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畢

界
.
動

向
∴

隔
唐

帝

国

を
ど
う
考

え

る

か

内
藤
莞

針

の

｢中
国
近
世
史
｣
(
㌍

苛

博
士
の
大
正
九
年
の

講
義
で
あ
る
が
'
現
在
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
ふ
か
い
示
唆
に
富
む

名
著
で
あ
る
｡
こ
の
事
の
初
め
に
次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
.

｢
か
く
の
如
く
'

帽
の
文
帝
'
唐
の
太
宗
の
如
き
時
弊
を
知
る
明
あ
る
君
主
は
'
貴
族
政
治
の
不

都
合
な
る
こ
と
を
考
え
て
居
っ
た
の
で
'
上
述
の
如
き
種
々
の
政
治
改
革
の
手

段
を
計
葺
採
用
し
た
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
ら
は
何
れ
も
改
革
の
功
を
奏
せ
ナ
'

改
革
は
却

てこ
れ
ら
君
主
の
考
え
な
か
っ
た
原
因
か
ら
'
意
外
の
結
果
と
し

て

現
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
即
ち
中
古
と
近
世
と
の
境
目
の
歴
史
で
あ
っ
て
'

磨
-

の
意
味
で
研
究
し
な
監

ば
な
ら
ぬ
｣
牢

)
･
こ
こ
で
い
う

｢
壷

の
如
き
軽
々
の
政
治
改
革
の
手
段
｣
と
は
'
科
挙
制
'
均
田
制
'
府
兵
制
な
ど

で
あ
っ
て
'
隅

･
唐
の
君
主
は
之
ら
で
南
北
朝
以
来
の
門
閥
階
級
を
抑
匪
し
よ

う
と
し
た
が
'
決
定
的
に
は
抑
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
､

帽
磨
帝
国
は
君
主
樺
の
強
化
と
い
う
面
か
ら
み
て
南
北
朝
の
門
閥
政
治
か
ら
宋

iiiZ!

道

雄

以
後
の
君
主
掬
裁
政
治
へ
の
過
渡
的
段
階
を
構
成
す
る
'
と
い
う
の
が
博
士
の

所
論
で
あ
る
｡
こ

の
よ
う
な
親
定
は
今
日
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
鷺
讃
さ
れ
て

来
た
L
t
ま
た
之
か
ら
も
ま
す
ま
す
そ
の
正
し
さ
が
芳
明
さ
れ

てゆ
く
だ
ろ
う
｡

し
か
し
な
が
ら
'
他
方
で
は
こ
の
規
定
を

一
層
具
体
的
に
し
豊
富
に
し
て
ゆ
か

ね
ば
な
ら
な
い
｡
と
う
い
う
範
鮎
か
ら
こ
こ
数
年
間
に
お
け
る
隔
膚
史
研
究
の

成
果
を
か
ん
が
え
'
さ
ら
に
間
麹
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
3.と
お
も
う
｡

室
∵

隅
唐
帝
国
に
関
す
る
最
近
の
研
究
の
う
ち
､
先
づ
ど
う
し
て
も
且
の
が
す
こ

と
の
で
き
な
い
の
は
'
鈴
木
俊
氏
の
諸
努
作
で
あ
ろ
う
｡
鈴
木
氏
は

｢唐
代
均

- 75-

田
荒

行
の
蓋

に
つ
等

｣
(
詣

撃

｢宇
文
融
の
芦

に
つ

鯛
配
謂

靴
念
一㌧
｢帽
末
の
乳
と
覇

の
成
立
｣
(
詣

醐
)
な
三

い
て
｣

蓮
の
研
究

を
出
し
て
お
ら
れ
る
.
こ
の
:
弓

の
論
文
を
中
心
と
し
て
開
題
の
所
在
を
明
ら

か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
お
も
う
｡
最
初
の

｢唐
代
均
田
法
施
行
の
意
義
に
つ
い

て
L
は
'
均
田
制
に
関
す
る
か
つ
て
の
氏
の
所
論

(｢唐
の
均
田
制
と
租
庸
調

,～
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制
と
の
関
係
に
就
冒

｣
娼

八
､
｢敦
坦
警

唐
代
戸
警

均
田
制
｣詣

蛸

引
参
照
)
を
修
正
補
足
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
鈴

木
氏
は
之
ま
で
の
唐
の
均
田
制
を
'
そ
の
施
行
は
規
定
ど
お
り
行
わ
れ
ず

｢
有

名
無
賃
で
'
強
い
て
そ
の
意
義
を
求
め
れ
ば
∵
畢
な
る
土
地
所
有
制
限
策
に
す

ぎ
な
い
｣
と
評
償
さ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
こ
の
新
し
い
論
文
で
は
'
た
ん
に
均

田
制
施
行
が
規
定
ど
お
り
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
諭
ず
る
だ
け
で
は
'
こ
の
制

度
の
積
極
的
な
意
義
は
明
ら
か
で
な
い
と
L
t
均
田
制
を

一
つ
の
現
賃
の
支
配

体
制
と
し
て
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
反
省
か
ら
出
費
さ
れ
て
い
る
.
敦

蛙
の
戸
籍
や
通
典
の
記
述
か
ら
も
明
か
で
あ
る
が
'

1
戸
雷
り
の
既
受
田
額
は

そ
の
鷹
受
田
額
よ
り
も
少
い
｡
し
た
が
っ
て
口
分
田
の
牧
投
は
殆
ど
行
わ
れ
な

か
っ
た
と
お
も
わ
れ
.る
が
､
鷺
際
は

1
丁
嘗
り
宙
畝
以
下
の
土
地
で
も
生
活
が

維
持
で
き
た
の
で
あ
り
､

1
丁
の
給
田
胃
畝
と
い
う
の
は
儒
家
の
理
想
で
あ
っ

た
｡
租
庸
調
も
こ
の
よ
う
な
宵
畝
以
下
の
農
民
の
捨
挽
カ
を
考
え
た
も
の
で
あ

っ
て
'
決
し

て無
理
な
こ
と
は
な
か
っ
た
'
こ
う
し
て
均
田
法
を
た
ん
に
形
式

的
な
も
の
と
考
え
る
の
は
行
き
す
ぎ
で
'
そ
れ
は

一
丁
の
最
高
額
を
宙
畝
と
し

た
土
地
所
有
制
限
策
で
あ
り
'
こ
こ
に
こ
そ
均
田
制
の
重
要
な
意
義
が
あ
る
と

結
論
さ
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
鈴
木
氏
に
お
い
て
唐
の
均
田
制
は

(北
貌

以
来
の
そ
れ
も
含
め
て
)'
漢
の
限
田
制
'
晋
の
占
田
制
を
継
承
す
る
国
家
の

土
地
所
有
制
限
策
と
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
'
こ

の
よ
う
な
土
地
制
度
を
施
行
し
た
唐
朝
は
ど
q
よ
う
に
し

て出
家

て
き
た
か
'

ま
た
均
田
法
を
施
行
す
る
唐
朝
と
之
に
よ
り
抑
転
を
受
け
る
豪
族
と
は
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
'
こ
の
二
つ
が
次
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
｡.
こ
う
し
て

前
者
は

｢隅
末
の
乳
と
磨
朝
の
成
立
｣
で
､
後
者
は

｢宇
文
融
の
括
戸
に
つ
い

て
｣
に
よ
っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
解
明
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
｡

唐
朝
の
成
立
に
つ
い
て
､
鈴
木
氏
は
次
の
よ
う
に
論
旨
を
畏
開
さ
れ
る
｡
帽

末
の
諸
反
乱
は
最
初
は
地
方
の
小
地
主
､
示

役
人
､
ボ
ス
な
ど
不
平
分
子
の
塀

が
指
導
者
と
な
っ
て
'
常
時
高
句
麗
壌
征
に
よ
り
飢
餓
に
断
じ
て
S.た
農
民
た

ち
を
か
り
立
て
た
､
比
較
的
小
規
模
な
反
乱
で
あ
っ
た
.
そ
れ
は
抹
香
'
破
撃

本
位
で
あ
っ
た
の
で
'
地
方
の
轟
族

･
門
閥
は
自
己
防
衛
の
た
め
に
'
武
力
を

以
て
動
き
初
め
'
つ
い
に
全
図
的
な
内
乱
と
な
っ
た
｡
こ
う
し
た
自
衛
の
た
め

に
最
も
有
力
な
軍
除
を
も
つ
た
の
が
太
原
の
李
淵
で
あ
り
､
豪
族
門
閥
は
之
に

保
護
を
求
め
た
'
こ
こ
に
彼
ら
に
優
越
す
逐
強
化
さ
れ
た
権
力
と
し

て摩
周
の

成
立
す
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
｡
云
々
｡

｢
し
か
し
唐
の
統

T
に
は
勿
論
大
小
豪
族
の
カ
に
よ
る
と
こ
ろ
多
く
'
従
っ
て

そ
こ
に
豪
族
勢
力
襲
犀
の
傾
向
が
あ
り
､
封
豪
族
策
の
生
ぬ
る
さ
'
不
徹
底
さ

が
あ
っ
た
｡
虐

一
代
を
通
じ
て
開
趣
と
な
っ
た
隣
家
権
力
と
貴
族
'
豪
族
勢
力

i
,8
衝
突
-

ゝ

る
事
情
に
も
と
ナ
仁
も
の
で
あ
ろ
う
｣
(鮎

綿
か
謁

と

)

こ
う
し
て
'
唐
朝
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
衝
突
の
著
名
な
例

と
し
て
'
宇
文
融

の
芦

が
と
呈

げ
ら
れ
る
(詣

詣

S
T
)｡
字
義

の
芦

は
,
地
薫

る
豪
族

(彼
ら
は
ま
た
貴
族
で
あ
り
官
僚
で
あ
る
)
の
大
土
地
所
有
と
塵
民
の

逃
亡
が
'
均
田
体
制
の
維
持
を
困
難
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
f
iJも
の
で

あ
る
こ
と
を
'
通
典
と
新
嘗
繭
唐
書
並
び
に
唐
合
要
と
の
立
場
の
比
較
か
ら
説

か
れ
た
｡
そ
し
て
之
に
つ
け
加
え

て'
麿
の
権
力
が
強
力
で
あ
る
間
は
こ
の
よ

う
な
封
策
が
貿
行
さ
れ
た
が
'
そ
の
樺
力
の
弱
体
化
に
と
も
な
っ
て
均
田
制
の 0

- 76-

廃
止
t､
両
税
法
の
成
立
を
見
た
と
の
べ

て
潜ら
れ
る
｡

最
初
に
も
ど
る
が
'
鈴
木
氏
が
､
均
田
制
は
融
合
の
賀
状
と
蓬
離
し
た
形
式

的
存
在
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
嘗
諭
を
あ
ら
た
め
て
'
こ
れ
を
そ
の
現
鷺
的
意

義
か
ら
つ
か
も
う
と
さ
れ
た
の
は
､
全
く
正
し
い
観
潮
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
..

し
か
し
な
が
ら
'
均
田
制
を
た
ん
に
土
地
所
有
制
限
策
と
結
論
さ
れ
た
こ
と
に

は
t

f
つ
の
飛
躍
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
'
必
ず
し
も
規
賃
的
な
つ
か
み
方
で
は
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な
S,よ
う
に
お
も
わ
れ
る
｡
何
故
な
ら
ば
'
氏
が

｢
均
田
制
の
目
的
は
'
国
家

が
最
高
の
地
主
と
し
て
'
そ
の
土
地
を

1
股
農
民
に
分
給
し
'
そ
の
代
償
と
し

て
地
代
た
る
租
庸
調
を
彼
等
か
ら
徴
収
し
'
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
財
政
の
基
礎

墨

字

る
に
あ
る
｣

(

鮒
等

こ
の
規
定

(国
家
地
表

に
は
必
ず
し
基

成
で
き
な
い
が
)
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
'
賓
は
均
田
体
制
を
そ
の
本
質
に
お

い
て
把
損
す
る
途
で
は
な
S.だ
ろ
う
か
｡
鈴
木
氏
の
論
評
で
は
'
土
地
所
有
制

限
策
で
あ
る
こ
と
の
積
極
的
な
説
明
が
見
ら
れ
な
い
が
'
こ

の
説
の
嘗
否
は
'

全
-
租
庸
調
制
の
草
体
の
究
明
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
わ
ぬ
ば
な
ら
な
い
｡
そ

れ
は
国
家
と
農
民
と
の
具
体
的
な
関
係
か
ら
-
る
の
で
あ
っ
て
'
決
し
て
国
家

と
官
僚

(豪
族
)
と
の
対
立
を
基
本
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
｡

唐
朝
成
立
の
問
題
も
'
こ
の
よ
う
な
硯
瓢
か
ら
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と

お
も
う
の
で
あ
る
｡
氏
も
い
わ
れ
る
と
お
り
'
挙
淵
を
中
心
と
し

て組
織
さ
れ

た
官
僚
集
圏
は
､
晴
天
に
お
け
る
地
方
勢
力
'
農
民
の
諸
反
乱
の
は
げ
し
さ
に

よ
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
'
こ

こ

に
李
淵
勢
力
の
意
味
が
あ
る
｡

す
な
わ
ち
'
あ
の
よ
う
に
は
げ
し
い
反
乱
に
あ
い
､
例
壊
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
惰
朝
勢
力
の
不
合
理
さ
は
'
要
す
る
に
'
そ
の
農
民
支
配
の
不
合
理
さ
に
外

な
ら
な
3.｡
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
が
問
題
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
の
内
乱
の
中

か
ら
生
れ
た
挙
淵
の
努
力
は
'
惰
朝
権
力
と
ち
が
つ
て
'
何
ら
か
の
合
理
性
を

も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
が
'
そ
れ
は

1
体
何
で
あ
る
か
｡

小
笠
望

治
氏
の

｢笥

末
期
の
動
乱
に
雷

る
官
等

｣

(
批
調
)

は
'
右

の
二
期
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
'
こ
こ
に
紹
介
し

てお
き

た
い
.
小
笠

原
氏
は
挙
淵
の
官
僚
集
圏
を
分
析
し
'
豪
族
的
な
た
て
の
統
合
原
理
と
官
僚
的

な
よ
こ
の
統
合
原
理
と
の
か
ら
み
あ
っ
た
も
の
だ
と
さ
れ
'
さ
ら
に
こ
の
よ
う

な
官
僚
集
圏
の
二
重
の
性
格
は
'
隅
ま
で
の
官
僚
の

｢
朝
に
仕
え
て
は
官
僚
'

野
に
在
っ
て
は
豪
族
と
い
う
二
霧
の
性
格
｣
よ
り
来
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
が
'
北
朝
以
来
の
政
策
を
縛
東
し
て
'
帽
は
官
僚
の
豪
族
的
佳
祐
を
沸

拭
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
｡
自
己
の
派
閥
の
官
僚
を
霊
用
し
て
之
を
強
力
に
断

行
し
た
の
が
揚
帝
で
あ
り
'
こ
こ
に
反
揚
帝
的
官
僚
は
高
句
麗
遠
征
へ
の
地
方

豪
族
'
農
民
の
反
抗
と
結
合
し
､

挙
淵
に
よ
る
唐
朝
樺
カ
の
成
立
を
見
る
と
い

う
の
が
氏
の
諭
旨
で
あ
る
｡

℃

こ
で
疑
問
に
お
も
う
の
は
'
第

1
に
帽
朝
に
お
い
て
官
僚
の
豪
族
性
が
否

定
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
.と
い
う
こ
と
で
あ
り
,
第
二
に
,
こ
れ
に
封
す
る
官
僚

層
の
抵
抗
が
唐
朝
を
建
設
し
た
と
す
れ
ば
'
唐
朝
の
新
し
い
意
義
は
と
こ

に
あ

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
Q
.梶
本
的
な
課
題
を
と
く
か
き
は
'

こ
の

論
文
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
官
僚
の
二
重
性
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡
こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
考
え

てみ
た
い
｡

竹
旨

巽

は

｢唐
代
士
人
の
郡
望
｣
(指

虻
)
の
な
か
で
､
唐
代
の
貴
族

が
､
何
鞄
の
何
某
と
い
う
よ
う
に
部
肇
を
構
L
t
碑
誌
'
行
状
な
ど
に
好
ん
で

用
い
た
こ
と
を
琴
げ
ら
れ
た
が
､
さ
ら
に
こ
の
郡
望
は
現
住
地
で
も
な
け
れ
ば

木
質
で
も
な
く
'
も
つ
と
古
S.父
組
の
地
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
｡
唐
代
の

貴
族
た
ち
は
'
い
ろ
い
ろ
の
原
因
か
ら
'
は
や
く
こ

の
郡
望
を
は
な
れ
'
あ
る

い
は
さ
ら
に
自
己
の
本
寛
骨
も
去
っ
て
'
京
師
に
移
り
住
ん
だ
の
で
あ
る
｡
こ

の
よ
う
に
貴
族
た
ち
が
郁
男
を
栴
す
る
土
地
か
ら
は
な
れ
'
本
賞
を
は
な
れ
て

ゆ
く
の
は
t

T
体
な
ぜ
だ
ろ
う
か
｡
右
の
論
文
で
は
'
晋
の
南
渡

･
安
史
の
乱

な
ど
の
動
乱
'
仕
官
の
都
合
'
科
挙
制
の
創
始
等
々
に
そ
の
原
因
を
も
と
め
て

い
る
が
､
さ
ら
に
之
を
統

1
的
に
考
え
る
と
き
'
貴
族
た
ち
の
官
僚
制
へ
の
青

色
化
が
想
像
で
き
る
と
お
も
う
｡
そ
う
し
て
'
そ
れ
は
'
貴
族
た
ち
が
自
己
の
.

権
力
の
基
礎
で
あ
る
土
地

･
人
民
の
支
配
を
'
ど
う
い
う
か
た
ち
で
寛
徹
し
'

ま
た
そ
の
支
配
形
態
が
ど
う
轡
貌
し
た
か
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.
つ
ま
り
'
南
北
朝
時
代
の
貴
族
は
そ
の
故
地
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に
分
け
る
自
己
の
私
的
土
地
所
有

･
私
的
人
民
支
配
を
'
そ
の
ま
～

直
接
に
擢

カ
の
基
礎
と
し
て
お
り
'
之
が
郡
望
な
る
も
の
の
室
体
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ

る
の
で
あ
る
が
'
惰
唐
時
代
に
な
る
と
､
彼

-
ら
の
土
地
所
有
'
人
民
支
配
は
'

強
力
な
公
権
を
以

て支
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
.
こ
こ
に
官
僚
制
の
形
成
さ
れ

f

る
ゆ
え
ん
が
あ
る

｡

そ
れ
で
は
'
こ
の
よ
う
な
轡
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
か
と
云
え
ば
､
先

づ
第

一
に
貴
族
た
ち
と
そ
れ
に
隷
願
す
る
部
曲
､
奴
碑
と
の
相
勉
'
第
二
に
こ

の
よ
う
な
私
経
済
を
外
側
か
ら
守
ら
さ
れ
て
い
た
一
般
農
民
の
抵
抗
が
考
え
ら

れ
る
と
お
も
う
の
で
あ
る
が
､
之
は
た
ん
な
る
兄
と
お
し
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か

し
要
す
る
に
､
こ
の
時
代
の
基
木
的
な
支
配
隷
犀
関
係
の
あ
り
方
を
具
体
的
に

検
討
す
る
こ
と
が
,
何
よ
町
も
大
切
だ
と
お
も
う
の
で
あ
る
｡
隅
磨
官
僚
の
二

重
性
と
は
'
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
始
め

て成
立
す
る
と

お
も
う
し
'
こ
う
し
て
短
命
で
あ
っ
た
阿
部
'
三
世
紀
に
わ
た
る
唐
朝
の
繭
濯

カ
の
性
格
も
始
め
て
明
ら
か
に
な
る
の
だ
ろ
う
｡
惰
兼
の
反
乱
は
､
こ
う
し
た

貴
族
的
支
配
体
制
の
輯
形
期
に
激
襲
し
､
ま
た
こ
れ
を
推
進
し
た
干
ネ
ル
ギ
ー

止
し
て
と
ら
Te
ね
ば
な
ら
な
い
と
お
も
う
｡

し
た
が
っ
て
'
均
田
制
も
た
ん
に
土
地
所
有
制
限
策
と
し
て
で
な
し
に
､
貴

族
た
ち
の
つ
く
り
上
げ
た
国
家
権
力
と
農
民
と
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
が
究
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
.
な
る
ほ
ど
そ
れ

は
土
地
所
有
制
限
策
と
い
う
意
味
も
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
O
L
か
し
そ
れ
だ
け
で

は
均
田
制
を
'
か
つ
て
の
限
田
や
占
甲
よ
り
匿
別
す
る
こ
と
が
出
来
ず
'
結
局

均
田
制
の
歴
史
的
意
義
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

鈴
木
氏
は
'
均
田
制
を
貴
族

(豪
族
)
及
び
農
民
へ
の
土
地
所
有
制
限
策
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
よ
う
な
考
え
は
1

こ

の
時
代
の
基
本
的
な
関

係
を
国
家
封
貴
族

･
農
民
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
｡
し

た
が
っ
て
'
宇
文
融
の
括
戸
は
'
前
者
の
後
者
に
封
す
る
強
力
な
抑
塵
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
'
そ
の
失
敗
後
律
令
体
制
の
決
定
的
な
破
綻
が
く
る
が
'
そ
れ
は

後
者
が
前
者
を
凌
駕
す
る
こ
iJに
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し

な
が
ら
､
こ
う
し
た
律
令
体
制
の
破
綻
が
､
つ
い
に
は
貴
族
階
級
の
没
落
を
結

果
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
こ
の
論
理
に
は
矛
盾
が
な
い
だ
ろ
う
か
｡
内

藤
博
士
は
'

｢門
閥
の
没
落
は
､
太
宗
.の
政
策
な
ど
か
ら
で
は
な
く
'
他
の
原

因
か
ら
自
然
に
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
が
'
そ
の
時
は
唐
の
滅
亡
す
る
時
で
あ
っ

た
｣
(7
電

通
F
IBkJ)
と
い
っ
て
苦

れ
る
が
,
差

階
級
造

帝
国
と
慧

を
典
に
し
た
の
で
あ
り
'
唐
代
証
倉
の
基
本
的
な
関
係
は
､
唐
朝

･
貴
族
封
Ⅹ

で
あ
っ
た
｡
こ
の
Ⅹ
が
何
で
あ
る
か
が
間
笹
で
あ
る
｡
次
に
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
述
べ
た
い
と
お
も
う
｡

唐
帝
国
が
崩
壊
し
'
貴
族
階
級
が
没
落
し
た
の
は
､
そ
の
下
に
あ
た
ら
し
い

融
合
関
係
が
生
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
内
藤
博
士
は
之
を

｢
近
世
｣
と
よ
ば

れ
た
が
'
要
す
る
に
'
そ
れ
が
唐
代
統
合
の
な
か
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
芽
生

え
て
く
る
か
｡
之
が
帽
磨
帝
国
史
の
第
二
の
課
題
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､､
こ

Iの

あ
た
ら
し
い
統
合
関
係
は
'
佃
戸
制
と
か
近
世
的
小
作
制
と
か
い
わ
れ
る
私
的

土
地
所
有
制
を
基
礎
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ

の
よ
う
な
私
的
土
地
所
有
制

は
そ
の
ま
ま
で
は
自
己
を
嘗
現
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
｡
そ
こ
拡
い
ろ
い
ろ
と

複
碓
な
政
治
過
程
が
生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
の

べ
が
Q
a
,
堀
敏

一
氏
の

｢
磨
宋
諸
宏

.Q

.#
絡
｣
(飯

蛸
文
)
で
あ
る
が
'

堀
氏
の
論
旨
は
次
の
と
潜
り
で
あ
る
｡
惰
唐
帝
国
の
官
僚
制
は
貴
族
政
治
の
頗

結
粘
で
あ
る
が
､
こ
の
官
僚
機
構
の
基
礎
が
動
拓
し
始
め
る
と
'
官
僚
制
内
部

の
植
力
学
い
が
は
げ
し
く
な
る
'
こ
う
し
て
天
子
の
個
人
的
な
恩
寵
を
受
け
る

寵
臣
が
出
現
す
る
｡
こ
9
よ
う
な
段
階
で
は
家
柄
は
問
題
と
な
ら
ず
'
成
り
上

り
者
が
権
力
を
に
ぎ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
｡
安
轍
山
も
そ
の
7
人
で
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あ
-
､
彼
の
反
乱
は
ま
宗
に
封
す
る
失
寵
か
ら
起
っ
た
｡
こ

う
し
て
内
乱
後
は

強
藩
が
葦
北

一
帯
に
割
接
す
る
が
t
L
か
し
こ
れ
ら
の
薄
絹
内
部
の
体
制
は
'

恩
寵
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
こ
の
時
期
の
官
僚
制
を
本
質
的
に
否
定
し
な
い
だ

け
で
な
く

そ
れ
自
身
藩
帥
と
部
下
と
の
個
人
的
結
合
関
係
に
よ
っ
て
な
り
た

ち
へ
さ
ら
に
頚
飾
は
中
央
と
つ
な
が
っ
て
い
る
O
こ
の
よ
う
な
状
勢
は
軍
陵
内

部
の
下
遡
上
に
よ
っ
て
は
梶
本
的
な
襲
革
を
見
ず
'
黄
集
の
乳
と
い
う
大
規
模

な
属
衆
の
反
乱
が
唐
朝
権
力
と
ま
つ
こ
う
か
ら
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
よ
っ

て始
め

て
貴
族
階
級
の
没
落
が
可
能
と
な
る
｡

こ
こ

で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
'
安
史
の
乳
に
し
て
も
､
乳
後
の
諸
藩
に
し

て
も
'

層
朝
樺
力
の
本
質
的
な
封
立
物
で
な
く
'
む
し
ろ
そ
の
権
力
支
配
の
最

高
の
段
階
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
軸
で
あ
る
｡
そ
し
て
本
常

に
樺
カ
を
打
倒
し
た
原
動
力
は
黄
集
ら
の
ひ
き
い
た
農
民
た
ち
に
あ
っ
た
こ
と

が
説
か
れ
て
い
る
｡
し
か
し
こ
こ
で
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
'
た
と
え
ば
藩

鎖
の
後
向
き
の
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
､
黄
集
の
風
を
生
み
出
し
た
前
損
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
.
あ
る
い
は
安
史
の
乳

も
､

た
ん
に

安
藤
山
の
失
範
と
ば
か
り
云
え
ぬ
証
倉
的
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

｢
し
か
し
こ
う
S,う
生
産
関
係
の
轡
化
(均
田
制
か
ら
佃
戸
制
へ
)
の
影
響
は
そ

の
上
に
営
ま
れ
て
い
る
人
間
の
生
活
の
韓
部
面
に
お
い
て
は
'
極
め
て
多
様
な

豊
富
な
形
態
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
'-生
産
関
係
の
轡
化
自
体
か
ら

は
そ
の
影
響
の
仕
方
を
説
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
3,の
で
あ
る
｡
安
史
の
乳
が

失
寵
の
危
悦
か
ら
起
っ

てい
る
と
い
う
こ
と
は
'
恩
寵
や
個
人
的
結
合
が
昔
時

の
統
合
に
お
い
て
は
重
要
な
役
割
を
果
し
て
や
た
か
ら
で
あ
っ
て
'
こ
の
様
な

性
格
の
融
合
に
瀞

い
て
は
'
個
人
の
動
き
が
重
大
な
統
合
的
な
事
件
を
ひ
き
起

す
の
で
あ
る
｣
と
S,ぅ
堀
氏
の
考
え
方
に
は
多
少
の
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な

い
｡
な
る
ほ
ど
生
豪
関
係
が

1
万
的
に
歴
史
の
す
べ
て
を
決
定
す
る
の
で
は
な

3,が
'

｢
個
人
的
結
合
｣
に
よ
る
官
僚
制
が
'
こ
の
時
代
の
最
も
基
本
的
な
支

配
隷
屡
関
係
の
轡
化
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
や
'

こ
の
よ
う
な
支
配
体
制
の
な
か
で
新
し
い
社
食
関
係
が
成
長
し
て
ゆ
く
さ
ま
は
'

′

や
は
り
明
ら
か
に
し
魔
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
も
う
｡
し
た
が
っ
て
'
下
風
上

と
い
う
現
象
も
､
唐
朝
官
僚
制
を
否
定
し
な
い
も
の
と
し
て
概
念
的
に
規
定
す

る
よ
り
も
､
む
し
ろ
徐
々
に
否
定
し
て
ゆ
く
も
の
と
ん
て
と
ら
え
る
方
が
肺
心

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
う
し
て
そ
れ
ら
こ
そ
が
'
黄
集
の
乳
へ
の
諸
膝
件

を
直
湊
に
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ
り
､
こ
こ
に
唐
代
政
治
史
の
基
本
的
な
課
題

が
存
在
す
る
｡
さ
き
に
'
唐
代
社
食
の
基
本
関
係
は
国
家

･
貴
族
封
Ⅹ
だ
と
云

っ
た
が
'
Ⅹ
は
'も
ち
ろ
ん
農
民
を
中
心
と
す
る
被
支
配
者
た
ち
で
あ
る
け
れ
ど

も
'
そ
れ
は
た
ん
に
被
支
配
者
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
'
次
第
に
組
織
化

L
t
新
し
い
社
食
秩
序
を
形
成
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
堀
氏
の
指

摘
さ
れ
た
よ
う
な
こ
の
時
代
の
部
曲
的
偶
子
的
隷
展
開
係
に
も
'
あ
る
い
は
自

衛
周
で
あ
る
義
軍
'
群
盗
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
抵
抗
組
織
な
ど
に
も
'
そ
れ
ぞ

れ
表
現
さ
れ
て
い
る
し
､
事
に
よ
る
と
'
囲
結
兵
な
ど
も
天
降
り
的
で
は
あ
る

が
､
そ
の
あ
ら
わ
れ
な
の
か
も
知
れ
な
い
｡

こ
う
し
て
､
l被
支
配
者
が
た
だ
の
被
支
配
者
で
な
く
な
り
'
自
分
た
ち
の
世

界
を
現
寛
に
打
ち
た
て
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
'
唐
朝
官
僚
制
の
根
本
的
な
動
拓
が

生
じ
て
く
る
.
そ
れ
は
均
田
制
か
ら
佃
戸
制
へ
の
経
済
的
轡
革
と
直
接
に
む
す

げ

つ
い
て
S.る
｡
そ
れ
は
､
磨
朝
の
構
力
支
配
が
も
は
や
現
賓
性
を
う
し
な
い

′

.

つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
こ
の
よ
う
怒
危
機
に
さ
い
し

て'
支
配
階
級

は
い
ろ
い
ろ
な
対
席
の
仕
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
｡
し
か
も
'
こ
れ

は
実
録
に
な
っ
た
樺
カ
を
め
ぐ
る
官
僚
問
の
薫
軍
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
る
わ

け
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
勝
利
者
は
種
々
の
政
治
的

･
鮮
所
的
特
樺
を
獲
得
し
'

敗
北
者
は
没
落
し
て
ゆ
く
｡
貴
族
の
大
土
地
所
有

(荘
園
)
と
い
っ
て
も
'
決
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し
て
貴
族
全
体
が
ひ
と
し
-
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
'
お
そ
ら
く

一
部
の
樺
労

費
た
ち
の
か
ち
え
た
勝
利
の
結
果
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

(磨
宋
京
菜
附
近
の
荘

園
は
中
官
た
ち
に
よ
っ
て
掬
占
さ
れ
て
い
た
)
｡

あ
る
い
は
安
醸
山
な
ど
は
'

河
北

一
帯
の
民
衆
や
北
方
民
族
を
利
用
し
た
か
た
ち
で
'
自
分
の
永
遠
の
染
筆

を
か
ち
と
ろ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
ま
た
'
樺
力
全
体
と
し

ては
両
税
法
へ

の
鴨
換
を
飴
儀
な
く
さ
れ
る
｡

し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に

1
致
も
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
'

何
れ
も
あ
た
ら
し
い
統
合
関
係
に
依
存
的

･
寄
生
的
で
あ
る
と
い
う
鮎
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
'
権
勢
を
に
き
っ
た
官
僚
や
節
度
使
が
'
ど
ん
な
に
財
富
や
武
力

を
わ
が
も
の
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
'
そ
の
把
童
の
カ
は
意
想
外
に
よ

わ
い
わ
け
で
あ
る
｡
こ

の
期
の
具
体
的
な
理
解
は
き
わ
め
て
重
要
だ
と
お
も
わ

れ
る
が
'
今
儀
の
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡

右
の
よ
う
な
官
僚
階
級
の
1
殻
的
あ
り
方
に
お
い
て
'
没
落
貴
族
の
一
部
に

兼
'
自

己
の
苦
境
を
通
じ
て
民
衆
の
世
界
に
ふ
れ
た
人
々
も
あ
っ
た
｡
杜
甫
な

ど
は
そ
の
代
表
的
人
物
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
彼
の
す
ぐ

ふ

た
垂
楯
も
'
よ
う
や
-
世
界
を
自
分
た
ち
の
世
界
と
襲
革
し
っ
つ
あ
っ
た
民

衆
の
成
長
を
背
景
と
せ
ず
に
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
最
近
の
杜
甫
研
究

(膏
川
率
次
郎
氏

｢
杜
博
私
記
｣
第

1
奄

･
驚
藤
勇
氏

｢
杜
甫
｣
･
影
山
剛
氏

･
李
白
と
杜
甫
｣
(槻
即
開
謂

翫

)
ち
,
杜
博
の
富

史
的
常
置

つ
等

は
よ
く
の
べ
て
い
る
が
t
L
か
し
そ
の
と
ら
え
方
は
､
逆
境
に
投
げ
こ

ま
れ
た

杜
甫
が
'
民
衆
の
惨
苦
に
ふ
れ
て
そ
の
す
ぐ
れ
た
詩
を
創
造
し
た
と
い
う
よ
う

な
消
極
的
な
と
ら
え
方
で
あ
る
｡
文
革
史
と
い
う
鮎
か
ら
見
て
も
こ
こ

に
は
大

き
な
間
轟
が
あ
る
よ
う
に
お
も
う
.

以
上
'
惰
唐
帝
閥
の
成
立
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
'
こ
の
権
力
は
ど
の

よ
う
に
し
て
否
定
さ
れ
て
ゆ
く
か
､
こ
の
二
つ
の
軸
か
ら
最
近
の
研
究
を
紹
介

■

し
'
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
｡
し
か
し
最
近
の
成
果
は
こ
こ
に
と
り
上
げ

た
も
の
だ
け
で
は
な
い
し
'
ま
た
と
り
上
げ
た
研
究
の
紹
介
や
批
判
の
仕
方
に

し
て
も
せ
わ
め
て
慈
意
的
で
あ
っ
て
､
学
界
動
向
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
Y
な
い

内
容
と
な
っ
て
了
つ
た
こ

と
を
ふ
か
く
潜
わ
び
し
た
い
と
お
も
う
｡

80

昭
和
二
十
七
年
度
文
部
省
料
率
研
究
費

練
合
研
究
課
題

(関
係
分
)

カ
ラ
ホ
ト
附
近
出
土
漢
代
文
書
の
整
理
並
に
そ
れ
に
よ
る

漢
代
史
の
綜
合
的
研
究

森

中
国
産
業
史
の
研
究

～
歴
代
食
貨
志
を
中
心
と
し

て
-
和

鹿

支
那
哲
革
の
問
題
史
的
研
究

儒
悌
道
三
敦
交
渉
の
基
礎
的
研
究

中
国
民
間
宗
教
の
歴
史
的
研
究

史
記
の
構
成
史
料
に
関
す
る
基
本
的
研
究

三 両 塚 重

上 井 木 鐸

次 席 善 俊

男 順 陰 部

内
陸
ア
ジ
ア
の
綜
合
的
研
究

中
図
の
轡
草
期
に
お
け
る
紅
昏

･
経
済

･
文
化
の

相
関
関
係
の
研
究

現
代
中
図
譜
藷
糞
の
研
究
調
査

江

夫 清 三

倉

石

武

四

郎

高

倉

蒐

巳


