
唐

帝

国

の

世

界

性

田

村

実

造

一
【
要
約
】
本
稿
は
昭
和
四
二
年
一
一
月
二
日
、
史
学
研
究
会
大
会
に
お
け
る
公
開
講
演
の
論
旨
に
若
干
の
補
訂
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
…

一
唐
朝
は
一
般
に
世
界
帝
国
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
概
念
は
す
こ
ぶ
る
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
唐
の
世
界
性
に
つ
い
て

ω唐
と
東
ア
ジ
ア
世
界
一

一
と
の
関
係
、

ω唐
の
一
特
質
を
な
す
律
令
体
制
に
つ
い
て
、

ω唐
と
北
ア
ジ
ア
世
界
と
の
関
係
、

ω
「
安
・
史
の
乱
」
を
通
じ
て
み
た
唐
の
世
界
性
、
の
一

一

四

つ

の

点

か

ら

こ

れ

を

論

述

し

た

。

史

林

五

ニ

巻

一

号

一

九

六

九

年

一

月

一

は

じ

め

東
洋
史
上
唐
帝
国
は
世
界
国
家
だ
と
か
、
あ
る
い
は
惰
靭
と
な
ら

ベ
て
惰
・
唐
世
界
帝
国
だ
と
か
い
わ
れ
て
お
り
、
ぞ
れ
が
常
識
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
唐
帝
国
の
佐
界
性
と
は
、
い
っ
た
い

唐帝国の世界性（田村）

ど
の
よ
う
な
実
態
に
対
す
る
概
念
な
の
か
と
追
求
し
て
み
る
と
、
そ

れ
は
ま
っ
た
く
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
こ
の
唐
帝
国
の
世
界
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
順
序
と
し
て
、
ア
ジ
ア
の
歴
史
世
界
と
い
う
問
題
か
ら
話
を

す
す
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
歴
史
世
界
と
は
、
特
定
の
文
化
圏

を
基
盤
に
し
て
、
そ
こ
に
民
族
的
政
治
統
一
体
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が

歴
史
的
発
展
を
つ
づ
け
て
い
る
、
そ
う
い
う
世
界
で
あ
る
と
考
え
る
。

つ
ま
り
文
化
圏
と
い
う
民
族
を
ふ
く
む
空
間
的
・
地
域
的
な
も
の
に

歴
史
発
展
と
い
う
時
間
性
が
条
件
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
歴
史
世

界
の
存
在
が
み
と
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
歴
史
発
展
と
い
う
と
抽

象
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
具
体
的
に
把
握
し
う
る
の
は
「
時
代
区
分
」

で
あ
る
か
ら
、
歴
史
世
界
と
は
、
特
定
の
文
化
圏
を
ふ
ま
え
た
民
族
的

政
治
統
一
体
に
対
し
、
時
代
区
分
が
設
定
で
き
る
世
界
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ジ
ア
で
こ
の
よ
う
な
条
件
を
そ
な
え
た
歴

史
世
界
を
求
め
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
四
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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1 

東
ア
ジ
ア
世
界

こ
れ
は
中
国
文
化
圏
を
基
盤
と
す
る
も

の
で
、
地
域
的
に
は
中
国
を
中
心
に
日
本
、
朝
鮮
半
島
、
南
満
洲
、

長
城
地
帯
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ソ
、
イ
ン
ド
・
ジ
ナ
半
島
、
台
湾
と
き

に
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
を
ふ
く
む
。

こ
れ
は
遊
牧
文
化
圏
を
基
盤
と
す
る
北

満
洲
、
モ
ソ
ゴ
リ
ア
、
南
γ
ベ
リ
ア
、
ジ
ュ
シ
ガ
リ
ア
、
キ
ル
ギ
ス
、

2 

北
ア
ジ
ア
世
界

西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
、
と
き
に
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
、
チ
ベ
ッ
ト
を
ふ
く
む
。

3 

こ
れ
は
ヒ

γ
ズ
l
教
お
よ
び
仏
教
文
化

南
ア
ジ
ア
世
界

圏
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
、
イ
シ
ド
を
中
心
に
セ
イ
ロ
ン
諸
島
、
ピ

ル
マ
、
ネ
パ

l
ル
、
パ
キ
ス
タ
シ
、
と
き
に
は
マ
ラ
ヤ
、
イ
ン
ド
ネ

γ
ア
な
ど
を
ふ
く
む
。

4 

」
れ
は
ベ
ル
シ
ア
・
イ
ス
ラ

l
ム
文
化

西
ア
ジ
ア
世
界

圏
を
基
盤
と
す
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ
ラ

l
γ
、
イ
ラ
グ
、

プ
ト
、
ジ
リ
ア
、
ト
ル
コ
と
き
に
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
な
ど
を
ふ
く
む
。

以
上
四
つ
の
ア
ジ
ア
の
歴
史
世
界
は
、
第
一
次
大
戦
前
ま
で
は
太

古
か
ら
個
別
的
に
並
存
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
ま
っ
た
く
個
別
的

に
並
存
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
時
代
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

歴
史
世
界
の
あ
い
だ
に
か
な
り
深
い
政
治
的
・
文
化
的
・
経
済
的
交

渉
も
あ
っ
た
。
と
く
に
東
ア
ジ
ア
世
界
と
北
ア
ジ
ア
世
界
と
は
、
紀

ニE

ジ

元
前
三
世
紀
ご
ろ
か
ら
密
接
な
関
係
｜
｜
平
和
的
関
係
を
保
っ
た
ば

( 66) 

あ
い
も
あ
れ
ば
、
侵
略
・
抗
争
を
く
り
か
え
し
た
ば
あ
い
も
あ
っ
た

66 

ー
ー
ー
を
有
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
北
ア
ジ
ア
世
界
に
関
す
る
史
料
に

は
、
北
ア
ジ
ア
民
族
自
身
に
よ
っ
て
書
き
の
こ
さ
れ
た
も
の
よ
り
も

漢
文
史
料
が
圧
倒
的
に
多
く
、
た
め
に
従
来
北
ア
ジ
ア
は
独
立
し
た

歴
史
世
界
と
は
あ
っ
か
わ
れ
ず
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
な
か
に
く
み
入

れ
ら
れ
て
「
ワ
キ
役
」
的
存
在
と
し
て
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

わ
が
国
で
は
明
治
以
来
北
ア
ジ
ア
史
に
関
し
て
は
、
白
鳥
庫
吉
博

わ

た

る

と

お

る

土
を
は
じ
め
箭
内
亙
博
士
、
羽
田
亨
博
士
ら
多
く
の
学
者
が
輩
出
し

て
世
界
で
も
最
高
の
研
究
水
準
を
創
り
あ
げ
た
が
、
そ
れ
ら
は
概
し

チ

品

ル

グ

ウ

イ

グ

ル

そ

γ
ゴ
ル

て
い
え
ば
旬
奴
・
突
阪
・
回
鶴
あ
る
い
は
蒙
古
・
満
洲
な
ど
主
と
し
て

個
別
的
な
民
族
史
の
研
究
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
し
は
さ
き
に
「
北
ア

①
 

ジ
ア
世
界
の
成
立
と
発
展
」
と
い
う
一
文
の
う
ち
で
、
こ
れ
ま
で
の

先
学
の
北
ア
ジ
ア
諸
民
族
に
関
す
る
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
、
北
ア
ジ

ア
遊
牧
文
化
圏
を
基
盤
と
し
て
興
亡
し
た
政
治
的
統
一
体
（
遊
牧
園

家
）
に
古
代
、
中
世
、
近
代
の
時
代
区
分
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
歴
史
的
発
展
を
明
確
化
し
、
北
ア
ジ
ア
歴
史
世
界
の
存
在
を
証

明
し
た
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
世
界
の
な

「
ワ
キ
役
」
的
ゃ
く
わ
り
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

か
で
、



北
ア
ジ
ア
を
一
個
の
独
立
し
た
歴
史
世
界
に
ま
で
高
め
、
東
ア
ジ
ア

世
界
と
北
ア
ジ
ア
世
界
と
を
歴
史
上
等
価
値
に
対
置
さ
せ
て
、
両
世

界
の
歴
史
的
関
係
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
い

ま
、
こ
の
両
世
界
の
か
ら
み
あ
い
が
、
唐
帝
国
に
ど
の
よ
う
に
投
影

し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
「
安
・
史
の
乱
」
の
条
に
ゆ

づ
っ
て
、
ま
ず
唐
朝
が
い
ま
あ
げ
た
四
つ
の
世
界
の
ど
の
世
界
国
家

で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

唐
と
東
ア
ジ
ア
世
界

さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
唐
が
世
界
国
家
で
あ
る
と
は
誰
し
も

が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
諸
条
件
に
つ
い
て
は
明
確
で

な
い
。
た
と
え
ば
唐
の
勢
力
範
囲
が
東
ア
ジ
ア
は
も
と
よ
り
、
あ
る

一
時
期
に
は
北
ア
ジ
ア
や
中
央
ア
ジ
ア
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
か
ら

だ
と
か
、
あ
る
い
は
文
化
の
点
で
西
方
ベ
ル
シ
ア
、
イ

γ
ド
、
中
央

唐帝国の世界性（田村）

ア
ジ
ア
の
エ
キ
ゾ
テ
イ
ヅ
グ
な
文
物
を
と
り
入
れ
て
多
種
多
様
で
あ

り
、
園
都
の
長
安
に
は
当
時
の
世
界
の
諸
民
族
が
来
往
し
て
い
た
か

ら
だ
、
と
か
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
世
界
国
家
と
し
て
の
歴

史
的
説
明
に
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
論
か
ら
さ
き
に
い
え
ば
、

要
す
る
に
唐
朝
は
東
ア
ジ
ア
世
界
を
ふ
ま
え
た
世
界
国
家
だ
っ
た
と

考
え
た
い
。
以
下
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
み
よ
う
。

そ
こ
で
東
ア
ジ
ア
世
界
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
東

ア
ジ
ア
世
界
が
形
成
さ
れ
た
の
は
七
世
紀
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
な

る
ほ
ど
中
国
世
界
だ
け
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
紀
元
前
一
五

O
O年
あ

る
い
は
も
っ
と
以
前
か
ら
歴
史
時
代
に
入
り
、
統
一
国
家
と
し
て
の

泰
帝
国
の
成
立
で
も
紀
元
前
一
一
一
一
一
年
と
い
う
古
さ
で
あ
る
。
し
か

し
東
ア
ジ
ア
の
他
の
諸
国
・
諸
民
族
を
み
る
と
、
日
本
の
大
化
改
新

に
よ
る
統
一
政
権
の
成
立
は
七
世
紀
な
か
ご
ろ
、
新
羅
の
半
島
統

は
七
世
紀
後
半
、
南
満
洲
に
お
け
る
湖
海
国
の
建
国
が
同
じ
く
七
世

紀
末
の
六
九
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
吐
蕃
が
古
代
チ
ベ

ヅ
ト
王
国
と
し
て
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ン
ポ
（

E
H仲
間

g
σ
H
Z
E来
宗
弄
讃
）

王
に
よ
っ
て
統
一
政
権
が
形
成
さ
れ
、
唐
朝
と
緊
密
な
国
交
を
行
な

②
 

い
は
じ
め
た
の
が
七
世
紀
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
南
方
の
イ
ン
ド
シ
ナ

半
島
を
み
て
も
グ
メ

l
ル
人
が
独
立
し
て
扶
南
国
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
真

臓
王
国
を
輿
し
て
本
格
的
に
中
国
と
交
通
を
は
じ
め
た
の
が
、
や
は

り
七
世
紀
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
国
は
唐
朝
を
宗
家
と

仰
い
で
、
政
治
上
で
は
唐
の
律
令
体
制
を
と
り
い
れ
て
国
家
の
組
織

を
と
と
の
え
｜
｜
厳
密
に
は
チ
ベ
ッ
ト
王
国
と
真
臓
王
国
と
は
律
令
釘

体
制
を
と
り
入
れ
た
か
ど
う
か
疑
問
と
し
て
も
｜
｜
、
ま
た
朝
貢
貿
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易
に
よ
っ
て
莫
大
な
経
済
的
利
得
を
え
、
あ
る
い
は
多
く
の
留
学
生

を
派
遣
し
て
さ
か
ん
に
唐
朝
の
制
度
や
文
物
を
移
入
し
た
。
し
た
が

っ
て
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
唐
朝
と
の
こ
の
よ
う
な
有
機
的
関
係
を
む
す

ぶ
紐
帯
と
な
っ
た
の
は
律
令
制
で
あ
り
、
漢
文
・
漢
字
で
あ
り
、
儒

教
お
よ
び
仏
教
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

」
の
よ
う
に
日
本
を
は
じ
め
新
羅
・
溺
海
な
ど
若
干
の
民
族
的
国

家
が
中
国
を
中
心
と
し
て
衛
星
的
に
む
す
ば
れ
て
い
た
の
が
東
ア
ジ

域
・
朝
鮮
・
南
越
・
西
南
夷
の
遠
征
、
あ
る
い
は
後
漢
時
代
の
発
展
に

み
る
よ
う
に
、
秦
・
漢
時
代
に
は
漢
民
族
の
政
治
的
勢
力
の
伸
展
に
つ

れ
て
中
国
文
化
は
し
だ
い
に
四
周
に
波
及
し
て
は
い
っ
た
が
、
し
か
し

こ
の
時
期
に
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
位
界
が
形
成
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
。

そ
れ
ゆ
え
東
ア
ジ
ア
世
界
の
多
国
家
的
な
歴
史
構
造
が
で
き
あ
が
っ
た

の
は
、
七
世
紀
の
唐
代
、
あ
る
い
は
隔
を
ふ
く
め
た
陪
・
唐
時
代
か
ら

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
う
ひ
と

さ
て
唐
人
は
こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
世
界
の
な
か
で
、
じ
ぶ
ん
た

ア
の
歴
史
世
界
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
世
界
は
ま
さ
に
中
国
ち
の
国
家
こ
そ
唯
一
の
文
化
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
園
都
の
長
安
こ

そ
、
こ
の
世
界
文
化
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
も
え
て
い
た
。

文
化
闘
を
基
盤
に
、
唐
朝
を
極
と
す
る
多
国
家
的
世
界
で
あ
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
北
ア
ジ
ア
世
界
が
つ
ね
に
多
く
の
遊
牧
部

族
を
統
合
し
て
単
一
的
国
家
を
形
成
し
た
の
と
は
、
歴
史
構
造
上
異

っ
た
も
の
と
考
う
べ
き
で
あ
る
。

な
お
秦
・
漢
帝
国
が
東
ア
ジ
ア
の
世
界
国
家
だ
と
い
う
説
が
あ
る
が
、

秦
・
漢
時
代
｜
｜
紀
元
前
三
世
紀
か
ら
紀
元
後
三
世
紀
前
半
ま
で
｜
｜

中
国
以
外
来
ア
ジ
ア
に
は
統
一
国
家
は
成
立
せ
ず
、
日
本
で
は
邪
馬
台

国
女
王
の
卑
弥
乎
の
時
代
が
三
世
紀
前
半
だ
か
ら
秦
・
漢
時
代
の
末
期

に
あ
た
り
、
ま
だ
弥
生
式
時
代
か
、
せ
い
ぜ
い
古
墳
前
期
で
あ
る
。
朝

鮮
も
ま
だ
三
韓
・
楽
浪
郡
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
秦
・
漢
時
代
は
華

北
を
中
心
に
中
国
世
界
の
輪
廓
が
か
た
ま
り
、
中
国
古
典
文
化
が
で
き

あ
が
っ
た
時
期
と
い
っ
て
よ
い
。
秦
の
始
皇
帝
の
外
征
、
漢
武
帝
の
西

東
ア
ジ
ア
の
他
の
国
ぐ
に
で
あ
る
、
日
本
、
新
羅
、
溺
海
、
吐
蕃
、
真
臓

な
ど
も
み
な
唐
朝
こ
そ
、
じ
ぶ
ん
た
ち
の
宗
家
で
あ
り
、
唯
一
の
文
明

世
界
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
か
れ
ら
の
い
う
世
界
と
は
東
ア
ジ
ア

世
界
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ト
イ
ソ
ピ
ー
も
い
う
よ
う
に
、
世
界
的
国

家
と
し
て
重
要
な
特
質
の
一
つ
は

H
支
配
者
も
被
治
者
も
、
じ
ぶ
ん

た
ち
の
帝
国
こ
そ
が
唯
一
の
文
明
世
界
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
で
あ

る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
H

だ
と
。
東
ア
ジ
ア
世
界
を
ふ
ま
え
た
唐
人

に
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
自
覚
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
唐
人
の
こ

の
世
界
性
に
も
と
づ
く
自
覚
・
自
信
が
各
地
の
文
明
を
と
り
い
れ
て

そ
の
文
化
的
多
様
性
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
っ
て
、
文
化
が
多
様
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だ
か
ら
世
界
国
家
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
逆
の
よ
う
に
考
え
る
か

つ
い
で
に
い
え
ば
、
唐
の
文
化
は
多
様
多
種
で
は
あ
る
が
、
漢
代

文
化
に
み
る
ほ
ど
の
創
造
性
に
と
ぽ
し
く
、
政
治
制
度
、
法
典
の
制

定
の
ほ
か
は
あ
ま
り
オ
リ
ヂ
ナ
リ
テ
ィ
が
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
点
漢

と
唐
と
の
関
係
は
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
が
創
造
性
に
富
ん
で
い
た
の
に

対
し
、

ロ
ー
マ
文
化
が
多
様
で
は
あ
っ
て
も
創
造
性
に
と
ぼ
し
か
っ

た
と
い
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
と
ロ

l
マ
と
の
関
係
と
よ
く
似
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ロ
l
マ
法
典
を
通
じ
て
す
ぐ
れ
た
統
治
の

ア
ジ
ア
世
界
の
人
び
と
は
、
こ
の
制
度
を
通
じ
て
統
一
と
秩
序
と
安

定
と
を
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
陪
朝
に
創
め
与
れ
唐
朝
に
整

備
さ
れ
た
律
令
制
は
、
や
が
て
中
国
と
い
う
わ
く
を
こ
え
て
東
ア
ジ

ア
の
国
ぐ
に
に
共
通
す
る
政
治
体
制
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
律
令
体

制
と
は
文
字
ど
お
り
い
え
ば
律
・
令
・
格
・
式
に
規
定
さ
れ
た
政
治

も
っ
と
具
体
的
に
は
整
備
さ
れ
た
法
典
（
律
令
）
に

う
ら
つ
け
ら
れ
た
政
治
機
構
（
三
省
六
部
制
）
の
も
と
で
、
国
家
権
力

体
制
で
あ
り
、

を
根
源
と
す
る
官
僚
制
度
を
通
じ
、
均
団
法
と
い
う
土
地
法
、
租

才
を
発
揮
し
空
前
の
世
界
帝
国
を
建
設
し
た
ロ

l
マ
帝
国
と
、
律
令
庸
・
調
と
い
う
税
法
｜
｜
均
団
法
・
租
庸
調
法
は
北
貌
の
創
案
し
た

制
度
で
あ
る
が
ー
ー
ま
た
府
兵
制
と
い
う
徴
兵
制
度
に
よ
っ
て
、
人

体
制
を
通
じ
て
東
ア
ジ
ア
諸
国
を
教
導
し
た
唐
帝
国
と
は
、
こ
の
点

で
も
似
か
よ
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

律
令
体
制
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
つ
ぎ
に
、
唐
朝
を
東
ア
ジ
ア
の
世
界
国
家
た
ら
し
め
た

唐帝国の世界性（田村）

一
要
素
と
考
え
ら
れ
る
律
令
体
制
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
律
令
体
制

は
惰
朝
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、

」
の
制
度
は
日
本
、
新
羅
、
瑚
海
固
な
ど
に
と
り
い
れ
ら
れ
て
、
こ

れ
ら
諸
国
家
を
組
織
づ
け
、
そ
の
政
治
的
指
導
原
理
と
な
っ
て
東
ア

ジ
ア
の
歴
史
世
界
を
出
現
・
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
東

民
を
個
別
に
支
配
し
た
体
制
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
律
令
制
を
行
使
す
べ
き
官
僚
を
う
み
だ
す
選
挙
法

で
あ
る
科
挙
制
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
は
前
代
の
説
・
耳
目
・
南
朝

③
 

の
九
品
中
正
法
が
、
家
柄
中
心
主
義
に
偏
し
た
｜
｜
九
品
中
正
制
は

も
と
も
と
家
柄
と
能
力
と
を
公
平
に
按
じ
て
選
挙
す
る
の
が
た
て
ま

え
で
あ
る
が
、
け
っ
き
よ
く
家
柄
中
心
主
義
に
偏
向
し
て
し
ま
っ
た

ー
ー
ー
の
に
対
し
て
、
個
人
の
能
力
を
主
眼
に
抜
擢
し
よ
う
と
す
る
能

力
主
義
・
人
材
主
義
で
あ
る
。
こ
の
人
材
登
用
主
義
を
は
っ
き
り
と

ω

打
ち
だ
し
た
の
は
、

五
胡
の
後
越
国
（
石
氏
政
権
）
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虎
の
と
き
か
ら
で
あ
る
。
石
勤
は
官
吏
の
登
用
に
あ
た
り
、
い
ち
お

う
醜
晋
の
九
品
制
を
準
用
し
て
は
い
る
が
、
た
て
ま
え
は
人
材
主
義

に
よ
っ
て
選
挙
す
べ
き
こ
と
を
明
詔
し
て
、
幕
臣
の
張
賓
に
選
挙
を

っ
か
さ
ど
ら
し
め
て
お
り
、
石
虎
も
石
鞠
の
方
針
を
恒
つ
け
て
「
随
才

金
叙
」
の
人
材
主
義
を
堅
持
し
た
。
石
氏
政
権
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ

た
こ
の
人
材
重
視
の
傾
向
は
、
そ
の
後
も
北
貌
孝
文
帝
の
秀
才
・
孝

廉
制
の
復
活
、
北
周
の
九
品
官
制
を
へ
て
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
た
が
、

」
の
よ
う
な
人
材
第
一
主
義
こ
そ
門
閥
主
義
を
と
り
で
と
す
る
貴
族

制
を
ほ
り
く
ず
す
原
動
力
と
な
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
や
が
て
惰
・

＠
 

唐
の
科
挙
制
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

」
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
律
令
体
制
を
さ
さ
え
る
科
挙
制
の
包

芽
は
す
で
に
五
胡
・
北
朝
時
代
に
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

唐
と
北
ア
ジ
ア
世
界

以
上
唐
朝
の
性
格
を
特
色
づ
け
る
世
界
性
と
律
令
体
制
と
を
と
り

あ
げ
、
こ
の
点
か
ら
も
唐
朝
が
東
ア
ジ
ア
世
界
を
ふ
ま
え
た
世
界
国

家
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た
が
、
そ
れ
で
は
東
ア
ジ
ア
世
界
に
隣
接

す
る
北
ア
ジ
ア
世
界
と
唐
朝
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
に
は
、
こ
れ
ま
で
東
ア
ジ
ア
世
界
と
く
に
中
国
と
北
ア
ジ
ア

世
界
と
は
、
秦
・
漢
帝
国
と
旬
奴
王
国
と
の
対
立
以
来
明
末
ま
で
の
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約
二
千
年
間
つ
ね
に
対
抗
的
な
関
係
に
終
始
し
た
と
説
か
れ
て
き
た
。

こ
の
考
え
は
白
鳥
庫
吉
博
士
の
い
わ
ゆ
る
南
北
対
抗
史
論
に
も
っ
と

も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
白
鳥
博
士
に
よ
れ
ば
「
漢

民
族
と
北
方
民
族
と
の
勢
力
の
か
ら
み
あ
い
が
中
国
に
統
一
国
家
を

え成
ば立

秦さ
せ

漢

帝ま
国＋

~ 1ヒ
ア

現
シノ

と ア
伺を
奴統
の
北占
ア』

せ
とた

抗？
ま盆
た 王

議言
の た
勃 と

輿
は
や
が
て
漢
民
族
を
刺
戟
し
て
陪
の
南
北
朝
統
一
と
な
っ
た
と
い

う
よ
う
に
｜
｜
け
っ
き
よ
く
は
北
方
民
族
の
勝
利
｜
｜
（
筆
者
註
）

こ
れ
は
満
洲
族
の
清
朝
に
よ
る
中
国
征
服
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
｜
｜

に
終
っ
た
。
こ
の
結
果
ア
ジ
ア
南
方
の
文
明
（
中
国
文
明
）
は
保
守
的

一
方
北

に
な
り
、
専
制
的
に
な
っ
て
道
徳
の
額
廃
を
き
た
し
た
が
、

わ
〈
で
き

方
民
族
も
南
方
の
漢
文
明
に
惑
溺
し
同
化
し
て
武
勇
剛
健
の
気
を
失

う
に
い
っ
た

（
「
東
西
交
渉
史
上
か
ら
み
た
遊
牧
民
族
」
史
学
会
絢
『
東
西
交
渉
史

論
』
所
収
、
昭
和
一
四
年
五
月
）
。
こ
れ
が
白
鳥
博
士
の
南
北
対
抗
史
論
の

論
旨
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
南
北
を
対
抗
関
係
の
み
の
ひ

と
す
じ
で
考
え
る
こ
と
は
ど
う
か
と
思
う
。
対
抗
関
係
一
遍
倒
に
ゆ

か
な
い
よ
い
例
が
唐
代
で
あ
る
。



チ
込
ル
タ

唐
代
す
な
わ
ち
七
・
八
世
紀
ご
ろ
の
北
ア
ジ
ア
世
界
に
は
突
阪
王

国
、
つ
づ
い
て
ウ
イ
グ
ル
王
国
と
強
力
な
遊
牧
国
家
が
あ
い
つ
い
で

成
立
し
、
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
高
原
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
ソ
ン
ツ
ェ
ン

ガ
ン
ポ
王
の
も
と
に
大
吐
蕃
王
国
が
成
立
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
遊
牧

諸
国
家
に
対
す
る
唐
朝
の
外
交
政
策
は
、
漢
代
の
よ
う
な
力
に
よ
る

b
e

吋
V

討
伐
あ
る
い
は
抗
争
で
は
な
く
、
共
存
・
共
生
を
基
調
と
す
る
麗
臨
時
・

協
調
政
策
で
あ
っ
た
。
唐
朝
は
建
国
に
あ
た
り
高
祖
李
淵
は
東
突
阪

の
援
助
を
え
て
長
安
を
占
拠
し
た
が
、
つ
ぎ
の
太
宗
・
高
宗
時
代
の

全
盛
期
五
十
余
年
間
（
六
二
七
｜
｜
八
三
）
は
突
阪
王
国
の
内
紛
も
あ

っ
て
北
ア
ジ
ア
諸
部
族
に
対
し
て
は
圧
倒
的
優
勢
に
終
始
し
た
。

す
な
わ
ち
太
宗
の
時
代
に
は
東
突
阪
の
圏
内
に
諸
部
族
の
反
乱
が

セ
ッ

z
y
〆

あ
い
つ
ぎ
、
貞
観
四
（
六
三
O
）
年
に
は
つ
い
に
東
突
阪
は
醇
延
陀
部

族
と
唐
と
の
連
合
軍
に
や
ぶ
ら
れ
、
額
利
可
汗
は
部
民
十
余
万
を
ひ

き
い
て
投
降
し
た
の
で
、
太
宗
は
そ
の
降
民
を
収
容
し
て
山
西
北
部

窟帝国の世界性（田村）

か
ら
オ
ル
ド
ス
に
い
た
る
長
城
地
帯
に
遊
牧
さ
せ
た
。
こ
れ
は
そ
の

む
か
し
後
漢
帝
国
の
光
武
帝
の
と
き
、
南
旬
奴
部
の
投
降
を
ゆ
る
し

て
、
そ
の
部
民
を
オ
ル
ド
ス
長
城
地
帯
に
収
容
し
た
故
知
に
な
ら
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

や
が
て
太
宗
は
貞
観
二

O
（
六
四
六
）
年
醇
延

陀
軍
を
粉
砕
す
る
と
、
親
し
く
オ
ル
ド
ス
の
霊
州
（
内
蒙
古
自
治
区
霊

太
宗
が
天
可

武
県
）
に
幸
し
て
北
ア
ジ
ア
諸
部
族
を
閲
兵
し
た
が
、

汁
と
称
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
翌

年
（
六
四
七
）
唐
朝
が
突
阪
の
本
拠
地
の
都
斤
山
（
外
蒙
古
オ
ル
コ
ン
河

畔
の

ρ担
Z
E
E
－m］
凶
器
ロ
ロ
）
に
燕
然
都
護
府
1
1
l
高
宗
の
総
章
一
一
（
六
六

九
）
年
安
北
都
護
府
と
改
名
ー
ー
を
設
け
た
の
は
東
突
阪
投
降
後
の

北
ア
ジ
ア
遊
牧
諸
部
族
を
聴
腐
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
高
宗
の
永

徽
元
（
六
五
O
）
年
に
単
子
都
護
府
（
の
ち
の
雲
中
都
護
府
）
を
雲
中
城

（
山
西
省
大
同
附
近
）
に
設
置
し
た
の
は
、
貞
観
時
代
に
来
投
し
た
突

版
部
民
を
監
督
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
異
民
族
を
踊
隊
・
監
督
す
る
使
命
を
も
っ
て
、
太
宗
・

高
宗
時
代
に
、
四
方
の
辺
境
や
蕃
地
内
に
設
置
さ
れ
た
都
護
府
は
、
つ
ぎ
に

あ
げ
る
六
府
で
あ
る
。

（
名
称
）
（
設
置
年
代
）

安
東
都
議
府
総
章
元
（
六
六
人
）

（
所
管
区
）

朝
鮮
・
満
洲

北
庭
都
護
府

（治所）

平
壊
↓
遼
東
城
（
蹴
騨
申
告
）

吋
統
一
邸
臨
時
ニ
～
丸
一
…
畑
可
）
都
斤
山
（
外
蒙
古
）

永
徽
元
（
六
五
O
）
雲
中
城
（
刻
一
隅
省
）
内
蒙
古

長
安
二
（
七
O
二
）
庭
州
（
間
一
勝
弘
一
グ
）
天
山
北
路

貞
観
一
四
（
六
四
O
）
高
昌
↓
笠
間
粗
野
村
げ
よ
騒
落
川

交
州
（
ベ
ト
ナ
ム
の
ハ
ノ
イ
）
前
一
wwやかナ

燕
然
（
安
北
）
都
護
府

外
蒙
古

雲
中
（
単
子
）
都
護
府

安
西
都
護
府

安
南
都
護
府

調
露
元
（
六
七
九
）
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こ
の
う
ち
、
最
後
の
北
庭
都
護
府
だ
け
は
、
中
宗
時
代
に
設
置
さ
れ
て
い

る
。
ち
な
み
に
、
都
護
府
は
外
民
族
の
覇
臨
時
・
監
督
の
機
能
を
は
た
す
た
め

麿
下
に
鎮
兵
を
有
し
た
が
、
遠
隔
の
地
に
あ
っ
て
大
兵
を
常
駐
さ
す
こ
と
は

困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
兵
力
は
す
く
な
く
、
ひ
た
す
ら
外
交
的
手
段
に

よ
っ
て
諸
部
族
を
う
ま
く
蔚
康
し
、
か
れ
ら
の
背
叛
を
未
然
に
ふ
せ
ぐ
の
を
、

た
て
ま
え
と
し
て
い
た
。

上
述
の
よ
う
に
、
全
盛
期
五
十
余
年
間
の
唐
朝
は
北
ア
ジ
ア
諸
部

族
を
覇
康
・
監
督
し
た
が
、
こ
れ
は
唐
朝
の
軍
事
力
・
政
治
力
を
背
景

と
す
る
懐
柔
政
策
で
あ
っ
て
、
日
本
・
新
羅
・
南
海
な
ど
諸
国
と
唐

朝
と
の
あ
い
だ
に
み
る
よ
う
な
関
係
で
は
な
か
っ
た
。

つ
い
で
古
向
由
一
小

の
晩
年
か
ら
玄
宗
初
年
ま
で
の
約
三
十
余
年
間
（
中
宗
・
害
宗
時
代
）

は
唐
朝
の
中
衰
期
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
外
民
族
に
対
し
て
も
前
代

の
よ
う
な
威
信
も
保
て
ず
、
都
護
府
の
権
威
も
失
墜
し
て
、
っ
、
ぎ
つ
ぎ

初
（
七
一
一
二
）

そ
し
て
玄
宗
が
即
位
し
た
当

ご

ル

タ

ウ

イ

ク

ル

チ

ベ

｛

⑤

に
は
南
海
・
実
・
契
丹
・
突
版
・
回
偶
・
吐
蕃
・
南
詔

に
国
境
線
内
に
後
退
し
て
し
ま
っ
た
。

な
ど
の
遊
牧
系
民
族
は
唐
朝
の
国
境
線
を
突
破
し
て
、
し
ば
し
ば
内

地
に
侵
冠
す
る
情
勢
で
あ
弓
た
。
そ
こ
で
玄
宗
は
国
防
の
安
全
を
は

か
る
た
め
開
元
・
天
宝
の
交
（
七
四
一

l
一
一
）
辺

J

撹
に
つ
ぎ
の
一

O
節

度
使
（
九
節
度
使
と
一
経
略
使
）
を
中
核
と
す
る
辺
防
体
制
を
整
備
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
名
称
）

平
底
節
度
使

（
治
所
）

花
陽
節
度
使
幽
州
（
北
京
）

営
州
（
遼
向
学
省
朝
陽
）

河
東
節
度
使

朔
方
節
度
使

河
西
節
度
使

北
庭
節
度
使

安
西
節
度
使

隣
右
節
度
使

剣
南
節
度
使

山
傾
南
五
府
経
略
使

太
原
（
山
西
省
）

E
E
H
密
TFA自
治
J

Z
ルノ
f

区
霊
武
」

R
H「
甘
粛
省
戸

在
A
，J
f

武
威
」

庭
H
（
新
顔
ウ
イ
グ
ル
ノ
）
突
騎
施
、
キ
ル
ギ
ス

E455’r
自
治
区
グ
チ
ェ
一
」

亀
滋
（
研
一
明
日
一
げ
叩
）

部
H
へ
青
海
省
J

韮
ロ
A
y
r
西
鐙
T

」

成
都
（
四
川
省
）

』

L
H「
広
東
省
J

E’小ノ
f

広
東
」

（
防
衛
部
族
）
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室
章
・
綜
鞠

実
・
契
丹
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突
阪

突
欧

突
欧
・
吐
蕃
の
連
絡
を
絶
つ

西
域
諸
国

吐
蕃

南
詔

」
れ
ら
の
節
度
使
（
藩
鎮
）
は
そ
れ
ぞ
れ
強
力
な
鎮
兵
を
有
し
て

南
海
諸
国

お
り
、
名
実
と
も
な
う
辺
防
体
制
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
玄
宗
政
権

は
国
防
の
体
制
を
再
編
成
す
る
と
と
も
に
、
北
ア
ジ
ア
民
族
を
は
じ

め
周
辺
の
外
民
族
と
は
平
和
共
存
関
係
を
保
つ
こ
と
に
腐
心
し
た
。

た
と
え
ば
六
九
八
年
満
洲
に
独
立
し
た
高
句
麗
人
の
大
酔
栄
に
対
し

て
も
、
玄
宗
は
湖
海
郡
王
を
あ
た
え
て
溺
海
の
国
号
を
称
す
る
こ
と

を
許
す
な
ど
懐
柔
に
つ
と
め
た
が
、
な
か
で
も
七
世
紀
後
半
以
来
オ

ル
ド
ス
・
長
城
地
帯
か
ら
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
ひ
き
あ
げ
て
、
強
力
な
遊



牧
政
権
を
再
興
し
た
東
突
厩
王
国
に
対
し
て
は
、
と
く
に
細
心
に
気

を
く
ば
り
、
七
コ
二
年
に
は
そ
の
王
族
の
一
人
（
可
汗
の
弟
）
闘
特
勤

そ
の
紀
功
碑
に
は
玄
宗
皇
帝
み
ず
か
ら

（同回目、
2
m
g）
が
死
ぬ
と
、

題
鎮
の
筆
を
ふ
る
う
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
共
生
・
共
存
の

た
め
の
国
防
、
こ
れ
が
玄
宗
政
権
の
辺
防
体
制
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を

さ
き
の
唐
初
の
六
都
護
府
に
よ
る
外
民
族
の
覇
醸
政
策
に
く
ら
べ
て

も
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

四

「
安
・
史
の
乱
」
を
通
じ
て
み
た
唐
の
世
界
性

」
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
「
安
禄
山
の
乱
」
を
考
え
て
み
る
と
、

唐
朝
と
北
ア
ジ
ア
世
界
と
の
関
係
が
、
い
っ
そ
う
よ
く
理
解
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
反
乱
は
け
っ
き
よ
く
安
禄
山
と
い
う
野
心
家
が
、

玄
宗
政
権
の
藩
鎮
に
よ
る
辺
防
体
制
を
逆
用
し
て
、
北
ア
ジ
ア
民
族

で
あ
る
契
丹
・
実
な
ど
の
遊
牧
部
族
を
主
力
に
、
東
ア
ジ
ア
世
界
と

唐帝国の世界性（田村）

北
ア
ジ
ア
世
界
と
の
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
や
ぶ
ろ
う
と
企
図
し
た
一
大

宮
険
で
あ
っ
た
。

「
安
・
史
の
乱
」
は
唐
朝
の
屋
台
骨
を
ゆ
る
が
し
た
一
大
動
乱
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
お
も
う
に
、

こ
の
乱
は
中
国
史
を
通
じ
る
幾
多
の
反
乱
の
な
か
で
も
、
ほ
か
に
類

例
を
み
な
い
異
色
の
反
乱
で
あ
り
、
こ
の
反
乱
の
な
か
に
唐
朝
の
世

界
性
が
よ
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
反
乱
の
首
謀
者
で
あ
る
安
禄
山
・
史
思
明
を

は
じ
め
多
く
の
も
の
は
北
ア
ジ
ア
の
出
身
で
あ
り
、
そ
の
主
力
部
隊

は
奨
・
契
丹
な
ど
北
ア
ジ
ア
東
部
地
区
の
遊
牧
部
族
で
あ
る
。
他
方

た
て
ゃ
く
し
ぞ

反
乱
鎮
圧
の
立
役
者
と
な
っ
た
将
軍
た
ち
も
、
北
ア
ジ
ア
系
や
中
央

ア
ジ
ア
系
の
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
名
将
の
郭
子
儀
と
協
力
し
て

チ
ユ
ル
ギ
ス

大
功
の
あ
っ
た
李
光
弼
は
契
丹
人
、
奇
骨
翰
は
突
騎
施
人
、
僕
固
懐

恩
は
ト
ル
コ
系
の
鉄
動
部
人
、
高
仙
芝
は
高
句
麗
人
と
い
う
よ
う
に
。

ま
た
鎮
圧
軍
の
主
力
と
し
て
活
躍
し
た
の
は
ウ
イ
グ
ル
の
援
兵
で
あ

り
、
こ
の
ウ
イ
グ
ル
兵
の
力
に
よ
っ
て
安
史
の
乱
は
鎮
定
さ
れ
た
と

い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
反
乱
軍
も
鎮
圧
軍
も
、
そ
の
役
者
は
と
も
に
北
ア
ジ

ア
系
の
民
族
で
あ
っ
て
、
た
だ
戦
闘
が
お
こ
な
わ
れ
た
舞
台
が
華
北

で
あ
り
中
原
で
あ
っ
た
と
い
う
、
ま
こ
と
に
奇
妙
な
現
象
な
の
で
あ

る。
」
の
よ
う
な
異
色
の
点
か
ら
考
え
て
も
「
安
・
史
の
乱
」
は
唐
の

世
界
的
性
格
を
よ
く
具
象
化
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
る
。
反
乱
の
勃
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発
に
あ
た
っ
て
、
唐
朝
が
ウ
イ
グ
ル
王
国
に
援
助
を
も
と
め
た
こ
と

73 



と
い
い
、
ま
た
そ
の
も
と
め
に
応
じ
て
ウ
イ
グ
ル
が
た
だ
ち
に
強
力

な
援
軍
を
く
り
だ
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
唐
朝
と
北
ア
ジ
ア
世
界
と

が
対
立
抗
争
し
て
い
る
よ
う
な
情
勢
下
で
は
、
と
う
て
い
起
り
え
な

い
事
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
者
の
国
際
関
係
が
比
較
的
よ
く
協
調
を

保
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
協
調
が
保
た
れ
た
の
は
、
両
者
が
共
存

共
生
の
命
運
に
あ
る
と
い
う
自
覚
を
有
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考

え
る
。
も
し
も
、
こ
の
反
乱
に
よ
っ
て
安
禄
山
の
野
望
が
成
功
し
た

な
ら
ば
、
唐
帝
国
は
も
ち
ろ
ん
崩
壊
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
唐
帝
国
が

崩
壊
す
れ
ば
、
北
ア
ジ
ア
世
界
を
背
負
っ
て
い
る
ウ
イ
グ
ル
王
国
の

存
在
も
根
底
か
ら
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
を
、
ウ
イ
グ
ル
の
支
配
者

た
ち
自
身
が
だ
れ
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
「
安
・
史
の
乱
」
こ
そ
は
、
唐
朝
と
ウ
イ
グ
が
王
国
、
と
り
も

な
お
さ
ず
東
ア
ジ
ア
世
界
と
北
ア
ジ
ア
世
界
と
が
、
ま
さ
し
く
共
生

共
存
の
同
盟
関
係
に
あ
る
こ
と
を
、
両
国
の
支
配
者
た
ち
に
自
覚
さ

せ
た
も
の
で
あ
り
、
両
国
は
こ
の
反
乱
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
自
身

た
ち
の
運
命
を
身
を
も
っ
て
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
共
生
の

運
命
に
あ
る
と
い
う
ウ
イ
グ
ル
人
の
自
覚
が
、
か
れ
ら
を
し
て
中
国

を
舞
台
と
す
る
反
乱
の
鎮
圧
に
主
役
を
演
じ
な
が
ら
も
、
清
朝
が
李

自
成
の
乱
を
機
に
明
朝
に
代
っ
た
よ
う
に
、
唐
朝
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
こ

れ
に
と
っ
て
代
る
よ
う
な
行
動
に
か
り
立
て
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
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ら
れ
る
。
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以
上
に
よ
っ
て
み
る
と
、
唐
朝
は
東
ア
ジ
ア
世
界
の
盟
主
と
し
て

他
の
諸
民
族
国
家
（
日
本
・
新
羅
・
溺
海
お
よ
び
吐
蕃
・
真
撒
王
国
な
ど
）

を
衛
星
的
関
係
に
お
い
て
結
び
つ
け
る
と
と
も
に
、
北
ア
ジ
ア
世
界

の
ウ
イ
グ
ル
王
国
と
は
共
生
共
存
に
も
と
づ
く
同
盟
的
関
係
に
立
つ

て
い
た
帝
国
で
あ
り
、
こ
こ
に
唐
朝
の
世
界
性
の
限
界
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

「
昭
和
四
二
年
一
一
月
二
日
史
学
研
究
会
大
会
公
開
講
演
J

f

同

四

三

年

一

一

月

補

訂

』

①
田
村
実
造
『
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
歴
史
世
界
の
形
成
』
（
ハ
ー
バ
ー
ド
・
燕
京
・

同
志
社
東
方
文
化
講
座
第
十
輯
、
昭
和
三
一
年
一
二
月
）
、

問
『
中
国
征
服
王
朝
の
研
究
』
上
、
第
一
章
「
北
ア
ジ
ア
世
界
の
成
立
と
発
展
」

（
昭
和
三

O
年）。

②
佐
藤
長
『
古
代
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
』
上
・
下
（
昭
和
一
三
一
一

l
四
年
）
。

③
定
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
（
昭
和
＝
二
年
三
月
三

④
田
村
実
造
「
東
ア
ジ
ア
の
民
族
移
動
」
第
三
章
三
節
五
胡
族
の
政
権
と
漢
土

人
・
漢
文
化
（
『
京
都
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
十
二
、
昭
和
四
三
年
一

O
月）。

⑤
南
詔
唐
代
の
八
世
紀
な
か
ご
ろ
雲
南
省
を
中
心
に
成
立
し
た
チ
ベ
ッ
ト
・

ピ
ル
マ
族
の
統
一
政
権
で
、
大
理
に
都
し
て
い
た
。
入
世
紀
後
半
ご
ろ
が
そ
の
全

盛
期
に
あ
た
り
、
か
れ
ら
は
し
き
り
に
四
川
方
面
に
侵
冠
し
た
。

｛
京
都
女
子
大
学
教
授
）



actual e妊ect,and it was Jitsugaku itself which had been called by Chu-

hsi朱窯．

In Chu-tzu's dualism universality always goes ahead of individuality, 

such as reason and spirit, or learning and morals. On the contrary, in 

Yang-ming’s陽明 theoryindividuality holds pantheistically the seat of 

monism, and “Liang-chih”「良知」 inChina is at once Chinese itself and 

particular in“spirit." Though the Shonan’s theory even sometimes 

denied the Chu-tzu’s, it could understand the European because it re-

mained in the Chu-tzu’s dualism. The object of this article is to demon-

strate the form and genealogy of above-mentioned Shonan’s idea. 

Universality of the T’ang唐 Dynasty

by 

ZitsuzδTamura 

This article is a revised one of the public lecture in the meeting of 

the Shigaku Kenkyukai, or the Society of Historical Research, on Novem-
ber 2, 1967. 

The T’ang唐 dynastyis called the world empire in general, but the 

conception of these words is too uncertain. Then, we explain the uni-

versality of the T’ang dynasty from the four points ; (1) its relation to 

the East-Asian world, (2) the Lii-ling律令 systemas one of the charac-

teristics of the T’ang dynasty, (3) its relation to the North-Asian world, 
and (4) its universality through the Rebellion of An-shih安史．

Genealogy and Development of the Culture in the 

Early Metallic Age in Korea and Japan 

by 

Takaichi Kondδ 

To trace the genealogy of bronze produced in the Yayoi弥生 culture,

spear-heads are treated in this article. In China in the latter half of 

the Yin殿 dynastyappeared the spear-heads with ears at the socket, 

but in Chung-yuan中原 andHo-pe河北 afterthe period of Si-chou西

周， thecopper arms with no ears but a hole, and tz’u・pu刺部 ofChia 

(154) 




