚
律

　
　
そ
の
法
律
，
制
度
一
般
も
漢
族
固
有
の
法
系
に
は
驕
せ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
ま
し
　
　
・
厩
庫
律
・
撞
興
律
・
賊
盗
律
・
闘
訟
律
・
詐
傭
律
・
雑
律
・
捕
亡
律
・
断
獄

　
　
て
統
治
の
根
抵
を
な
す
政
治
道
徳
の
在
り
方
に
お
い
て
は
、
明
瞭
に
漢
族
の
儒
　
　
律
の
順
に
叙
述
が
す
す
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
み
る
に
、
律
の
條

　
　
激
主
義
を
排
斤
・
否
定
し
て
、
濁
自
の
思
想
を
盛
っ
た
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
て
い
　
　
文
そ
の
も
の
を
復
原
し
え
た
も
の
は
一
條
も
な
く
、
從
っ
て
成
文
法
典
と
し
て

　
　
る
。
そ
し
て
「
遼
を
以
て
支
那
史
上
に
お
け
る
征
服
王
朝
と
目
せ
す
し
て
非
漢
　
　
の
遼
律
の
復
藤
は
、
こ
れ
を
遽
げ
え
な
か
っ
た
の
は
、
史
料
的
制
約
の
い
た
す

　
　
族
の
國
家
と
指
構
し
」
こ
れ
を
「
支
那
史
の
系
列
か
ら
除
外
し
て
、
北
亜
細
亜
　
　
と
こ
ろ
と
し
て
や
む
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
存
在
を
確
認
し
え
た

　
　
史
も
し
く
は
廣
く
東
亜
大
陸
史
の
一
鶴
と
し
て
扱
う
の
が
至
當
」
と
さ
れ
る
。
　
　
個
々
の
規
定
を
通
じ
て
、
當
代
の
刑
罰
法
の
内
容
を
論
す
る
こ
と
は
可
能
な
の

　
　
か
っ
て
著
者
が
遼
・
金
の
本
質
的
差
異
を
読
か
れ
た
際
、
遼
は
蒙
古
史
の
一
鮪
　
　
で
あ
り
、
個
々
の
規
定
の
各
々
が
唐
律
の
趣
旨
に
立
脚
し
た
も
の
と
推
噺
さ
れ

　
　
と
し
て
、
金
は
瀧
洲
史
の
一
時
代
と
し
て
理
解
す
べ
し
と
し
た
そ
の
考
え
方
　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
・
遼
の
立
法
者
が
唐
律
の
纒
受
に
當
っ
て
、
如
何
様
に
こ
れ
　
　
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
（
歴
史
學
研
究
九
九
號
・
昭
和
一
七
年
）
は
な
お
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
　
　
に
樵
討
を
加
え
、
以
て
自
國
の
國
情
に
適
合
す
る
よ
う
に
修
正
し
た
か
が
明
ら
　
8

　
　
さ
き
の
青
肇
れ
た
所
読
の
論
馨
な
す
の
が
實
采
書
「
遼
制
之
研
究
」
　
か
に
さ
れ
た
走
・
契
丹
固
有
の
慣
習
が
・
い
か
な
る
面
に
書
て
探
り
い
れ
一

　
　
な
の
で
あ
？
て
、
今
次
の
公
刊
は
ま
さ
し
く
學
界
の
要
望
に
こ
た
え
た
も
の
と
　
　
ら
れ
て
成
文
化
さ
れ
た
か
と
い
う
實
情
も
詳
か
な
ら
し
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
　
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覧
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
遼
律
が
答
を
省
い
て
杖
徒
流
死
の
四
刑
と
し
た
こ
と
は
、
契
丹
入
が
申
國
の
宇

　
　
　
本
書
の
構
成
は
紹
論
・
各
論
の
二
編
に
分
た
れ
、
各
論
は
「
新
定
條
制
」
・
「
禮
　
　
宙
襯
に
煩
わ
さ
れ
す
、
漢
法
に
盲
從
し
な
か
っ
た
こ
と
を
語
る
も
の
と
し
て
注
，

　
　
書
及
び
遼
朝
雑
禮
」
の
二
部
よ
り
成
る
。
ま
づ
、
各
論
か
ら
み
る
に
、
二
部
い
　
　
目
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
沙
袋
、
木
劇
・
大
棒
・
骨
朶
、
射
鬼
箭
、
騎
蹟
、
罰
使

　
　
つ
れ
も
「
検
討
の
方
法
と
資
料
」
の
一
章
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る
。
薪
定
條
制
の
、
　
絶
域
、
生
痙
、
投
高
崖
、
籍
没
、
終
身
徒
刑
、
鯨
刺
、
鯛
神
蘇
罪
、
關
入
木
葉

　
　
中
、
刑
罰
法
に
關
し
て
は
、
遼
史
刑
法
志
か
ら
え
ら
れ
る
知
識
を
経
と
し
、
紀
　
　
山
罪
、
蠣
盗
罪
な
ど
契
丹
固
有
法
的
要
素
が
遼
律
に
保
存
さ
れ
た
こ
と
も
、
他
・

　
　
傳
よ
り
抽
出
し
た
裁
到
例
を
緯
と
し
て
、
こ
れ
を
唐
律
の
諸
條
項
の
趣
旨
に
照
　
　
法
典
に
み
ら
れ
ぬ
遼
律
の
特
色
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
規

　
　
ら
し
、
制
定
法
の
規
定
を
揃
推
せ
ん
と
試
み
、
か
く
し
て
存
在
を
確
認
さ
れ
た
　
　
定
を
以
て
重
煕
新
定
條
制
中
の
刑
罰
法
と
す
る
の
は
、
甚
し
い
誤
で
は
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
遼
律
の
條
文
は
唐
律
の
篇
目
に
從
っ
て
分
類
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
專
ら
叙
述
の
　
，
結
ば
れ
た
の
ち
、
新
定
條
制
の
他
の
孚
面
を
な
す
非
刑
罰
法
の
丙
容
に
槍
討
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
便
に
出
た
」
も
の
と
さ
れ
る
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
奪
著
「
遼
律
之
研
究
」
　
　
加
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
唐
令
の
篇
且
に
よ
る
分
類
が
な
さ
れ
て
お
り
、



　
　
祠
令
・
戸
令
・
選
學
令
・
封
爵
令
・
宮
衛
令
・
軍
防
令
・
衣
服
令
・
儀
制
令
．
　
　
も
の
．
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
謹
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
喪
葬
儀

　
　
歯
簿
令
・
樂
令
・
公
式
令
・
賦
役
令
・
厩
庫
令
・
關
市
令
・
捕
亡
令
・
獄
官
令
　
　
．
喪
服
制
度
よ
り
以
下
、
凶
禮
一
〇
項
の
探
求
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
中
國
禮

　
　
　
・
螢
繕
令
・
喪
葬
令
・
雑
令
の
順
に
と
き
す
す
め
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
多
く
が
　
　
制
の
形
式
を
縫
受
し
な
が
ら
、
よ
く
固
有
の
シ
ヤ
マ
ソ
的
宗
教
醐
が
保
存
さ
れ

　
　
唐
令
を
母
法
と
す
る
こ
と
が
究
明
さ
れ
た
。
し
か
も
遼
の
立
法
者
は
唐
令
の
諸
　
　
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
、
吉
凶
二
禮
に
次
い
で
固
有
の
色
彩
濃
厚
な
軍
禮
に

　
　
條
を
鵜
呑
み
に
し
た
の
で
な
く
、
各
條
項
を
槍
討
し
て
、
契
丹
固
有
の
政
治
的
　
　
つ
い
て
は
、
禮
志
の
記
載
が
他
の
諸
禮
に
比
し
て
荒
削
り
な
た
め
に
、
典
禮
の

　
　
経
濟
的
條
件
に
基
い
て
取
捨
撰
揮
し
、
探
揮
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
一
々
こ
れ
．
　
形
式
を
窺
い
難
く
、
禮
志
の
記
事
の
詳
し
い
も
の
も
、
臓
儀
の
如
く
、
中
國
の

　
　
を
國
情
に
滑
う
べ
く
改
め
て
い
る
の
は
、
遼
令
の
特
色
の
一
と
し
て
あ
げ
ら
れ
　
　
禮
制
を
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
叙
べ
た
り
、
皇
帝
親
征
儀
の
如
く
、
雑
然
と
事
實
を

　
　
よ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
顯
著
な
特
色
と
し
て
、
契
丹
固
有
の
慣
習
法
を
成
文
化
　
　
し
る
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
は
，
掠
奪
．
職
闘
の
機
會
多
い
契
丹
人
に
あ
っ
て
、

　
　
し
た
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
民
族
祭
た
る
祭
山
儀
　
　
そ
れ
に
關
す
る
神
事
が
日
常
茶
飯
の
こ
と
と
な
っ
て
い
元
た
め
、
國
の
典
禮
と

　
　
の
意
義
・
形
式
が
祠
令
の
申
に
規
定
さ
れ
た
一
事
の
如
き
、
國
家
の
祭
祀
に
民
　
　
し
て
洗
練
を
経
な
か
っ
た
も
の
と
解
羅
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
逆
に
い
え
ば
、
シ

　
　
族
固
有
の
形
態
を
存
せ
し
め
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
遼
令
　
　
ヤ
マ
ソ
的
世
界
観
を
抱
い
た
遊
牧
民
契
丹
人
は
そ
の
牧
畜
．
狩
猟
．
漁
疹
乃
至
　
山

　
　
の
復
奮
に
際
し
、
官
品
令
・
職
員
令
・
學
令
・
豫
令
・
考
課
令
・
田
令
・
倉
庫
　
　
掠
奪
．
職
闘
の
行
爲
を
「
濁
自
の
規
範
」
に
よ
っ
て
律
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
　
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
令
・
馨
疾
令
・
假
寧
令
の
篇
目
に
關
す
る
條
項
は
一
條
も
求
め
幻
ら
な
か
っ
た
　
　
の
濁
自
の
規
範
か
ら
法
的
諸
制
度
を
去
っ
た
も
の
が
す
な
わ
ち
軍
禮
と
解
せ
ら
　
　
一

　
　
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
遼
の
令
に
こ
れ
ら
の
條
項
を
欠
い
た
こ
と
を
し
め
す
も
　
　
れ
る
が
故
に
、
軍
禮
研
究
こ
そ
は
こ
の
濁
自
の
規
範
に
近
づ
く
み
ち
に
他
な
ら

　
　
の
で
は
な
く
、
遼
の
立
法
者
は
、
唐
令
縫
受
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
一
部
の
み
で
　
　
な
い
と
さ
れ
る
。
つ
づ
い
て
、
賓
禮
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
中
國
禮
制
に
よ
り
、

　
　
は
な
く
全
般
に
わ
た
っ
て
楡
討
を
加
え
た
も
の
と
到
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
宋
使
謁
見
の
禮
は
唐
禮
に
よ
ら
す
し
て
宋
禮
に
よ
っ
た
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。

　
　
　
以
上
を
以
て
新
定
條
制
の
考
察
を
了
え
、
禮
制
の
部
門
へ
す
す
ん
だ
著
者
は
　
　
中
國
禮
制
を
そ
の
ま
ま
受
け
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
　
こ
の
賓
禮
か
ら
　
「
契
丹

　
　
遼
史
本
紀
を
は
じ
め
、
遼
宋
の
文
献
を
渉
籔
し
て
禮
制
關
係
資
料
を
蒐
集
、
こ
　
層
人
の
貧
卑
の
分
に
た
い
す
る
原
初
的
意
識
」
を
探
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
と

　
　
れ
を
遼
史
禮
志
の
典
禮
記
事
と
射
照
し
た
の
ち
、
大
唐
開
元
禮
の
記
事
と
比
較
　
　
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
づ
く
嘉
禮
も
、
そ
の
多
く
が
中
國
禮
制
に
よ
れ

　
　
強
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
禮
書
及
び
遼
朝
雑
禮
の
原
形
復
奮
を
企
て
た
。
そ
　
　
る
が
た
め
に
、
こ
の
面
か
ら
禮
と
契
丹
人
の
祉
會
生
活
と
の
關
係
を
求
め
る
こ

　
　
の
篇
目
は
遼
史
禮
志
の
順
序
に
從
い
、
吉
禮
・
凶
禮
・
軍
禮
・
賓
禮
・
嘉
禮
、
9
　
　
ど
は
難
し
い
け
れ
ど
、
必
し
も
中
國
禮
制
を
鵜
呑
み
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
》

　
　
さ
ら
に
歳
時
雑
儀
に
分
た
れ
る
。
ま
つ
、
吉
禮
二
一
項
の
内
容
を
強
討
さ
れ
た
　
　
生
母
に
た
い
す
る
特
別
な
感
情
を
反
映
し
て
皇
太
后
に
關
す
る
儀
制
が
立
て
ら

　
　
結
果
、
祭
祀
の
禮
の
基
盤
が
契
丹
族
固
有
の
シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
は
　
　
れ
た
こ
と
に
も
徴
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
か
つ
、
中
國
禮
制
の
受
容
に
あ
た
っ

　

3
3
@
掩
う
べ
く
も
な
く
、
そ
れ
は
、
遼
の
政
治
道
徳
の
あ
り
方
が
儒
教
主
義
と
は
別
　
　
て
、
支
配
階
級
は
影
響
濃
厚
に
、
こ
れ
に
た
い
し
、
被
支
配
階
級
で
は
薄
か
っ



鎚
　
た
ろ
う
と
せ
ら
れ
る
。
最
後
に
歳
時
雑
儀
で
あ
る
が
、
正
旦
・
立
春
・
人
a
．
　
　
探
求
の
上
に
立
っ
て
遼
「
代
肚
會
史
研
究
」
の
述
作
は
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
％
。

　
　
上
元
よ
り
再
生
儀
に
い
た
る
一
七
の
儀
制
の
内
容
を
機
討
さ
れ
た
結
果
、
契
丹
　
　
し
か
し
乍
ら
、
そ
れ
は
「
專
ら
爲
政
者
の
側
か
ら
見
た
も
の
で
、
民
衆
の
な
か

　
　
人
固
有
の
習
俗
か
ら
出
た
も
の
二
、
漢
俗
を
纏
受
し
た
も
の
五
、
爾
者
の
混
じ
　
　
に
入
」
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
さ
き
の
年
中
行
事
に
み
ら
れ
た
如
く
、
シ
ャ
マ
ン

　
　
た
と
み
ら
れ
る
も
の
七
、
趣
旨
は
漢
俗
に
よ
り
つ
つ
、
内
容
は
固
有
の
習
俗
に
　
　
的
呪
術
力
の
規
範
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
民
衆
の
生
活
を
究
め
る
た
め
に

　
　
よ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
三
の
四
種
に
分
類
さ
れ
た
。
固
有
の
生
活
の
申
に
　
　
は
、
ま
つ
シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
の
本
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
薯
者
の

　
　
生
れ
た
年
申
行
事
に
、
契
丹
人
固
有
の
習
俗
の
朕
じ
た
も
の
の
多
い
の
は
當
然
　
　
こ
の
面
に
お
け
る
新
な
る
努
力
が
實
を
結
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
の
行
手
に
さ
ら
に

　
　
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
は
民
衆
の
生
活
に
印
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
　
　
指
針
を
與
え
ら
れ
ん
こ
と
を
期
し
つ
つ
紹
介
の
筆
を
お
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
民
衆
の
生
活
感
構
が
強
く
映
じ
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
槍
討
は
禮
の
本
質
を
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡
崎
精
郎
）

　
　
め
る
上
に
重
要
で
あ
る
。
實
際
、
辟
邪
・
辟
病
な
ど
の
目
的
の
た
め
、
特
殊
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
ー

纏
麟
齢
欝
編
艦
魍
鷲
麟
勝
斜
齢
α
凝
締
曝
欝
課
　
　
明
代
満
蒙
史
料
（
明
實
録
抄
）
A
5
判

り
、
申
國
の
律
令
を
基
本
法
と
し
て
纏
受
し
た
遼
に
あ
っ
て
、
民
衆
の
生
活
を
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

規
範
し
た
も
の
が
シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
の
呪
術
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
覗
さ
れ
ね
　
．
　
　
既
満
洲
篇
噛
　
ヨ
六
玉
頁
八
〇
〇
円
　

．
8
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ば
な
ら
な
い
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刊
　
蒙
　
古
　
篇
　
二
　
　
　
穴
八
〇
頁
　
九
〇
〇
円
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
以
上
著
者
の
拉
々
な
ら
ぬ
努
力
に
よ
ク
て
、
遼
の
法
源
の
復
奮
は
と
げ
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
遼
制
が
形
式
的
に
は
唐
の
律
令
格
式
お
よ
び
禮
の
体
系
に
倣
い
つ
　
　
　
　
皇
明
實
録
の
申
か
ら
蒙
古
民
族
及
び
満
洲
諸
民
族
に
關
す
る
一
切

つ
も
、
内
容
に
お
い
て
は
著
し
く
異
な
る
こ
と
が
實
謹
さ
れ
た
。
從
っ
て
そ
れ
　
　
　
　
　
の
記
事
及
び
明
朝
の
政
治
、
経
濟
、
軍
事
等
に
わ
た
る
封
満
蒙
政

は
、
中
國
法
史
の
体
系
に
い
れ
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
り
、
　
「
支
那
法
の
　
　
　
　
　
策
を
も
あ
わ
せ
て
抄
録
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
二
部
に
分
け
、
諸

体
系
と
乾
燥
ア
ジ
ア
の
法
の
体
系
と
の
混
血
見
」
（
縮
論
頁
五
）
た
る
遼
制
の
東
　
　
　
　
　
稿
本
を
彼
此
封
校
し
た
も
の
で
あ
る
。

洋
法
史
に
お
け
る
地
位
は
改
め
て
楡
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
・
し
か
も
・
こ
の
　
　
　
牟
五
巻
の
豫
定
。
頒
布
部
数
極
め
て
僅
少
に
つ
章
、
豫
約
を

頗
る
特
色
に
富
む
遼
制
の
現
實
面
が
如
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
、
い
い
か
・
　
　
　
　
う
け
つ
け
ま
す
。

え
る
な
ら
ば
、
遼
の
民
衆
の
法
律
生
活
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
　
　
　
　
　
・
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
東
洋
史
研
究
室
内

こ
と
が
、
著
者
の
次
の
課
題
と
な
っ
た
。
薯
者
が
も
と
も
と
遼
制
探
求
に
ふ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
満
豪
史
料
刊
行
会
．

入
っ
た
の
は
、
よ
っ
て
以
て
遼
の
批
會
組
織
を
究
め
ん
が
た
め
で
あ
り
，
こ
の
　
　
　
紮
E




