
紹

介

鬼
頭
　
清
明
著

　
　
『
律
令
国
家
と
機
民
』

　
本
書
『
律
令
国
家
と
農
罠
』
は
、
　
『
日
本
古
代

画
家
の
形
成
と
東
ア
ジ
ア
』
　
（
一
九
六
七
）
　
や

『
日
本
古
代
都
市
論
序
説
』
（
一
九
七
七
）
を
叙
述

さ
れ
、
つ
ね
に
新
鮮
で
大
胆
な
間
題
を
提
起
さ
れ

続
け
て
い
る
鬼
頭
清
明
氏
の
近
著
で
あ
る
。

　
著
書
鬼
頭
氏
は
、
　
「
あ
と
が
き
」
で
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
本
書
で
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
の
は
、
八

　
　
世
紀
に
成
立
し
た
律
令
国
家
と
殖
民
と
の
関

　
　
係
を
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
、
中
国
や
朝
鮮
を
含
H

　
　
め
た
視
野
の
な
か
で
検
討
し
よ
う
と
し
た
も

　
　
の
で
あ
る
。
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
中
国
、

　
　
朝
鮮
、
日
本
の
民
衆
は
、
　
一
応
形
式
的
に
は

　
　
い
ず
れ
も
律
令
制
と
い
う
支
配
を
う
け
た
。

　
　
そ
れ
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
圏
家
と
農
民
の
関

　
　
係
は
個
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
共
通
性
と

　
　
特
殊
性
と
の
歴
史
的
由
来
を
で
き
る
だ
け
具

　
　
体
的
に
お
い
か
け
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ

　
　
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貝
本
の
古
代
の
農

　
　
民
が
う
け
て
い
た
支
配
の
特
質
を
す
こ
し
で

　
　
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

　
　
い
か
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
本
書
の
眠
的
と
内
容
が
簡
潔
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
七
〇
年
代
の
日
本
古
代
史
の
最

も
大
き
な
成
果
は
、
石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国

家
』
　
（
一
九
七
一
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「
国
家
成
立
史
に
お
け
る
国
際
的
契
機
」
や
「
第

一
次
的
生
産
関
係
と
し
て
の
首
長
制
」
な
ど
が
新

し
く
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
動
向
は
、
さ
ら
に

「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
律
令
制
と
社
会
構
成
」
と

し
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
石
母
田
氏

が
提
起
し
た
諸
聞
題
の
う
ち
、
お
そ
ら
く
さ
き
の

二
つ
を
念
頭
に
お
き
、
し
か
も
そ
れ
を
克
服
し
よ

う
と
し
た
き
わ
め
て
意
欲
的
な
労
作
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
ま
こ
と
に
多
面
的
で
し
か
も
注
目
す

べ
き
多
く
の
指
摘
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
そ

の
憲
捕
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
部
で
は
「
律
令
制
と
農
民
」
が
検
討
さ
れ

て
い
る
が
、
八
世
紀
日
本
の
農
民
が
う
け
た
律
令

支
配
は
中
国
や
朝
鮮
と
共
通
で
あ
る
か
ら
、
東
ア

ジ
ア
史
的
な
視
野
の
必
要
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
こ

で
、
小
農
経
営
を
比
較
史
的
な
視
点
と
し
て
設
定

し
、
小
農
の
「
自
立
性
の
如
何
」
に
よ
っ
て
、
芝

原
拓
自
氏
・
原
秀
三
郎
氏
が
規
定
さ
れ
た
国
家
的

奴
隷
制
概
念
（
芝
原
『
三
明
と
生
産
様
式
の
歴
史

理
論
』
一
九
七
二
ほ
か
）
を
第
一
段
階
と
第
二
段

階
に
細
分
し
、
そ
の
段
階
を
「
収
取
体
制
の
政
策

基
調
」
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す

る
。
中
国
で
は
世
代
が
第
一
段
階
、
毎
夏
・
唐
代

が
第
二
段
階
で
あ
る
。
一
方
、
八
世
紀
日
本
で
は

政
策
理
念
と
こ
と
な
っ
て
、
実
際
に
は
小
農
を
掌

握
す
る
収
取
体
制
は
実
現
せ
ず
、
依
然
と
し
て
第

一
段
階
に
止
ま
っ
て
い
た
。
在
地
に
お
け
る
農
業

経
営
の
あ
り
方
か
ら
も
、
家
父
長
制
的
世
帯
共
同

体
の
労
働
過
程
に
お
け
る
自
立
性
は
弱
い
と
考
え

ら
れ
、
首
長
層
の
恣
意
に
よ
る
収
奪
を
排
除
す
る

た
め
に
困
家
父
長
制
的
世
帯
共
同
体
の
平
均
正
丁

数
三
～
四
人
を
基
準
に
編
成
し
た
郷
戸
も
、
蚊
取

体
制
の
基
礎
単
位
と
し
て
安
定
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
八
世
紀
日
本
の
家
父
長
制

は
未
成
熟
で
、
同
じ
第
一
段
階
の
漢
代
で
は
家
族

形
態
が
単
婚
小
家
族
で
あ
っ
た
の
と
ま
っ
た
く
異

な
っ
て
い
た
。
お
わ
り
に
、
酋
長
制
「
第
一
次
的

生
産
関
係
」
論
を
階
級
社
会
と
無
階
級
社
会
と
の
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介紹

区
別
を
暖
昧
に
す
る
と
し
て
批
判
し
、
ア
ジ
ア
的

国
家
形
成
論
へ
接
近
す
る
た
め
に
政
治
的
上
部
構

造
と
し
て
把
握
す
る
。

　
第
二
部
で
は
「
策
ア
ジ
ア
の
国
家
類
型
」
が
検

討
さ
れ
る
。
第
一
に
、
篤
二
部
で
検
討
し
た
よ
う

に
、
日
本
律
令
国
家
は
「
先
取
り
的
に
形
成
さ
れ

た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
立
は
国
内
条
件
と

国
際
的
契
機
か
ら
全
体
と
し
て
説
弱
し
な
け
れ
ぼ

な
ら
ず
、
第
二
に
、
八
世
紀
日
本
を
国
家
的
奴
隷

制
と
規
定
す
る
た
め
に
は
、
物
質
的
基
礎
で
あ
る

国
家
機
溝
そ
の
形
成
を
軍
議
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
こ
で
、
日
本
律
令
国
家
（
古
代
国
家
）
の
成
立

が
課
題
と
な
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
家
族
・
私
有
財

産
・
国
家
の
起
源
』
を
普
遍
的
妥
当
性
を
も
ち
う

る
と
考
え
、
国
家
の
「
四
つ
の
指
標
」
を
基
本
に

す
え
て
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
未
開
上
段
に
首
長
制

的
社
会
を
考
慮
し
、
対
外
関
係
ば
か
り
で
な
く
社

会
的
分
業
の
問
題
を
重
視
す
る
。
中
国
の
国
家
形

成
は
、
商
鞍
の
変
法
を
「
一
つ
の
画
期
」
と
し
て
、

共
同
体
が
解
体
し
て
し
ま
わ
な
い
う
ち
に
、
社
会

的
分
業
の
一
定
の
発
展
と
対
外
的
契
機
と
を
媒
介

に
進
行
し
た
。
朝
鮮
で
は
、
高
句
麗
が
四
～
五
世

紀
に
、
百
済
が
六
世
紀
に
、
新
羅
が
七
世
紀
に
い

ず
れ
も
対
外
的
契
機
を
媒
介
に
国
家
を
形
成
し
た
。

日
本
古
代
国
家
の
形
成
は
対
外
的
危
機
に
際
し
て

権
力
集
中
の
方
法
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
、
天

智
朝
に
①
宮
僚
機
構
の
整
備
と
②
そ
れ
を
支
え
る

租
税
制
度
の
形
成
が
し
ら
れ
、
腹
癒
原
令
制
下
に

③
人
民
の
地
域
的
区
分
と
④
常
備
軍
が
成
立
し
、

大
宝
令
制
に
よ
る
律
令
国
家
と
し
て
完
成
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
古
代
国
家
の

形
成
は
、
社
会
的
分
業
と
対
外
的
契
機
を
前
提
と

し
て
成
立
し
た
中
国
古
代
国
家
と
、
対
外
的
契
機

を
主
要
な
要
因
と
す
る
朝
鮮
・
日
本
の
古
代
国
家

と
い
う
二
つ
の
対
照
的
な
類
型
に
わ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
本
書
の
豊
窟
な
内
容
は
こ
れ
で
っ
き
る
も
の
で

は
な
く
、
右
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
は
、
と
り
わ
け

洗
目
す
べ
き
指
摘
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
限
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
大
き
な
特
徴
を
ま
と
め
て
お

く
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
ω
石
母
田
氏
の
「
第
一
次
的
生
産
関
係
と
し

　
　
て
の
首
長
制
」
論
と
、
申
村
哲
氏
の
国
家
的

　
　
奴
隷
画
論
（
『
奴
隷
制
・
農
奴
制
の
理
論
』
、

　
　
一
九
七
七
）
と
を
批
判
し
、
芝
原
氏
・
原
氏

　
　
の
園
家
的
奴
隷
制
概
念
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ

　
　
た
こ
と
。

②
　
ω
を
基
礎
と
し
て
、
日
本
古
代
史
の
み
な

　
ら
ず
、
中
困
史
・
朝
鮮
史
を
具
体
的
に
分
析

　
　
し
た
こ
と
。

③
国
家
論
に
対
外
的
契
機
と
と
も
に
社
会
的

　
分
業
を
導
入
し
、
と
く
に
ア
ジ
ア
の
場
合
に

　
　
は
対
外
的
契
機
が
「
共
同
体
的
諸
関
係
の
強

　
　
い
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ

　
　
と
し
を
指
摘
し
た
こ
と
。

ω
③
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
先
に
著
者
が
提

　
　
起
し
た
「
諸
国
家
支
配
層
の
圏
内
矛
盾
と
国

　
　
際
的
利
害
関
係
」
に
規
定
さ
れ
る
「
国
際
的

　
　
政
治
世
界
」
論
（
『
日
本
古
代
国
家
の
形
成

　
　
と
東
ア
ジ
ア
』
）
を
基
礎
に
、
そ
の
内
部
で

　
　
達
成
さ
れ
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
国
家
形
成
を
、

　
　
主
体
性
を
重
視
し
な
が
ら
二
つ
の
対
照
的
な

　
　
類
型
と
し
て
掘
曝
し
た
こ
と
。

　
⑤
　
日
本
古
代
国
家
の
完
成
を
大
宝
令
に
よ
る

　
　
律
令
国
家
に
も
と
め
た
こ
と
。

　
著
者
は
設
定
し
た
課
題
を
達
成
す
る
た
め
に
、

中
国
史
・
朝
鮮
史
の
み
な
ら
ず
考
古
学
・
人
類
学

の
成
果
を
も
広
く
吸
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
著
者
の
姿
勢
は
、
後
学
と
し
て
積
極
的
に
学
ん
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で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
本
書
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
様
々
な
立
場
か

ら
の
批
評
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

そ
れ
は
、
著
書
の
主
張
が
明
確
で
し
か
も
新
鮮
・

大
胆
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
本
書
が
す
ぐ
れ

て
高
度
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
七

〇
年
代
の
終
わ
り
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
労
作
で

あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
著
者
に
は
本
書
と
と
く
に
深
く
関
わ
る
も

の
と
し
て
、
「
倭
か
ら
ヤ
マ
ト
政
権
へ
」
　
（
『
日
本

と
朝
鮮
の
古
代
史
』
、
一
九
七
九
）
、
「
東
ア
ジ
ア
諸

国
家
の
形
成
と
国
際
的
政
治
世
界
」
　
（
歴
史
学
研

究
別
冊
特
集
『
世
界
史
に
お
け
る
地
域
と
民
衆
』
、

一
九
七
九
）
が
あ
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ

る
と
よ
い
と
思
う
。

　
　
　
　
（
B
6
判
　
二
五
〇
頁
　
一
九
七
九
年
九
月

　
　
　
　
　
稿
選
書
　
一
七
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
（
西
由
良
平
　
日
本
学
徳
振
興
会
奨
励
研
究
員
）

S
・
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
著

前
川
道
郎
・
玉
腰
芳
夫
訳

　
　
『
建
築
、
そ
の
変
遷
1
…
古
代
・
ー
マ

　
の
建
築
空
間
を
め
ぐ
っ
て
一
』

本
書
は
、
ω
δ
α
Q
窪
①
α
○
δ
＆
o
P
嵐
臓
罫
戚
鷺
ミ
ミ

8
ミ
ミ
　
上
山
動
　
国
頭
3
0
ミ
ミ
煙
　
賊
恥
偽
　
ミ
噛
ミ
ミ
砺
i
b
鳶

ミ
無
論
§
ミ
蕃
9
§
三
身
§
ミ
｝
ド
§
濫
費
§
ミ
鷺
潔
ミ

（
6
鴬
び
一
P
σ
q
①
昌
”
H
㊤
①
O
）
の
邦
訳
で
あ
る
。
著
者
ギ
ー

デ
ィ
オ
ソ
は
ス
イ
ス
入
の
建
築
・
美
術
史
家
で
、

世
界
の
建
築
界
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
憩
§
♪

§
矯
ミ
§
ミ
臥
§
蕊
鷺
ミ
慧
唾
馬
i
§
馬
○
さ
§
鳶
ミ
寒

さ
竃
寄
窺
§
畿
§
（
お
命
）
他
の
著
書
が
あ
り
、

そ
の
い
く
つ
か
は
邦
訳
さ
れ
て
も
い
る
。
彼
は
既

に
一
九
六
八
年
に
世
を
芸
っ
て
お
り
、
本
書
は
彼

の
死
の
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
遺
著
の
邦
訳
で
あ
る
。

　
こ
の
邦
訳
で
は
、
訳
者
に
よ
り
意
図
的
に
副
題

が
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
原
著
の
書
名
を
直
訳
す

れ
ば
『
建
築
と
変
遷
の
現
象
－
建
築
に
お
け
る

三
つ
の
空
間
概
念
』
と
な
る
よ
う
に
、
著
者
ギ
ー

デ
ィ
オ
ソ
は
建
築
に
お
け
る
三
つ
の
空
間
概
念
の

展
開
段
階
を
区
別
す
る
。
著
者
自
身
本
書
の
序
論

で
述
べ
て
お
り
、
訳
者
あ
と
が
き
に
も
解
説
さ
れ

て
い
る
が
、
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
は
一
九
四
一
年
出
版

の
留
§
♪
§
ミ
馬
§
ミ
」
§
ミ
鷺
ミ
。
ミ
恥
に
お

い
て
、
バ
律
ッ
ク
の
空
間
の
払
醐
議
よ
り
始
め
て
、

第
三
の
空
間
概
念
の
開
始
期
と
し
て
の
近
代
の
隠

空
概
念
に
支
え
ら
れ
た
建
築
と
し
て
、
内
部
と
外

部
の
空
間
の
相
貫
現
象
を
詳
論
し
、
次
に
、
一
九

穴
二
年
の
↓
ぎ
h
誉
§
ミ
ミ
鴨
恥
自
警
§
恥
四
馬
咋

帖
§
§
簡
＆
鼠
適
に
お
い
て
、
第
一
の
空
間
概

念
と
し
て
エ
ジ
プ
ト
と
シ
ュ
メ
ー
ル
を
中
心
に
、

彫
塑
的
形
態
と
し
て
の
外
部
華
実
の
建
築
を
論
じ

た
。
そ
し
て
遺
著
と
な
っ
た
本
書
に
お
い
て
、
第

一
の
空
間
概
念
の
最
終
段
階
と
し
て
の
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
建
築
空
間
を
も
論
じ
な
が
ら
、
し
か
も
近

世
に
つ
な
ぎ
つ
つ
、
焦
点
を
古
代
ロ
ー
マ
に
合
わ

せ
て
、
内
部
空
間
と
し
て
の
第
二
の
空
間
概
念
の

建
築
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
本
書
は
古
代
ロ
ー
マ
建
築
史
の
極
め
て
ユ
ニ

ー
ク
な
書
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、

訳
老
を
し
て
副
題
を
改
め
せ
し
め
た
理
由
の
一
つ

が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
内
客
を
簡
単
に
紹
介
す
れ
ば
以
下
の
よ

う
に
な
る
p
序
論
に
続
い
て
第
一
章
で
は
、
彼
の

い
う
第
一
の
空
間
概
念
の
う
ち
の
最
終
相
で
あ
る

ギ
リ
シ
ア
の
建
築
が
論
じ
ら
れ
、
第
二
章
で
は
、

第
二
の
空
間
概
念
へ
の
移
行
期
が
取
り
扱
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
第
三
章
が
第
二
の
空
間
概
念
を
扱
う
本

書
の
主
章
と
い
う
べ
き
部
分
で
あ
る
。
第
二
の
空

間
概
念
と
は
、
古
代
ロ
ー
マ
、
中
世
、
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
そ
し
て
バ
β
ッ
ク
に
共
通
す
る
空
間
概
念
で
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