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古
代
律
令
文
学
孜
　
　
史
籍
と
地
誌

神
尾
登
喜
子
著

　
『
古
代
律
令
文
学
孜

史
籍
と
地
誌
　
　
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
文
二

　
神
尾
登
喜
子
さ
ん
の
『
古
代
律
令
文
学
孜
』
と
題
す
る
、
千
頁
に
近
い
、
文

字
通
り
の
大
著
が
上
梓
さ
れ
た
（
平
成
八
年
三
月
）
。
私
は
日
頃
、
神
尾
さ
ん

の
書
か
れ
る
御
論
を
楽
し
く
拝
読
し
、
何
か
と
教
え
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
、
神
尾
さ
ん
の
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い
る
『
日
本
書
紀
』
や
ら
『
風
土

記
』
や
ら
『
万
葉
集
』
に
特
別
の
思
い
を
注
い
で
い
る
も
の
で
は
な
く
、
直
接

に
そ
れ
ら
を
対
象
に
何
か
論
じ
た
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
由
縁
あ
っ
て
書
評
の

役
目
を
仰
せ
付
か
っ
た
が
、
も
と
よ
り
そ
の
器
で
な
い
こ
と
は
自
ら
と
く
と
承

知
し
て
い
る
。
そ
れ
に
大
著
に
感
じ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
誉
め
る
ば

か
り
で
は
書
評
者
の
役
目
を
全
う
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
わ
け
で

こ
の
大
冊
を
机
上
に
置
き
、
し
ば
し
瞑
目
し
て
あ
れ
こ
れ
と
思
い
案
じ
て
い
た
。

刺
戟
を
受
け
た
り
、
示
唆
を
受
け
た
り
、
文
字
通
り
教
え
を
受
け
た
り
し
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た

く
つ
か
の
こ
と
を
と
に
か
く
記
し
て
み
よ
う
。
専
門
の
領
域
の
方
か
ら
の
書
評

は
い
ず
れ
出
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
私
は
私
な
り
の
自
由
な
領
分
か
ら
、
つ
ま
り

こ
の
高
著
の
自
由
な
愛
読
者
の
一
人
と
し
て
感
想
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

　
本
書
を
播
き
な
が
ら
思
い
起
こ
し
た
こ
と
だ
が
、
私
が
神
尾
さ
ん
の
お
考
え

の
面
白
さ
に
触
れ
た
最
初
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
す
遷
都
や
お
び
た
だ
し
い

災
異
の
記
録
に
よ
っ
て
、
為
政
者
と
し
て
の
、
ま
た
祭
祀
を
司
る
も
の
と
し
て

の
天
皇
の
「
徳
」
と
い
う
も
の
が
逆
説
的
に
浮
か
び
上
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
神
尾
さ
ん
と
の
談
話
の
中
で
そ
の
こ
と
を
は
じ
め
に
聞
い
た
が
、

今
、
本
書
の
第
二
章
「
祭
祀
と
皇
都
　
　
日
本
紀
の
文
学
」
を
披
き
な
が
ら
そ

の
お
考
え
を
再
確
認
し
て
い
る
。
天
皇
は
「
理
念
」
に
裏
付
け
ら
れ
た
「
皇

都
」
を
営
み
、
「
徳
」
の
欠
如
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち
ふ
り
か
か
る
災
異
に
耐
え
、

身
を
清
め
て
、
神
意
を
問
い
、
天
皇
た
る
生
き
方
を
定
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
逆

説
的
な
形
で
浮
か
び
上
る
天
皇
に
焦
点
を
定
め
、
そ
う
い
う
天
皇
を
あ
ざ
や
か

に
記
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
『
日
本
書
紀
』
の
、
『
古
事
記
』
と
は
違
っ
た
編
集

の
意
図
と
方
法
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。
『
漢
書
』
の
「
五
行
志
」
な
ど
に
明
ら

か
な
天
人
相
関
の
災
異
思
想
の
展
開
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
い
て
、
そ
の
実
、

実
体
の
追
求
と
い
う
よ
り
は
る
か
に
透
明
な
論
理
の
主
張
で
あ
り
、
言
葉
の
発

見
で
あ
り
、
文
学
へ
の
問
い
か
け
で
あ
り
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
私
の
日
頃

の
問
題
意
識
と
も
色
々
と
響
き
あ
い
、
ま
こ
と
に
面
白
く
拝
読
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り
一
，
一
と

　
ま
た
神
武
天
皇
の
即
位
前
紀
己
未
年
三
月
の
橿
原
宮
造
営
の
折
の
「
令
」

　
　
　
　
　
　
だ
い
そ
う

の
文
言
の
中
の
「
大
壮
」
と
い
う
『
周
易
』
由
来
の
言
葉
に
つ
い
て
の
お
考
え

も
面
白
く
、
色
々
と
漢
籍
由
来
の
言
葉
の
も
つ
意
味
あ
い
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

ら
れ
た
（
第
二
章
の
第
一
節
「
皇
都
の
理
念
　
　
美
地
と
大
壮
」
）
。
表
現
の
典



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

拠
を
漢
籍
に
求
め
た
と
い
う
こ
と
が
、
単
な
る
外
っ
国
へ
の
憧
慣
を
意
味
し
て

い
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
文
芸
的
な
関
心
に
止
る
も
の
で
も
な
く
、
「
天
」
の

意
志
を
反
映
す
る
「
皇
都
」
の
理
念
や
「
天
皇
」
の
理
念
を
生
み
出
す
こ
と
に

深
く
関
わ
る
行
為
で
あ
ろ
う
と
い
う
お
考
え
は
刺
戟
的
で
、
こ
れ
ま
た
言
葉
と

い
う
も
の
の
も
つ
逆
説
的
な
意
味
あ
い
を
喚
起
さ
せ
ら
れ
、
色
々
と
教
え
ら
れ

た
。
言
葉
、
と
り
わ
け
抽
象
的
で
あ
る
は
ず
の
漢
語
が
、
修
辞
や
道
具
以
上
の

大
き
な
意
味
を
も
っ
て
、
つ
ま
り
統
治
の
理
念
に
ま
で
関
わ
る
形
で
、
当
時
の

人
々
の
心
を
捉
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
い
遣
る
こ
と
は
、
私
な
ど
の
日

頃
の
、
上
代
の
漢
語
に
つ
い
て
の
思
い
に
再
考
を
促
す
も
の
が
あ
る
。

　
言
葉
と
い
う
も
の
の
こ
う
い
う
力
を
「
歴
史
」
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
根
幹
の

力
と
し
て
神
尾
さ
ん
は
捉
え
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
は
私
な
ど
に
は
大
変

示
唆
的
で
、
本
書
を
拝
見
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
想
念
に
誘
わ
れ
た
。
こ
こ

に
言
う
「
歴
史
」
と
は
、
神
尾
さ
ん
の
「
結
章
　
歴
史
文
献
の
注
解
と
釈
義
」

の
巻
頭
に
述
べ
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、

　
　
言
語
、
殊
に
文
字
に
よ
る
表
現
を
介
し
て
、
過
去
の
出
来
事
の
な
か
に
隠

　
　
さ
れ
た
意
味
を
了
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
は
文
献
に
対
す
る
注
解
に

　
　
お
い
て
顕
在
化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に

　
　
こ
こ
に
い
う
注
解
と
は
、
文
献
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
表
現
に
対
し
て
、

　
　
そ
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
典
籍
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
背
後

　
　
　
　
　
古
代
律
令
文
学
孜
　
　
史
籍
と
地
誌

　
　
に
あ
る
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
お
い

　
　
て
、
歴
史
は
、
文
字
に
よ
る
表
現
を
も
っ
て
は
じ
め
て
具
現
化
さ
れ
る
も

　
　
の
と
な
り
、
そ
の
意
味
で
文
学
と
不
可
分
の
関
係
を
形
成
せ
し
め
る
。

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
「
注
解
」
と
い
う
言
葉
の
規
定
の
中
で
自
ず
と
「
歴

史
」
と
不
可
分
の
繋
り
の
あ
る
「
文
学
」
の
意
味
あ
い
も
言
及
さ
れ
、
規
定
さ

れ
る
。
両
者
を
繋
ぐ
も
の
は
ま
さ
し
く
言
葉
な
の
で
あ
る
。
本
書
が
「
古
代
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

令
文
学
孜
」
と
題
さ
れ
、
古
代
律
令
を
基
盤
と
す
る
「
律
令
文
学
」
の
意
義
を

解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
「
文
献
伝
承
学
」
と
い
う
視
点
を
設
け
て
、

「
歴
史
」
と
「
文
学
」
に
共
通
す
る
文
献
を
読
み
解
一
」
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
、

言
葉
と
い
う
も
の
へ
の
神
尾
さ
ん
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
ゆ
え
だ
と
自
ず
と
納
得

さ
れ
、
共
感
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
本
書
の
眼
目
だ
と
感
受
し
て
本
書

を
拝
読
し
た
。

　
先
の
言
葉
に
続
い
て
神
尾
さ
ん
は

　
　
歴
史
と
い
お
う
が
文
学
と
い
お
う
が
、
い
ず
れ
も
注
解
に
よ
っ
て
、
そ
の

　
　
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
意
味
が
、
増
殖
さ
れ
再
編
さ
れ
る
と
い
え
る
。
そ

　
　
れ
が
『
日
本
書
紀
』
と
呼
ば
れ
る
史
書
に
お
い
て
顕
著
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
の
よ
う
な
歴
史
は
、
あ
る
い
は
『
風
土
記
』
と
呼
ば
れ
る
地
誌
に
も
認

　
　
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
『
萬
葉
集
』
と
呼
ば
れ
る
古
代
和
歌
集
で
は
、
そ

　
　
れ
ら
の
「
史
籍
」
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
歴
史
の
諸
層
が
取
り
上
げ
ら
れ

　
　
て
い
る
。
（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
文
献
が
、
古
代
天
皇
の
歴
史
に
関
わ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



　
　
　
　
　
古
尤
律
令
文
学
孜
　
　
史
籍
と
地
誌

　
　
歴
史
文
献
の
中
心
で
あ
り
、
注
解
の
対
象
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

　
　
る
。
注
解
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
の
が
天
皇
の
存
在
原
理

　
　
で
あ
る
。

と
記
す
。
研
究
対
象
の
選
択
と
研
究
方
法
と
が
明
確
に
規
定
さ
れ
、
本
書
の
意

図
す
る
も
の
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
私
な
ど
が
と
や
か
く
言
う
要
の
な
い
明
哲

な
自
己
規
定
だ
。

　
「
注
解
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
の
が
天
皇
の
存
在
原
理
で
あ

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
本
書
に
は
「
天
皇
」
と
い
う
言
葉
が
頻
出
し
、

「
天
皇
の
存
在
原
理
」
が
い
く
た
び
も
主
張
さ
れ
、
再
確
認
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ

が
、
と
い
っ
て
も
、
面
白
い
こ
と
に
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
政
治
主
義
者
が
主

張
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
「
天
皇
」
の
影
は
少
し
も
な

い
。
そ
の
こ
と
は
神
尾
さ
ん
が
述
べ
て
い
る
「
天
皇
」
の
理
念
と
い
う
も
の
が

「
実
在
性
や
史
実
性
と
い
っ
た
観
点
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
創
り
出
さ
れ
」
（
八
八

○
頁
）
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
「
古

代
天
皇
と
い
う
装
置
」
（
同
頁
）
と
い
っ
た
透
明
な
捉
え
方
の
た
め
で
も
あ
る

だ
ろ
う
が
、
直
接
的
、
基
底
的
に
は
前
著
『
古
代
天
皇
伝
承
論
』
の
「
あ
と
が

き
」
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
「
神
学
部
」
体
験
や
「
教
会
」
体
験
を
通

し
て
得
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
神
」
の
観
念
の
反
響
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い

か
、
な
ど
と
私
は
感
じ
て
も
い
る
。
あ
る
い
は
単
純
に
、
い
ま
だ
三
十
な
か
ば

だ
と
い
う
戦
時
下
の
「
天
皇
」
体
験
に
遠
い
感
覚
が
こ
う
い
う
透
明
な
「
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

皇
」
観
を
生
み
出
す
こ
と
に
与
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
も
勝
手

に
考
え
て
い
る
。

　
私
な
ど
も
学
校
教
育
は
戦
後
で
あ
る
か
ら
、
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
う
と
、
土

橋
先
生
や
南
波
先
生
に
叱
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
神
尾
さ
ん
の

拒
絶
と
も
畏
敬
と
も
無
縁
の
「
天
皇
」
観
の
透
明
さ
は
何
と
も
う
ら
や
ま
し
い
。

こ
の
透
明
さ
は
、
単
に
「
天
皇
」
観
の
う
ち
に
表
れ
て
い
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら

ず
、
こ
の
大
著
を
貫
く
論
理
の
軸
の
性
格
と
も
な
っ
て
い
て
、
文
学
研
究
書
に

あ
り
が
ち
な
文
体
の
屈
折
や
論
理
の
飛
躍
や
い
わ
ゆ
る
学
術
書
の
難
解
さ
を
免

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
反
面
、
透
明
で
あ
り
す
ぎ
る
が
故
に
何
と
な
い
も
の

足
り
な
さ
も
残
る
。
神
尾
さ
ん
の
透
明
な
論
理
と
方
法
の
網
目
か
ら
零
れ
落
ち

　
　
　
　
　
さ
　
ぱ
　
へ

て
し
ま
っ
た
五
月
蝿
な
す
獲
雑
、
雑
駁
、
粗
野
な
も
の
が
、
螢
火
の
如
く
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
そ
ぷ

や
き
な
が
ら
、
俺
た
ち
こ
そ
古
代
だ
、
な
ど
と
不
満
気
に
噺
い
て
い
る
の
が

　
　
は
た

耳
の
端
で
聞
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
明
澄
な
神
尾
さ
ん
が
そ
ん
な
こ
と
を
知
ら
ぬ

わ
け
は
な
い
の
だ
が
、
「
天
皇
」
の
理
念
の
構
築
に
勤
し
む
あ
ま
り
に
、
ま
た

律
令
制
の
理
念
の
拡
が
り
を
確
認
す
る
こ
と
を
や
や
急
ぐ
あ
ま
り
に
、
理
念
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

世
界
の
反
対
側
に
姦
く
種
々
の
霊
ど
も
の
混
沌
の
命
や
整
序
し
難
い
個
々
人
の

思
い
な
ど
と
い
っ
た
も
の
へ
の
配
慮
が
少
し
く
手
薄
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も

感
じ
ら
れ
た
。
日
頃
、
平
安
朝
の
女
流
作
家
た
ち
の
ま
こ
と
個
人
的
な
思
い
の

行
方
を
追
い
尋
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
き
っ
と
私
に
そ
ん
な
思
い
を
抱
か
せ

る
の
だ
ろ
う
。



　
本
書
を
通
し
て
、
漢
籍
や
漢
語
の
思
い
が
け
な
い
拡
が
り
を
教
え
ら
れ
た
が
、

こ
れ
ま
た
女
流
作
家
た
ち
の
表
現
の
意
味
す
る
も
の
を
問
い
尋
ね
て
い
る
立
場

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

か
ら
、
や
は
り
和
語
の
問
題
が
私
に
は
気
に
か
か
る
。
あ
る
い
は
和
語
と
漢
語

を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
の
訓
点
語
や
訓
点
資
料
の
問
題
も
気
に
か
か
る
。
「
天

皇
」
の
理
念
に
関
し
て
言
え
ば
、
宣
命
や
祝
詞
や
寿
詞
の
大
和
こ
と
ば
の
使
い

よ
う
も
や
っ
ぱ
り
気
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
の
大
著
を
執
筆
し
た
神
尾
さ
ん
だ
か

ら
そ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
も
色
々
と
考
え
を
お
も
ち
だ
ろ
う
。
今
後
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

「
律
令
文
学
」
へ
の
思
念
を
一
層
深
め
て
い
か
れ
る
一
方
、
和
語
の
問
題
を
も

視
野
に
入
れ
て
論
じ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
私
な
り
の
立
場
か
ら
願
う
。

　
こ
の
大
著
は
、
学
位
論
文
と
し
て
同
志
社
大
学
に
提
出
さ
れ
、
十
分
な
学
術

的
評
価
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
聞
く
。
大
著
の
豊
か
な
内
容
と

学
問
へ
の
真
筆
な
姿
勢
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
、
ま
こ
と
に
慶
賀
に
堪
え

な
い
。

　
以
上
、
粗
々
と
神
尾
さ
ん
の
高
著
に
対
し
て
感
想
を
連
ね
た
。
最
初
に
も
述

べ
た
よ
う
に
専
門
外
の
者
の
琶
言
で
あ
っ
て
見
当
は
ず
れ
の
文
言
も
あ
ろ
う
か

と
思
う
。
三
十
年
も
の
昔
、
同
志
杜
の
宗
教
セ
ン
タ
ー
の
一
室
で
、
土
橋
、
南

波
先
生
の
講
莚
に
列
し
、
学
問
へ
の
思
い
を
私
も
羽
ば
た
か
せ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
そ
の
学
窓
か
ら
神
尾
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
若
き
俊
秀
、
学
究
が
育
っ
て

い
る
こ
と
を
同
窓
諸
氏
と
と
も
に
大
き
な
喜
び
と
し
た
い
。

　
参
考
の
た
め
に
、
以
下
、
論
稿
の
目
次
の
お
お
よ
そ
を
掲
げ
て
お
く
（
著
者

　
　
　
　
　
古
代
律
令
文
学
孜
　
　
史
籍
と
地
誌

の
表
記
に
従
う
）
。

序
　
章
　
古
代
律
令
文
学
と
歴
史
－
文
献
伝
承
学
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
１

第
一
章
巡
狩
と
国
土
－
地
誌
の
文
学
－

　
　
第
一
節
　
地
誌
と
地
名
起
源
－
四
方
志
と
史
籍
－

　
　
第
二
節
　
巡
狩
と
地
名
起
源
－
景
行
天
皇
と
倭
武
天
皇
－

　
　
第
三
節
　
神
々
と
天
皇
の
歴
巡
　
山
河
鶴
勢
の
望
覧
－

　
　
第
四
節
　
王
化
と
祭
祀
組
織
－
夜
刀
神
と
荒
神
－

　
第
二
章
祭
祀
と
皇
都
－
日
本
紀
の
文
学
－

　
　
第
一
節
皇
都
の
理
念
－
美
地
と
大
壮
－

　
　
第
二
節
　
遷
都
と
災
異
－
時
人
と
童
謡
－

　
　
第
三
節
　
律
令
祭
祀
と
天
神
地
砥
－
三
輪
大
神
と
瑞
擁
宮
－

　
　
第
四
節
　
長
屋
王
と
天
文
密
奏
－
社
稜
と
国
家
－

　
第
三
章
饗
宴
と
和
歌
－
構
辞
の
文
学
－

　
　
第
一
節
　
儀
式
と
和
歌
－
応
詔
と
唱
和
－

　
　
第
二
節
　
構
辞
と
歌
語
－
新
嘗
と
饗
宴
－

　
　
第
三
節
　
久
適
京
造
営
と
讃
歌
－
山
川
と
四
時
－

　
　
第
四
節
　
皇
都
と
し
て
の
難
波
－
都
讃
め
と
家
持
の
系
譜
－

　
結
章
歴
史
文
献
の
注
解
と
釈
義
－
仙
豊
『
萬
葉
集
註
鐸
』
に
即
し
て
－

　
（
お
う
ふ
う
刊
、
平
成
九
年
三
月
発
行
／
Ａ
５
判
／
九
五
八
頁
／
四
八
○
○

○
円
）
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