
書

評

俣
野
好
治
著

﹃
律
令
財
政
と
荷
札
木
簡
﹄

吉

野

秋

二

本
書
は
︑
奈
良
～
平
安
時
代
前
期
を
中
心
に
︑
律
令
制
期
の
国
家
財
政
の

特
質
を
追
究
し
︑
あ
わ
せ
て
︑
調
・
庸
な
ど
の
貢
納
物
に
付
さ
れ
る
荷
札
木

簡
に
つ
い
て
財
政
史
的
見
地
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
︒

目
次
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

序
に
か
え
て

第
一
章

律
令
中
央
財
政
機
構
の
特
質
に
つ
い
て

保
管
官
司
と
出

納
官
司
を
中
心
に

第
二
章

律
令
中
央
財
政
の
歴
史
的
特
質

経
費
論
を
中
心
に

第
三
章

大
宰
府
財
政
機
構
論

第
四
章

律
令
制
下
公
田
に
つ
い
て
の
一
考
察

第
五
章

青
苗
簿
制
度
に
つ
い
て

第
六
章

木
簡
に
み
る
八
世
紀
の
贄
と
調

第
七
章

﹁
軍
布
﹂
記
載
木
簡
に
つ
い
て

第
八
章

調
庸
制
と
専
当
国
郡
司

第
九
章

荷
札
木
簡
の
機
能
に
つ
い
て
の
覚
書

以
上
の
通
り
︑
本
書
は
全
九
章
か
ら
な
る
が
︑
律
令
財
政
機
構
を
考
察
し
た

第
一
章
～
第
三
章
︑
荷
札
木
簡
と
そ
れ
に
関
連
す
る
問
題
を
考
察
し
た
第
六

章
～
第
九
章
︑
そ
の
他
︵
第
四
章
︑
第
五
章
︶
に
分
類
で
き
る
︒
以
上
の
分

類
に
従
い
︑
内
容
を
紹
介
し
た
い
︒

ま
ず
財
政
機
構
を
考
察
し
た
第
一
章
～
第
三
章
に
つ
い
て
︒

第
一
章
は
︑
律
令
中
央
財
政
機
構
を
保
管
官
司
と
出
納
官
司
に
分
別
し
た

上
で
︑
財
源
確
保
に
あ
た
る
民
部
省
・
主
計
寮
︑
出
納
監
察
に
あ
た
る
中
務

省
監
物
等
の
機
能
を
考
察
し
た
も
の
︒
中
央
財
政
機
構
の
非
独
立
性
を
強
調

す
る
先
行
学
説
を
批
判
す
る
︒
ま
た
︑
予
算
と
の
関
係
や
︑
財
源
の
性
質
に

よ
り
太
政
官
符
以
外
に
種
々
の
出
給
手
続
が
と
ら
れ
る
こ
と
︑
そ
れ
が
物
資

保
管
方
式
を
規
制
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
つ
づ
く
第
二
章
は
︑
ま
ず
︑
経

費
論
の
観
点
か
ら
︑
律
令
的
経
費
を
保
管
官
司
か
ら
支
給
さ
れ
る
経
費
︑
そ

れ
以
外
か
ら
支
給
さ
れ
る
経
費
に
分
別
し
て
全
体
的
特
質
を
概
観
す
る
︒
そ

の
上
で
︑
七
世
紀
後
期
～
九
世
紀
を
対
象
に
︑
律
令
的
経
費
・
財
源
保
管
体

制
の
展
開
を
︑
養
老
期
ま
で
の
成
立
期
︑
以
後
寛
平
期
ま
で
の
変
容
期
に
二

分
し
て
概
観
す
る
︒
第
三
章
は
︑
大
宰
府
の
財
政
機
構
を
︑
蔵
司
・
税
司
・

主
厨
司
な
ど
の
機
能
に
着
目
し
て
考
察
し
た
論
考
︒
大
宰
府
財
政
は
中
央
財

政
︑
国
衙
財
政
の
中
間
的
性
格
を
有
す
る
が
︑
そ
の
内
実
を
東
北
の
鎮
守
府

と
の
相
違
も
含
め
︑
軍
事
的
性
格
に
着
目
し
て
論
じ
る
︒

次
に
荷
札
木
簡
と
そ
れ
に
関
連
す
る
問
題
を
考
察
し
た
第
六
章
～
第
九
章

に
つ
い
て
︒

第
六
章
は
︑
平
城
宮
・
京
跡
出
土
の
﹁
調
﹂・﹁
贄
﹂
木
簡
を
集
成
し
た
上

で
︑﹁
贄
﹂
の
貢
進
国
と
﹁
調
﹂
の
貢
進
国
を
比
較
・
検
討
し
︑
贄
と
調
雑

物
の
同
質
性
を
主
張
し
た
論
考
︒
つ
づ
く
第
七
章
は
︑
藤
原
宮
・
平
城
宮
出

土
の
﹁
軍
布
﹂
の
記
載
の
あ
る
木
簡
を
集
成
し
︑
そ
の
実
体
を
隠
岐
国
か
ら

の
海
藻
貢
進
木
簡
と
見
た
上
で
︑﹁
軍
布
﹂
な
る
語
の
成
り
立
ち
を
推
考
す
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る
︒こ

れ
に
対
し
︑
第
八
章
は
︑
調
庸
専
当
国
郡
司
制
に
関
す
る
法
制
史
料
︑

調
庸
墨
書
銘
︵
調
庸
絁
布
︶・
荷
札
木
簡
を
集
成
し
考
察
し
た
論
考
︒﹁
専

当
﹂
と
﹁
主
当
﹂
が
同
一
概
念
・
実
態
で
あ
る
こ
と
︑
調
庸
専
当
国
郡
司
の

主
要
任
務
が
調
庸
物
の
品
質
管
理
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
確
認
し
た
上
で
︑

八
・
九
世
紀
の
制
度
の
展
開
を
論
じ
る
︒
第
九
章
で
は
︑
荷
札
木
簡
の
機
能

に
関
し
て
︑
今
泉
隆
雄
︑
東
野
治
之
︑
今
津
勝
紀
な
ど
の
先
行
諸
研
究
を
紹

介
し
な
が
ら
検
討
し
た
論
考
︒
調
庸
専
当
国
郡
司
名
が
記
載
さ
れ
た
荷
札
木

簡
な
ど
を
根
拠
に
勘
検
機
能
説
︵
今
泉
説
︶
を
支
持
し
︑
副
次
的
に
品
質
保

証
の
機
能
も
有
し
た
︑
と
主
張
す
る
︒

最
後
に
︑
第
四
章
・
第
五
章
に
つ
い
て
︒
第
四
章
は
﹁
公
田
﹂
に
つ
い
て
︑

泉
谷
康
夫
・
虎
尾
俊
哉
両
説
を
批
判
的
に
検
討
し
つ
つ
考
察
し
た
も
の
︒

﹁
公
田
﹂
の
本
義
を
︑﹁
本
来
一
定
面
積
確
保
さ
れ
︑
賃
租
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
た
地
子
を
太
政
官
に
輸
納
し
た
田
地
﹂
と
捉
え
た
上
で
︑
口
分
田
な

ど
他
の
田
種
が
﹁
公
田
﹂
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
時
期
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
る
︒
第
五
章
は
︑
青
苗
簿
の
機
能
を
田
租
輸
納
予
定
額
と
免
除

額
の
把
握
に
求
め
︑
九
世
紀
中
葉
ま
で
の
制
度
の
推
移
に
つ
い
て
考
察
し
た

も
の
で
あ
る
︒

以
上
︑
本
書
の
内
容
を
章
別
に
紹
介
し
た
︒
基
本
的
に
﹁
序
に
か
え
て
﹂

と
各
章
に
付
さ
れ
た
著
者
自
身
の
要
約
に
沿
っ
て
要
約
し
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

各
章
と
も
︑
課
題
︑
分
析
視
角
︵
方
法
︶︑
結
論
が
折
り
目
正
し
く
示
さ
れ
︑

分
析
材
料
︵
史
料
︶
の
集
成
・
整
理
も
的
確
で
あ
る
︒
制
度
史
研
究
の
基
本

を
忠
実
に
実
行
し
た
叙
述
ス
タ
イ
ル
で
︑
全
体
を
通
じ
論
旨
は
明
快
で
あ
る
︒

本
書
の
成
果
は
多
岐
に
及
ぶ
が
︑
評
者
が
特
に
評
価
し
た
い
の
は
︑
以
下

の
二
点
で
あ
る
︒

第
一
は
︑
日
本
の
律
令
財
政
機
構
の
歴
史
的
特
質
を
解
明
し
た
こ
と
で
あ

る
︒
特
に
︑
中
央
の
財
政
官
司
を
保
管
官
司
と
出
納
官
司
に
分
類
し
︑
中
央

財
政
に
お
け
る
収
納
と
出
納
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
︑
経
費
論
の
立

場
か
ら
出
給
官
司
の
如
何
に
着
目
し
て
経
費
の
性
格
を
分
類
し
︑
律
令
財
政

の
展
開
を
捉
え
直
し
た
こ
と
は
︑
重
要
な
成
果
と
い
え
る
︒

本
書
第
一
章
・
第
二
章
の
原
論
文
は
︑
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
発
表
さ
れ

た
も
の
だ
が
︑
経
費
論
な
ど
に
関
わ
る
石
上
英
一
︑
栄
原
永
遠
男
の
提
起
を

批
判
的
に
継
承
し
︑
税
制
論
中
心
で
あ
っ
た
律
令
財
政
史
研
究
に
新
た
な
局

面
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
っ
た
︒
律
令
制
下
の
家
産
的
財
政
機
構
を
一
般
財

政
機
構
と
対
比
し
て
論
じ
た
古
尾
谷
知
浩
﹃
律
令
国
家
と
天
皇
家
産
機
構
﹄

︵
塙
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︶
な
ど
︑
著
者
の
研
究
視
角
を
継
承
し
た
研
究
成

果
は
少
な
く
な
い
︒

第
二
は
︑
荷
札
木
簡
︑
特
に
調
︑
贄
に
関
す
る
そ
れ
を
詳
細
に
分
析
し
︑

新
見
解
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
︒﹁
軍
布
﹂
荷
札
木
簡
の
地
域
的
特
性
を

論
じ
た
第
七
章
も
貴
重
な
成
果
だ
が
︑
や
は
り
︑
調
雑
物
と
贄
の
同
質
性
を

主
張
し
た
第
六
章
︑
荷
札
木
簡
の
機
能
に
関
す
る
論
争
に
一
石
を
投
じ
た
第

九
章
が
財
政
史
研
究
全
体
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
重
要
な
成
果
と
い
え
る
︒

以
上
︑
本
書
の
成
果
と
し
て
二
点
を
挙
げ
た
が
︑
前
者
が
関
連
分
野
の
研

究
者
の
共
通
認
識
と
し
て
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
後
者
に
関
し
て

は
︑
木
簡
の
史
料
的
性
格
も
あ
い
ま
っ
て
︑
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て

い
る
と
感
じ
た
︒
以
下
︑
著
者
の
見
解
と
対
置
す
る
形
で
︑
筆
者
の
見
解
を

述
べ
た
い
︒

第
六
章
で
筆
者
は
︑
①
養
老
令
賦
役
令
調
絹
絁
条
規
定
の
調
雑
物
は
︑
実

際
に
は
贄
と
調
に
区
分
し
て
貢
進
さ
れ
た
こ
と
︑
②
贄
貢
進
国
と
調
貢
進
国

と
の
間
に
は
一
定
の
役
割
分
担
が
あ
っ
た
こ
と
︑
③
贄
荷
札
と
調
荷
札
の
多

書 評
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く
は
同
一
遺
構
か
ら
共
伴
し
︑
贄
物
と
調
物
が
同
じ
用
途
に
消
費
さ
れ
た
可

能
性
が
高
い
こ
と
︑
④
贄
荷
札
に
も
調
荷
札
と
同
様
︑
貢
進
者
名
を
記
し
た

も
の
が
見
え
︑
一
部
に
﹁
調
贄
﹂︵﹁
御
調
御
贄
﹂︶
と
税
目
を
記
し
た
荷
札

が
存
す
る
こ
と
︑
な
ど
を
確
認
す
る
︒
贄
と
調
と
の
間
に
同
質
性
が
存
在
す

る
と
の
指
摘
は
︑
既
に
東
野
治
之
・
樋
口
知
志
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た

が①
︑
著
者
は
こ
の
指
摘
を
実
証
的
に
裏
付
け
た
わ
け
で
あ
る
︒

そ
の
上
で
著
者
は
︑
一
歩
踏
み
込
み
︑﹁
贄
と
調
︵
雑
物
︶
が
同
一
の
実

体
で
︑
調
︵
雑
物
︶
は
令
上
の
法
制
用
語
︑
贄
は
そ
の
別
称
で
あ
る
と
結
論

づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
述
べ
る
︒
こ
の
仮
説
に
立

て
ば
︑﹁
贄
の
収
取
に
関
す
る
律
令
規
定
が
存
在
し
な
い
の
は
︑
調
雑
物
に

代
表
さ
れ
て
調
絹
絁
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
﹂︑
と
の
単
純
明
快
な
説

明
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
著
者
は
︑
一
方
で
︑
贄
の
貢
納
方
式
の
相
違
︵
贄
戸
系
と
服
食

系
︶︑
贄
貢
進
国
と
調
貢
進
国
の
相
違
に
関
す
る
説
明
が
準
備
で
き
て
な
い

こ
と
を
認
め
︑
上
記
の
結
論
︵
仮
説
︶
を
現
時
点
で
は
早
計
︑
と
自
己
評
価

し
て
い
る
︒

本
章
の
原
論
文
の
発
表
は
一
九
九
九
年
だ
が
︑
そ
の
後
二
〇
〇
四
年
に
︑

佐
藤
全
敏
が
︑
著
者
の
研
究
を
前
提
に
︑﹃
延
喜
式
﹄
等
の
贄
規
定
を
詳
細

に
検
討
し
た
論
文
を
発
表
し
て
い
る②
︒
佐
藤
は
︑
八
世
紀
の
贄
を
︑
ａ
贄
・

調
雑
物
系
の
贄
︑
ｂ
毎
月
異
味
系
の
贄
︑
ｃ
雑
供
戸
系
の
贄
の
三
種
に
︑
九

世
紀
の
贄
を
︑
Ａ
年
料
系
の
贄
︑
Ｂ
旬
料
系
の
贄
︑
Ｃ
贄
戸
系
の
贄
︑
Ｄ
日

次
系
の
贄
︑
Ｅ
節
料
系
の
贄
の
五
種
に
分
類
し
た
上
で
︑
ａ
が
Ａ
に
︑
ｂ
が

Ｂ
に
︑
ｃ
が
Ｃ
に
対
応
し
︑
木
簡
か
ら
知
ら
れ
る
贄
収
取
制
度
は
ａ
に
限
定

さ
れ
る
︵
他
の
系
統
は
荷
札
木
簡
を
使
用
し
な
い
︶︑
と
主
張
す
る
︒
つ
ま

り
佐
藤
は
︑
著
者
が
今
後
の
課
題
と
し
た
部
分
を
追
究
し
︑
著
者
の
研
究
を
︑

Ａ
年
料
系
の
贄
︵
全
国
三
〇
ヶ
国
か
ら
年
に
一
度
な
い
し
二
度
︑
三
度
貢
進

さ
れ
る
も
の
︶
の
原
型
を
解
明
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
わ
け
で
あ
る
︒

両
者
の
研
究
に
よ
っ
て
︑
百
家
争
鳴
の
憾
が
あ
っ
た
贄
研
究
は
︑
全
体
像

の
復
原
に
大
き
く
前
進
し
た
と
言
え
る
︒
し
な
し
な
が
ら
︑
評
者
に
は
︑
な

お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
以
下
︑
理
由
を
述
べ
る
︒

陸
奥
国
名
取
郡
□
□
布
御
贄
壱
籠
あ

う

天
平
元
年
十
一
月
十
五
日

右
の
木
簡
は
︑
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
﹃
平
城
宮
木
簡
﹄
三
︵
一
九
八
〇

年
︶
に
木
簡
番
号
三
〇
五
八
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
木
簡
を
︑
二
〇
〇
四
年
に

馬
場
基
が
再
解
読
し
︑
釈
文
を
修
正
し
発
表
し
た
も
の
で
あ
る③
︒﹃
延
喜
式
﹄

宮
内
省
式
で
は
︑
陸
奥
国
が
京
進
す
る
諸
国
例
貢
御
贄
と
し
て
﹁
昆
布
﹂

﹁
縒
昆
布
﹂
を
規
定
す
る
︒
前
述
の
佐
藤
分
類
で
は
︑
Ａ
年
料
系
の
贄
に
相

当
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
郡
﹂
と
﹁
布
﹂
の
間
の
未
釈
読
箇
所
に
は
︑﹁
籠
﹂

単
位
で
貢
進
さ
れ
る
昆
布
の
品
目
名
記
載
が
想
定
さ
れ
る
︒
陸
奥
国
貢
進
の

平
城
宮
・
京
出
土
の
贄
・
調
木
簡
と
し
て
は
︑
現
在
唯
一
の
も
の
だ
が
︑
著

者
は
見
落
と
し
て
い
る
︒

著
者
の
見
解
を
前
提
と
す
る
と
︑
右
掲
木
簡
の
﹁
御
贄
﹂
の
実
体
は
︑
調

雑
物
と
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
︒

養
老
六
年
︵
七
一
八
︶
閏
四
月
︑
陸
奥
按
察
使
管
内
諸
国
︵
陸
奥
・
出

羽
・
石
城
・
石
背
の
四
ヶ
国
︶
の
調
庸
は
時
限
的
措
置
と
し
て
免
除
さ
れ
︑

そ
の
代
償
と
し
て
税
布
の
制
が
設
定
さ
れ
︑
夷
禄
に
充
当
さ
れ
た④
︒
調
庸
免

除
は
︑
鎮
兵
が
全
廃
が
さ
れ
︑
代
替
と
し
て
軍
団
の
増
設
が
行
わ
れ
た
天
平

一
八
年
︵
七
四
六
︶
頃
ま
で
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
右
掲
木
簡
の
年
紀
は
︑

陸
奥
国
で
は
調
制
停
止
期
間
に
あ
た
る
か
ら
︑﹁
御
贄
﹂
の
実
体
は
︑
調
雑

物
で
は
あ
り
得
な
い
︒
陸
奥
国
は
遠
国
だ
が
ら
︑
毎
月
異
味
系
の
贄
︵
佐
藤

分
類
ｂ
︶︑
雑
供
戸
系
の
贄
︵
佐
藤
分
類
ｃ
︶
に
も
該
当
し
な
い
︒
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で
は
︑
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
︒

著
者
は
贄
収
取
の
法
的
根
拠
を
︑
賦
役
令
調
絹
絁
条
に
求
め
る
︒
し
か
し
︑

勝
浦
令
子
や
今
津
勝
紀
の
よ
う
に
︑
賦
役
令
土
毛
条
や
貢
献
物
条
を
想
定
す

る
見
解
も
あ
る⑤
︒
前
者
は
臨
時
の
貢
進
︑
後
者
は
定
期
的
貢
進
に
関
す
る
も

の
だ
が
︑
い
ず
れ
も
官
物
︵
郡
稲
︶
を
財
源
に
︑
特
産
物
を
交
易
に
よ
り
調

達
・
京
進
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
︒
前
掲
の
陸
奥
国
の
﹁
御
贄
﹂
木
簡

に
関
し
て
は
︑
交
易
に
よ
る
進
上
と
見
る
し
か
な
い
︒

著
者
は
︑
奈
良
時
代
の
贄
を
実
態
に
即
し
て
評
価
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
︑

分
析
史
料
を
平
城
宮
・
京
出
土
木
簡
に
限
定
し
︑
そ
れ
以
外
の
史
料
︵
藤
原

宮
跡
・
京
跡
出
土
木
簡
︑
律
令
格
式
な
ど
の
法
制
史
料
︶
を
分
析
対
象
か
ら

捨
象
し
て
い
る
︒
先
行
研
究
の
相
対
化
を
意
図
し
た
戦
略
だ
が
︑
現
象
分
析

に
終
始
し
た
の
で
は
通
時
代
的
全
体
像
の
把
握
に
は
至
ら
な
い
︒

前
述
の
通
り
︑
平
安
期
の
調
制
・
贄
制
に
関
し
て
は
︑
佐
藤
全
敏
が
著
者

説
を
前
提
と
し
て
︑
消
費
局
面
も
含
め
て
見
通
し
を
示
し
た
︒
し
か
し
︑
律

令
制
以
前
に
関
し
て
は
︑
以
前
不
明
な
点
が
多
い
︒
例
え
ば
︑
大
化
二
年

︵
六
四
六
︶
正
月
の
改
新
詔
第
四
条
副
文
第
二
条
に
は
﹁
調
副
物
塩
贄
︑
亦

随
壱郷
土
所
淫出
﹂
と
あ
る
︒
素
直
に
読
め
ば
︑
大
化
二
年
段
階
に
お
い
て
︑

﹁
調
副
物
﹂﹁
塩
﹂﹁
贄
﹂
は
別
個
の
貢
納
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
著
者

は
評
価
を
棚
上
げ
し
て
い
る
︒﹁
贄
﹂
の
本
質
は
何
か
︑
そ
こ
に
立
ち
戻
っ

て
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
︒

﹁
贄
﹂
の
原
義
に
関
し
て
は
︑
第
一
義
的
に
は
食
料
を
示
す
︑
と
の
有
力

な
見
解
が
あ
る⑥
︒﹁
贄
﹂
も
﹁
調
﹂
も
天
皇
︵
大
王
︶
へ
の
進
上
物
を
指
し

て
使
わ
れ
る
が
︑﹁
贄
﹂
の
場
合
︑
消
費
局
面
︑
天
皇
︵
大
王
︶
の
食
膳
へ

の
供
御
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
著
者
は
︑
一
部
の
荷
札

木
簡
に
見
え
る
﹁
調
贄
﹂・﹁
御
調
御
贄
﹂
な
ど
の
表
現
を
調
と
贄
の
同
質
性

を
示
す
と
評
価
す
る
が
︑
む
し
ろ
︑﹁
調
以
外
の
形
で
貢
納
さ
れ
る
贄
﹂
の

存
在
を
含
意
し
た
表
現
で
は
な
い
か
︒

以
上
︑
第
六
章
に
つ
い
て
︑
著
者
説
と
対
置
す
る
形
で
︑
評
者
の
見
解
を

述
べ
た
︒

最
後
に
本
著
全
体
の
方
法
に
関
し
て
付
言
し
た
い
︒

本
著
の
主
要
部
分
は
既
発
表
論
文
で
︑
公
表
が
最
も
早
い
の
は
︑
第
一
章

原
論
文
で
一
九
八
〇
年
で
あ
る
︒
一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
︑
日
本
古
代
史
の

主
戦
場
は
︑
社
会
構
成
史
・
社
会
経
済
史
に
あ
っ
た
︒
特
に
︑
石
母
田
正

﹃
日
本
の
古
代
国
家
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
七
一
年
︶
で
提
起
さ
れ
た
在
地

首
長
制
論
は
︑
そ
の
後
の
研
究
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
︒

石
母
田
は
︑
律
令
国
家
の
基
盤
と
な
る
生
産
関
係
と
し
て
︑
租
税
収
取
を

媒
介
と
す
る
国
家
対
公
民
の
生
産
関
係
︑
在
地
首
長
と
人
民
と
の
間
の
人
格

的
な
支
配
＝
隷
属
と
し
て
存
在
す
る
生
産
関
係
の
二
つ
を
想
定
す
る
︒
石
母

田
は
︑
後
者
を
基
本
的
・
第
一
次
的
な
も
の
︑
前
者
を
第
二
次
的
な
も
の
と

評
価
し
︑
律
令
制
下
に
お
い
て
も
在
地
首
長
制
の
存
続
を
想
定
す
る
︒

そ
の
後
︑
在
地
首
長
制
論
の
是
非
は
︑
理
論
・
実
証
の
両
面
か
ら
検
証
さ

れ
た
︒
そ
の
際
︑
実
証
面
の
焦
点
と
な
っ
た
の
が
租
税
制
で
あ
る
︒
本
書
の

成
果
は
︑
在
地
首
長
制
論
に
批
判
的
立
場
か
ら
︑
財
政
機
構
な
ど
官
僚
制
と

連
関
す
る
部
分
も
含
め
︑
律
令
国
家
の
支
配
構
造
を
追
究
す
る
過
程
で
生
れ

た
も
の
で
あ
る
︒
伝
統
的
制
度
史
研
究
の
基
本
に
則
っ
た
考
察
に
よ
り
︑
精

度
の
高
い
実
証
成
果
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
こ
と
は
︑
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
律
令
制
期
に
分
析
対
象
・
素
材
が
限
定
さ
れ
た
た
め
︑
前
後
の

時
代
と
の
関
連
と
い
う
点
で
は
課
題
が
少
な
く
な
い
︒
例
え
ば
︑
第
五
章
で

扱
わ
れ
た
青
苗
簿
制
︑
第
八
章
で
扱
わ
れ
た
調
庸
専
当
国
郡
司
制
な
ど
は
︑

平
安
中
期
以
後
の
地
方
行
財
政
史
と
も
連
関
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
実
際
︑

書 評

121 (761)



本
書
初
出
論
文
の
発
表
以
後
︑
著
者
の
研
究
を
批
判
的
に
継
承
し
た
研
究
は
︑

前
に
触
れ
た
も
の
以
外
に
も
少
な
く
な
い⑦
︒
七
世
紀
以
前
︑
一
〇
世
紀
以
後

に
見
通
し
を
示
す
た
め
に
も
︑
本
書
編
集
に
あ
た
り
︑
異
論
に
対
し
て
︑
も

う
少
し
丁
寧
に
著
者
の
見
解
を
示
し
て
欲
し
か
っ
た
︒

以
上
︑
若
干
の
疑
問
点
・
不
満
点
も
述
べ
た
が
︑
本
書
が
今
後
︑
律
令
財

政
史
研
究
︑
荷
札
木
簡
研
究
を
推
進
す
る
上
で
︑
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
そ
う
し
た
可
能
性
を
示
す
事
例
と
し
て
︑
評
者
が
調

査
に
関
係
し
た
一
点
の
木
簡
を
紹
介
し
た
い
︒

﹁
＜
武
蔵
国
施
薬
院
蜀
椒
壹
斗⑧
﹂

最
近
︑
平
安
京
跡
左
京
九
条
三
坊
十
町
で
平
安
初
期
の
施
薬
院
に
関
わ
る
木

簡
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
︒
右
掲
は
そ
の
中
の
一
点
で
︑
武
蔵
国
か
ら
施

薬
院
に
送
ら
れ
た
﹁
蜀
椒
﹂
一
斗
に
付
け
ら
れ
た
荷
札
木
簡
で
あ
る
︒

﹁
蜀
椒
﹂
は
朝
倉
山
椒
の
異
名
で
︑
天
皇
・
中
宮
の
元
日
御
薬
︑
臘
月
御

薬
な
ど
に
も
使
用
さ
れ
る
︒﹃
延
喜
式
﹄
典
薬
寮
式
は
︑﹁
諸
国
進
年
料
雑

薬
﹂
と
し
て
︑
武
蔵
国
が
典
薬
寮
に
調
進
す
る
二
八
種
の
薬
物
を
規
定
し
︑

そ
の
中
に
﹁
蜀
椒
三
斗
﹂
が
見
え
る
︒
問
題
は
﹁
武
蔵
国
施
薬
院
蜀
椒
﹂
の

箇
所
だ
が
︑
武
蔵
国
に
﹁
施
薬
院
﹂
が
存
在
し
た
︵
さ
ら
に
︑
そ
れ
が
物
品

の
送
付
元
と
し
て
明
記
さ
れ
た
︶
と
考
え
る
の
は
無
理
が
あ
る
︒﹁
武
蔵
国

が
︵
平
安
京
︶
施
薬
院
に
送
っ
た
蜀
椒
﹂
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
︒
武

蔵
国
は
︑
京
に
蜀
椒
を
送
付
す
る
際
︑
武
蔵
国
が
施
薬
院
送
付
分
と
他
官
司

︵
恐
ら
く
典
薬
寮
︶
送
付
分
を
区
別
す
る
た
め
︑
こ
の
よ
う
に
記
し
た
の
だ

ろ
う
︒

日
本
古
代
の
木
簡
研
究
は
︑
平
城
宮
・
京
跡
出
土
木
簡
を
中
心
に
進
め
ら

れ
て
き
た
︒
現
段
階
で
は
︑
平
安
宮
・
京
跡
出
土
木
簡
は
出
土
点
数
が
少
な

い
が
︑
平
安
前
期
に
関
し
て
い
え
ば
︑
今
後
も
発
掘
調
査
で
ま
と
ま
っ
た
数

の
木
簡
が
出
土
す
る
可
能
性
は
大
き
い
︒
著
者
の
研
究
は
︑
財
政
官
司
の
運

用
形
態
を
制
度
史
料
・
木
簡
の
双
方
か
ら
解
析
し
た
貴
重
な
も
の
で
︑
こ
う

し
た
木
簡
を
検
討
す
る
上
で
も
︑
今
後
︑
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
予
想
さ
れ

る
︒以

上
︑
率
直
な
感
想
を
述
べ
た
が
︑
評
者
の
能
力
の
限
界
で
︑
本
書
の
内

容
の
一
部
に
し
か
コ
メ
ン
ト
で
き
な
か
っ
た
︒
誤
解
・
誤
読
も
多
々
あ
る
か

と
思
う
︒
原
稿
執
筆
が
遅
れ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
︑
著
者
な
ら
び
に
読
者
に
深

く
お
詫
び
す
る
次
第
で
あ
る
︒

①

東
野
治
之
﹁
志
摩
国
の
御
調
と
調
制
の
成
立
﹂︵﹃
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
﹄
塙

書
房
︑
一
九
八
三
年
︑
初
出
一
九
七
八
年
︶︑
樋
口
知
志
﹁﹃
二
条
大
路
木
簡
﹄
と

古
代
の
食
料
貢
進
制
度
﹂︵﹃
木
簡
研
究
﹄
一
三
︑
一
九
九
一
年
︶︒

②

佐
藤
全
敏
﹁
古
代
天
皇
の
食
事
と
贄
﹂︵﹃
平
安
時
代
の
天
皇
と
官
僚
制
﹄
東
京

大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
八
年
︑
初
出
二
〇
〇
四
年
︶︒

③

馬
場
基
﹁
陸
奥
国
荷
札
の
﹁
発
見
﹂﹂︵﹃
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
﹄
二
〇
〇

四
年
︶︒
な
お
︑
本
木
簡
の
記
載
内
容
が
俣
野
説
と
抵
触
す
る
こ
と
は
︑
既
に
︑

拙
稿
﹁﹁
古
代
東
北
の
﹁
調
役
﹂
と
雑
徭
﹂︵﹃
律
令
国
家
史
論
集
﹄
塙
書
房
︑
二

〇
一
〇
年
︶
の
補
注
で
指
摘
し
て
い
る
︒

④

鈴
木
拓
也
﹁
陸
奥
・
出
羽
の
調
庸
と
蝦
夷
の
饗
給
﹂︵﹃
古
代
東
北
の
支
配
構

造
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
八
年
︑
初
出
一
九
九
六
年
︶︒

⑤

勝
浦
令
子
﹁
律
令
制
下
贄
貢
納
の
変
遷
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
三
五
二
︑
一
九
七
七

年
︶︑
今
津
勝
紀
﹁
律
令
調
制
の
構
造
と
そ
の
歴
史
的
前
提
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
税

制
と
社
会
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
二
年
︑
初
出
一
九
九
二
年
︶︒

⑥

直
木
孝
次
郎
﹁
新
嘗
と
大
嘗
の
よ
み
と
意
味
﹂︵﹃
飛
鳥
奈
良
時
代
の
研
究
﹄
塙

書
房
︑
一
九
七
五
年
︑
初
出
一
九
六
七
年
︶︑
前
掲
今
津
注
⑤
︒

⑦

佐
藤
泰
弘
﹁
青
苗
簿
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
﹂︵
前
掲
注
③
﹃
律
令
国
家
史

論
集
﹄︶
な
ど
︒
な
お
︑
著
者
の
既
発
表
論
文
の
内
︑﹁
内
蔵
寮
と
内
膳
司
﹂︵﹃
長
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岡
京
古
文
化
論
叢
﹄
Ⅱ
︑
三
星
出
版
︑
一
九
九
二
年
︶
は
︑
第
一
章
・
第
二
章
の

財
政
機
構
論
と
第
六
章
以
下
の
荷
札
木
簡
論
を
接
続
す
る
成
果
だ
が
︑
本
書
に
は

収
録
さ
れ
な
か
っ
た
︒

⑧

小
檜
山
一
良
﹁
京
都
・
平
安
京
跡
左
京
九
条
三
坊
十
町
・
烏
丸
町
遺
跡
﹂︵﹃
木

簡
研
究
﹄
三
七
︑
二
〇
一
五
年
︶︑
拙
稿
﹁
平
安
京
跡
左
京
九
条
三
坊
十
町
︵
施

薬
院
御
倉
跡
︶
出
土
の
木
簡
﹂︵﹃
古
代
文
化
﹄
六
七

二
︑
二
〇
一
五
年
︶︒

︵
付
記
︶
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
二
六
三
七
〇
七
七
八
︑
Ｊ
Ｐ
一

六
Ｈ
〇
一
九
四
五
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒

︵
Ａ
�
判

二
九
〇
頁

二
〇
一
七
年
一
月

税
別
六
〇
〇
〇
円
︶

︵
京
都
産
業
大
学
文
化
学
部
准
教
授
︶

書 評
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