
平
成
十
八
年
度
　
博
士
論
文
の
要
旨

『
日
本
書
紀
』
の
史
料
学
的
検
討

―
記
事
に
付
さ
れ
た
暦
日
の
性
格
と
編
纂
過
程
―

小
島
　
荘
一

本
研
究
の
目
的
は
、
日
本
最
古
の
勅
撰
の
史
書
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』

（
以
下
、『
書
紀
』
と
記
す
）
を
史
料
学
的
に
検
討
し
、
そ
の
記
事
に
付

さ
れ
て
い
る
暦
日
や
編
纂
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は

『
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
が
対
象
と
し
て
い
る
時
代
の
、
実
際

の
暦
日
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
と
は
ま
た
別

の
問
題
と
し
て
、
他
の
歴
史
書
や
史
料
と
の
比
較
を
行
っ
た
場
合
に

『
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
暦
日
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
示
す

の
か
、
ま
た
そ
れ
ら
は
『
書
紀
』
を
編
纂
し
た
人
々
に
よ
っ
て
ど
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
、
或
い
は
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
設
定
さ
れ
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
の
主
題
に
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
『
書
紀
』
は
、
六
国
史
と
呼
ば
れ
る
日
本
古
代
の
諸
国
史

の
最
初
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、『
続
日
本
紀
』
以
降
の
五
つ
の

国
史
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
内
容
は
か
な
り
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
内

容
が
神
代
よ
り
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
が
、
暦
日
を
有
す
る
神
武
紀
以
降
を
見
て
も
、
そ
こ
に
は
一
三
五
〇

年
以
上
に
わ
た
る
長
期
の
時
間
的
範
囲
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
歴
史
書
は
他
に
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、

そ
の
記
録
の
真
実
性
に
対
し
て
も
疑
問
点
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
り
、

『
書
紀
』
は
そ
の
内
容
の
大
部
分
が
史
実
を
正
し
く
伝
え
た
も
の
で
は

な
く
伝
説
や
説
話
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
天
皇
家
の
正
統
な

系
譜
を
意
図
的
に
創
作
す
る
こ
と
で
、
そ
の
支
配
の
正
当
性
を
強
調
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
研
究
は
、
そ
う
し
た
『
書
紀
』
に
お
け
る
、
各
記
事
に
付
さ
れ
た

暦
日
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
暦
日
と
い
う
も
の

は
広
い
意
味
で
言
え
ば
紀
年
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
紀
年
の
仕
組
み
が
最

初
に
誕
生
し
た
の
は
中
国
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
皇
帝
が
時
間
と
い

う
概
念
を
支
配
し
て
、
民
衆
に
時
を
授
け
る
と
い
う
性
格
を
持
ち
、
紀

年
は
皇
帝
支
配
の
重
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
書
紀
』
が
対
象
と
す
る
古
い
時
代
の
日
本
に
お
い
て
、
こ
れ
が
ど
の

よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
は
一
つ
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
中
国
の
歴
史
書
の
体
裁
に
倣
っ
て
『
書
紀
』
を
編
纂
し
た

人
々
に
は
、
そ
う
し
た
中
国
の
認
識
に
近
い
考
え
方
が
形
成
さ
れ
始
め

て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。『
書
紀
』
を
編
纂
す
る
こ
と

の
大
き
な
目
的
の
一
つ
に
は
、
各
記
事
に
暦
日
を
設
定
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
起
源
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
、
古
い
時
代
の
歴
史
を
記
す
現
存

の
書
物
に
は
、『
書
紀
』
の
他
に
も
『
古
事
記
』
が
存
在
し
て
い
る
が
、
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両
書
の
書
物
と
し
て
の
性
格
に
は
多
く
の
異
な
る
点
が
み
ら
れ
、
特
に

記
事
に
付
さ
れ
て
い
る
暦
日
の
観
点
か
ら
み
る
と
両
書
の
違
い
は
著
し

い
。『
書
紀
』
が
初
代
神
武
天
皇
紀
以
下
の
各
記
事
の
殆
ど
に
年
月
日

に
わ
た
る
詳
細
な
暦
日
を
付
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』
は

数
代
の
天
皇
の
崩
年
に
関
す
る
干
支
を
記
す
以
外
は
、
紀
年
に
関
す
る

記
述
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、『
古
事
記
』

の
完
成
後
に
あ
ま
り
時
を
隔
て
ず
し
て
更
に
編
纂
さ
れ
た
『
書
紀
』
の

編
纂
目
的
の
一
つ
が
、
各
記
事
に
正
確
な
暦
日
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
暦
日
を
記
す
と
い
う
こ
と
は
歴
史
書
に
お
け
る
重
要
な
要

素
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
各
記
事
の
内
容
は
暦
日
を

付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
歴
史
の
中
で
具
体
的
に
位
置
付
け

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
史
実

性
も
向
上
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。『
古
事
記
』
に
お
い
て
暦

日
が
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
古
代
の
日
本
に
お
い
て
、

あ
る
時
期
ま
で
は
そ
う
し
た
歴
史
書
に
対
す
る
認
識
が
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
少
な
く

と
も
『
書
紀
』
の
編
纂
時
に
は
、
そ
う
し
た
認
識
が
中
国
の
歴
史
書
に

倣
う
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
次
第
に
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、『
書
紀
』
が
日
本
の
正
式
な
国
史
と
し
て
認
識

さ
れ
る
条
件
の
一
つ
に
は
、
紀
年
（
暦
日
）
が
完
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
み
れ
ば
、『
書
紀
』
の
記
事
に
付
さ
れ
た
暦
日

が
ど
の
よ
う
に
し
て
設
定
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
編
纂
過
程
を
経
て
現
在

の
姿
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
大
い
に

意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
『
書
紀
』
そ
の
も
の
の
編
纂
過
程
を

考
察
す
る
こ
と
へ
の
重
要
な
一
助
に
も
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

第
一
章
で
は
、『
書
紀
』
の
暦
日
を
デ
ー
タ
と
し
て
利
用
す
る
た
め

の
前
段
階
と
し
て
、『
古
典
文
学
大
系
本
』、『
古
典
文
学
全
集
本
』、『
国

史
大
系
本
』
と
い
っ
た
現
在
の
主
な
『
書
紀
』
の
刊
本
の
校
異
を
利
用

し
て
諸
種
の
古
写
本
に
よ
る
文
字
の
校
合
を
行
い
、
記
事
に
付
さ
れ
た

暦
日
の
本
来
の
姿
を
復
元
す
る
作
業
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
暦
日
に

関
す
る
文
字
の
中
で
も
、
諸
写
本
に
よ
っ
て
文
字
の
異
な
る
事
例
は
い

く
つ
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
長
い
歴
史
の
中

で
、
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
『
書
紀
』
の
写
本
作
成
の
過
程

に
お
い
て
、
文
字
の
誤
写
や
脱
落
が
発
生
し
た
た
め
に
、
結
果
と
し
て

文
字
が
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

ま
た
、
現
在
の
『
書
紀
』
刊
本
の
本
文
に
お
い
て
は
、
暦
法
を
用
い

た
試
算
に
適
さ
な
い
暦
日
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
い
く
つ
も
存
在
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
復
元
暦
の
み
の
結
果
に
よ
っ
て
安
易
に
本

文
の
文
字
を
改
定
し
て
し
ま
う
べ
き
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
暦
日
に
つ
い
て
は
注
記
な
ど
を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

－ 46－



な
お
、
問
題
点
の
存
在
す
る
暦
日
の
中
に
は
、
写
本
時
に
お
け
る
誤

り
と
考
え
る
こ
と
だ
け
で
は
解
決
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
事
例
も
い
く

つ
か
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
暦
日
に
つ
い
て
は
、『
書
紀
』
が
完
成
し

た
時
点
に
お
い
て
既
に
誤
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、『
書
紀
』
の

暦
日
編
纂
過
程
を
考
え
る
上
で
極
め
て
有
益
な
事
例
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
た
め
、
第
二
章
で
特
に
中
心
的
に
取
り
扱
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

第
二
章
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
『
書
紀
』
の
編
纂
時
に
誤
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
た
、
暦
法
上
に
お
い
て
問
題
の
あ
る
暦
日
を
利

用
し
て
、『
書
紀
』
の
編
纂
時
に
お
け
る
暦
日
の
設
定
に
関
す
る
考
察

を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
暦
日
の
編
纂
過
程
に
は
三
つ
の
段
階
が
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
段
階
は
、
専
門
的
な
暦
法
計
算

の
技
能
を
有
す
る
集
団
が
計
算
に
よ
っ
て
暦
日
を
算
出
し
て
い
く
よ
り

も
前
の
段
階
に
お
い
て
、
予
め
暦
日
の
設
定
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
段
階
で
あ
り
、
そ
の
設
定
を
経
た
上
で
、
次
の
第
二
段
階
と
し

て
暦
法
に
よ
る
計
算
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
書

紀
』
に
含
ま
れ
る
膨
大
な
年
月
の
暦
日
を
す
べ
て
計
算
に
よ
っ
て
求
め

て
い
く
よ
り
も
遥
か
に
効
率
的
な
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
暦
法

を
用
い
た
計
算
は
、
暦
日
の
設
定
が
行
わ
れ
た
年
に
つ
い
て
の
み
行
わ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
三
段
階
に
お
い
て
、
設
定
さ
れ

た
暦
日
が
干
支
に
変
換
さ
れ
、
実
際
に
各
記
事
に
付
さ
れ
て
い
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
第
二
章
で
は
、
閏
月
の
位
置
が
暦
法
に
よ
る
試
算
と
は
一
致
し

な
い
暦
日
の
事
例
を
利
用
し
て
、『
書
紀
』
の
編
纂
当
時
に
行
わ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
暦
法
計
算
に
お
い
て
は
、
閏
月
の
位
置
を
計
算
す
る
た

め
の
暦
法
の
数
値
に
簡
略
化
し
た
値
が
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
た
。
こ
れ
は
記
事
に

付
さ
れ
る
暦
日
と
し
て
は
殆
ど
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
閏
月
に
つ
い
て
、
そ
の
位
置
を
確
定
す
る
た
め
の
煩
雑
な
計
算

に
費
や
さ
れ
る
労
力
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た
め
の
措
置
で
は
な
か
っ

た
か
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
い
く
つ
か
の
閏
月
に
つ
い
て
は
、
正
確

な
暦
法
に
基
づ
く
計
算
と
比
べ
た
場
合
に
は
、
そ
の
位
置
に
問
題
の
あ

る
暦
日
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
考
察
を
行
っ
た
。

第
三
章
で
は
、
第
一
章
と
第
二
章
に
お
い
て
確
定
し
た
『
書
紀
』
の

暦
日
を
デ
ー
タ
化
す
る
と
共
に
、
同
時
に
中
国
に
お
け
る
前
漢
代
か
ら

唐
代
ま
で
の
『
史
記
』、『
漢
書
』、『
後
漢
書
』、『
三
国
志
』、『
宋
書
』、

『
南
斉
書
』、『
隋
書
』、『
旧
唐
書
』
と
い
っ
た
様
々
な
正
史
に
つ
い
て

も
そ
の
暦
日
を
考
察
の
対
象
と
し
て
数
値
化
し
た
。
ま
た
日
本
に
お
い

て
『
書
紀
』
に
続
く
国
史
で
あ
る
『
続
日
本
紀
』
に
関
し
て
も
考
察
の

対
象
と
し
て
そ
の
暦
日
を
デ
ー
タ
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ

の
歴
史
書
に
お
け
る
数
値
を
相
互
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
書
紀
』

の
暦
日
の
性
格
や
傾
向
と
い
っ
た
も
の
を
他
記
録
と
の
違
い
の
中
か
ら

考
察
し
て
い
る
が
、『
書
紀
』
に
つ
い
て
は
一
天
皇
紀
ご
と
に
考
察
し

た
の
で
は
安
定
し
た
数
値
が
集
計
で
き
な
い
た
め
、
全
体
を
七
つ
に
区
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分
（
神
武
〜
開
化
紀
、
崇
神
〜
成
務
紀
、
仲
哀
〜
仁
徳
紀
、
履
中
〜
武

烈
紀
、
継
体
〜
推
古
紀
、
舒
明
〜
斉
明
紀
、
天
智
〜
持
統
紀
）
し
た
上

で
、
そ
の
区
分
ご
と
の
傾
向
を
見
て
い
く
こ
と
で
比
較
を
行
っ
た
。

ま
ず
初
め
に
、
各
月
の
ば
ら
つ
き
を
集
計
し
た
各
月
累
計
と
各
月
率

を
利
用
し
て
、『
書
紀
』
の
古
い
時
代
の
暦
日
に
は
各
月
の
ば
ら
つ
き

が
極
め
て
大
き
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
十
月
条
の
数
が
異
常

に
多
い
な
ど
、
中
国
の
古
い
時
代
の
正
史
に
見
ら
れ
る
特
徴
が
確
認
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、『
書
紀
』
の
編
纂
者
が
、
本
文
の
漢
文
的
潤
色
だ
け

で
は
な
く
暦
日
に
関
し
て
も
、
中
国
の
記
録
を
模
倣
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
ま
た
、
全
時
間
的
範
囲
の
中
に
お
け
る
ど

の
程
度
の
月
数
が
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
を
算
出
し
た
平
月

率
と
閏
月
率
か
ら
は
、『
書
紀
』
の
古
い
時
代
の
記
載
割
合
が
中
国
正

史
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
極
端
に
低
い
も
の
で
あ
る
た
め
、

そ
れ
が
正
確
な
原
史
料
に
基
づ
く
も
の
で
は
有
り
得
な
い
こ
と
を
考
察

し
た
。
そ
し
て
、
記
事
に
付
さ
れ
て
い
る
暦
日
の
具
体
的
な
正
確
性
を

数
値
化
し
た
記
事
密
度
と
記
事
精
度
を
用
い
て
、『
書
紀
』
の
古
い
時

代
の
暦
日
が
、
新
し
い
時
代
の
も
の
よ
り
も
却
っ
て
正
確
性
が
高
く
な

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
う
し
た
暦
日
が
史
実

に
基
づ
く
記
録
で
は
有
り
得
ず
、
架
空
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

結
果
と
し
て
、
中
国
の
正
史
に
関
し
て
は
時
代
の
変
遷
を
経
て
、
次

第
に
す
べ
て
の
数
値
が
向
上
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
が
、『
書
紀
』
に
関
し
て
は
そ
の
一
書
内
に
お
い
て
、
古
い
歴
史
書

（
漢
代
）
か
ら
新
し
い
歴
史
書
（
隋
唐
代
）
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
性
格
が

内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
極
め
て
特
異
な
性
格
を
有
し
た
書
物
で
あ

る
こ
と
が
考
察
さ
れ
た
。

第
四
章
で
は
、
第
三
章
の
結
果
を
経
た
上
で
『
書
紀
』
の
み
を
考
察

の
対
象
と
し
た
検
討
に
戻
り
、
新
た
に
全
記
事
精
度
と
記
事
連
続
率
と

い
う
数
値
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
書
紀
』
内
に
お
い
て
時
代
の

異
な
る
同
質
記
事
（
皇
位
継
承
関
連
記
事
と
軍
事
的
物
語
記
事
）
を
比

較
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
書
紀
』
全
体
の
時
代
を
通
じ
て
の
暦
日
傾
向

の
変
遷
を
概
観
し
た
。
こ
れ
は
『
書
紀
』
の
各
区
分
か
ら
具
体
的
な
記

事
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
章
に
お
い
て
数
値
の
上
で
考
察

し
た
よ
う
な
傾
向
が
実
際
に
確
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
た
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
原
史
料
に
お
い
て
既
に
存
在

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
暦
日
と
『
書
紀
』
の
編
纂
時
に
新
し
く
設
定

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
暦
日
の
性
格
の
違
い
に
つ
い
て
の
検
討
も
行
っ

た
。
そ
し
て
最
終
的
に
『
書
紀
』
の
記
事
に
付
さ
れ
た
暦
日
に
つ
い
て
、

ど
の
程
度
の
も
の
が
架
空
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
ど
の
程
度
の
も

の
が
原
史
料
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
を
推
論
し
た
。

終
章
で
は
、
各
章
を
概
説
す
る
と
同
時
に
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
の

ま
と
め
を
行
っ
た
。
そ
れ
は
本
研
究
に
お
い
て
は
暦
日
に
関
す
る
考
察

の
み
に
終
始
し
て
し
ま
い
、『
書
紀
』
全
体
の
編
纂
過
程
に
お
け
る
暦

日
編
纂
作
業
（
暦
日
設
定
過
程
）
の
位
置
付
け
に
ま
で
は
到
達
す
る
こ
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と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。『
書
紀
』
の
暦
日
は
、
編
纂

過
程
全
体
に
お
け
る
そ
の
位
置
付
け
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
正
史
や
『
続
日
本
紀
』
以
降

の
日
本
の
国
史
に
お
い
て
は
、
暦
日
が
歴
史
書
編
纂
事
業
に
お
け
る
重

点
に
な
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
中
国
で
は
起
居
注

の
誕
生
に
よ
っ
て
記
録
編
纂
と
保
存
の
シ
ス
テ
ム
が
格
段
に
向
上
し
、

更
に
隋
唐
代
に
到
る
と
実
録
が
生
み
出
さ
れ
て
、
律
令
制
の
発
展
と
共

に
安
定
的
な
分
業
専
門
体
制
が
確
立
さ
れ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
律
令

制
の
導
入
以
降
は
こ
の
体
制
が
継
受
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
仕
組
み
が

『
続
日
本
紀
』
以
降
の
国
史
に
お
け
る
編
纂
体
制
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
段
階
に
お
い
て
は
、
暦
日
と
い
う
も
の

は
記
事
に
付
さ
れ
る
一
要
素
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
歴
史
書
編
纂
事
業
全

体
に
影
響
を
与
え
る
存
在
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
『
書
紀
』
に
お
い
て
の
暦
日
は
全
く
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
原
史
料
に
お
い
て
は
殆
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

『
書
紀
』
編
纂
時
に
お
い
て
長
期
に
及
ぶ
膨
大
な
復
元
暦
を
作
成
し
て

人
為
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
存
在
で
あ
る

『
書
紀
』
の
暦
日
は
、
他
の
歴
史
書
に
お
け
る
暦
日
の
存
在
と
は
全
く

異
質
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
『
書
紀
』
全
体

の
編
纂
過
程
に
お
け
る
暦
日
設
定
作
業
の
位
置
付
け
と
い
う
も
の
は
、

極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
書
紀
』
の
暦
日
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
、
そ
の
位
置
付
け
を
よ
り

詳
し
く
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

近
世
農
村
社
会
に
お
け
る
死
亡
構
造
の
研
究

―
死
亡
構
造
の
近
世
的
特
質
と
そ
の
変
容
過
程
―

杉
山
　
聖
子

一．

課
題
と
意
義

本
研
究
は
近
世
後
期
か
ら
昭
和
期
の
農
村
社
会
を
取
り
上
げ
て
、
死

亡
構
造
の
近
世
的
特
質
と
そ
の
変
容
過
程
の
解
明
と
い
う
課
題
の
追
究

を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
近
世
後
期
の
安
芸
国
賀
茂
郡
黒
瀬
組
、
ま
た

は
近
代
の
広
島
県
賀
茂
郡
に
お
い
て
、
黒
瀬
と
総
称
さ
れ
た
地
域
を
主

要
な
分
析
対
象
と
し
た
。
先
行
の
諸
研
究
に
対
し
て
、
本
研
究
が
持
つ

特
色
・
意
義
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
寺
院
過
去
帳
を
基
礎
史
料
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世

後
期
か
ら
昭
和
期
に
わ
た
り
、
連
続
し
た
死
亡
者
情
報
に
基
づ
く
長
期

的
分
析
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
人
口
学
研
究
は
、
宗
門

改
帳
を
主
な
史
料
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
研
究
者
た
ち

か
ら
は
、
過
去
帳
の
方
が
死
亡
記
録
と
し
て
宗
門
改
帳
よ
り
も
有
用
で

は
な
い
か
と
の
指
摘
が
出
て
い
る
。
死
亡
発
生
傾
向
の
分
析
に
関
連
し

て
、
宗
門
改
帳
か
ら
の
情
報
で
は
、
近
世
後
期
の
正
確
な
乳
児
死
亡
数
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