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(修
士
論
文
要
旨
》

陵
戸
制
の
再
検
討

*

藤

間

温

子

本
論
文
は
、
陵
戸
に
関
す
る
史
料

、
主
に
養
老
令
の
私
的
注
釈
書
で
あ
る

「令

集
解
』
に
見
え
る
陵
戸
の
記
載
を
取
り
上
げ
、
陵
戸
制
度
の
実
態
に
迫
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

陵
戸
は
陵
墓
を
守
衛
す
る
民
で
あ
り
、
養
老
令

に
賎
民
と
し
て
規
定
さ
れ
、
通

常
五
色
の
賎
の

一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
大
宝
令
に
お
い
て
陵
戸
が
賎
民

で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
平
城
宮
跡
か
ら
出
土
し
た
令
文
を
習
書
し
た
木
簡
、
お
よ

び
大
宝
令
の
注
釈
で
あ
る
古
記
に
表
れ
る
陵
戸
の
記
載
の
考
察
か
ら
確
実
性
が
高

い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
陵
戸
研
究
で
は
、
①
養
老
令
に
お
い
て
陵
戸
が

賎
民
と
さ
れ
た
理
由
、
②

「令
集
解
」
諸
説
や
律
令
文
で
の
記
載
順
序
に
お
い
て

五
賎
民
の
中
で
の
陵
戸
の
身
分
位
置
が
上
下
す
る
こ
と
の
二
点
の
解
釈
に
つ
い
て

異
説
が
あ
る
。

ま
ず
①

の
陵
戸
が
賎
民
と
な

っ
た
理
由
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
陵
戸
が

被
賎
視
さ
れ
る
人
々
で
あ

っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
、
唐
の
陵
戸

制
を
模
倣
、
陵
戸
を
永
代
的
に
確
保
す
る
処
置
と
い
う
三
つ
の
説
が
あ
る
。

②

の
陵
戸
の
五
賎
中
で
の
身
分
異
同
に
つ
い
て
は
、
「令
集
解
」
に
は
異
な
る

時
代
の
明
法
家

の
考
え
が
集
め
ら
れ

て
い
る
の
で
、
そ
の
諸
説
間
に
お
い
て
差
異

が
あ
る
の
は
当
時

の
慣
習
を
反
映
し

て
い
る
た
め
と
す
る
説
が
古
く
か
ら
の
説
で

あ
る
。
異
説
と
し
て
は
、
唐
律
令
に
は
陵
戸
が
表
れ
な
い
た
め
陵
戸
を
日
本
律
令

に
組
み
込
む
必
要
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
際
の
操
作
に
よ
り
陵
戸
の
記
載
順
序
が

一

定
し
な

い
と

い
う
事
態
が
起
き
た
の
だ
と
し
、
「令
集
解
」
諸
説
間
の
異
同
に
お

い
て
は
特
に
令
義
解
説
が
他
説
と
異
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
令
義
解
説
は
律
令
を

忠
実
に
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
他
説
と
違

っ
て
い
る
の
だ
と
す
る
説
が
あ

る
。こ

れ
ら
の
諸
説
は
、
提
出
さ
れ
て
か
ら
最
近
の
も
の
で
は
二
十
年
近
く
に
な
る

が
直
接
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
ま
た

批
判
す
る
と
し
て
も
史
料
の
不
足
か
ら
難
し
い
。
し
か
し
、
①
で
は
今
回
の
検
討

か
ら
、
日
本
の
陵
戸
制
が
唐
制
の
模
倣
で
あ
る
と
す
る
説
に
従
え
ず
、
ま
た
陵
戸

を
永
代
的
に
確
保
す
る
た
め
と
い
う
説
に
つ
い
て
も
、
養
老
令
は
陵
戸
に
当
色
婚

し
か
認
め
な
い
と
し
て
い
る
、

つ
ま
り
陵
戸
の
増
加
を
妨
げ
る
処
置
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
疑
問
が
残
る
。
そ
の
た
め
陵
戸
に
つ
い
て
記
載
の
多

い

「令
集
解
」

諸
説
を
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
②
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

ま
ず

「令
集
解
」
各
説
の
主
張
を
正
確
に
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
日
唐
律

令
文
の
比
較
を
お
こ
な
う
こ
と
で
先
学
の
検
討
と
し
た
い
。

論
文
の
構
成
は
、
第

一
章
で
先
行
研
究
を
述
べ
、
第
二
章
～
第
五
章
で
は
そ
れ

平成21年度*文 学研究科文化財史料学専攻
一311一



藤間:陵 戸制の再検討45

そ
れ
中
国
史
料
、
養
老
律
令
、
「令
集
解
」、
「延
喜
式
」
、
正
史
に
記
載
さ
れ
る
陵

戸
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
解
釈
と
考
察
を
お
こ
な
う
。
第
六
章
で
は
第
五
章
ま
で

で
み
て
き
た
陵
戸
制
や
そ
の
性
格
を
歴
史
上
で
ど
う
理
解
で
き
る
か
を
述
べ
、
ま

と
め
と
す
る
。

史
料
の
解
釈
を
主
と
し
て
お
こ
な
う
が
、
前
記
の
問
題
点
の
ほ
か
に
注
意
さ
れ

る
べ
き
点
な
ど
に
つ
い
て
も
合
わ
せ

て
指
摘
し
て
い
き
、
陵
戸
制
の
実
態
に
つ
い

て
考
え
て
い
く
。

今
回
お
こ
な

っ
た
考
察
で
は
、
(ア
)
唐
制
陵
戸
の
実
際
、
(イ
)
賎
視
の
過
程
、

(ウ
)
陵
戸
の
管
理
の
変
遷
、
(
エ
)
陵
戸
を
賎
民
と
し
た
理
由
の
四
点
に
つ
い
て

成
果
を
得
ら
れ
た
。

(ア
)
の
唐
制
で
の
陵
戸
は
従
来
賎
民
で
あ
る
、
も
し
く
は
賎
民
で
あ

っ
た
が

あ
る
時
期
に
解
放
さ
れ
て
良
民
と
な

っ
た
、
と
い
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、

利
光
三
津
夫

・
長
谷
山
彰
両
氏
は
陵
墓
守
衛
者
に
は
賎
民
、
良
民
と
も
に
史
料
が

存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
「陵
戸
」
は
官
賎
か
ら
選
ば
れ
た
陵
墓
守
衛
民
の
名
称
で

　　
　

あ
り
、
付
近
住
民
も
陵
墓
守
衛
に
当
た
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

唐
制
下
に
は
陵
戸
を
含
む
様
々
な
国
家
末
端
公
務
を
百
姓
か
ら
選
別
し
て
当
て
て

い
る
こ
と
と
、
「
旧
唐
書
」
ほ
か
に
記
載
さ
れ
る
、
墓
戸
に
百
姓
を
当
て
ず
に
官

戸
か
ら
選
ぶ
と
い
う
記
述
か
ら
陵
戸
は
百
姓
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
日
本
の
陵
戸
は
唐
制
の
模
倣
で
あ
る
と
す
る
説
は
成
り

立
た
な
い
。

(イ
)
賎
視
に
つ
い
て
は
、
大
宝
令
下
で
は
陵
戸
は

「良
」
で
は
な
い
こ
と
は

確
か
で
あ
る
が
、
賎
視
は
認
め
ら
れ
ず
、
養
老
令
の
公
的
注
釈
で
あ
る
令
釈
の
段

階
で
も

「賎
色
」
に
陵
戸
は
含
ま
れ
な
い
と
読
め
る
記
述
が
あ
る
。
賎
民
中
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
は
八
世
紀
後
半
以
降
成
立
の
穴
記
の
頃
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
と

き
は
賎
民
中
の
最
上
位
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
九
世
紀
半
ば
成
立
の
令
義
解
の
解
釈

で
は
、
賎
民
中
二
番
目
に
下
降
し
て
い
る
。

(ウ
)
陵
戸
の
管
理
は
い
ま
ま
で
の
研
究
で
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
が
、

そ
の
制
度
に
は
変
化
が
み
ら
れ
る
。
公
民
と
は
別
に
造
ら
れ
る
は
ず
の
陵
戸
の
計

帳
が
穴
記
の
記
載
か
ら
は
同

一
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。

こ
の
理
由
と
し
て
は
枝
文
と
し
て
の

「陵
戸
帳
」
作
成
に
注
意
が
集
め
ら
れ
、
計

帳
制
度
自
体
が
衰
退
し
て
い
く
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
、
「守
戸
」
と
呼
ば
れ
る
陵
戸
不
足
時
に
期
間
限
定
で
当
て
ら
れ
る
百
姓
の
管

理
に
つ
い
て
み
る
と
、
彼
ら
は
公
民
で
あ
る
の
で
通
常
の
計
帳
に
記
載
さ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
が
、
「延
喜
式
」
段
階
で
は
陵
戸
と
同
様
に
管
理
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
陵
戸
が
不
足
し

「守
戸
」
が
増
加
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。(

エ
)
陵
戸
が
養
老
令
に
お
い
て
賎
民
と
さ
れ
た
の
に
は
、
穴
記
か
ら
特
に
読

み
取
れ
る
よ
う
な
父
系
で
の
陵
戸
の
継
承
と

い
う
こ
と
が
あ

っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
陵
戸
の
数
を
増
や
す
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
良
く
い
え
ば

正
統
の
陵
戸
を
保
存
す
る
こ
と
に
力
点
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
す
る
。

以
上
が
本
論
文
で
得
ら
れ
た
成
果
で
あ
る
。

(註

)
利
光

三
津
夫

・
長
谷
山
彰

「唐
制
陵

戸
に
関
す
る

一
考
察
」
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第

五
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一
九
九
二
年
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学
研
究
」
第
六
五

一310一


