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漢
代
の
霞
制
に
関
し
て
、
か
つ
て
西
嶋
定
生
氏
が
、
漢
代
の
「
民
爵
賜
輿
」

の
分
析
か
ら
留
が
民
開
秩
序
の
形
成
に
果
し
た
機
能
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
皇

帝
植
の
公
的
性
格
を
導
き
だ
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
爵
が
輿
え
ら
れ
る
機
舎
は
、
西
嶋
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

園
家
の
慶
事
な
ど
に
際
し
て
の
「
民
爵
賜
輿
」
以
外
に
も
、
寅
揖
肘
や
徒
民
に
よ

っ
て
輿
え
ら
れ
る
爵
、
さ
ら
に
は
軍
功
に
糾
問
し
て
奥
え
ら
れ
る
爵
(
軍
功
賜

罷
)
が
あ
っ
た
。

本
設
表
は
、
こ
う
し
た
賜
爵
の
う
ち
軍
功
賜
爵
を
と
り
あ
げ
、
漢
代
の
軍
功

賜
向
か
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
を
論
ず
る
。
主
と
し
て
検
討
す
る

の
は
青
海
上
孫
家
集
一
一
五
挽
墓
出
土
簡
煩
で
あ
る
が
、
出
土
資
料
の
常
と
し

て
、
ま
ず
こ
の
簡
旗
の
性
格
を
確
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
上
で
、
漢
代
の
軍
功
賜
爵
の
寅
態
と
そ
れ
が
爵
制
全
種
に
お
い
て
い
か

な
る
位
置
を
占
め
る
か
を
考
察
し
、
さ
ら
に
爵
の
持
つ
意
義
を
検
討
し
て
み
た
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唐
代
洛
陽
城
の
都
市
社
舎
構
造

妹

尾

彦

達

古
く
か
ら
の
堕
富
な
研
究
蓄
積
を
有
す
長
安
に
比
べ
る
と
、
惰
唐
洛
陽
史
の

研
究
は
、
残
さ
れ
た
文
献
史
料
が
質
量
と
も
に
不
備
な
こ
と
も
あ
り
、
充
分
進

展
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
獄
況
が
、
長
い
開
績
い
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年

に
お
け
る
、
洛
陽
出
土
の
大
量
の
墓
誌
の
公
刊
と
、
考
古
皐
調
査
の
一
一
層
の
進

展
は
、
洛
陽
史
の
研
究
環
境
を
一
新
さ
せ
て
お
り
、
重
要
成
果
が
相
縫
い
で
誕

生
し
て
い
る
。

本
報
告
は
、
こ
の
よ
う
な
近
年
の
動
向
を
踏
ま
え
て
、
長
安
城
の
事
例
を
参

照
し
な
が
ら
、
洛
陽
悼
棋
の
粧
品
闇
構
造
に
関
す
る
初
歩
的
な
考
察
を
試
み
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
、
清
・
徐
松
『
唐
雨
京
城
坊
考
』
以
来
、
今
日
に
至

る
ま
で
継
績
的
に
準
め
ら
れ
て
い
る
、
唐
代
洛
陽
城
の
居
住
者
の
史
料
整
理
の

現
段
階
を
明
確
に
し
、
失
に
、
隔
か
ら
北
宋
に
及
ぶ
洛
陽
城
の
城
郭
建
築
の
努

化
と
、
官
入
居
住
地
、
各
種
官
際
・
商
庖
の
立
地
の
費
遜
と
の
相
関
性
を
探

り
、
唐
前
期
と
唐
後
期
の
相
遣
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

洛
陽
城
の
一
特
徴
は
、
唐
末
に
竣
滅
し
て
二
度
と
都
と
な
る
こ
と
の
な
い
長

安
城
と
異
な
り
、
五
代
を
綬
て
北
宋
に
至
る
ま
で
、
断
績
的
に
園
都
の

一
つ
と

し
て
存
績
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
洛
陽
の
都
市
構
造
の
獲
濯

を
追
う
こ
と
で
、
唐
か
ら
宋
へ
の
祉
曾
の
獲
化
の
一
端
を
具
鐙
的
に
跡
づ
け
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
本
報
告
で
は
、
唐
以
後
の
洛
陽
城
の
舞
遜
に
関

し
て
も
、
簡
単
に
燭
れ
て
み
た
い
。
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