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催
日
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四
時
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〇
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階
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催
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熊
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催
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熊
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古
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④
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史
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す
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。
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2鞠智城シンポジウム　古代の「辺要」支配と肥後・鞠智城

主
催
者
あ
い
さ
つ

『
鞠
智
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
の
開
催
に
あ
た
り
ま
し
て
、
主
催
者
を
代
表
し
て
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。
本
日
は
ご
多
用

の
中
、
ご
来
賓
の
皆
様
を
は
じ
め
、
こ
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
皆
様
方
に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
講
師
の
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
お
忙
し
い
中
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご

出
席
賜
り
、
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
昨
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

が
懸
念
さ
れ
る
中
、
鞠
智
城
座
談
会
と
し
て
や
む
な
く
無
観
客
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
鞠
智
城
座
談
会
の
模
様
に
つ

き
ま
し
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
て
全
国
に
発
信
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
回

二
年
ぶ
り
に
有
観
客
に
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と
、
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
明
治
大
学
日
本
古
代
学
研
究
所
を
は
じ
め
、
関
係
者
の
皆
様
に
は
ご
支
援
と
ご

協
力
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
て
、
鞠
智
城
は
今
か
ら
約
一
三
五
〇

年
前
、
七
世
紀
後
半
の
激
動
す
る
東
ア
ジ
ア
情
勢
の
中
で
大
和
政
権
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
古

代
山
城
で
す
。
『
続
日
本
紀
』
な
ど
六
国
史
に
記
載
が
あ
る
全
国
有
数
の
重
要
遺
跡
と
し
て

高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
熊
本
県
で
は
昭
和
四
二
年
か
ら
発
掘
調
査
や
研
究
を
継
続
的
に

実
施
し
、
平
成
二
三
年
に
は
総
合
報
告
書
と
し
て
研
究
成
果
を
取
り
ま
と
め
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
若
手
研
究
者
を
対
象
と
し
た
特
別
研
究
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り



3 主催者あいさつ

組
み
を
通
し
て
鞠
智
城
の
歴
史
的
価
値
の
解
明
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
年
度
は
三
か
所
あ
る
城
門
の
う
ち
深
迫
門
の

構
造
解
明
に
向
け
た
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
、
新
た
な
成
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
『
古
代
の
「
辺
要
」
支
配
と
肥
後
・
鞠
智
城
』
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
い
た
し
ま
す
。
大
和

政
権
に
よ
る
南
九
州
へ
の
支
配
拡
大
に
伴
い
、
熊
襲
や
隼
人
に
対
し
て
鞠
智
城
や
肥
後
の
国
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
、

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
に
つ
い
て
理
解
す
る
端
緒
に
な
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

で
は
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
ま
し
て
鞠
智
城
を
よ
り

多
く
の
皆
様
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、
古
代
山
城
全
体
に
関
す
る
理
解
と
関
心
が
深
ま
る
と
と
も
に
、
鞠
智
城
の
歴
史
的
・
学
術

的
価
値
が
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
で
、
一
日
も
早
く
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
し

た
が
、
本
日
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
方
の
ご
健
勝
、
ご
活
躍
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し
て
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
本

日
は
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

令
和
三
年
一
一
月
二
八
日

熊
本
県
教
育
庁
教
育
総
務
局
長

西
尾

浩
明
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6鞠智城シンポジウム　古代の「辺要」支配と肥後・鞠智城

共
催
者
あ
い
さ
つ

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
主
催
者
の
一
員
と
し
て
一
言
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
開
催
で
あ
り
ま
す

こ
と
か
ら
、
こ
う
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
挨
拶
と
な
り
ま
す
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
夏
の
全
国
の
コ
ロ
ナ
禍
の
猛
威
は
予
想
を
超
え
る
も
の
で
、
特
に
東
京
圏
は
大
変
深
刻
な
状
況
で
あ
り
ま
し
た
。
一
〇

年
前
の
東
日
本
大
震
災
の
後
、
平
安
時
代
の
貞
観
年
間
に
相
次
い
だ
大
規
模
な
地
震
災
害
に
対
し
て
古
代
の
人
々
は
、
神
仏
に

祈
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
を
『
日
本
三
代
実
録
』
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
こ
の
夏
の
コ
ロ
ナ
禍
の

猛
威
は
、
古
代
の
人
々
が
神
仏
に
祈
る
、
そ
の
心
情
が
と
て
も
間
近
に
思
え
る
不
思
議
を
感
じ
た
ほ
ど
で
し
た
。
そ
う
し
た
中

で
、
本
日
、
く
ま
も
と
県
民
交
流
館
パ
レ
ア
ホ
ー
ル
に
お
い
て
鞠
智
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開

催
で
き
ま
す
こ
と
を
大
変
嬉
し
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
古
代
山
城
鞠
智
城
の
調
査
・
研
究
、
保
存
と
活
用
に
つ
い
て
は
、
熊
本
県
あ
げ
て

の
積
極
的
な
取
り
組
み
を
重
ね
て
き
て
お
り
、
各
方
面
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
ま
す
こ

と
は
、
私
な
ど
が
改
め
て
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
成
果
の
発
信
に
つ
い

て
は
、
熊
本
県
内
だ
け
で
な
く
、
東
京
圏
で
も
一
〇
数
年
前
か
ら
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開

催
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
四
年
か
ら
私
ど
も
、
日
本
古
代
学
研
究
所
も
微
力
な
が
ら
協
力
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
明
治
大
学
を
会
場
と
し
て
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ア
カ
デ
ミ



7 共催者あいさつ

ー
ホ
ー
ル
と
い
う
約
一
〇
〇
〇
名
を
収
容
す
る
会
場
が
、
毎
回
満
席
と
な
る
状
況
で
し
た
。
近
年
、
大
学
は
う
ち
に
閉
じ
こ
も

っ
て
た
だ
研
究
し
て
い
る
だ
け
で
は
ダ
メ
で
、
研
究
成
果
を
社
会
に
積
極
的
に
発
信
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
代

学
研
究
で
言
え
ば
、
単
に
専
門
的
研
究
者
だ
け
で
問
題
を
深
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
関
心
を
も
つ
、
一
人
で
も
多
く
の
方
と

連
携
し
な
が
ら
、
視
野
の
広
い
研
究
、
社
会
性
の
点
で
広
が
り
と
厚
み
の
あ
る
調
査
研
究
・
探
求
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

う
し
た
点
か
ら
、
こ
う
し
て
鞠
智
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
、
私
ど
も
も
共
催
者
と
し
て
参
画
で
き
ま
す
こ
と
は
、
大
学
と

し
て
も
本
当
に
有
難
い
こ
と
だ
と
感
謝
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

本
日
は
『
古
代
の
「
辺
要
」
支
配
と
肥
後
・
鞠
智
城
』
を
テ
ー
マ
と
し
、
鞠
智
城
の
調
査
研
究
成
果
を
軸
と
し
て
、
日
本
古

代
社
会
の
実
態
に
迫
る
議
論
を
展
開
い
た
し
ま
す
。
鞠
智
城
の
亀
田
様
、
ラ
・
サ
ー
ル
学
園
の
永
山
先
生
、
兵
庫
県
立
考
古
博

物
館
館
長
の
和
田
先
生
、
そ
し
て
私
ど
も
明
治
大
学
日
本
古
代
学
研
究
所
の
吉
村
名
誉
教
授
か
ら
研
究
成
果
を
ご
講
演
い
た
だ

き
、
そ
れ
を
受
け
て
「
く
ま
も
と
文
学
・
歴
史
館
」
館
長
の
佐
藤
信
先
生
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
議
論
を
よ
り
掘
り
下

げ
、
広
げ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
生
方
、
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
皆
様
と
と
も
に
、

私
も
オ
ン
ラ
イ
ン
聴
講
と
な
り
ま
す
が
、
本
日
、
鞠
智
城
研
究
の
最
前
線
を
じ
っ
く
り
と
堪
能
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

令
和
三
年
一
一
月
二
八
日

明
治
大
学
日
本
古
代
学
研
究
所
所
長

石
川

日
出
志
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趣
旨
説
明

説
明
者
紹
介

村
﨑

孝
宏
（
む
ら
さ
き

た
か
ひ
ろ
）

熊
本
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
。
熊
本
県
文
化
課
課
長
補
佐
、
熊
本
県
立
装
飾
館
分
館
歴
史

公
園
鞠
智
城
・
温
故
創
生
館
長
を
経
て
、
現
在
熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
長
。

サンコミ _鞠智城成果報告 /2022.03.18/ サイズ /148× 210mm趣旨説明 _村﨑館長
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趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
長

村
﨑

孝
宏

装
飾
古
墳
館
の
村
﨑
で
す
。
趣
旨
説
明
の
前
に
一
つ
だ
け
お
断
り
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
言
葉
が
中
々
通
り
に
く
い
、
聴
き

取
り
難
い
と
い
う
事
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
発
表
す
る
時
だ
け
マ
ス
ク
を
外
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
ご
来
賓
の
皆
様
を
は
じ
め
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
皆
様
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た

講
師
の
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
お
忙
し
い
中
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
ご
出
席
、
ご
講
演
を
快
く
お
引
き
受
け
い
た
だ

き
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

時
間
も
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
の
趣
旨
に
つ
き
ま
し

て
、
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
鞠
智
城
は
、
皆
様
ご

存
知
の
と
お
り
、
山
鹿
市
と
菊
池
市
に
ま
た
が
る
標
高
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
平
坦
な
米

原
台
地
に
所
在
し
ま
す
。
周
囲
を
約
三
・
五
キ
ロ
に
お
よ
ぶ
外
郭
線
が
巡
り
、
そ
の
面
積
は

約
五
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
及
び
、『
続
日
本
紀
』
文
武
二
年
、
西
暦
六
九
八
年
五
月
の
繕
治

の
記
事
を
初
見
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
朝
鮮
式
山
城
」
に
分
類
さ
れ
る
古
代
山
城
の
一
つ
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
鞠
智
城
は
、
他
の
古
代
山
城
と
の
地
形
や
立
地
、
選
地
の
あ
り
方
に

違
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
築
城
目
的
が
他
の
古
代
山
城
と
比
べ
て
異
な
る
の
で
は
な
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い
か
と
い
う
意
見
、
研
究
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
築
城
の
記
録
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
学
諸
氏

に
よ
っ
て
、
い
つ
、
誰
が
、
何
の
目
的
で
築
い
た
の
か
と
す
る
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
、
そ
の
研
究
が
な
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

築
城
に
関
す
る
考
え
方
に
は
、
大
き
く
は
次
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
対
外
防
衛
用
の
城
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
、
そ

れ
か
ら
も
う
一
つ
が
対
隼
人
な
ど
南
九
州
支
配
の
拠
点
と
す
る
考
え
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

築
城
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
築
城
記
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
六
六
三
年
の
白
村
江
の
戦
い
に
敗
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し

て
、
西
日
本
各
地
に
築
か
れ
た
古
代
山
城
で
あ
る
大
野
城
や
基
肄
城
と
と
も
に
大
宰
府
に
よ
っ
て
繕
治
さ
れ
る
と
い
う
記
録
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
城
と
築
城
の
時
期
に
は
大
き
く
差
は
な
い
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
熊
本
県
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
二
四
年
三
月
に
そ
れ
ま
で
の
調
査
成
果
に
つ
い
て
総
合
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
ま

し
た
。
こ
の
総
合
報
告
書
で
は
、
鞠
智
城
が
七
世
紀
第
三
四
半
期
か
ら
一
〇
世
紀
第
三
四
半
期
頃
ま
で
の
約
三
〇
〇
年
間
存
続

を
し
た
こ
と
、
そ
の
間
、
建
物
の
構
造
や
配
置
、
土
器
の
出
土
量
の
増
減
な
ど
か
ら
五
つ
の
時
期
に
区
分
で
き
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
時
期
に
よ
っ
て
城
と
し
て
の
機
能
が
大
き
く
変
化
を
し
な
が
ら
存
続
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。『
続
日
本
紀
』
の
西
暦
六
九
八
年
の
記
録
に
見
ら
れ
る
「
繕
治
」
の
時
期
は
、
鞠
智
城
の
五
期
区
分
の
中
で

第
二
期
に
あ
た
り
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
と
す
る
六
国
史
に
城
名
が
み
ら
れ
る
も
の
、
こ
れ
が
一
一
城
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
未
だ
そ
の

所
在
地
が
わ
か
ら
な
い
も
の
が
五
城
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
関
連
す
る
山
城
と
し
て
三
野
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城
と
稲
積
城
の
二
城
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
城
は
、
鞠
智
城
が
繕
治
さ
れ
た
翌
年
の
文
武
三
年
、
西
暦
六
九
九
年
に

「
大
宰
府
を
し
て
三
野
、
稲
積
の
二
城
を
修
ら
し
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
九
州
の
中
に
あ
っ
た
山
城
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
わ

か
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
所
在
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
北
部
九
州
説
と
南
九
州
説
に
分
か
れ
て
、
ま
だ
正
式
に
は

決
着
を
み
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
ご
講
演
い
た
だ
く
永
山
先
生
は
南
九
州
説
を
と
ら
れ
て
い
る
と
お
聞
き
し

て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
が
南
九
州
に
所
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
仮
定
す
れ
ば
、
大
和
政
権
に
よ
る
九
州

支
配
、
と
り
わ
け
南
九
州
へ
の
支
配
拡
大
の
様
相
の
理
解
に
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い
る
城
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
考
古
学
の
面
か
ら
古
墳
時
代
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
り
ま
す
兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
長
、
和
田
晴

吾
先
生
に
「
ヤ
マ
ト
王
権
と
九
州
の
古
墳
文
化
」
に
つ
い
て
ご
発
表
を
頂
き
、
日
本
古
代
史
研
究
の
第
一
人
者
の
明
治
大
学
名

誉
教
授
、
吉
村
武
彦
先
生
に
「
律
令
国
家
の
辺
要
政
策
と
肥
後
国
」
に
つ
い
て
、
そ
し
て
隼
人
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
り
ま
す

ラ
・
サ
ー
ル
学
園
の
永
山
修
一
先
生
に
「
南
九
州
と
肥
後
国
」
に
つ
い
て
ご
発
表
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ご

発
表
を
受
け
て
本
日
は
二
点
ほ
ど
検
討
し
た
い
、
明
ら
か
に
し
た
い
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
一
つ
目
が
畿
内
と
九
州
の
古

墳
文
化
か
ら
ヤ
マ
ト
王
権
と
九
州
の
交
流
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
例
え
ば
宇
土
半
島
産
の
阿
蘇
溶
結
凝
灰
岩
「
馬
門
石
」
製
の

石
棺
が
畿
内
大
王
墓
に
採
用
さ
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
筑
後
地
方
や
菊
池
川
流
域
に
見
ら
れ
る
石
人
石
馬
、
こ
う
い
っ
た
も

の
が
磐
井
の
乱
の
後
、
消
え
て
い
く
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
や
、
そ
の
後
の
埴
輪
の
採
用
、
そ
れ
か
ら
装
飾
古
墳
の

分
布
な
ど
の
あ
り
方
、
こ
れ
ら
の
点
が
そ
の
後
の
九
州
、
肥
後
国
に
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
し
て
二
つ
目

が
、
南
九
州
地
域
へ
の
律
令
制
の
浸
透
、
支
配
の
拡
大
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
議
論
が
で
き
た
ら
と
考
え
て
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お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
よ
っ
て
、
鞠
智
城
が
築
か
れ
た
場
所
、
こ
の
地
が
選
ば
れ
た
意
味
と
取
り
巻
く
社
会
環
境
の
変

化
、
要
請
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
機
能
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
考
え
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
テ
ー
マ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
上
、
簡
単
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
の
説
明
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
は
最
後
ま
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
致
し
ま
す
。
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報
告
①

鞠
智
城
の
位
置
と
調
査
成
果

報
告
者
紹
介

亀
田

学
（
か
め
だ

ま
な
ぶ
）

熊
本
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

熊
本
県
文
化
課
を
経
て
、
現
在
、
熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
分
館
歴
史
公
園
鞠
智
城
・
温
故
創
生

館
勤
務
。
鞠
智
城
跡
の
発
掘
調
査
に
従
事
。

サンコミ _鞠智城成果報告 /2022.03.18/ サイズ /148× 210mm報告①亀田先生
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一

古
代
山
城
・
鞠
智
城
の
時
期
区
分
と
変
遷

鞠
智
城
の
変
遷
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、
Ⅰ
期
は
鞠
智
城
が
築
城
さ
れ
た
こ
ろ
で
す
。（
図
1
）
注
目
し
て
い
た

だ
き
た
い
の
は
、
こ
う
い
う
長
い
建
物
と
そ
れ
か
ら
官
道
側
、
菊
鹿
盆
地
の
方
に
向
か
っ
て
建
物
が
建
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る

と
思
い
ま
す
。
Ⅱ
期
は
ち
ょ
う
ど
鞠
智
城
の
修
繕
の
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。
八
角
形
鼓
楼
、
こ
れ
は
祭
祀
的
な
建
物
と
も
考
え

ら
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

を
中
心
に
コ
の
字
型
の
配
置
を
し

鞠
智
城
の
位
置
と
調
査
成
果

　
　
　
　
　
熊
本
県
教
育
委
員
会

亀
田

学
図２　鞠智城Ⅱ期

（7世紀末～ 8世紀第 1半期）

図１　鞠智城Ⅰ期
（7世紀第 3四半期～第 4半期）
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て
い
る
の
が
特
徴
で
す
（
図
2
）。
そ
れ
か
ら
第
Ⅲ
期
は
礎
石
建
物
が
出
現
し
ま
す
。（
図
3
）
宮
野
礎
石
群
と
い
う
鞠
智
城
が

県
史
跡
に
指
定
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
建
物
も
こ
の
時
期
に
あ
り
ま
す
。
木
簡
も
こ
の
時
期
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
第
Ⅳ
期

は
、
八
世
紀
第
四
四
半
期
か
ら
九
世
紀
第
三
四
半
期
に
あ
た
り
ま
す
が
、
大
型
の
建
物
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。（
図

４
）
そ
れ
か
ら
Ⅴ
期
に
な
り
ま
す
と
、
鞠
智
城
の
建
物
が
す
ご
く
少
な
く
な
っ
て
き
て
、
倉
庫
的
機
能
は
継
続
す
る
も
の
の
衰

退
し
て
い
く
時
期
に
あ
た
り
ま
す
（
図
5
）。
鞠
智
城
は
防
衛
的
な
面
、
そ
れ
か
ら
、
当
初
か
ら
官
衙
的
機
能
を
も
っ
て
、
そ

れ
か
ら
倉
庫
的
な
機
能
を
厚
く
し
て
、
そ
の
後
倉
庫
的
機
能
に
特
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
変
遷
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

図 5　9世紀第 4半期～
10 世紀第 3四半期

図 3　鞠智城Ⅲ期
（8世紀第 1四半期末～第 3半期）

図４　鞠智城Ⅲ期
（8世紀第4四半期～9世紀第3半期）
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図 6　古代寺院分布図（廣瀬正照 1984）と周辺古代遺跡消長表）

図 7　周辺古代遺跡分布図（菊池市教育委員会 2012）
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二

鞠
智
城
の
位
置

（
一
）
菊
池
川
流
域
に
お
け
る
古
墳
時
代
か
ら
古
代
の
遺
跡
の
分
布

図
6
右
は
、
こ
れ
は
、
菊
池
川
流
域
の
古
代
集
落
の
出
現
と
終
わ
り
を
表
に
し
た
も
の
で
す
。
八
世
紀
後
半
以
降
、
顕
著
に

集
落
が
増
加
し
、
開
発
面
積
が

増
え
て
人
口
が
増
え
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

図
7
は
鞠
智
城
周
辺
の
主
な

官
衙
関
連
遺
跡
を
丸
く
囲
み
示

し
て
い
ま
す
。
二
キ
ロ
か
ら
四

キ
ロ
の
距
離
に
あ
り
、
集
落
が

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
が
っ
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

図
8
は
、
古
墳
時
代
に
お
け

る
地
域
別
の
前
方
後
円
墳
の
変

遷
を
表
に
示
し
た
も
の
で
す
。

菊
池
川
下
流
域
に
は
前
期
か
ら

図 8　菊池川流域古墳編年図
（杉井　健　2010）一部抜粋
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古
墳
が
出
現
し
、
そ
の
後
、
江
田
船
山
古
墳
と
か
大
坊
古
墳
と
か
、
そ
れ
か
ら
終
末
期
に
は
切
石
積
の
石
室
の
江
田
穴
観
音
古

墳
な
ど
の
終
末
期
ま
で
継
続
す
る
中
心
地
域
で
す
。
中
流
域
に
も
前
期
か
ら
古
墳
が
出
現
し
、
中
期
に
は
亀
塚
古
墳
な
ど
舟
形

石
棺
や
大
き
な
石
棺
を
持
つ
古
墳
や
岩
原
双
子
塚
古
墳
が
築
か
れ
、
後
期
に
は
中
村
双
子
塚
古
墳
、
そ
れ
か
ら
横
穴
や
横
穴
群

な
ど
が
あ
ら
わ
れ
る
地
域
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
上
流
域
で
は
、
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
は
中
小
の
古
墳
が
多
く
、
後
期
に

な
っ
て
前
方
後
円
墳
が
現
れ
ま
す
。

図
9
は
、
郡
衙
や
国
衙
の
位
置
を
示
し
た
も
の
で
す
。
ま
ず
、
菊
池
川
下
流
域
で
は
、
玉
名
郡
衙
、
立
願
寺
廃
寺
な
ど
の
ほ

か
、
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
小
岱
山
麓
の
製
鉄
や
拠
点
的
集
落
で
あ
る
柳
町
遺
跡
、
松
尾
平
遺
跡
な
ど
が
出
現
し
ま
す
。
中
流

域
に
は
、
桜
町
遺
跡
や
様
相
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
山
鹿
郡
衙
推
定
地
、
そ
れ
と
郡
寺
と
推
定
さ
れ
て
い
る
中
村
廃
寺

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
方
保
田
東
原
遺
跡
や
御
宇
田
遺
跡
群
な

ど
拠
点
的
な
遺
跡
や
官
衙
的
な
性
格
を
も
っ
た
集
落
が
出
現
し

ま
す
。
上
流
域
で
は
、
菊
池
郡
衙
推
定
地
で
あ
る
西
寺
遺
跡
や

八
世
紀
後
半
の
瓦
が
出
土
し
た
十
連
寺
廃
寺
な
ど
、
ま
た
正
観

寺
に
は
礎
石
群
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
拠
点
的
集
落
も

営
ま
れ
て
い
ま
す
。

鞠
智
城
は
菊
池
川
上
流
域
、
菊
鹿
盆
地
の
東
端
に
位
置
し
、

下
流
域
や
中
流
域
の
玉
名
郡
や
山
鹿
郡
の
後
背
地
に
選
地
さ
れ

図 9　肥後地域寺院・官衙分布図
（廣瀬正照 1984）
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た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
菊
池
川
水
系
上
流

域
に
合
志
川
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
位
置
し
て
い

る
こ
と
も
重
要
な
点
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
二
）
技
術
か
ら
み
た
筑
後
地
域
と
の
関
わ
り

菊
池
川
流
域
は
、
筑
後
地
域
と
の
関
係
性
が
密
接
な
地
域
で

す
。
図
10
は
、
埴
輪
の
技
法
に
つ
い
て
表
し
た
図
で
す
。
埴
輪

と
い
う
の
は
帯
状
に
い
く
つ
か
突
帯
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
最
下
段
に
、
指
で
押
し
付
け
る
よ
う
な
技
法
つ

ま
り
、
押
圧
技
法
を
施
し
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
技
法
が
山
鹿
市

の
チ
ブ
サ
ン
古
墳
や
金
屋
塚
古
墳
な
ど
の
埴
輪
に
あ
る
の
で
す

け
れ
ど
も
、
同
様
の
技
法
が
筑
後
地
域
矢
部
川
流
域
や
筑
後
川

流
域
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
筑
後
地
方
と
の
関
係
性
が
わ

か
り
ま
す
。

ま
た
、
一
〇
〇
体
以
上
の
石
製
表
飾
品
を
も
つ
こ
と
で
有
名

な
）
福
岡
県
八
女
市
に
岩
戸
山
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
石
製
表
飾

品
は
、
当
該
地
域
を
中
心
に
分
布
し
て
い
ま
す
。（
図
11
）
熊

図 10　押圧技法を有する円筒埴輪の編年（岸本　圭　2000）   
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図 13　垂飾付耳飾からみた九州地域
の地域性（高田貫太 2002）

図 12　肥後主要な石屋形を有す
る古墳分布図（宇野慎敏 2010）

図 11　肥前・肥後の石製品分布図（高木　恭二 1994）
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本
県
内
の
出
土
状
況
で
重
要
な
こ
と
は
、
北
部
で
は
短
甲
形
を

含
め
て
人
形
（
ひ
と
が
た
）
の
石
人
が
分
布
し
、
南
部
に
は
盾

形
な
ど
の
器
材
形
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
共
通
す
る
文

化
圏
で
あ
る
も
の
の
石
製
表
飾
品
の
在
り
方
に
違
い
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

図
12
は
、
石
室
の
奥
に
作
ら
れ
た
開
放
さ
れ
た
埋
葬
施
設
を

「
石
屋
形
」
と
い
う
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
う
ち
屋
根
が
平
た

い
も
の
を
A
型
、
家
形
を
す
る
も
の
を
B
型
と
分
類
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
石
屋
形
は
、
類
型
ご
と
の
分
布
の
偏
り
は
な
く

筑
後
地
方
を
含
み
、
菊
池
川
流
域
を
中
心
に
分
布
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。（
図
13
）
垂
飾
付
耳
飾
り
が
有
明
海
沿
岸

を
中
心
に
分
布
し
て
お
り
、
菊
池
川
下
流
域
の
大
坊
古
墳
や
江

田
船
山
古
墳
、
伝
左
山
古
墳
で
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

も
筑
後
地
方
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

図 15　肥後南部の主要
古墳の編年（杉井　健 2010）

図 14　肥後地域における前方
後円墳の分布（杉井　健 2010）
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（
三
）
肥
後
に
お
け
る
勢
力
分
布
と
鞠
智
城

図
14
・
15
は
、
肥
後
地
域
の
前
方
後
円
墳
の
分
布
を
し
た
も
の
で

す
。
鞠
智
城
か
ら
東
側
の
古
墳
時
代
中
期
に
は
白
川
流
域
の
阿
蘇
地
域

や
中
通
古
墳
、
緑
川
流
域
に
は
塚
原
古
墳
群
や
松
橋
大
塚
古
墳
、
氷
川
流
域
に
は
野
津
古
墳
群
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に

首
長
墓
が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
特
に
六
世
紀
中
葉
の
全
長
一
二
○
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
野
窟
古
墳
（
図

16
）
は
、
石
室
の
天
井
高
が
六
・
五
m
で
、
日
本
で
も
最
大
級
の
石
室
規
模
を
有
し
て
い
る
。

図
17
は
、
肥
後
地
域
の
瓦
の
変
遷
図
で
す
。
瓦
は
寺
院
や
官
衙
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
変
遷
が
手
が
か
り

と
な
り
ま
す
。
古
い
瓦
と
し
て
は
、
玉
名
郡
の
立
願
寺
廃
寺
や
、
益
城
郡
の
陣
内
廃
寺
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
八
代

図 16　大野窟古墳
（杉井　健 2010）

図 18　左　前田遺跡　右　高山瓦窯跡
出土遺物（須恵村 1955）



25 報告①　鞠智城の位置と調査成果

郡
に
は
単
弁
の
特
徴
的
な
瓦
が
出
土
し
て
お
り
、
独
自
の

瓦
を
供
給
す
る
強
い
基
盤
を
も
っ
た
勢
力
が
存
在
し
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

肥
後
国
全
体
の
地
域
の
中
で
周
辺
部
分
に
位
置
す
る
球

磨
地
域
で
す
け
れ
ど
も
、
前
田
遺
跡
で
は
九
世
紀
代
の
軒

丸
瓦
や
軒
平
瓦
、
鬼
瓦
が
表
採
さ
れ
、
郡
衙
関
連
や
寺
院

跡
と
考
え
ら
れ
（
図
18
左
）、
ま
た
下
り
山
窯
跡
な
ど
奈

良
時
代
の
須
恵
器
窯
も
あ
り
（
図
18
右
）、
重
要
な
地
域

と
い
え
ま
す
。
あ
さ
ぎ
り
町
の
才
園
古
墳
な
ど
で
は
、
金

の
メ
ッ
キ
を
施
し
た
鏡
も
出
土
し
て
お
り
、
ま
た
錦
町
に

は
前
方
後
円
墳
の
亀
塚
古
墳
群
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
外
、
肥
後
国
に
は
古
墳
時
代
以
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
や

小
規
模
な
エ
リ
ア
ご
と
に
有
力
豪
族
が
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
お
り
、
独
自
の
文
化
や
豪
族
の
存
在
は
律
令
体
制
を

整
え
る
上
で
有
意
に
働
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
軍
事

目
的
が
薄
れ
た
後
の
鞠
智
城
は
、
律
令
制
を
施
行
す
る
上

図 17　郡単位の肥後国出土瓦の編年表（熊本市立博物館 2011）
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で
拠
点
的
機
能
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

図
19
は
古
墳
時
代
の
道
路
を
示
し
た
も
の
で
す
（
中
原
二
○
○
二
）。
中
原

幹
彦
氏
が
提
唱
さ
れ
た
植
木
東
路
、
植
木
西
路
で
、
古
墳
時
代
の
遺
跡
を
繋
げ

る
よ
う
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ト
が
古
代
で
も
使
わ
れ
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
鞠
智
城
の
東
側
に
も
車
路
（
く
る
ま
じ
）
が
想
定
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
ル
ー
ト
で
文
化
が
伝
承
し
、
ま
た
支
配
も
進

図 22　市の瀬地下式横穴 10号
（国富町教育委員会）1986

図 21　北園上野古墳群

図 19　古墳時代遺跡分布図
（中原幹彦 2002）
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ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
図
20
は
上

村
俊
雄
氏
が
想
定
す
る
古
墳
文
化
の
流
入
ル
ー
ト
で
す
。
延

喜
式
の
駅
路
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
は
車
路
や
古
墳
時
代
の
遺

跡
や
古
墳
を
つ
な
ぐ
主
要
な
ル
ー
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
、
そ

の
後
、律
令
制
の
整
備
に
も
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
四
）
南
九
州
と
鞠
智
城

南
九
州
に
は
、
墳
丘
を
も
つ
古
墳
以
外
に
地
下
式
板
石
積

石
室
墓
（
図
21
）
や
地
下
式
横
穴
（
図
22
）
と
い
う
墓
制
が

図 20　畿内型古墳文化の
流入ルート（上村 2006）

図 23　南九州の主要首長墓群の変遷（柳澤一男 2015）
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あ
り
ま
す
。
古
墳
時
代
中
期
を
中
心
に
こ
う
い
っ
た
独
自
の
文
化

を
築
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

図
23
は
、
南
九
州
の
主
要
な
古
墳
の
変
遷
を
示
し
た
も
の
で
す

（
柳
沢
二
○
一
五
）。
古
墳
時
代
前
期
に
宮
崎
平
野
南
部
の
大
淀

川
下
流
域
に
生
目
古
墳
群
や
志
布
志
湾
沿
岸
・
肝
属
平
野
に
塚
崎

古
墳
、
中
期
に
唐
仁
大
塚
古
墳
、
一
ツ
瀬
川
流
域
の
西
都
原
古
墳

群
に
女
狭
穂
塚
古
墳
、
男
狭
穂
塚
古
墳
な
ど
九
州
最
大
級
の
前
方

後
円
墳
が
築
か
れ
ま
す
。

図
24
は
古
墳
の
大
き
さ
を
比
較
し
た
も
の
で
す
。
北
部
九
州
最

大
の
岩
戸
山
古
墳
は
全
長
一
三
五
m
で
す
の
で
、
九
州
最
大
の
古

墳
は
南
九
州
に
集
中
し
築
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
、
江
田
船
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
画
文
帯
神
獣
鏡
の
同
型
鏡

や
国
越
古
墳
出
土
の
画
文
帯
神
獣
鏡
の
同
型
鏡
が
、
持
田
古
墳
群

や
新
田
原
古
墳
群
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
肥
後
国
と
南
九
州

と
の
関
係
を
示
す
も
の
と
い
え
ま
す
。

図
25
は
、
九
州
全
体
図
で
国
府
の
位
置
を
示
し
た
も
の
で
近
く

図 24　九州 5大古墳（橋本達也 2010）
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に
は
国
分
寺
が
あ
り
ま
す
。

図
26
の
日
向
国
分
寺
の
瓦
は
、
肥
後
国
や
大
隅
国

分
寺
の
影
響
が
み
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
九

州
内
の
特
定
の
地
域
の
系
譜
を
辿
る
の
は
難
し
い
と

い
い
ま
す
。
平
瓦
の
平
行
条
線
や
、
そ
れ
か
ら
途
切

れ
途
切
れ
の
縄
目
タ
タ
キ
を
残
す
も
の
も
在
地
的
な

要
素
が
強
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

図
27
大
隅
国
分
寺
の
瓦
は
、
日
向
国
分
寺
や
肥
後

国
分
寺
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
斜
め
格
子
の
タ
タ

キ
を
も
つ
平
瓦
な
ど
は
筑
前
や
肥
前
な
ど
の
技
法
の

影
響
が
み
ら
れ
ま
す
。
薩
摩
国
分
寺
の
瓦
は
肥
後
国

分
寺
の
影
響
が
強
い
と
い
わ
れ
、
創
建
時
の
軒
丸
瓦

は
肥
後
国
分
寺
に
、
軒
平
瓦
に
つ
い
て
は
豊
前
国
分

寺
の
瓦
当
と
つ
な
が
り
が
深
い
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
隼
人
の
乱
以
降
に
よ
る
豊
前
国
か
ら
の
移
住
な

ど
の
問
題
に
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

図 25　西海道所有の古代山城と
国府（鹿児島県歴史・

美術センター黎明館 2020）

図 26　日向国分寺の瓦
（九州歴史資料館 1984）
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肥
後
国
府
の
構
造
は
不
明
で
す
が
、
日
向
国
で
は
図
28
の

よ
う
に
国
府
の
調
査
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
七
世
紀
終
わ
り

か
ら
八
世
紀
段
階
で
国
府
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
ま
す
。
単
弁
八
葉
連
偈
文
の
軒
丸
瓦
と
か
、
役
人
が

使
う
腰
帯
の
飾
り
な
ど
も
出
土
し
て
お
り
、
周
辺
部
分
の
官

衙
遺
構
も
含
め
て
注
目
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

三

周
辺
地
域
か
ら
み
た
鞠
智
城
の
位
置

鞠
智
城
が
所
在
す
る
菊
池
川
上
流
域
は
、
中
～
下
流
域
の

有
力
な
豪
族
の
後
背
地
に
選
地
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
筑
後
地
方
と
か
な
り
強
い
繋
が
り

を
も
ち
、
そ
の
影
響
域
の
南
端
に
位
置
す
る
場
所
が
選
ば
れ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
以
上
の
点
か
ら
鞠
智
城
は
、

軍
事
目
的
と
合
わ
せ
て
地
域
支
配
の
拠
点
的
施
設
と
し
て
営

ま
れ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

鞠
智
城
は
築
造
当
初
か
ら
日
向
、
大
隅
、
薩
摩
等
の
南
九
州

図 27　日向国分寺・大隅国分寺瓦（九州歴史資料館 1984）
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に
対
す
る
大
宰
府
か
ら
の
中
継
地
点
と
し
て
、
地
域
的
つ
な
が
り
を
も
ち
な
が
ら
、
地
方
支
配
に
向
け
た
役
割
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
来
は
最
近
の
調
査
成
果
を
少
し
お
話
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
時
間
の
関
係
で
パ
ネ
ル
展
示
を
見
て
い
た
だ
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
私
の
発
表
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

図 28　平成 29 年度国指定史跡日向国府跡
発掘調査現地説明会資料 2017
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一

は
じ
め
に

「
辺
要
」
と
い
う
言
葉
は
昨
年
度
の
こ
の
会
で
も
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
ま
だ
比
較
的
馴
染
み
が
な
い
言
葉
と

思
い
ま
す
。
古
代
史
を
や
っ
て
い
な
い
と
分
か
り
づ
ら
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
資
料
編
一
ペ
ー
ジ
に

辺
要
と
は
何
か
、
と
い
う
の
を
辞
書
的
に
も
書
い
て
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
実

は
辺
要
と
は
何
か
と
い
う
の
を
書
い
た
と
き
に
改
め
て
思
っ
た
の
で
す
が
、「
大
和
中
心
史
観
」、
中
央
か
ら
見
ま
す
と
、
や
っ

ぱ
り
辺
境
と
か
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
か
辺
要
と
い
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
辺
」
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
中
央
か
ら
見
た

「
辺
」
で
す
。
境
界
と
い
う
意
味
で
、
今
は
境
界
論
、
ボ
ー
ダ
ー
が
重
要
な
の
で
す
け
れ
ど

も
、
実
際
は
熊
本
か
ら
歴
史
を
発
信
す
る
、
あ
る
い
は
地
域
か
ら
歴
史
を
み
よ
う
と
し
た
時

に
、
中
央
が
前
提
に
な
っ
て
、
辺
境
で
い
い
の
か
ど
う
か
。
辺
と
い
う
概
念
を
使
う
と
す

れ
ば
、
せ
め
て
要
と
い
う
〝
か
な
め
〟、
つ
ま
り
、
中
央
か
ら
み
て
も
周
辺
に
あ
る
辺
境
に

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
要
（
か
な
め
）
の
位
置
を
持
っ
て
い
る
。
せ
め
て
こ
う
い
う
こ

と
で
、
や
っ
ぱ
り
熊
本
と
か
肥
後
の
国
と
か
、
鞠
智
城
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で

は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
列
島
と
い
う
の
は
北
の
方
に
蝦
夷
、
そ
れ
か
ら
南
に

律
令
国
家
の
辺
要
政
策
と
肥
後
国
・
鞠
智
城

　
　
　
　
　
明
治
大
学
名
誉
教
授

吉
村

武
彦
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は
隼
人
、
そ
し
て
、
こ

れ
は
八
世
紀
に
な
っ
て

か
ら
で
す
け
ど
、
蕃
国

と
い
う
こ
と
で
新
羅
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

（
図
1
）。
六
世
紀
の
筑

紫
の
「
磐
井
の
反
乱
」

以
前
に
お
い
て
は
、
や

は
り
こ
の
肥
後
国
地
域

も
、
あ
る
種
の
独
立
性

を
持
っ
て
い
る
。
こ
ん

な
「
辺
」
の
字
を
使
っ

て
い
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、『
日
本
書
紀
』『
古

事
記
』
と
か
、
そ
の
後
の
『
続
日
本
紀
』
等
は
、
や
は
り
大
和
中
心
史
観
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
そ
う
い
う
言
葉
が
な
い
こ
と
も

事
実
な
の
で
す
。
改
め
て
こ
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
作
っ
て
い
る
時
に
、
東
京
で
話
す
の
だ
っ
た
ら
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け

ど
、
熊
本
で
話
す
の
に
辺
境
と
か
い
う
よ
り
、
ま
だ
「
辺
要
」
の
方
が
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
そ
う
い
う
感
じ
を
持
っ

図１　古代東アジア図（唐代）
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て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
の
間
考
え
て
い
ま
す
が
、
大
化
の
改
新
詔
と
か
、
こ
れ
は
孝
徳
朝
、
孝
徳
天
皇
の
時
期
で
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
東
国
に
対
し
て
、
大
化
改
新
詔
以
外
に
「
国
司
の
詔
」
と
い
う
の
が
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
比
較
的
日

本
書
紀
に
史
料
が
残
っ
て
い
る
の
で
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
後
は
全
国
に
対
し
て
も
諸
国
に
使
者
を
派
遣
し
て
い

る
。
東
国
と
諸
国
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
当
然
西
海
道
に
も
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て

一
体
何
を
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
の
関
心
が
今
私
自
身
非
常
に
高
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
昨
年
ぐ
ら
い
か
ら
、
福

岡
県
の
小
嶋
篤
さ
ん
が
七
世
紀
後
半
の
製
鉄
工
房
は
東
北
地
方
と
こ
の
北
部
九
州
で
は
、
同
じ
だ
っ
て
い
う
の
で
す
。

古
事
記
に
お
い
て
は
西
の
熊
襲
タ
ケ
ル
の
征
討
が
終
わ
っ
た
後
、
ア
ヅ
マ
、
つ
ま
り
蝦
夷
の
征
討
、
東
の
ほ
う
に
行
く
わ
け

で
す
。
熊
襲
タ
ケ
ル
の
征
討
後
に
、
出
雲
タ
ケ
ル
の
征
討
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
く
と
、
そ
う
い

う
伝
承
の
中
で
も
蝦
夷
と
隼
人
と
い
う
の
が
対
に
な
っ
て
出
て
く
る
で
は
な
い
か
。
一
方
的
に
蝦
夷
だ
け
で
は
な
く
て
、
西
に

対
す
る
征
討
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
と
い
う
よ
う
に
思
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
大
化
改
新
に
お
い
て
、
諸
国
に
使
者
が
派

遣
さ
れ
た
時
に
主
な
仕
事
と
し
て
は
武
器
の
収
公
と
か
兵
庫
の
修
営
、
そ
れ
か
ら
戸
口
調
査
、
人
口
調
査
で
す
ね
。
そ
れ
と
土

地
利
用
の
あ
り
方
、
こ
の
三
つ
が
諸
国
へ
の
使
者
派
遣
の
任
務
と
し
て
あ
り
ま
し
て
、
東
国
に
は
も
う
少
し
細
か
く
書
か
れ
て

い
る
の
で
す
け
ど
、
そ
し
て
大
化
の
改
新
詔
が
出
さ
れ
る
。
だ
い
た
い
「
東
国
国
司
の
詔
」
と
諸
国
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
の
任

務
か
ら
改
新
詔
の
構
造
は
大
体
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
実
は
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
の
が

興
味
深
い
。
越
の
渟
足
柵
（
ぬ
た
り
の
さ
く
）
と
磐
舟
柵
（
い
わ
ふ
ね
の
さ
く
）
が
孝
徳
紀
に
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
海

側
で
す
。
太
平
洋
側
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
い
の
で
す
が
、
仙
台
市
の
郡
山
遺
跡
の
第
Ⅰ
期
が
ど
う
も
孝
徳
朝
以
降
ら
し
く
、
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や
は
り
蝦
夷
対
策
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
現
在
の
『
日
本
書
紀
』
は
、
壬
申
の
乱
以
前
は
ち
ょ
っ
と
史
料

が
な
く
な
っ
た
と
い
う
言
い
方
も
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
『
日
本
書
紀
』
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
こ
と
を
網
羅
し
て
い
な

い
。
も
し
九
州
に
対
し
て
何
ら
か
の
行
動
が
あ
っ
て
も
史
料
が
な
い
。
史
料
が
な
い
か
ら
非
常
に
難
し
い
の
で
、
こ
こ
は
考
古

学
の
方
の
研
究
成
果
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
思
っ
て
い
る
時
に
小
嶋
さ
ん
の
説
に
接
し
た
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
や
は

り
辺
境
政
策
と
し
て
は
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ

し
、
違
い
も
か
な
り
あ
り
ま
し
て
、

東
の
方
に
対
し
て
は
多
賀
柵
と
か
最

初
は
「
柵
」
と
い
う
字
を
使
う
の

で
す
け
れ
ど
も
、
九
州
の
ほ
う
で

は
、
大
野
城
と
か
基
肄
城
と
か
っ
て

「
城
」
の
字
を
使
っ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
こ
こ
も
鞠
智
城
と
い
う
わ
け
で

す
。
も
ち
ろ
ん
違
い
は
か
な
り
あ
る

の
で
す
が
、
こ
の
際
違
い
を
無
視
し

図 2  　奈良時代東アジア図
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て
、
む
し
ろ
共
通
性
を
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
た
ら
、
ど
う
な
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
考
え
て
み
た
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
レ
ジ
ュ
メ
に
詳
し
く
は
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
律
令
制
国
家
の
辺
要
な
の
で
す
が
、
辺
要
と
い

う
の
は
「
居
レ
辺
為
レ
要
」（「
辺
に
お
い
て
要
と
な
す
」）
と
い
う
よ
う
な
定
義
づ
け
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
こ
の
図
は
渤

海
、
朝
鮮
半
島
で
は
新
羅
で
す
け
ど
、
そ
れ
で
、
そ
の
夷
狄
（
い
て
き
）
の
蝦
夷
、
こ
の
地
図
（
図
2
）
に
は
実
は
隼
人
が
書

い
て
な
い
。
な
ぜ
書
い
て
な
い
か
、
最
近
出
た
『
古
代
日
本
対
外
交
流
史
事
典
』
と
い
う
本
か
ら
使
わ
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
書
い
て
な
い
の
で
す
が
、
ま
あ
そ
う
い
う
認
識
が
多
い
の
か
な
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
や
は
り

こ
の
夷
狄
は
、
東
国
の
蝦
夷
と
九
州
南
部
の
隼
人
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
辺
要
政
策
を
も
う
ち
ょ
っ
と
考
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
今
回
九
州
と
い
う
こ
と
で
ち
ょ
っ
と
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。

二

三
〜
五
世
紀
の
九
州
島

（
1
）『
魏
志
』
倭
人
伝
に
お
け
る
筑
紫

い
わ
ゆ
る
魏
志
倭
人
伝
で
す
。
中
国
と
言
っ
て
も
楽
浪
郡
（
ら
く
ろ
う
ぐ
ん
）
か
ら
来
る
わ
け
で
す
が
、「
郡
使
の
往
来
、

常
に
駐
ま
る
所
」
と
な
っ
て
伊
都
国
に
来
る
わ
け
で
す
が
、
も
う
こ
の
時
期
か
ら
。
楽
浪
郡
か
ら
倭
国
に
来
る
時
に
こ
の

「
津
」
に
お
い
て
、
ど
う
い
う
文
書
、
あ
る
い
は
賜
物
が
あ
る
か
を
調
査
す
る
。
卑
弥
呼
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ち
が
い

を
起
こ
さ
せ
な
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
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（
2
）
ヤ
マ
ト
王
権
に
よ
る
沖
ノ
島
祭
祀
の

起
源

四
世
紀
に
な
り
ま
す
と
中
葉
ぐ
ら
い
か
ら
、

世
界
遺
産
に
な
り
ま
し
た
沖
ノ
島
は
、
図
3
の

地
点
に
あ
り
ま
し
て
、
だ
い
た
い
九
州
か
ら
対

馬
、
プ
サ
ン
と
の
関
係
か
ら
い
っ
て
も
、
沖
ノ

島
祭
祀
と
い
う
の
は
、
海
上
交
通
の
問
題
か
ら

非
常
に
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
九
州
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
位

置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ご
存
知
か
と
思
い

ま
す
。

（
3
）
五
世
紀
に
お
け
る
列
島
支
配

五
世
紀
に
入
り
ま
す
と
、
和
水
町
に
有
名
な

江
田
船
山
古
墳
の
銀
錯
銘
大
刀
（
写
真
1
）
と

い
う
の
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
と
は
別
に

同
時
代
史
料
と
し
て
宋
書
倭
国
伝
に
、
武
の
上

図 3    沖ノ島位置図
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表
文
と
い
う
の
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
こ
れ
だ
け
で
、
ど
う
い
う
中
国
の
古
典
籍
の
影
響
を
受
け
た
か
と
い
う
研
究
も

あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
全
唐
文
と
か
中
国
の
古
典
籍
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
調
べ
て
い
け
ば
か
な
り

わ
か
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
は
「
東
は
毛
人
を
征
す
る
こ
と
五
十
五
国
、
西
は
衆
夷
を
服
す
る
こ
と
六
十
六
国
、
渡
り
て
海
の

北
、
こ
れ
は
朝
鮮
半
島
の
こ
と
、
を
平
ぐ
る
こ
と
九
十
五
国
」
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
近
畿
地
方
を
中
心
に
し
て

考
え
て
、
東
は
毛
人
、
西
は
衆
夷
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
九
州
が
入
っ
て
も
当
然
お
か
し
く
は
な
い
わ
け
か
と
思
う
の
で

す
。
そ
れ
と
同
時
に
熊
本
の
和
水
町
か
ら
銀
錯
銘
大
刀
が
出
土
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
ワ
カ
タ
ケ
ル
と
わ
か
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
が
、
東
の
方
で
は
、
昔
の
武
蔵
の
国
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
現
在
の
行
田
市
稲
荷
山
古
墳
か
ら
金
錯
銘
大
刀
が
出
て
い

ま
す
。
や
は
り
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
形
で
、
東
と
西
と
、
私
は
ど
う
も
偶
然
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思

う
の
で
す
。
た
だ
、
他
に
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

別
の
問
題
な
の
で
す
が
日
本
書
紀
で
は
、
大
泊
瀬
幼
武
（
お
お
は
つ
せ
の
わ
か
た
け
る
）
は
八
世
紀
半
ば
に
決
ま
っ
た
中
国

風
諡
号
の
天
皇
の
名
前
で
は
雄
略
天
皇
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
見
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ

こ
に
は
「
典
曹
人
」
と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
。
私
自
身
は
、
曹
を
司
る
人
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
漢
語
で

写真１
江田船山古墳
銀錯銘大刀
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表
現
さ
れ
て
い
る
形
に
な
り
ま
す
。
東
の
ほ
う
は
稲
荷
山
古
墳

の
金
錯
銘
大
刀
「
杖
刀
人
」、
当
初
は
刀
を
杖つ
え

つ
く
人
と
呼
ん

で
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
最
近
の
中
国
文
を
検
索
す
れ
ば
わ
か

る
の
で
す
け
ど
、
杖
と
い
う
の
は
持
つ
と
い
う
意
味
が
あ
る
の

で
す
。
だ
か
ら
刀
を
持
つ
人
と
い
う
意
味
だ
と
私
は
思
い
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
に
典
曹
人
と
か
杖
刀
人
と
か
と
い
う
語
で
す
。

最
近
で
は
朝
鮮
半
島
の
北
の
方
、
し
か
も
中
国
の
北
朝
系
に
あ

る
人ひ
と

制
と
関
係
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
田
中
史
生
さ
ん
の

考
え
も
あ
り
ま
す
。
五
世
紀
の
人
制
の
職
能
集
団
と
考
え
て
い

ま
す
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
肥
後
国
地
域
か
ら
都
に
出
て
「
典

曹
人
」
と
い
う
よ
う
な
扱
い
を
受
け
た
人
が
出
て
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
五
世
紀
後
半
に
な
り
ま
す
と
、
こ
の
地
域
も

ヤ
マ
ト
王
権
と
の
関
係
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
と
、
も
う
一
つ
は
、
先
ほ
ど
も
ち
ょ
っ
と
言
い
ま
し
た

よ
う
に
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
ク
マ

図４　5世紀の東アジア地図
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ソ
タ
ケ
ル
征
討
で
帰
路
に
イ
ヅ
モ
タ
ケ
ル
。
た
だ
、
帰
路
に
ど
う
い
う
道
を
通
っ
た
か
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
づ
ら

い
の
で
す
が
、
そ
の
あ
と
ア
ヅ
マ
へ
の
征
夷
と
い
う
の
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
も
と
も
と
の
名
は
日
本
童
男
（
や
ま
と
お

ぐ
な
）
と
い
う
の
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
な
の
で
す
。
そ
れ
が
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
を
征
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
か

ら
タ
ケ
ル
と
い
う
名
称
を
も
ら
っ
て
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
な
る
。
こ
れ
は
成
人
式
に
よ
る
名
前
の
変
更
と
い
う
考
え
方
も
も

ち
ろ
ん
あ
っ
て
、
私
も
そ
れ
で
い
い
か
な
と
思
う
の
で
す
。
少
な
く
と
も
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
い
う
伝
承
と
、
そ
れ
か
ら
ワ
カ

タ
ケ
ル
と
い
う
実
名
が
出
て
来
た
も
の
で

す
か
ら
、
こ
の
伝
承
も
む
し
ろ
大
化
前
代

に
遡
っ
て
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
か
な

り
古
い
伝
承
を
持
つ
の
で
は
と
思
っ
て
い

ま
す
。
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
毛
人
五
五
国

と
衆
夷
六
六
国
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
五
世
紀
に
古
東
海
道
が
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
と
い
う
と
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝

承
の
ル
ー
ト
の
、
三
浦
半
島
の
と
こ
ろ
に

長
柄
桜
山
古
墳
群
と
い
う
中
に
一
号
墳
、

図５　律令期東国国府・官道地図

浦
賀
水
道

長柄桜山古墳群
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二
号
墳
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
た
ま
た
ま
携
帯
電
話
の
基
地
局
み
た
い
の
を
山
の
上
に
造
ろ
う
と
し
た
時
に
見
つ
か
っ
た
の

が
、
こ
の
長
柄
桜
山
古
墳
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
前
期
古
墳
に
な
り
ま
す
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
に
よ
れ
ば
、
浦
賀
水
道
、

東
京
湾
を
わ
た
っ
て
上
総
国
に
行
き
ま
す
（
図
5
）
。
上
総
・
下
総
の
上
と
か
下
と
い
う
の
は
、
都
に
近
い
方
が
上
で
（
上

総
）、
遠
い
方
が
下
に
な
り
ま
す
（
下
総
）。
相
模
か
ら
古
い
東
海
道
は
、
こ
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
に
ほ
ぼ
合
い
ま
す
が
、
そ

の
場
所
に
前
期
古
墳
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
ル
ー
ト
は
か
な
り
古
く
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
の
発
想
は
東
西
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
書
紀
の
崇
神
天

皇
紀
の
四
道
将
軍
と
い
う
の
は
、
北
陸
・
東
海
、
そ
れ
か
ら
西
の
道
と
丹
波
と
い
う
、
四
つ
の
道
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は

後
世
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
当
初
は
東
の
道
、
も
ち
ろ
ん
海
の
道
と
山
の
道
が
あ
り
、
東
海
道
、
東
山
道
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
か
ら
西
の
道
で
、
山
陰
道
の
場
合
は
ど
こ
ま
で
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
で
す
。
山
陰
道
沿
い
に
高
地
性
集
落
が
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
る
程
度
古
い
道
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
崇
神
紀
の
四
道
将
軍
の
話
は
後
世
的

で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

三

六
〜
七
世
紀
前
半
の
九
州
島

（
1
）
糟
屋
の
屯
倉
―
継
体
紀
の
筑
紫
―

六
世
紀
に
な
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
筑
紫
君
磐
井
の
反
乱
が
起
こ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
西
の
戎
（
ひ
な
）
の
地
を
有

つ
」
と
あ
り
戎
と
い
う
扱
い
を
受
け
て
い
ま
す
。
筑
紫
君
磐
井
は
ヤ
マ
ト
王
権
に
負
け
た
後
、
子
孫
が
糟
屋
屯
倉
（
か
す
や
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の
み
や
け
）（
図
6
）
を
献
上

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
現
在
、
糟
屋
屯
倉
の
遺

構
は
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
屯
倉
の
後
に
糟
屋
評
と

い
う
の
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

が
阿
恵
遺
跡
で
、
ほ
ぼ
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
郡
の
前
身
が
評
な
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
七
世
紀
後

半
の
評
衙
跡
が
も
う
出
て
き

て
い
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
そ
の
周
辺
に
糟
屋
屯
倉
の
建
物
跡
が
出
て
く
る
は
ず
で
す
。
現

在
の
と
こ
ろ
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
出
て
く
れ
ば
、
六
世
紀
ぐ
ら
い
か
ら
の
有
り
様
が

も
う
少
し
分
か
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
2
）
那
津
の
屯
倉
―
宣
化
紀
の
筑
紫
―

そ
の
後
、
那
津
の
官
家
（
み
や
け
）
を
造
る
わ
け
で
す
が
、
筑
紫
の
国
は
「
去
來
の
関
門

表１　各地ミヤケから稲穀の集積

図 6　古墳時代屯倉・豪族分布地図
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に
拠
す
る
」
所
、
つ
ま
り
、「
門
」
は
ミ
カ
ド
と
か
色
々
読
み
方
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
こ
の
関
門
と
い
う
の
は
現
在
も
「
な
ん

と
か
の
関
門
」
に
な
る
と
い
う
、
か
な
り
重
要
な
位
置
で
あ
る
と
い
う
意
味
づ
け
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、

こ
の
那
津
官
家
を
造
る
と
き
に
、
各
地
域
か
ら
い
ろ
い
ろ
穀
を
集
め
る
わ
け
で
す
（
表
1
）。
そ
の
時
に
主
管
者
、
こ
れ
が
全

て
豪
族
で
あ
れ
ば
、
全
体
を
天
皇
は
統
括
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
見
る
限
り
宣
化
天
皇
は
、
こ
れ

も
何
故
阿
蘇
仍
君
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
河
内
国
茨
田
郡
の
屯
倉
の
穀
を
運
ば
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
は
、
当
時
の
大
臣

と
か
大
連
と
か
阿
倍
臣
が
運
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
全
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
握
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
具
体
的

な
主
管
者
と
な
っ
て
い
る
の
が
天
皇
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
各
地
域
、
あ
る
い
は
豪
族
が
そ
れ
な
り
の

独
自
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
ま
だ
六
世
紀
前
半
は
そ
う
い

う
時
期
に
も
あ
た
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
3
）
崇
峻
天
皇
の
暗
殺
と
筑
紫

推
古
朝
の
直
前
の
崇
峻
二
年
に
は
、
蝦
夷
対
策
が
取
ら
れ
ま
す
。
東
山
道
に
使
者
を
遣
わ
し
蝦
夷
の
国
の
境
を
視
察
。
こ
の

時
に
も
東
海
道
と
か
北
陸
道
に
使
者
が
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
三
年
後
に
崇
峻
天
皇
暗
殺
。
崇
峻
天
皇
が
暗
殺
さ
れ
る
の

は
「
内
の
乱
れ
」
に
な
り
ま
す
。「
内
の
乱
に
依
り
て
、
外
の
事
を
な
怠
り
そ
」
と
い
う
こ
と
で
、
外
交
関
係
の
事
を
き
っ
ち

り
怠
り
な
さ
ん
な
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
日
本
書
紀
の
注
釈
書
を
見
ま
す
と
、
前
年
に
派
遣
さ
れ
た
任
那
派
遣
の

将
軍
が
ま
だ
滞
在
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
果
た
し
て
良
い
か
ど
う
か
で
す
。
こ
れ
は

ま
だ
充
分
、
考
え
て
い
な
い
の
で
す
が
、
筑
紫
大
宰
以
前
に
筑
紫
将
軍
と
い
う
よ
う
な
者
が
い
た
の
か
、
い
な
い
の
か
が
問
題
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で
す
。
一
年
前
に
派
遣
さ
れ
た
将
軍
が
い
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
す
が
、
あ
え
て
そ
れ
を
筑
紫
将
軍
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の
筑

紫
に
何
か
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
筑
紫
大
宰
と
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
現
在
思
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
か
ら
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
4
）
推
古
朝
の
筑
紫
大
宰

そ
し
て
筑
紫
大
宰
の
初
見
記
事
が
推
古
一
七
年
条
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
は
倭
国
に
使
い
が
来
た
の
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
朝
鮮

半
島
の
百
済
の
使
い
が
嵐
に
よ
っ
て
流
れ
て
き
て
、
そ
れ
が
葦
北
の
津
に
来
た
と
い
う
こ
と
を
筑
紫
大
宰
が
中
央
に
使
者
を
派

遣
し
て
い
る
。
筑
紫
大
宰
と
い
う
の
が
い
つ
頃
で
き
た

か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
筑
紫
大
宰
は
推
古
朝

に
は
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
葦
北
の
津
は
図
7
に
書

か
れ
て
い
ま
す
。
日
本
書
紀
を
読
む
限
り
は
、
こ
の
百

済
の
関
係
者
は
船
に
い
た
可
能
性
が
強
い
と
は
思
い
ま

す
が
、
何
ら
か
の
施
設
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
も
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
今
の
と
こ
ろ
別
に

考
古
学
的
に
施
設
が
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
津
の
周
辺
に
何
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。
筑
紫
大
宰
の
初
見
記
事
の
時
に
、

図 7　肥後国官道地図
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葦
北
の
津
が
出
て
き
て
い
る
の
は
肥
後
と
筑
紫
大
宰
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
考
え
ら
れ
ま
す
。

四

大
化
改
新
と
夷
狄
・
蕃
国
政
策

（
1
）
使
者
の
派
遣
と
蕃
国
・
夷
狄
政
策

そ
れ
か
ら

日
本
書
紀
・
孝
徳
紀
の
大
化
の
改
新
で
す
。
大
化
改
新
詔
の
研
究
と
「
東
国
国
司
の
詔
」
の
研
究
は
、
ず
い
ぶ

ん
や
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
諸
国
に
対
す
る
使
者
派
遣
に
つ
い
て
は
あ
ん
ま
り
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
最
近
よ
う

や
く
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
私
の
恩
師
に
あ
た
る
井
上
光
貞
さ
ん
も
あ
ま
り
書
い
て
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
こ
こ
に
武
器
の
収
公
と
兵
庫
の
修
営
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
。「
東
国
国
司
の
詔
」
に
は
、
蝦
夷
対
策
が
出
て
き
ま
す

が
、
も
し
北
陸
へ
の
使
い
が
東
国
「
国
司
」
に
入
ら
な
い
と
し
て
も
、
北
陸
地
方
に
も
諸
国
に
対
す
る
使
者
が
派
遣
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
に
「
蝦
夷
親
附
」
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
か
ら
、
対
蝦
夷
政
策
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
全
国
へ
派
遣
さ

れ
た
使
者
が
九
州
に
来
て
い
る
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
武
器
の
管
理
と
か
兵
庫
建
設
と
か
、
戸
口
の
調
査
も
あ
る
の
で
す
が
、

何
ら
か
の
隼
人
政
策
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
今
後
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。
ど
う
も
改
新
時
に
お
け
る
諸
国
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
の
武
器
収
公
策
と
夷
狄
と
の
関
係
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
も
、
今
後
の
研
究
の
視
野
に
入
れ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

（
2
）
孝
徳
朝
に
お
け
る
夷
狄
政
策

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
大
化
三
年
の
渟
足
柵
、
大
化
四
年
の
磐
舟
柵
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
太
平
洋
側
に
つ
い
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て
は
仙
台
市
の
郡
山
遺

跡
の
第
Ⅰ
期
の
官
衙
遺

跡
が
ど
う
も
孝
徳
朝
の

時
期
と
い
う
こ
と
で
、

夷
狄
政
策
は
あ
っ
た
よ

う
で
す
（
図
8
）。
九
州

島
に
関
し
ま
し
て
は
、

実
は
史
料
は
あ
り
ま
せ

ん
。
記
述
は
な
い
わ
け

で
す
が
、
郡
山
遺
跡
の
実
例
か
ら
言
う
と
、
史
料
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
隼
人
政
策
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
言
え
な
い
の

で
す
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
夷
狄
政
策
の
施
設
が
出
来
て
い
た
か
、
出
来
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

五

七
世
紀
後
半
の
辺
要
政
策

（
1
）
白
村
江
の
敗
戦
に
よ
る
防
衛
体
制

そ
れ
か
ら
具
体
的
に
鞠
智
城
が
で
き
る
の
は
、
白
村
江
の
敗
戦
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
百
済
救
援
の
時
に
は
、
斉
明
天
皇
は

図 8　7 世紀後半のヤマト王権東国
平定地図
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筑
紫
ま
で
出
行
し
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
時
期
に
は
行
幸
は
な
い
と
い
う
説
も
か
つ
て
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
も
と
も
と
ワ
カ
タ

ケ
ル
と
い
う
倭
国
王
も
動
い
て
お
り
ま
す
。
天
皇
が
動
か
な
く
な

る
の
は
、
む
し
ろ
飛
鳥
・
奈
良
時
代
的
な
発
想
で
は
な
か
ろ
う
か
。

奈
良
時
代
的
な
発
想
で
天
皇
が
動
い
て
も
、
私
は
そ
れ
ほ
ど
お
か

し
く
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
唐
・
新
羅
連
合
軍
に
大
敗
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
西
日
本
の
山
城
と
同
時
に

九
州
北
部
に
山
城
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
こ
れ

は
白
村
江
と
の
直
接
的
な
関
係
の
も
と
に
で
き
る
古
代
山
城
、
日

本
書
紀
や
そ
の
他
の
歴
史
書
に
の
っ
て
い
る
山
城
を
朝
鮮
式
山
城

と
い
っ
て
、
記
載
さ
れ
て
な
い
の
を
神
籠
石
系
山
城
と
言
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
山
城
に
あ
た
る
と
い
う
わ
け
で
す
（
図
10
）。
そ

の
後
、
か
つ
て
は
筑
紫
大
宰
は
も
っ
と
海
岸
沿
い
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
そ
れ
が
内
陸
部
に
移
っ
て
き
ま
す
。
大
宰
府
か
ら
直
線

距
離
六
二
キ
ロ
の
場
所
に
鞠
智
城
が
で
き
ま
す
。
近
年
で
は
阿
志

岐
城
も
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
土
塁
の
遺
構
も
出
て
き
て
お
り

ま
す
の
で
、
私
は
大
宰
府
の
周
り
を
全
体
的
に
囲
ん
で
い
た
と
い

図９　白村江の戦いと朝鮮半島の情勢（P16 右図）
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う
よ
う
に
想
定
し
て
い
ま
す
（
図
11
・
12
）。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
七
世
紀
後
半
の
辺
要
政
策
を
考
え

て
い
く
時
に
、
白
村
江
の
敗
戦
後
の
防
衛
体
制
の
記
事
を

引
用
し
て
お
き
ま
し
た
。
全
部
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
そ
の
う
ち
の
②
は
、
ま
ず
は
二
城
で
大
野
城
と

基
肄
城
と
い
う
こ
と
で
す
。
筑
紫
の
国
と
書
か
れ
た
と
き

に
、
の
ち
の
筑
後
と
筑
前
を
合
わ
せ
た
筑
紫
と
、
そ
れ
か

ら
九
州
全
体
を
指
す
場
合
も
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
長

門
城
は
後
の
令
制
国
の
長
門
の
国
で
す
。
そ
う
す
る
と
、

こ
の
筑
紫
城
二
つ
と
い
う
の
は
、
長
門
と
の
関
係
で
言
う

と
、
筑
前
・
筑
後
に
お
い
て
二
つ
を
築
く
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
、
肥
後
は
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
壬
申
の
乱
の
と
き
に
も
、
こ
れ
は
も
う
少
し
広
い

概
念
の
筑
紫
の
国
か
と
思
い
ま
す
が
、「
辺
賊
の
難
を
戍

る
」
と
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
。「
城
を
峻

（
た
か
）
く
し
隍
（
み
ぞ
）
を
深
く
す
る
。
海
に
臨
み
て

図 10　古代山城の分布
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守
ら
す
る
は
」、
こ
れ
は
大
宰
府
を
中
心
か
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
、「
大
宰
府
に
大
野
・

基
肄
・
鞠
智
の
三
城
を
繕
治
せ
し
む
」
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
も
う
大
宰
府
の
指

示
、
指
令
に
よ
っ
て
三
城
と
関
係
し
て
き
ま
す

（
史
料
1
）。
で
す
か
ら
、
九
州
を
考
え
る
場
合

は
、
大
宰
府
、
国
府
、
そ
れ
か
ら
鞠
智
城
と
考
え

る
の
か
、
大
宰
府
と
直
結
し
た
鞠
智
城
で
考
え
る

の
か
の
二
通
り
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。「
大
宰

府
に
三
城
を
繕
治
せ
し
む
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す

か
ら
、
こ
れ
は
大
宰
府
が
責
任
を
持
っ
て
や
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
わ
け
で
す
。

六

八
世
紀
初
頭
の
辺
要
政
策

八
世
紀
初
頭
に
な
り
ま
す
と
、
大
宝
律
令
が
発

布
さ
れ
ま
す
。
職
員
令
大
国
条
に
返
要
の
語
が
出

図 11　九州古代史地図（律令時代）
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て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
直
接
的
に
は
陸
奥
と
越
後
、
北
の
蝦
夷
対
策
と
（
図
13
）、

そ
れ
か
ら
西
の
ほ
う
で
壱
岐
・
対
馬
・
日
向
と
い
う
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
し

て
隼
人
も
意
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
養
老
令
に
な
り
ま
す
と
、
そ
の
あ
と
建

国
し
た
薩
摩
と
大
隅
が
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
軍
防
令
に
関
し
て
言
え
ば
、
東

辺
条
に
書
か
れ
た
条
文
で
は
、
西
辺
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
当
然
、
東
辺
・
北

辺
の
対
蝦
夷
政
策
と
同
時
に
、
西
辺
の
対
隼
人
政
策
が
と
ら
れ
た
は
ず
で
す
。
こ 図 12　大宰府と周辺古代山城・城

（史料１　白村江敗戦による防御体制記事（『日本書紀』『続日本紀』）
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の
後
、
永
山
さ
ん
が
言
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
私
は
三
野
城
と
稲
積
城
と
い
う
の
は
、
対
隼
人
政
策
の
城
だ
と
思
い
ま

す
。
考
古
学
の
研
究
者
は
、
最
近
は
文
献
の
人
も
九
州
北
部
で
考
え
る
の
で
す
が
、
辺
要
政
策
を
考
察
し
て
い
く
と
、
何
ら
か

の
対
策
を
打
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
が
一
般
的
に
言
う
と
、
西
日
本
防
衛
ラ
イ
ン
と
い
う
も
の
が
停
止
さ
れ
た
後
も
続

き
ま
す
。
残
念
な
が
ら
三
野
城
と
稲
積
城
は
ま
だ
場
所
も
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
遺
構
が
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
か

ら
、
こ
れ
か
ら
の
お
楽
し
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
大
宝
元
年
に
な
り
ま
す
と
、
奈
良
県
に
あ
り
ま
す
河
内
と

大
和
の
国
の
境
界
の
高
安
城
、
そ
こ
の
廃
止
が
決
ま

り
ま
す
。
西
日
本
防
衛
ラ
イ
ン
の
変
化
で
す
。
城
の

名
前
が
不
明
の
神
籠
石
系
も
結
構
あ
り
ま
す
が
、
表

2
の
赤
司
さ
ん
の
図
表
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
と
、
大
野
城
、
基
肄
城
、
鞠
智
城
以
外
は
な
く
な

り
ま
す
。
部
分
的
に
は
遺
構
や
遺
物
が
出
て
き
て
お

り
ま
す
が
、
大
半
は
八
世
紀
の
第
１
四
半
期
ぐ
ら
い

で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
他
の
城
が
続
く
か

ど
う
か
微
妙
で
す
。
な
か
に
は
い
っ
た
ん
廃
絶
（
停

止
）
す
る
よ
う
に
も
よ
み
と
れ
ま
す
が
、
私
は
、
大

野
・
基
肄
・
鞠
智
の
三
城
は
共
通
し
た
要
素
が
あ
る

図 13　主な城柵の分布
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の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
わ

け
で
す
。

七
世
紀
後
半
の
状
況
を
ま
と
め
ま
す

と
、
筑
紫
の
方
は
、
大
化
改
新
の
時
に

ど
の
よ
う
な
政
策
を
具
体
化
し
た
か
は

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
特
に
文
献
で
は

史
料
が
な
い
の
で
、
考
古
学
側
で
調
査

を
や
っ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
し
ょ
う
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
孝
徳
朝
に
も
「
筑

紫
大
宰
」
が
出
て
き
ま
す
。
ど
の
よ
う

な
施
設
を
造
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
の

を
今
後
、
考
古
学
的
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
白
村
江
の
敗
戦
以
降
は
、
西
日
本
防
衛
ラ
イ
ン
と

い
う
の
を
造
り
ま
す
。
狩
野
久
さ
ん
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
宝
令
に
よ
っ
て
軍
事
体
制
が
安
定
化
し
て
、
し
か

も
新
羅
、
唐
に
対
す
る
外
交
が
安
定
化
す
る
と
防
衛
ラ
イ
ン
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
も
大
宰
府
の
防
衛
と
い

う
こ
と
で
鞠
智
城
は
維
持
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
東
北
の
方
に
対
す
る
城
柵
の
政
策
と
共
通
す
る
要
素
も
出
て

き
ま
す
。
そ
う
い
う
共
通
事
項
を
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。 表２　出土土器からみた古代山城の時期消長表
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七

肥
後
国
と
辺
要
体
制

（
1
）
肥
後
国
と
辺
要
体
制

肥
後
国
は
、
七
九
五
年
に
大
国
に
な
り
ま
す
。
上
国
と
大
国
と
で

ど
こ
が
違
う
か
と
い
う
と
、
国
司
の
官
人
の
数
が
変
わ
っ
て
き
ま

す
。
鞠
智
城
も
南
方
対
策
が
あ
り
ま
す
が
、
三
野
城
と
、
稲
積
城
と

い
う
の
が
対
隼
人
政
策
だ
と
考
え
て
い
ま
す
（
図
14
）。
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
伝
承
も
そ
う
で
す
が
、
日
向
の
方
か
ら
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
に
対
す

る
征
討
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
日
向
と
肥
後
と
の
違
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
考
古
学
的
に
も
あ
る
程
度
言

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
肥
後
国

は
、
も
と
も
と
は
一
三
郡
で
し
た
け
れ
ど
も
、
八
五
九
年
一
四
郡
に

な
り
ま
す
。
軍
団
は
四
団
あ
り
ま
し
て
、
木
簡
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
第
三
益
城
軍
団
と
い
う
の
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
ま
す
（
図
15
）。
私
は
菊
池
郡
に
も
軍
団
が
あ
っ
て
お
か
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
想
定
で
あ
り
ま

し
て
、
あ
と
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
ず
、
わ
か
っ
て
い
る
の
は
第
三
益
城
軍
団
だ
け
で
す
。
今
後
期
待
し
た
い
と
い

う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
軍
団
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
対
隼
人
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
重
要
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

図 14　南九州古代山城推定分布図
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（
2
）
鞠
智
城
の
役
割

鞠
智
城
の
役
割
と
し
て
改
め
て
考
え
ま
し
た
が
、
坂
本
経
尭

（
つ
ね
た
か
）
さ
ん
と
い
う
研
究
者
が
指
摘
し
た
こ
と
で
す
。
大

宰
府
に
対
す
る
支
援
、
有
明
海
方
面
の
防
御
、
九
州
南
部
の
夷
狄

対
策
と
い
う
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
私
も
こ
う
い
う
視
点

か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

（
3
）
肥
前
国
と
有
明
海

肥
前
国
は
風
土
記
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
肥
後
の

国
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
風
土
記
に
肥
前
の
国
の
烽
（
ほ
う
）
が

書
い
て
あ
り
ま
す
（
図
16
）。
そ
の
郡
別
の
数
を
落
と
し
て
み
た

ら
、
高
来
郡
は
有
明
海
、
八
代
海
に
面
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
こ
に
四
烽
が
あ
る
。
ま
た
大
村
湾
岸
の
郡
に
も
三
烽
が
あ
る
。

で
す
か
ら
、
博
多
方
面
と
、
肥
前
の
北
の
方
の
松
浦
だ
け
で
は
な

く
て
、
肥
前
の
南
の
方
に
も
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
、
有
明
海
を
対

象
に
し
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
烽
の
設
置
か
ら
見

て
も
、
肥
後
の
国
の
問
題
は
南
の
問
題
と
有
明
海
の
問
題
も
考
え

図 15　肥後国　郡・道・駅地図

肥後国と辺要体制

木下良『事典日本古代の道と駅』

有
明
海

八
代
海

郡と軍団
＊１３郡
＊859年 １４郡

軍団
＊４軍
＊益城軍団

鞠智城
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て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。

八

む
す
び
に
か
え
て

白
村
江
の
敗
戦
以
降
は
、
大
野
城
・
基
肄

城
だ
け
が
大
宰
府
防
衛
の
一
環
と
し
て
最
初

に
造
ら
れ
ま
し
た
し
、
そ
れ
が
残
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
唐
・
新
羅
へ
の
対
策
と
し
て
は
、

八
世
紀
初
頭
に
対
馬
・
壱
岐
か
ら
高
安
城
ま

で
は
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ

か
ら
、
永
山
さ
ん
の
話
と
つ
な
が
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
本
来
の
辺
要
政
策
と
隼
人
へ
の

政
策
変
更
が
影
響
し
て
、
私
自
身
は
鞠
智
城

の
性
格
が
変
わ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

っ
て
い
ま
す
。

図 16　肥前国の烽（『風土記』郡別）
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そ
れ
か
ら
つ
い
で
に
言
っ
て
お
き
ま
す
が
、
蕃
国
・
夷
狄
支
配
に
つ
い
て
『
記
・
紀
』
の
神
話
で
は
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
天
皇
は
、
天
の
下
し
ら
し
め
す
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
と
い
い
ま
し
て
、
蕃
国
、
そ
れ

か
ら
夷
狄
支
配
を
内
包
す
る
存
在
で
す
。
天
の
下
を
し
ら
し
め
す
、
つ
ま
り
天
下
を
支
配
し
な
け
れ
ば
天
皇
に
な
ら
な
い
の
で

す
。
そ
こ
で
日
本
書
紀
で
は
神
功
皇
后
紀
に
皆
さ
ん
ご
承
知
か
と
思
い
ま
す
が
、
応
神
天
皇
は
「
胎
中
天
皇
」、
つ
ま
り
神
功

皇
后
、
皇
后
で
天
皇
で
は
な
い
の
で
す
が
、
神
功
の
お
腹
の
中
に
い
て
、「
天
神
地
祇
、
三
韓
を
授
け
た
ま
へ
り
」
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
か
な
り
重
要
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
神
話
で
は
山
幸
と
海
幸
の
物
語
で
、
隼
人
の
服
属
譚
が
出
て

き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
神
代
紀
の
一
書
に
よ
り
ま
す
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
高
千
穂
で
は
な
く
て
新
羅
に
降
臨
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い

う
伝
承
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
や
は
り
倭
国
と
新
羅
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
神
話
に
も
隼
人
や
新

羅
の
問
題
が
組
み
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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報
告
③

南
九
州
と
肥
後
国

報
告
者
紹
介

永
山

修
一
（
な
が
や
ま

し
ゅ
う
い
ち
）

東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
科
卒
業
。
ラ
・
サ
ー
ル
学
園
教
諭
、
鹿
児
島
大
学
、
鹿
児
島
県
立
短

期
大
学
非
常
勤
講
師
。

主
な
著
書
に
は
『
隼
人
と
古
代
日
本
』『
本
庄
古
墳
群
猪
塚
と
そ
の
出
土
品
の
行
方
ー
天
明
・

寛
政
期
薩
摩
藩
の
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』、
共
著
に
『
先
史
の
鹿
児
島
通
史
編
』、『
宮
崎
県
史

通
史
編
古
代
２
』
等
。
博
士
（
文
学
）
専
門
は
日
本
古
代
史
。

サンコミ _鞠智城成果報告 /2022.03.18/ サイズ /148× 210mm報告③永山先生
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一

は
じ
め
に

今
日
は
「
南
九
州
と
肥
後
国
」、
肥
後
の
国
と
い
う
題
で
ご
報
告
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
史
料
1
の

よ
う
に
古
事
記
の
大
八
洲
（
お
お
や
し
ま
）
生
成
条
と
い
う
部
分
で
は
筑
紫
の
島
、
九
州
島
が
四

つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二

令
制
国
成
立
以
前
の
南
九
州
と
肥
後
地
方

（
一
）
令
制
国
成
立
以
前
の
南
九
州
と
肥
後

図
1
の
よ
う
に
六
九
〇
年
ご
ろ
ま
で
に
律
令
制
に
基
づ
く
国

に
分
け
ら
れ
ま
し
て
、
七
つ
の
国
に
な
る
わ
け
で
す
。

史
料
1
の
熊
曽
（
く
ま
そ
）
と
書
い
て
あ
る
部
分
で
す
が
、

こ
れ
は
日
向
国
の
こ
と
で
す
。
現
在
の
宮
崎
県
、
鹿
児
島
県
全

部
合
わ
せ
た
ぐ
ら
い
が
日
向
国
で
し
て
、
こ
の
日
向
国
か
ら
、

の
ち
に
薩
摩
国
と
大
隅
国
が
分
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

南
九
州
と
肥
後
国

　
　
　
　
　
ラ
・
サ
ー
ル
学
園
教
諭

永
山

修
一

史料１　『古事記』生成条

史料1『古事記』生成条

次いで、筑紫島を生みき。此の島も亦身一にして面(おもて)四つ有
り。面毎(ごと)に名有り。故(かれ)、筑紫国は白日別(しらひわけ)と謂 
(い)ひ、豊国(とよくに)は豊日別(とよひわけ)と謂ひ、肥国(ひのくに) 
は建日向日豊久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)と謂ひ、
熊曽(くまそ)国は建日別(たけひわけ)と謂ふ。
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て
い
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
期
の
南
九
州
の
様
子
を
示
す
も
の

が
、（
図
２
）
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
書
紀
に
出
て
く
る
景
行
天

皇
の
巡
幸
ル
ー
ト
で
す
。
ク
マ
ソ
を
征
伐
す
る
と
い
う
際
に
と
ら

れ
た
ル
ー
ト
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
図
３
は
延
喜

式
と
い
う
一
〇
世
紀
に
ま
と
め
ら
れ
た
書
物
に
出
て
き
ま
す
官
道

の
ル
ー
ト
で
す
。
こ
の
両
者
を
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
図
２
の
景

行
天
皇
の
巡
幸
ル
ー
ト
は
図
３
の
官
道
の
内
回
り
の
ル
ー
ト
に
近

似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ

の
内
回
り
の
ル
ー
ト
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
律
令
制
が
成
立
す

る
以
前
の
様
子
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
図
２
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
ま
だ
の
ち
の
薩
摩
国
や
大

隅
国
に
は
官
道
が
通

っ
て
い
な
い
。
ま
だ

き
ち
ん
と
し
た
支
配

下
に
入
っ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る

図１　令制国成立時
の九州の国

図２　日本書紀に出てくる
景行天皇の巡幸ルート

図 3　西海道南部延喜式官道ルート

（『宮崎県史通史編、古代2』1998）
（永山修一『隼人と古代日本』2009）
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図５　九州縦貫道地図など

図４　熊本県芦北町花岡木崎出土木簡
（熊本県文化調査報告書 305. 2014）

（ウィキペディア） （yahoo japan）
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か
と
思
い
ま
す
。

図
4
は
先
ほ
ど
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
芦
北
町
の
花
岡
木
崎
遺
跡
で
出
て
き
て
い
ま
す
佐
敷
駅
の
木
簡
に
な
り

ま
す
。

図
５
は
鹿
児
島
で
考
古
学
の
方
が
お
話
さ
れ
る
際
に
紹
介
さ
れ
る
話
な
の
で
す
が
、
九
州
自
動
車
道
に
は
ト
ン
ネ
ル
が
二
五

あ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
北
か
ら
い
き
ま
す
と
、
一
つ
目
は
塚
原
ト
ン
ネ
ル
で
す
、
こ
れ
は
塚
原
古
墳
群
を
残
す
た
め
に
ト
ン
ネ

ル
に
し
た
所
で
す
か
ら
、
基
本
的
に
八
代
ま
で
は
ト
ン
ネ
ル
が
い
ら
な
い
わ
け
で
す
。
八
代
か
ら
え
び
の
の
間
に
二
三
の
ト
ン

ネ
ル
が
あ
る
わ
け
で
す
。
九
州
一
位
の
肥
後
ト
ン
ネ
ル
と
か
、
九
州
二
位
の
加
久
藤
ト
ン
ネ
ル
が
あ
り
ま
す
。
え
び
の
か
ら
鹿

児
島
の
間
に
一
か
所
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
八
代
と
え
び
の
の
間
、
こ
れ
が
九
州
脊
梁
山
脈
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ

こ
の
北
の
部
分
と
南
の
部
分
と
い
う
の
は
、
大
き
く
文
化
的
に
も
違
う
部
分
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

（
二
）
隼
人
の
朝
貢
開
始

図
6
は
鹿
児
島
大
学
の
橋
本
さ
ん
が
作
ら
れ
た
図
で
す
。
南
九
州
で
の
古
墳
群
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
南
九
州
の
一
部
に
古
墳
が
な
く
な
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
文
化
的
な
違
い
を
拡
大
し
て
い
っ
て
、
肝
属
平
野
の

人
々
と
か
、
あ
る
い
は
薩
摩
半
島
の
人
々
が
、
の
ち
に
隼
人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
文
化
的
な
違

い
が
だ
ん
だ
ん
と
広
が
っ
て
い
っ
て
、
そ
れ
を
、
ヤ
マ
ト
の
人
た
ち
は
自
分
た
ち
と
は
異
質
な
者
た
ち
だ
と
い
う
よ
う
に
理
解

し
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
を
隼
人
と
呼
ん
で
夷
狄
扱
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
史
料
2

に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
政
府
は
そ
の
夷
狄
と
考
え
た
隼
人
た
ち
に
貢
物
を
持
っ
て
こ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
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て
朝
貢
し
て
き
た
隼
人
た
ち
を
飛
鳥
寺
の
西
と
い
う
場
所
で
も
て

な
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
場
所
が
最
近
発
掘
調
査
さ
れ
ま
し

た
。
飛
鳥
寺
西
方
遺
跡
と
い
う
と
こ
ろ
（
写
真
2
・
３
）
な
の
で

す
が
、
飛
鳥
寺
の
西
の
槻
木
の
建
つ
広
場
で
も
て
な
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
写
真
3
の
右
の
石
の
抜
け
て
い
る
部
分

に
槻
木
が
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
も
あ
る
よ
う
で

す
。

写真１　金銅菩薩立像
（鹿児島県日置市吹上町田尻御観音

講所蔵（黎明館保管）

図 6　南九州古墳編表
（橋本達也「成川式土器と鹿児島の古墳時代研究」『成川式土器ってなんだ？』

鹿児島大学総合研究博物館  2015）
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写
真
１
は
、
現
在
、
鹿
児
島
県
の
黎
明
館
で
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
日
置
市
吹
上
町
の
田
尻
の
観
音
講
が
伝
え
て
き
た
金

銅
菩
薩
立
像
で
す
。
こ
れ
は
鞠
智
城
で
出
て
き
た
も
の
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
も
の
で
、
作
ら
れ
た
時
期
も
近
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ

れ
以
前
ど
う
い
う
由
来
が
あ
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
記
事
と
し
て
は
史
料
6
の
六
九
二
年
に
筑
紫
の
大
宰
に
命
じ
て
、「
沙

門
（
し
ゃ
も
ん
）
を
大
隅
と
阿
多
と
に
派
遣
し
た
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
と
関
係
す
れ
ば
面
白
い
な
と
は
思

史料 2～ 4　『日本書紀』隼人の朝貢

写真２　飛鳥西方遺跡　明日香村の
文化財⑰　『飛鳥寺西方遺跡』2011

写真 3　飛鳥西方遺跡　明日香村の
文化財⑱　『飛鳥寺西方遺跡』2013

図 6　南九州古墳編表
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っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
で
仏
教
を
使
っ
て
南
九
州
を
教
化
す
る
と
い
う
動
き
も
あ
り
ま
し

た
。

三

令
制
国
成
立
以
後
の
南
九
州
と
肥
後
地
方

（
一
）
三
野
・
稲
積
城
の
問
題

次
は
令
制
国
が
成
立
し
た
後
の
南
九
州
と
肥
後
地
方
と
の
関
係
で
す
。
先
ほ
ど
吉
村
先
生
の

お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
三
野
・
稲
積
城
と
い
う
も
の
の
存
在
を
ど
う
考
え
る
か
と

い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
き
ま
す
。
私
は
そ
の
事
を
考
え
る
上
で
南
島
に
向
け
て
派
遣

さ
れ
る
覓
国
使
（
く
に
ま
ぎ
の
つ
か
い
）
と
い
う
も
の
が
重
要
だ
と
考
え
ま
す
。
史
料
9
が

六
九
八
年
の
派
遣
の
記
事
で
す
。
派
遣
し
て
史
料
10
が
六
九
九
年
に
南
島
の
人
々
を
率
い
て
帰

っ
て
き
た
と
き
の
記
事
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
こ
の
覓
国
使
た
ち
は
襲
撃
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
翌

年
の
記
事
か
ら
わ
か
る
の
で
す
。
そ
の
襲
撃
を
受
け
た
人
々
が
帰
っ
て
き
た
直
後
に
、
三
野
・
稲
積
の
両
城
の
修
理
を
命

じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
三
野
・
稲
積
の
修
理
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
南
九
州
の
情
勢
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で

は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
三
野
・
稲
積
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
北
部
九
州
説
と

南
九
州
説
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
南
九
州
説
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
地
図

図
6
で
は
日
向
国
府
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
近
く
に
三
納
（
み
の
）
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
稲
積
の
方

史料 5・6　筑紫大宰と南九州
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は
、
正
確
な
場
所
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
の
ち
に
見
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
、
図
14
で
は
大
隅
に
桑
原
郡
に
稲

積
郷
と
い
う
郷
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
の
ち
の
大
隅
国
府
の
す
ぐ
近
く
に
稲
積
が
、
そ
れ
か
ら
日
向
国
府
の
す
ぐ
近

く
に
三
納
と
い
う
地
名
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
南
九
州
説
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。

（
二
）
薩
摩
国
の
設
置

さ
て
そ
の
後
、
薩
摩
国
が
で
き
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
政
府
は
南
九
州
に
対
し
て
律
令
制
を
施
行
し
て
い
く
、
特
に
戸
籍

作
成
な
ど
を
進
め
て
い
く
中
で
、
お
そ
ら
く
隼
人
た
ち
の
抵
抗
が
起
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
史
料
14
に
あ
り
ま
す
よ 図 7　大隅国府・稲積郷位置図

図 6　日向国府・三納位置図

史料 9・10　覓国使関係記事

（yahoo japan）

（yahoo japan）
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う
に
、「
兵
を
発
し
、
征
討
し
」
と
い
う
こ
と
で
軍
事
行
動
を
起
こ
し
て
こ
れ
を
鎮
圧
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
薩
摩
国

と
い
う
も
の
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

（
三
）
薩
摩
国
高
城
郡
・
出
水
郡
に
つ
い
て

そ
の
際
に
史
料
17
に
あ
る
大
宝
二
年
の
戸
籍
に
よ
れ
ば
「
勲
位
」
と
い
う
軍
事
行
動
に
際
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
を
帯
び
て

い
る
人
た
ち
が
、
筑
前
国
と
か
、
豊
前
国
な
ど
に
散
見
で
き
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
軍
事
行
動
の
際
に
九
州
一
円
か

ら
動
員
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
史
料
上
確
認
さ
れ
る
の
は
、
筑
前
と
か
豊
前
で
す
け
れ
ど
も
、
当
然
薩
摩
に
隣
接

す
る
肥
後
の
国
か
ら
も
動
員
さ
れ
て
い
た
に

違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
戦
い
の
中
心

は
阿
多
と
い
う
地
域
で
し
て
、
お
そ
ら
く
こ

の
地
域
の
隼
人
た
ち
が
抵
抗
を
行
っ
た
の
だ

ろ
う
と
考
え
ま
す
。
日
向
神
話
の
中
の
海

幸
・
山
幸
の
話
で
、
服
属
を
誓
う
こ
と
に
な

る
海
幸
彦
の
子
孫
が
阿
多
の
君
で
あ
る
と
書

か
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
阿
多
地
方
が

抵
抗
の
中
心
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
わ

け
で
す
。

史料 14～ 16　薩摩国設置に関する史料

史料 17　正倉院に残る大宝二年戸籍

筑前国嶋郡川 ( かわ ) 辺 ( べ ) 里 ( 福岡県糸島市 )

「勲十等葛野部 ( かどのべ ) 長西　年四十二」

「戸主追正八位上勲十等肥君 (ひのきみの ) 猪手 (いて )　年五十三　大領」

「同右男勲十等肥君泥麻呂 (ひねまろ)　年二十七」

豊前国上三毛 ( かみつみけ ) 郡塔 (とう) 里 ( 福岡県築上郡上毛 (こうげ ) 町 )

「戸主勲十一等塔勝 (とうのすぐり) 岐弥　年三十四」

豊前国仲津郡丁 (よぼろ) 里 ( 大分県中津市 )

「勲十等狭度勝 (さとのすぐりの与曽弥　年二十五」
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図
8
は
そ
の
阿
多
で
出
て
き
ま
し
た
墨
書
土
器
で
、「
阿
多
」
と
書
い
た
も
の
が
出
土
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
次
に
薩
摩
国

の
郡
の
問
題
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
薩
摩
国
の
北
部
に
、
出
水
郡
と
高
城
郡
い
う
郡
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
正
倉
院
文
書
の

中
に
も
薩
摩
国
の
正
税
帳
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
写
真
4
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
持
っ
て
い
ま
す
複
製
を
撮
ら
せ
て

頂
い
た
も
の
で
す
。
高
城
郡
の
郷
名
の
中
に
、
合
志
（
か
わ
し
）、
飽
田
（
あ
き
た
）、
宇
土
、
託
万
（
た
く
ま
）
と
、
肥
後
国

の
郡
名
に
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
（
写

真
5
・
図
9
）。
こ
の
高
城
郡
と
い
う
の
は
明
ら

か
に
肥
後
国
の
人
た
ち
を
移
民
さ
せ
て
作
っ
た

と
い
う
こ
と
が
い
え
ま
す
。
一
方
、
出
水
郡
は

肥
後
国
に
近
く
、
今
で
い
う
と
、
熊
本
県
と
鹿

児
島
県
の
県
境
に
あ
る
出
水
市
と
い
う
と
こ
ろ

な
の
で
す
が
、
こ
こ
は
ま
っ
た
く
肥
後
国
の
郡

名
に
一
致
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か

ら
こ
れ
は
出
水
郡
の
正
税
帳
の
郡
司
の
名
前
な

の
で
す
け
ど
も
、「
肥
君
」（
ひ
の
き
み
）
と
か

「
五
百
木
部
」（
い
お
き
べ
）、「
大
伴
部
」（
お

お
と
も
べ
）
と
い
っ
た
よ
う
な
い
ず
れ
も
肥
後

写真４　薩摩国正税帳複製（国立歴史民俗博物館蔵）

図 8　金峰町（南さつま市）小中原遺跡「阿多」墨書土器
（鹿児島県埋蔵文化財発掘調査報告書 57. 1991）
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国
に
い
る
人
た
ち
と
同
じ
姓
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
出
水
郡
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
肥
後
国
の
一
部

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
証
拠
と
し
て
万
葉
集
に
「
隼
人
の
瀬
戸
」
と
い
う
も
の
を
詠
ん
だ
歌
が
あ

り
ま
す
（
史
料
19
）。

「
隼
人
の
薩
摩
の
瀬
戸
を
雲
居
（
く
も
ゐ
）
な
す
遠
く
も
我
れ
は
今
日
（
け
ふ
）
見
つ
る
か
も
」
と
い
う
歌
で
す
。
こ
こ図９　『和名類聚抄』に見える薩摩国の郡郷名

写真 5　『和名類聚抄』（名古屋市博物館本）
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に
詠
ま
れ
て
い
る
隼
人
の
瀬
戸
は
、
長
島
町
と
阿
久
根
市
の
間
に
あ
る
、
不
知
火
海
と
東
シ
ナ
海
を
つ
な
ぐ
海
峡
で
黒
之
瀬
戸

と
現
在
は
呼
ば
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
が
当
時
の
隼
人
の
瀬
戸
、
薩
摩
の
瀬
戸
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
写
真

６
）。
ち
な
み
に
長
島
は
、
現
在
は
鹿
児
島
県
で
す
け
れ
ど
も
、
中
世
ま
で
は
肥
後
国
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
ひ
と
つ

の
境
界
線
が
あ
っ
て
、
薩
摩
国
の
建
国
に
際
し
て
は
、
出
水
郡
を
肥
後
国
か
ら
薩
摩
国
に
移
管
し
、
さ
ら
に
そ
の
南
の
隼
人
の

世
界
に
肥
後
国
の
四
つ
の
郡
か
ら

移
民
を
行
っ
て
、
こ
こ
に
国
府
を

建
て
、
さ
ら
に
そ
の
南
、
隼
人
が

住
む
一
一
の
郡
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
と
い
う
よ
う
な
仕
組
み
に
な

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。写

真
7
は
長
島
町
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す
遣
唐
使
漂
着
の
記

念
碑
で
す
。
本
当
に
こ
こ
に
漂
着

し
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い

の
で
す
け
れ
ど
も
、
奈
良
時
代
の

写真６　万葉歌碑と黒の瀬戸　

史料 19　万葉集巻三 245・246・247・248 番
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図 11　大島遺跡
　　　　（鹿児島県立埋蔵文化財センター
　　　　  発掘調査報告書 80. 2005）

図 10　大坪遺跡
　　　　（鹿児島県立埋蔵文化財センター
　　　　  発掘調査報告書 79. 2005）

写真７　遣唐使船漂着記念碑
　　（長島町唐隈）　
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資
料
で
は
、
肥
後
国
に
漂
着
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
長
島
が
肥
後
の
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
か
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
鹿
児
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
九
州
新
幹
線
の
工
事
の
際
に
調
査
し
た
出
水
市
の
大
坪
遺
跡
（
図

10
）、
薩
摩
川
内
市
の
大
島
遺
跡
（
図
11
）
か
ら
、
い
ず
れ
も
肥
後
国
の
土
器
が
出
て
き
て
い
て
、
移
民
は
確
実
に
行
わ
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
、あ
る
い
は
、出
水
の
方
は
も
と
も
と
肥
後
系
の
人
た
ち
が
住
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

（
四
）
日
向
国
へ
の
移
民

そ
れ
か
ら
日
向
へ
の
移
民
と
い
う
の
も
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
図
12
を
見
ま
す

と
諸
県
郡
と
い
う
と
こ
ろ
に
山
鹿
、
八
代
と
い
う

郷
名
が
あ
り
ま
す
。
山
鹿
も
八
代
も
肥
後
の
郡
名

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
山
鹿
に
つ
い

て
は
全
く
遺
称
地
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ど
こ
な

の
か
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
三
納
が

あ
っ
て
、
そ
の
南
に
八
代
と
い
う
遺
称
地
が
あ
り

ま
す
（
図
13
）。
も
し
、
こ
の
三
納
が
三
野
城
だ

と
す
る
と
、
そ
の
さ
ら
に
南
の
方
に
肥
後
国
か
ら

の
移
民
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
事
が
言
え
る
か
と

図 13　「八代」地名（yahoo japan）

図 12　『和名類聚抄』に見える日向国の郡郷名
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思
い
ま
す
。

三

南
九
州
へ
の
移
民
に
つ
い
て

時
間
の
関
係
で
、
大
隅
の
国
に
つ
い
て
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
大
隅
に
つ
い
て
も
大
分
、
豊
国
、
あ
る
い
は
中

津
と
い
う
地
名
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
豊
後
国
や
豊
前
国
の
郡
名
に
一
致
す
る
の
で
す
（
図
14
）。
で
す
か
ら
、
隼
人
の
地

写真 8　辛国宇豆峰神社（霧島市国分上井）

図 14　『和名類聚抄』に見える大隅国の郡郷名

図 15　鹿児島市横井竹ノ山遺跡墨書土器
　　　  　　（鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査
　　　　　　報告書 67. 2004）
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を
支
配
す
る
た
め
に
は
、
肥
後
国
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
豊
前
や
豊
後
な
ど
か
ら
た
く
さ
ん
の
移
民
を
動
員
し
、
導
入
し
た

の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

写
真
8
は
現
在
の
鹿
児
島
県
霧
島
市
に
あ
り
ま
す
辛
国
宇
豆
峰
神
社
で
す
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
豊
前
の
人
た
ち
が
祀
っ
て

い
た
神
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
南
九
州
全
体
へ
の
移
民
に
つ
い
て
見
て
お
き
ま
す
と
、
溝
口
優
樹
さ
ん
が
、
昨
年

の
鞠
智
城
跡
特
別
研
究
成
果
報
告
会
で
肥
後
国
の
氏
族
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
改
め
て
見
ま
し
て
、
現
在

の
鹿
児
島
県
下
で
出
て
き
て
お
り
ま
す
墨
書
土
器
で
そ
の
肥
後
の
人
名
と
い
い
ま
す
か
、
氏
族
名
に
一
致
す
る
も
の
と
、
そ

の
可
能
性
が
あ
る
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
1
に
な
り

ま
す
。
具
体
的
に
写
真
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
図
15
は
、「
肥
道
里
」、
あ
る
い
は
「
肥
道
岡
」
と
い

う
墨
書
土
器
に
な
り
ま
す
。
肥
君
の
一
族
が
居
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
鹿
児
島
市
の
横
井
竹
ノ
山
遺
跡
か
ら

出
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
の
墨
書
土
器
に
つ
い
て
は
、
こ

の
肥
君
の
名
前
が
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
五

芒
星
、
陰
陽
道
の
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

九
世
紀
の
半
ば
過
ぎ
に
薩
摩
の
国
で
も
陰
陽
道
に
関
わ
る

祭
祀
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
の
で
き
る

表１　鹿児島県で氏族名の可能性のある
    墨書土器が出土した遺跡一覧
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資
料
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
図
16
も
鹿
児
島
市
の
湯
屋
原
遺
跡
で
す
が
「
大
伴
」。
図
17
は
鹿

児
島
市
の
不
動
寺
と
い
う
遺
跡
で
す
。「
日
下
」（
く
さ
か
）
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
下
部
に
関
す
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
図
18

は
「
春
」
と
い
う
字
で
す
が
、
春
日
部
に
関
わ
る
の
か
な
と
い
う
も
の
で
す
。
図
19
は
「
日
」
で
す
。
そ
れ
か
ら
図
20
の
「
高

分
」（
た
か
わ
け
）
は
、
肥
後
に
い
る
一
族
だ
と
い
う
こ
と
で
、
国
府
付
近
に
や
は
り
そ
う
い
う
一
族
も
移
民
し
て
い
た
、
移

住
さ
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
墨
書
土
器
、
鹿
児
島
の
場
合
に
は
、
多
く
は
九
世
紀
の
も
の
で
し

て
、
移
民
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
八
世
紀
そ
の
も
の
を
表
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
と
図
21
は
「
高
」
で
す
。
図
22

は
「
刑
部
」（
お
さ
か
べ
）
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
図
23
は
南
さ
つ
ま
市
で
「
久
米
」
と
い
う
も
の
が
出

て
い
ま
す
。
図
24
は
肥
後
と
い
う
よ
り
か
、
豊
前
国
で
「
酒
井
」
と
い
う
一
族
が
お
り
ま
す
。
豊
前
と
の
関
係
を
示
す
も
の
も

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
図
25
の
左
は
「
宅
」、
は
、
右

は
「
山
」、
そ
れ
か
ら
「
建
部
」（
た
け
る
べ
）
に
つ
い

て
は
南
さ
つ
ま
市
（
図
26
）
と
か
指
宿
市
（
図
27
）
で

出
土
し
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
の
は
、

集
団
で
移
民
す
る
、
郡
単
位
で
移
民
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
し
た
が
、
こ
れ
は
現
在
で
言
う
と
、
薩
摩
川
内

市
あ
た
り
に
限
ら
れ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
以
外
に
も
た
く
さ
ん
の
、
肥
後
の
国
な
ど
か

図 16　鹿児島市湯屋原遺跡墨書土器
　　　    （鹿児島県立埋蔵文化財センター
　　　　  発掘調査報告書 2. 2004）

図 17　鹿児島市不動寺遺跡墨書土器
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図 18　いちき串木野市市ノ原遺跡
　　　  第 1 地点墨書土器
　　　    （鹿児島県立埋蔵文化財センター
　　　　  発掘調査報告書 49. 2003）

図 22　薩摩川内市薩摩国分寺跡
　　　  墨書土器
　　　    （鹿児島県教育委員会 1975）

図 24　南さつま市金峰町芝原遺跡
　　　  墨書土器
　　　    （鹿児島県立埋蔵文化財センター
　　　　  発掘調査報告書 170. 2012）

図 21　薩摩川内市京田遺跡
　　　  墨書土器
　　　    （鹿児島県立埋蔵文化財センター
　　　　  発掘調査報告書 81. 2005）

図 23　南薩摩市上加世田遺跡
　　　  墨書土器
　　　    （南さつま市教育委員会蔵）

図 19　薩摩川内市中福良成岡遺跡
　　　  墨書土器
　　　    （鹿児島県埋蔵文化財発掘調査
　　　　 報告書 28. 1983）

図 20　薩摩川内市中福良西ノ平遺跡
　　　  墨書土器
　　　    （鹿児島県埋蔵文化財発掘調査
　　　　 報告書 28. 1983）
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図 28　指宿市橋牟礼川遺跡墨書土器
　　　    （下山覚「考古学から見た隼人の生活」
　　　　  新川登亀男編『西海と南海の生活・文化』名著出版1995）

図 25　南さつま市金峰町芝原遺跡墨書土器
　　　    （鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書170. 2012）

図 27　指宿市敷領遺跡墨書土器
　　　    （指宿市教育委員会蔵）

図 26　金峰町（南さつま市）筆付
　　　  遺跡墨書土器
（金峰町埋蔵文化財発掘調査報告書17. 2004）
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ら
の
移
民
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
私
が
今
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
隼
人
と
い
う
の
は
な
か
な
か
律
令
制
に
従
っ
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
や
は
り
文
書
を
作
っ
た
り
す
る
必
要
は
あ
る
わ
け
で
す
。
文
書
行
政
と
い
う
の
は
き
ち
ん
と
行

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
う
い
っ
た
知
識
や
技
術
を
持
っ
た
人
た
ち
を
郡
司
の
中
の
「
主
政
」
と
か
「
主

帳
」
と
い
う
、
要
は
書
記
官
役
の
仕
事
の
た
め
に
送
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
と
言
う
こ
と
で
、
肥
後

の
国
と
い
う
の
は
や
は
り
南
九
州
の
支
配
に
対
し
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

五

お
わ
り
に

最
後
に
な
り
ま
す
が
、『
弘
仁
主
税
式
』
の
と
こ
ろ
（
史
料
23
）
に
、
各
国
の
出
挙
の
本
稲
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
肥
後
の
国
は
国
分
寺
の
た
め
に
八
万
束
の
稲
を
出
挙
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
八
万
束
の
う
ち
、
肥
後
国
で
は
六
万
束
の

利
子
、
二
万
束
の
利
子
は
薩
摩
国
の
た
め
に
使
う
と
い
う
こ
と
で
、
経
済
的
に
も
肥
後
は
薩
摩
国
を
支
え
る
と
い
う
役
割
を
担

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
一
方
大
隅
国
は
、
日
向
国
で
二
万
束
の
出
挙
を
や
っ
て
い
る
。
日
向
国
の
場
合
、
自

分
の
国
は
一
万
束
で
、
大
隅
の
方
が
多
い
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
隼
人
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
を
う
ま
く
支
配
す
る
た
め

に
、
そ
れ
な
り
の
規
模
で
国
分
寺
を
作
り
、
地
元
で
は
そ
の
維
持
財
源
が
確
保
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
肥
後
国
や
日
向
国

に
、
出
挙
を
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
薩
摩

国
の
瓦
も
肥
後
の
技
術
が
一
部
入
っ
て
い
る
と
い
う
話
で
あ
り
ま
し
た
し
、
ま
た
最
近
調
査
が
行
わ
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

南
九
州
市
金
峰
町
に
あ
る
中
岳
古
窯
跡
群
（
図
29
）
と
い
う
須
恵
器
の
窯
跡
の
技
術
は
熊
本
県
の
荒
尾
市
付
近
の
窯
の
技
術
が
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導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
時
期
的
に
は
九
世
紀
の
後
半
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
の

で
、
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
八
世
紀
と
は
時
期
が
ず
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
肥
後
と
薩
摩
の
関
係
、
南
九
州
の
関
係
と
い
う

の
は
隼
人
の
時
代
が
終
わ
っ
た
後
も
引
き
続
き
続
い
て
い
る
と
い
う
事
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
と

ま
ら
な
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

史料 23　弘仁式主税

図 29　南九州市金峰町中岳山窯跡群
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告
④

ヤ
マ
ト
王
権
と
九
州
の
古
墳
文
化

報
告
者
紹
介

和
田

晴
吾
（
わ
だ

せ
い
ご
）

京
都
大
学
文
学
部
卒
業
、
同
大
学
院
文
学
研
究
科
後
期
課
程
中
退
、
京
都
大
学
助
手
、
富
山
大

学
人
文
学
部
助
教
授
、
立
命
館
大
学
文
学
部
助
教
授
・
教
授
を
歴
任
。
現
在
、
立
命
館
大
学
名

誉
教
授
。
兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
館
長
。
博
士
（
文
学
）

主
な
著
書
論
文
に
は
、『
古
墳
時
代
の
王
権
と
集
団
関
係
』、『
古
墳
時
代
の
生
産
と
流
通
』、

『
古
墳
時
代
の
葬
制
と
他
界
観
』、「
前
方
後
円
墳
と
は
何
か
」『
前
方
後
円
墳
』（
古
代
史
を
ひ

ら
く
）
等
多
数
。
専
門
は
日
本
考
古
学
。

サンコミ _鞠智城成果報告 /2022.03.18/ サイズ /148× 210mm報告④　和田先生
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一

古
墳
と
は
何
か

古
墳
と
は
何
か
と
い
う
疑
問
か
ら
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
結
論
か
ら
言
い
ま
す
と
、
当
時
の
人
々
は
古
墳

は
墓
で
あ
る
と
と
も
に
、
亡
き
首
長
の
冥
福
を
祈
る
葬
式
の
重
要
な
舞
台
装
置
の
一
つ
で
、
そ
の
表
面
に
は
葺
石
や
埴
輪
で
他

界
（
あ
の
世
）
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
人
々
は
人
が
死
ぬ
と
、
そ
の
魂
は
鳥
に
先
導
さ
れ

た
船
に
乗
っ
て
他
界
へ
赴
い
て
末
長
く
安
寧
に
暮
ら
す
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
日
本
で
出
土
し
た
遺
物
の
中
で
一

番
そ
の
考
え
方
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、
図
1
の
装
飾
付
須
恵
器
で
、
大
分
県
の
国
東
半
島
に
あ
り
ま
す
一
ノ
瀬
２
号
墳

か
ら
出
土
し
た
も
の
で
す
。
左
右

の
下
の
方
に
人
が
乗
っ
た
船
が
表

現
さ
れ
て
い
て
、
中
ほ
ど
に
船
を

先
導
す
る
鳥
が
あ
り
ま
す
。
口
縁

部
の
と
こ
ろ
に
は
、
龍
が
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。

図
２
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
当

ヤ
マ
ト
王
権
と
九
州
の
古
墳
文
化

　
　
　
　
　
兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
館
長

和
田

晴
吾

図１ 大分県国東市一ノ瀬
　　　  2 号墳　装飾付須恵器
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時
の
人
々
は
、
お
葬
式
の
葬
列
で
、
死
者
の
魂
が
他
界
へ
行
く
様
子
を
真
似
て
、
遺
体
を
赤
く
塗

っ
た
飾
ら
れ
た
船
に
乗
せ
て
、
古
墳
へ
と
引
っ
張
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

の
早
川
和
子
さ
ん
に
描
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
古
墳
の
表
面
に
は
図
３
の
よ
う
に
葺
石
や

埴
輪
で
他
界
が
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
現
在
は
木
で
覆
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
古
墳

が
で
き
た
ば
か
り
の
時
は
こ
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
「
造
出
（
つ
く
り
だ
し
）」
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
近
く
に
船
が
見

え
ま
す
。
こ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
死
者
の
船
が
他
界

へ
到
着
し
た
こ
と
の
証
と
し
て
舟
形
埴
輪
が
置

か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

二

古
墳
の
秩
序

当
時
は
、
古
墳
は
力
が
あ
れ
ば
誰
で
も
自
由

に
造
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多

く
の
古
墳
は
ヤ
マ
ト
王
権
が
直
接
、
間
接
、
そ

の
築
造
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
う
し
て
、
被
葬
者
の
政
治
的
地
位
に
応
じ
て
古

図３ 前方後円墳完成時の推測図（中期前葉）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（早川和子　絵）

図２ 古墳時代　葬列復元図　　　（早川和子　絵）
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墳
の
形
と
規
模
が
決
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

従
い
ま
し
て
、
古
墳
に
は
大
王
を
頂
点
と
し
た
階
層

的
な
政
治
秩
序
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。
さ
ら
に
古
墳
の
表
面
に
他
界
が
表
現
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
ら
、
こ
の
現
世
の

古
墳
の
秩
序
は
他
界
に
ま
で
及
び
、
古
墳
は
こ
の
世

と
あ
の
世
、
両
方
を
秩
序
付
け
る
巧
妙
な
装
置
と
し

て
機
能
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

三

大
王
墳
と
地
域
の
古
墳
の
動
向

と
こ
ろ
が
、
こ
の
古
墳
の
秩
序
の
頂
点
に
位
置
し

ま
す
大
王
の
古
墳
を
大
王
墳
と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
が
、
そ
の
墓
域
は
図
４
の
よ
う
に
時
期
に
よ
っ

て
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
最
初
は
奈
良
盆
地
の
東

南
部
に
あ
り
ま
す
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
に
ご
ざ
い
ま

し
た
。
そ
れ
が
次
の
段
階
（
前
期
後
葉
）
に
は
奈
良

図４ 奈良県・大阪府主要古墳編年図



85 報告④　ヤマト王権と九州の古墳文化

盆
地
北
部
の
佐
紀
盾
列
（
た
た
な
み
）
古
墳
群

の
西
群
に
移
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
古
墳
時

代
の
中
期
に
な
り
ま
し
た
ら
、
大
阪
平
野
南
部

の
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
へ
と
移
っ
て
ま
い
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
百
舌
鳥
・
古
市
も
中
期
末

～
後
期
初
頭
に
は
急
速
に
衰
退
し
ま
す
。
そ
し

て
、
六
世
紀
の
前
葉
（
後
期
中
葉
）
に
な
り
ま

し
た
ら
、
大
王
墳
は
大
阪
府
高
槻
市
の
今
城
塚

古
墳
と
い
う
古
墳
に
移
り
ま
す
。
そ
し
て
、
後

期
後
葉
に
は
飛
鳥
地
域
の
入
口
ぐ
ら
い
に
奈
良

県
最
大
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
見
瀬
丸
山
古
墳

（
橿
原
市
）
が
造
ら
れ
ま
す
。

図
５
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ
こ
が
最
初
の
大
王
墳
で
あ
る
桜
井
市
箸
墓
古
墳
を
含
む
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
。
前
期
の

後
半
に
な
り
ま
し
た
ら
、
こ
れ
が
佐
紀
古
墳
群
の
西
群
。
中
期
に
な
り
ま
し
た
ら
、
こ
こ
が
古
市
古
墳
群
、
こ
こ
が
百
舌
鳥
古

墳
群
に
な
り
ま
す
。
多
分
、
大
王
墳
は
百
舌
鳥
と
古
市
の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
よ
う
な
形
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
は
畿
内
地
域
の
地
図
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
阪
の
と
こ
ろ
は
河
内
潟
が
入
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
流
れ
込
ん
で
い

図５　畿内地域古墳分布図
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る
こ
の
川
が
大
和
川
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
大
和
川
の
中
流
に
あ
り
ま
す
奈
良
盆
地
の
地
域
と
、
大
和
川
の
下
流
の
河
内
地

域
は
最
初
か
ら
一
体
的
な
も
の
で
、ヤ
マ
ト
王
権
は
両
地
域
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

東
ア
ジ
ア
の
朝
鮮
半
島
の
国
々
を
見
ま
し
て
も
高
句
麗
に
し
ま
し
て
も
百
済
に
し
ま
し
て
も
新
羅
に
し
ま
し
て
も
、
い
ず
れ

も
比
較
的
大
き
な
川
の
中
流
に
都
が
あ
っ
て
、
入
り
口
に
外
港
っ
て
い
う
か
外
向
き
の
所
が
あ
る
。
こ
ち
ら
が
経
済
的
基
盤
の

中
心
で
あ
り
ま
し
て
、
中
流
域
が
政
治
の
中
心
と
い
う
よ
う
な
形
で
一
貫
し
て
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
こ
こ
が
磯
城
・
磐
余
（
し
き
・
い
わ
れ
）
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
地
域
を
中
心
に
王
宮
が
あ
り
、
大
王
墳

を
造
る
場
所
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
変
わ
っ
た
か
と
言
い
ま
し
た

ら
、
時
期
ご
と
の
政
策
に
よ
り
ま
し
て
、
大
王
墳
の
立
地
す
る
場
所
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま

し
て
、
そ
の
大
王
墳
の
墓
域
が
変
わ
る
こ
と
が
各
地
域
の
古
墳
の
築
造
に
、
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
例
え
ば
、
王
権
が
領
域
の
拡
充
を
め
ざ
し
た
前
期
後
葉
に
墓
城
を
移
し
た
奈
良
盆
地
の
北
部
で
し
た
ら
、
こ
れ
が
木
津
川

で
す
け
れ
ど
も
、
東
に
行
け
ば
東
国
へ
行
き
ま
す
。
こ
れ
を
下
っ
て
行
き
ま
し
て
、
巨
椋
池
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
の

ぼ
り
ま
し
た
ら
宇
治
川
で
、
そ
の
先
は
琵
琶
湖
に
な
り
ま
し
て
、
こ
れ
も
、
東
山
道
か
ら
北
陸
に
行
き
ま
す
し
、
こ
れ
は
桂
川

で
す
が
、
こ
れ
を
越
え
て
行
き
ま
し
た
ら
日
本
海
側
へ
行
き
ま
す
。
こ
ち
ら
へ
淀
川
を
下
れ
ば
瀬
戸
内
海
、
そ
れ
か
ら
九
州
を

通
じ
て
西
方
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
言
っ
て
み
ま
し
た
ら
、
王
権
内
の
全
域
に
一
番
開
か
れ
た
場
所
、
奈
良
盆
地
の
出
口
と

い
っ
た
ら
こ
こ
に
な
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
大
王
墳
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
期
に
な
り
ま
し
た
ら
、
非
常
に
東
ア
ジ
ア
と
の
交
流
が
活
発
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
が
百
舌
鳥
古
墳
群
で
こ
っ
ち
が
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古
市
古
墳
群
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
東
ア
ジ

ア
に
開
か
れ
た
畿
内
の
出
入
口
に
古
墳
群
が
造
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
対
外
政
策
を
重
視
す
る
よ
う
な
段
階
に

な
っ
て
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
瀬
戸
内

海
か
ら
直
接
百
舌
鳥
古
墳
群
が
見
え
る
の
で
は
と
よ
く
言

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
阪
湾
を
突
っ
切
っ
て
こ
な
い
と
百

舌
鳥
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
沿
岸
沿
い
で
来
る
の
が
本
来
の

ル
ー
ト
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
古
墳
時
代
前
期
や
中
期
に
は
、
各
地
で
地
元

を
支
配
す
る
首
長
た
ち
が
大
王
を
中
心
に
政
治
的
に
ま
と

ま
っ
て
い
た
時
代
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
体
制
を
私
は
首

長
連
合
体
制
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
前
期
の
後
葉
は
そ
の

発
展
期
で
、
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
王
権
は
領
域

の
拡
充
を
め
ざ
し
対
内
重
視
の
政
策
を
と
っ
て
い
ま
し
た

の
で
、
各
地
か
ら
多
く
の
首
長
が
こ
の
連
合
に
入
っ
て
き

て
、
前
方
後
円
墳
を
造
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
図
６
は
、

図６ 熊本県主要古墳編年図
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熊
本
大
学
の
杉
井
健
さ
ん
が
作
ら
れ
た
熊
本
県
の
主
要
な
古
墳
の
編
年

図
で
す
が
、
こ
ち
ら
で
も
前
期
後
半
を
中
心
に
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ

ま
す
。
と
こ
ろ
が
中
期
に
入
る
と
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
前
方
後
円
墳

の
築
造
に
は
強
い
規
制
が
か
か
り
、
限
ら
れ
た
古
墳
だ
け
が
前
方
後
円

墳
と
し
て
造
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
大
き
い
前
方
後
円
墳
（
阿
蘇

市
長
目
塚
古
墳
）
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
阿
蘇
谷
の
も
の
で

あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
除
き
ま
し
た
ら
余
計
に
わ
か
り
や
す
い
か
と

思
い
ま
す
。
こ
の
岩
原
双
子
塚
は
、
も
う
少
し
古
く
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う
な
状
態
で
す
。
ち
な
み
に
、
先
程
吉

村
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
江
田
船
山
古
墳
は
、
後
期
の
最
初
の
古

墳
に
な
り
ま
す
。

図
７
は
古
市
古
墳
群
や
百
舌
鳥
古
墳
群
あ
る
い
は
一
定
の
地
域
の
古

墳
・
古
墳
群
の
、
同
じ
時
期
の
い
ろ
ん
な
形
と
規
模
の
古
墳
の
関
係
を

模
式
図
に
し
た
も
の
で
す
が
、
全
体
と
し
て
は
こ
う
い
う
よ
う
な
格
好

に
な
り
ま
す
。
大
王
墳
を
頂
点
と
し
た
、
ご
く
一
部
の
限
ら
れ
た
数
の

首
長
た
ち
だ
け
が
前
方
後
円
墳
を
造
れ
ま
し
て
、
他
の
数
多
く
の
中
小

図７ 中期古墳の秩序・階層模式図
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首
長
た
ち
は
だ
い
た
い

円
墳
と
か
帆
立
貝
墳
と

か
方
墳
を
造
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
う
い
う

よ
う
な
支
配
の
体
制
が

古
墳
時
代
中
期
に
出
現

す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
前
期
か
ら
中
期

に
か
け
て
の
頃
、
九

州
、
特
に
有
明
海
沿
岸

地
方
の
勢
力
が
だ
ん
だ

ん
台
頭
し
て
き
ま
す
。

そ
れ
は
こ
の
地
域
の
古

墳
文
化
の
独
自
性
が
顕

著
に
な
っ
て
く
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

図８ 長持形石棺と割竹形・舟形石棺の分布図　
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前
期
後
葉
に
有
明
海
沿
岸
で
舟
形
石
棺
が
作
り
だ
さ
れ
ま
す
。
図
８
を
見
ま
す
と
、
畿
内
を
中
心
と
し
た
限
ら
れ
た
地
域
で
は

組
合
式
の
長
持
形
石
棺
が
分
布
し
て
い
ま
す
が
、
九
州
を
中
心
と
し
た
地
域
で
は
刳
抜
式
（
く
り
ぬ
き
し
き
）
の
舟
形
石
棺
が

作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
図
に
は
六
世
紀
の
も
の
ま
で
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
分
か
り
に
く
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ

の
長
持
形
石
棺
を
作
る
グ
ル
ー
プ
と
舟
形
石
棺
を
作
る
グ
ル
ー
プ
と
、
そ
し
て
ど
っ
ち
も
使
わ
な
い
グ
ル
ー
プ
と
。
こ
の
３
つ

の
地
域
が
古
墳
時
代
中
期
（
だ
い
た
い
五
世
紀
）
に
現
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
の
後
の
歴
史
過
程
に
か
な
り
大

き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
い
ま
す
。
今
日
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
宇
土
市
教
育
委
員
会
に
お
ら
れ
た
高
木

恭
二
さ
ん
は
こ
う
い
う
舟
形
石
棺
の
専
門
家
で
し
て
、
今
度
も
そ
の
研
究
成
果
を
利
用
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
図
9
の
1
の
よ
う
に
中
期
の
初
め
か
ら
、
横
穴
式
石
室
の
採
用
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
福
岡
県
の
鋤
崎
古
墳
の
石

室
の
図
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
日
本
で
一
番
古
い
横
穴
式
石
室
の
一
つ
に
な
り
ま
す
。
こ
の
当
時
は
近
畿
地
域
も
含

め
て
竪
穴
式
石
槨
と
か
粘
土
槨
と
い
っ
た
埋
葬
施
設
が
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
よ
り
も
一
〇
〇
年

ほ
ど
古
く
、
九
州
で
は
横
穴
式
石
室
が
採
用
さ
れ
だ
し
ま
す
。
図
9
の
５
の
古
墳
の
特
徴
も
、
遺
体
を
置
く
床
（
屍
床
、
し
し

ょ
う
）
は
あ
る
わ
け
で
す
が
、
棺
桶
は
使
わ
な
い
。
図
9
の
３
は
古
墳
時
代
中
期
中
葉
の
肥
後
型
横
穴
式
石
室
と
呼
ば
れ
て
い

る
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
玄
室
の
床
面
の
周
囲
に
板
石
を
立
て
て
囲
み
ま
し
て
、
こ
れ
を
石
障
と
い
い
ま
す
が
、
内

部
を
板
石
で
区
画
し
て
遺
体
を
三
体
置
け
る
よ
う
な
形
の
も
の
も
現
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
図
9
の
４
の
よ
う
に
、
狭
い
横
穴
式

石
室
の
中
に
大
き
な
石
棺
を
置
き
ま
し
て
、
短
辺
に
出
入
り
で
き
る
横
口
が
開
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
妻
入
横
口
式
家
形

石
棺
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
福
岡
県
の
石
人
山
古
墳
の
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
っ
た
も
の
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も
有
明
海
沿
岸
で
の
み
発
達
し
た
、
一
つ
の
特

徴
に
な
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
が
、

図
10
は
、
九
州
で
石
人
石
馬
と
昔
か
ら
呼
ば
れ

て
き
た
も
の
で
す
。
先
ほ
ど
ま
で
は
、
古
墳
内

部
の
埋
葬
施
設
に
非
常
に
地
域
色
が
強
く
表
れ

た
例
で
す
け
れ
ど
も
、
墳
丘
外
面
の
埴
輪
と
い

っ
し
ょ
に
阿
蘇
溶
結
凝
灰
岩
で
作
っ
た
も
の
を

立
て
て
い
ま
す
。
最
初
は
こ
う
い
う
短
甲
（
た

ん
こ
う
）
に
草
摺
（
く
さ
ず
り
）
を
つ
け
た
よ

う
な
形
か
ら
始
ま
り
、
広
が
り
ま
す
。
後
期
の

も
の
か
と
思
い
ま
す
が
、
南
の
方
に
行
っ
た
ら
、

先
ほ
ど
亀
田
さ
ん
の
話
で
器
財
的
な
も
の
が
多

い
と
か
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
当
た
り
ま
す
が
、

ど
っ
ち
か
と
い
う
と
南
の
方
は
で
す
ね
、
埴
輪

と
い
う
よ
り
、
木
の
埴
輪
を
真
似
た
よ
う
な
も

図９　九州的横穴式石室

熊本市千金甲 1号墳

福岡市鋤崎古墳

福岡県桂川町王塚古墳福岡県広川町石人山古墳
模式図

熊本県荒尾市
別当塚東古墳
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の
が
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
感

じ
が
し
ま
す
け
ど
、
こ
う
い
う

も
の
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
こ
う
い
う
の
は
ほ

か
の
地
域
に
は
な
い
非
常
に
地

域
色
の
強
い
も
の
で
あ
り
、
そ

の
い
く
つ
か
は
、
こ
の
後
で
出

現
し
ま
す
彩
色
の
壁
画
古
墳
と

と
も
に
高
句
麗
な
ど
、
朝
鮮
半

島
の
墓
制
と
の
関
係
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

四

中
期
か
ら
後
期
へ
（
第
一
段
階
・
首
長
連
合
体
制
の
変
革
）

と
こ
ろ
で
、
古
墳
時
代
の
中
期
か
ら
後
期
へ
の
変
化
は
古
墳
時
代
最
大
の
変
化
で
あ
り
ま
し
て
、
古
墳
時
代
を
二
分
す
る
ほ

ど
の
も
の
で
す
。
私
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
首
長
連
合
体
制
か
ら
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制
へ
本
格
的
に
移
行
し
て
行
く
、
そ

図 10 石製表職 ( 石人石馬）と横口式家形石棺の分布図
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の
最
初
が
こ
の
中
期
か
ら
後
期
へ
の
変
化
の
中
に
あ
る

の
で
は
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
二
つ
の
段
階
を

追
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
（
図
15
参
照
）。

そ
の
第
一
段
階
は
五
世
紀
後
葉
に
あ
た
る
時
期
で
、

大
王
名
の
王
朝
名
で
言
っ
た
ら
、
だ
い
た
い
雄
略
朝
に

相
当
す
る
ぐ
ら
い
の
時
期
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
そ
の
第
一
段
階
を
説
明
す
る
の
に
は
図
11
が
一

番
分
か
り
や
す
い
。
こ
れ
は
京
都
の
南
山
城
の
、
先
程

の
木
津
川
流
域
の
古
墳
群
の
変
化
で
す
。
日
本
の
古
墳

は
ブ
ツ
切
れ
で
あ
る
と
い
う
の
が
一
つ
の
特
徴
で
す
。

前
期
の
後
葉
ぐ
ら
い
に
前
方
後
円
墳
を
造
る
集
団
は
木

津
川
の
西
側
に
も
東
側
に
も
五
つ
か
ら
六
つ
あ
っ
た
わ

け
で
す
が
、
中
期
に
な
り
ま
し
た
ら
ご
く
限
ら
れ
て

ま
い
り
ま
し
て
、
特
に
前
方
後
円
墳
を
造
る
地
域
は
久

世
地
域
し
か
な
い
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
９
期
以
降
が
後
期
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

図 11　京都府南山城の主要古墳編年図
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も
、
途
端
に
中
期
の
大
き
な
古
墳
群
が
一
気
に
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。
多
分
、
王
権
に
よ
っ
て
地
元
を
支
配
し
て
い
た
首
長

た
ち
の
支
配
が
解
体
さ
れ
、
旧
勢
力
潰
し
が
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
少
し
遅
れ
ま
す

が
、
新
し
い
墓
域
に
中
小
の
前
方
後
円
墳
を
造
る
首
長
が
現
れ
る
と
か
、
そ
れ
ま
で
方
形
周
溝
墓
を
造
っ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る

庶
民
的
な
階
層
の
人
た
ち
が
円
墳
を
造
り
だ
す
と
か
、
変
わ
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
段
階
が
出
現
し
ま
す
。
そ
の
方
形
周
溝
墓

か
ら
円
墳
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
を
古
式
群
集
墳
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
王
権
が
初
め
て
そ
れ
ま
で
は
首
長
た
ち

の
支
配
下
に
あ
っ
た
民
主
層
を
、
直
接
支
配
す
る
よ
う
な
段
階
が
や
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

図
12
は
熊
本
市
の
塚
原
古
墳
群
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
全
体
が
一
〇
〇
基
を
超
え
る
ほ
ど
発
掘
調
査
さ
れ
ま
し
た
中
に
、

中
期
的
な
方
形
周
溝
墓
群
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
第
一
段
階
ぐ
ら
い
に
円
墳
群
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
、
大
き
め
の
中

小
の
首
長
墳
と
小
さ
め
の
古
式
群
集
墳
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
こ
う
い
っ
た
首
長
の
古
墳
と
か
、
そ
の
支
配
下
に
あ
り
ま
し
た
民
衆
の
墓
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
最
中
に
、
大

王
墳
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
言
い
ま
し
た
ら
、
図
4
を
ご
覧
を
い
た
だ
き
ま
し
た
ら
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
百
舌
鳥
古
墳
群

は
中
期
で
築
造
が
終
わ
り
ま
す
。
こ
れ
が
大
山
古
墳
で
す
ね
。
こ
れ
が
土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
で
発
掘
調
査
の
結
果
、
全
長

三
〇
〇
m
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
築
造
が
終
わ
り
ま
す
。
古
市
古
墳
群
で
は
、
こ
れ
が
岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳

と
い
う
二
〇
〇
m
を
超
え
る
古
墳
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
古
墳
で
そ
う
い
う
大
き
な
古
墳
の
築
造
が
終
わ
っ
て
、
後
は
大

王
墳
と
推
定
で
き
る
の
は
一
二
〇
m
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
古
墳
が
し
ば
ら
く
続
く
わ
け
で
す
。
磐
井
の
墓
だ
と
言
わ
れ
て
い
る

岩
戸
山
古
墳
が
大
体
一
四
〇
m
前
後
ぐ
ら
い
で
す
が
、
周
辺
を
み
て
も
同
時
期
最
大
の
も
の
は
、
そ
れ
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
大
き



95 報告④　ヤマト王権と九州の古墳文化

さ
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
、
王

権
が
弱
体
化
し
た
と
思
え
る
よ
う
な
現
象
が
起
こ

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
時
期
の
最

初
に
目
指
さ
れ
た
方
針
は
、
こ
の
王
権
の
弱
体
化

に
よ
っ
て
一
度
挫
折
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
弱

体
化
の
一
因
は
旧
勢
力
の
激
し
い
抵
抗
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

五

有
明
海
沿
岸
勢
力
の
台
頭

で
は
、
そ
の
時
期
に
は
九
州
は
ど
う
で
あ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
九
州
で
は
一

つ
は
新
し
い
要
素
と
し
て
、
ヤ
マ
ト
王
権
が
目
指

そ
う
と
し
た
方
向
性
を
向
い
た
古
墳
が
で
て
き
ま

す
。
そ
れ
は
先
に
言
い
ま
し
た
清
原
古
墳
群
の
江

田
船
山
古
墳
で
、
こ
の
古
墳
か
ら
は
銀
象
嵌
の
鉄

刀
が
出
て
お
り
ま
し
て
、
ワ
カ
タ
ケ
ル
と
い
う
名

図 12　熊本市塚原古墳群分布図



96鞠智城シンポジウム　古代の「辺要」支配と肥後・鞠智城

前
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
倭
王
武
に
あ
た
る

わ
け
で
す
。
雄
略
大
王
に
あ
た
る
と
思
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
「
典
曹
人
」（
て
ん

そ
う
じ
ん
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
に
対
に
な
る
も
の
と
し
て
は
関
東
で
は

埼
玉
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
銘
が
あ
り
、
そ
こ

に
は
ワ
カ
タ
ケ
ル
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
「
杖

刀
人
」（
じ
ょ
う
と
う
じ
ん
）
と
い
う
言
葉
が

出
て
き
ま
す
の
で
、
先
ほ
ど
の
吉
村
先
生
の

話
の
中
で
出
て
き
ま
し
た
人
制
と
い
う
非
常

に
初
源
的
な
官
僚
の
一
つ
の
制
度
か
と
思
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
関
わ

る
よ
う
な
古
墳
が
現
わ
れ
ま
す
。
関
東
で
も

埼
玉
稲
荷
山
古
墳
が
出
て
く
る
時
期
は
、
古

墳
築
造
の
一
つ
の
大
き
な
画
期
に
当
た
り
ま

す
。

図 13 阿蘇ピンク石 ( 馬門石）製家形石棺分布図
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そ
う
い
っ
た
も
の
が
出
て
く
る
一
方
、
九

州
の
方
で
は
ど
う
い
う
現
象
が
起
こ
る
か
と

言
い
ま
し
た
ら
、
一
つ
は
熊
本
県
宇
土
市
で
採

れ
ま
す
阿
蘇
ピ
ン
ク
石
、
地
元
で
は
馬
門
石
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
か
つ
て

は
奈
良
と
大
阪
の
境
に
あ
る
二
上
山
で
採
れ

る
石
だ
と
言
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す

け
れ
ど
も
、
宇
土
市
の
高
木
恭
二
さ
ん
が
い
ろ

い
ろ
分
析
さ
れ
ま
し
て
、
実
は
宇
土
市
に
そ
の

産
地
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
採
れ
た
石
を
持
ち
運

ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
覚
え
て
ら
っ
し
ゃ
る
方

が
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、「
大
王
の
棺
を
運

ぶ
実
験
航
海
」
と
い
う
こ
と
で
、
大
阪
湾
ま
で

実
際
に
石
棺
を
運
ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が

各
地
に
広
が
っ
て
い
ま
す
（
図
13
）。
こ
の
石

図 14 朝鮮半島古墳・古代山城分布図
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棺
は
地
元
よ
り
も
畿
内
地
域
を
中
心
と
し
た
家
形
石
棺
に
合
わ
せ
た
よ
う
な
形
の
も
の
が
た
く
さ
ん
造
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、

九
州
的
要
素
が
東
へ
広
が
っ
て
い
く
一
つ
の
現
象
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
こ
れ
図
14
の
朝
鮮
半
島
の
南
部
で
、
特
に
西
側
に
寄

っ
た
地
域
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
朴
天
秀
（
パ
ク
チ
ョ
ン
ス
）
さ
ん
が
作
ら
れ
た
図
で
あ
り
ま
す
。
朝
鮮
半
島
の
前

方
後
円
墳
っ
て
よ
く
お
聞
き
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
九
州
系
統
の
石
室
を
持
っ
た
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
実
は
、
前
方
後
円
墳
だ
け
で
は
な
く
て
円
墳
や
方
墳
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分

か
り
ま
し
て
、
最
近
で
は
方
墳
な
ん
か
を
堀
り
ま
し
た
ら
埴
輪
ま
で
、
し
か
も
人
物
や
動
物
の
埴
輪
ま
で
出
て
き
た
と
い
う
よ

う
な
状
況
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
う
い
っ
た
も
の
も
や
は
り
、
九
州
の
有
明
海
沿
岸
勢
力
、
九
州
北
部
ま
で
を
含
む
九
州
勢
力
の

動
き
と
非
常
に
関
係
し
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
九
州
的
横
穴
式
石
室
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
頃
に
は
西

日
本
の
各
地
に
広
が
り
だ
し
て
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
を
経
た
上
で
の
五
二
七
年
、
旧
勢
力
最
大
の
勢
力
で
あ
り
ま
し
た
有
明
海
沿
岸
勢
力
の
最
高
首
長
だ
っ
た

「
筑
紫
君
磐
井
」
の
乱
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
多
分
、
中
期
的
な
旧
勢
力
の
最
後
で
最
大
の
抵
抗
に
な

る
の
で
は
な
い
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

六

中
期
か
ら
後
期
へ
（
第
二
段
階
・
中
央
集
権
的
国
家
体
制
の
始
ま
り
）

そ
の
結
果
を
受
け
ま
し
て
、
第
二
段
階
が
古
墳
時
代
後
期
中
葉
の
六
世
紀
中
葉
頃
に
本
格
的
に
始
ま
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
詳
細
は
図
15
に
ゆ
ず
り
ま
す
が
、
一
番
下
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
古
市
・
百
舌
鳥
古
墳
群
で
衰
退
し
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て
い
た
大
王
墳
が
、
大
阪
の
淀
川
北
岸
の
三
島
と
い
う

と
こ
ろ
に
、
造
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
継
体
大
王
が
埋
葬

さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
今
城
塚
古
墳
で
あ
り
ま

す
。
面
白
い
こ
と
に
こ
の
今
城
塚
古
墳
は
単
独
で
造
ら

れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
ま
し

た
ら
三
種
類
の
石
棺
の
石
材
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ

の
一
つ
が
馬
門
石
、
阿
蘇
ピ
ン
ク
石
の
石
材
で
し
た
。

継
体
大
王
は
滋
賀
県
の
近
江
で
生
ま
れ
て
越
前
で
育
っ

た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
越
前
は
先
ほ
ど
見
て
い
た

だ
き
ま
し
た
舟
形
石
棺
の
広
が
っ
て
い
た
頃
か
ら
九
州

と
非
常
に
関
係
が
あ
り
ま
し
た
こ
と
な
ど
も
含
め
て
考

え
ま
す
と
、
継
体
大
王
擁
立
の
背
景
に
は
九
州
勢
力
が

深
く
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
両
者
が
う
ま
く
い
っ
て
い

た
時
は
良
か
っ
た
の
で
す
け
ど
も
、
継
体
大
王
が
大
王

位
に
つ
い
て
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制
を
目
指
す
動
き

図 15 古墳時代中期から後期への対応表
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を
始
め
た
途
端
に
、
磐
井
と
は
政
治
的
な
立
場
上
で
大
き
な
齟

齬
（
そ
ご
）
が
出
て
き
て
反
乱
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

七

有
明
海
連
合
の
そ
の
後

だ
か
ら
と
言
っ
て
有
明
海
連
合
、
こ
の
地
域
の
古
墳
は
大
幅

に
力
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
は

皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
山
鹿
市
の
チ
ブ
サ
ン
古
墳
図
16
で
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
「
平
入
横
口
式
家
形
石
棺
」、
ま

た
の
名
は
「
石
屋
形
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
に
彩
色
の
壁
画
を
施
す
。
こ
れ
は
菊
池
川
流
域
の
古
墳
の

塚
坊
主
古
墳
か
ら
始
ま
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
筑
紫

の
方
へ
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
ら
、
図
17
は
遠
賀
川
流
域
の
桂

川
町
に
あ
り
ま
す
王
塚
古
墳
で
す
が
、
日
本
で
一
番
き
ら
び
や

か
な
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
遺
体
を
寝
か
せ
る
り
っ
ぱ

な
屍
床
付
き
の
石
屋
形
が
あ
っ
て
、
全
面
に
装
飾
が
施
さ
れ
て

図 16 熊本県山鹿市チブサン古墳
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い
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
は
磐
井
の
乱
後
の
現
象
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
だ
ま
だ
九
州
の
特
に
肥
後
を
中
心
と
し
た
地

域
の
力
は
隠
然
た
る
力
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
し
、
何
よ
り
も
、
こ
の
地
域
と
関
係
の
あ
る
石
室
と
か
横
穴

と
か
壁
画
と
か
、
そ
れ
ら
は
関
東
地
方
の
北
部
か
ら
、
東
北
南
部
の
方
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
鞠
智

城
の
評
価
を
考
え
る
上
で
そ
う
い
っ
た
地
元
勢
力
の
動
向
を
十
分
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
つ
で

も
、
大
陸
と
結
ぶ
力
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
も
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
こ
れ
で
話
を
終
わ
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
最
後
の
と
こ
ろ
は
資
料
編
Ｐ
43
を
ご
参
考
く
だ
さ
い
。
ご
清
聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

図 17 福岡県桂川町王塚古墳
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コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　
　

佐
藤　
　

信

　
　
　

東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
科
卒
業
後
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究

科
博
士
課
程
中
退
。
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
研
究
員
、
文
化
庁
文
化
財

調
査
官
な
ど
を
経
て
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授
の
の

ち
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構
理
事
を
経
て
、
現
在

「
く
ま
も
と
文
学
・
歴
史
館
」
館
長
、
横
浜
市
歴
史
博
物
館
館
長
、
東
京

大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
日
本
古
代
史
。

　
　
　

著
書
『
古
代
史
講
義
』
等
。

パ
ネ
ラ
ー

　
　

吉
村

武
彦
（
明
治
大
学
名
誉
教
授
）

　
　

永
山

修
一
（
ラ
・
サ
ー
ル
学
園
教
諭
）

　
　

和
田

晴
吾
（
兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
館
長
）

　
　

亀
田　
　

学
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
）
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佐
藤
：

こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
佐
藤
信
で
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
の
間
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
こ
う
い
っ
た
目
の
当
た
り
に
皆
様
と

お
会
い
す
る
よ
う
な
機
会
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る

と
、
今
日
は
天
気
の
良
い
中
、
お
運
び
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
す
ご
く
感
激
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
今
日
は

四
人
の
報
告
者
の
方
々
に
大
変
興
味
深
い
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
鞠
智
城
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
提
と
な
る
古
墳
文
化
に
つ
い
て
、
亀

田
さ
ん
の
話
、
そ
れ
か
ら
律
令
国
家
の
辺
要
政
策
の
中
で
鞠
智
城
や
肥
後

の
国
を
位
置
づ
け
て
い
た
だ
い
た
吉
村
武
彦
さ
ん
の
ご
報
告
、
そ
れ
か
ら

南
九
州
の
隼
人
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
と
の
関
係
が
、
肥
後
の
国
と
す
ご
く

大
き
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
色
々
な
知
見
を
教
え
て
い

た
だ
き
ま
し
た
永
山
修
一
さ
ん
の
ご
報
告
、
そ
れ
か
ら
和
田
晴
吾
さ
ん
の

古
墳
文
化
全
体
の
あ
り
方
の
中
で
ヤ
マ
ト
王
権
と
九
州
地
域
の
勢
力
と
の

関
係
を
丁
寧
に
解
き
明
か
し
て
い
た
だ
い
た
ご
報
告
、
い
ず
れ
も
大
変
興

味
深
い
内
容
で
し
た
。
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今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
、「
古
代
の
『
辺
要
』
支
配
と
肥
後
・
鞠
智
城
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

鞠
智
城
だ
け
で
な
く
、
肥
後
国
全
体
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
ヤ
マ
ト
王
権
や
律
令
国
家
の
辺

要
支
配
と
ど
う
関
係
し
て
く
る
の
か
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
特
に
「
辺
要
」
に
つ

い
て
は
吉
村
さ
ん
の
ご
報
告
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
律
令
国
家
が
で
き
て
「
辺
要
」
と
い
う
形
で
位
置
づ
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
時
代
に
も
辺
要
と
い
う
言
葉
で
括
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま

す
の
で
、
一
応
今
回
は
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
付
け
ま
し
た
。
律
令
国
家
と
し
て
は
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
な
し
で
も
い
い
の
か
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
。
今
、
私
が
お
話
し
た
ヤ
マ
ト
王
権
か
ら
律
令
国
家
へ
と
い
う
過
程
は
、
ち
ょ
う
ど
和
田
さ
ん
の
ご
報

告
の
中
で
、
首
長
連
合
体
制
か
ら
中
央
集
権
的
国
家
体
制
へ
と
い
う
お
話
と
、
ち
ょ
う
ど
パ
ラ
レ
ル
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
今
回
は
、
鞠
智
城
の
前
提
と
し
て
の
古
墳
時
代
も
踏
ま
え
た
上
で
、
中
央
と
辺
要
、
あ
る
い
は
ヤ
マ
ト
王
権
と
九

州
の
在
地
勢
力
の
関
係
、
あ
る
い
は
ヤ
マ
ト
王
権
や
律
令
国
家
の
辺
要
政
策
の
中
に
お
け
る
肥
後
の
国
の
位
置
づ
け
、

あ
る
い
は
鞠
智
城
の
位
置
づ
け
と
い
っ
た
大
き
く
二
つ
の
テ
ー
マ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
、
三
つ
の
章

立
て
で
お
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

ま
ず
一
つ
は
、
古
墳
時
代
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
時
代
の
古
墳
か
ら
見
た
ヤ
マ
ト
王
権
と
九
州
の
勢
力
と
の
関
係
。
そ
の

九
州
勢
力
の
中
に
は
、
独
自
の
古
墳
文
化
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
石
人
・
石
馬
も
そ
う
で
す
が
、
阿
蘇
の
ピ
ン
ク
石
と

か
、
石
室
の
構
造
の
特
徴
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
も
の
と
畿
内
を
中
心
と
し
た
古
墳
文
化
の
あ
り
方
と
の
、
関

係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
。
前
方
後
円
墳
と
い
う
墳
形
で
は
統
一
性
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
一
方
で
地
域
の
特
性
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も
あ
り
ま
す
。
私
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
を
中
心
と
し
た
古
墳
文
化
自
身
も
、
各
地
域
の
そ
う
い
っ
た
古
墳
文
化
の
特
徴
を

取
り
入
れ
な
が
ら
、
全
体
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
集
権
的
・
統
一
的
な

あ
り
方
と
、
地
域
独
自
色
み
た
い
な
古
墳
文
化
の
あ
り
方
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
一
番
目
に
議
論
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

二
番
目
に
は
、
辺
要
支
配
の
中
で
も
、
特
に
永
山
さ
ん
の
話
に
あ
っ
た
よ
う
な
、
南
九
州
の
勢
力
と
肥
後
鞠
智
城
の

関
係
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
鞠
智
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
も
中
心
的
に
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ

れ
に
つ
い
て
議
論
を
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
　
　
　

三
番
目
は
、
時
間
が
あ
れ
ば
、
大
陸
・
半
島
、
東
ア
ジ
ア
と
の
交
流
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
九
州
の
古
墳
文
化
で
も
、
高
句
麗
系
の
古
墳
文
化
と
連
絡
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
和
田
さ
ん
の
お
話
が

あ
り
ま
し
た
し
、
江
田
船
山
古
墳
で
出
土
し
た
遺
物
、
豪
華
な
副
葬
品
は
百
済
系
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
私
な
ど
は
、
江
田
船
山
の
盟
主
と
な
っ
た
豪
族
は
、
百
済
と
直
接
交
流
を
結
ん
で
そ
れ
ら
を
獲
得
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
、
文
献
資
料
で
も
、
肥
の
君
と
い
う
氏
族
が
有
明
海
、
あ
る
い
は
八
代
海

経
由
で
半
島
と
交
流
を
進
め
て
い
た
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
記
事
も
あ
る
わ
け
で
す
。
あ
と
、
お
隣
の
筑
後
国

の
「
磐
井
の
乱
」
の
筑
紫
の
国
く
に
の
み
や
つ
こ
い
わ
い

造
磐
井
は
、
高
句
麗
、
百
済
、
新
羅
、
加
耶
な
ど
の
諸
国
が
派
遣
し
て
き
た
使
節
、
倭

国
に
派
遣
さ
れ
た
外
交
使
節
を
全
部
自
分
の
と
こ
ろ
に
誘
致
し
て
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
畿
内
に
は
行
か
せ
な
か
っ
た
と
い

う
記
事
が
『
日
本
書
紀
』
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
対
外
関
係
を
結
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
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た
対
外
関
係
の
問
題
に
、
も
し
触
れ
る
時
間
が
あ
れ
ば
触
れ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

最
初
は
、
主
に
古
墳
か
ら
見
た
ヤ
マ
ト
王
権
と
九
州
の
地
域
的
な
勢
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
和
田
さ
ん
、
フ
ォ

ロ
ー
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

和
田
：

古
墳
は
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
重
要
な
要
素
は
、
そ
の
形
と
大
き
さ
な
の
で
す
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
、
一
定
の
き
ち
ん
と
し
た
約
束
み
た
い
な
も
の
が
貫
徹
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
小
型
の
も
の
は
間
接
的
な

形
で
の
規
制
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
埋
葬
施
設
の
方
は
、
一
定
の

範
囲
の
中
で
は
統
一
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
長
持
形
石
棺
な
ん
か
は
、
畿
内
地
域
の
有
力
豪
族

層
の
中
で
は
最
高
の
格
を
持
っ
た
棺
だ
と
い
う
こ
と
で
仁
徳
天
皇
陵
古
墳
、
最
近
世
界
遺
産
に
な
り
ま
し
た
が
、
大
山

古
墳
で
す
ね
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
有
力
な
巨
大
な
前
方
後
円
墳
で
は
み
ん
な
長
持
形
石
棺
を
用
い
て
い
ま
す
。
九
州

で
長
持
形
石
棺
を
用
い
て
い
る
の
は
福
岡
県
の
月
岡
古
墳
だ
け
で
す
。
関
東
で
は
、
群
馬
県
の
太
田
天
神
山
古
墳
と
お

富
士
山
古
墳
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
古
墳
だ
け
が
そ
れ
を
用
い
て
い
ま
す
。
血
縁
関
係
が
あ
る
な
ど
限
定
さ
れ
た
人
た

ち
の
も
の
に
つ
い
て
は
非
常
に
強
い
、
共
通
の
埋
葬
施
設
を
用
い
よ
う
と
い
う
意
思
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
で
な
い
と

こ
ろ
は
、
割
と
地
域
に
任
せ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
格
好
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
九
州
の
有
明
海
沿
岸
で
造
ら
れ
て

い
た
舟
形
石
棺
の
影
響
は
、
先
ほ
ど
図
で
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
日
本
海
側
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
て
関
東

に
ま
で
、
あ
る
い
は
東
北
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
違
っ
た
形
の
ま
と
ま
り
と
い
う
の
が
あ
り
得
た
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
埋
葬
施
設
を
す
べ
て
一
種
類
の
も
の
に
統
一
し
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
は
、
古
墳
時
代
後
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期
の
第
二
段
階
以
降
に
非
常
に
強
く
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
新
式
群
集
墳
と
い
う
よ
う
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
六
世
紀

中
葉
以
降
、
大
王
か
ら
山
間
島
嶼
の
有
力
庶
民
ま
で
が
横
穴
式
石
室
を
造
る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
極
端
に
言
い
ま
し

た
ら
畿
内
地
域
の
中
で
し
た
ら
一
尺
単
位
ぐ
ら
い
で
ラ
ン
ク
付
け
す
る
よ
う
な
造
り
方
を
し
て
い
ま
す
し
、
そ
れ
以
外

の
地
域
で
も
み
ん
な
横
穴
式
石
室
に
統
一
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
同
じ
も
の
を
造
り
ま
す
の
で
、
造
り
方
に
つ
い

て
は
、
は
っ
き
り
と
差
が
で
き
た
り
し
て
地
域
色
が
見
え
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
み
ん
な

横
穴
式
石
室
で
あ
る
の
に
は
変
わ
り
は
な
い
の
で
す
。
す
べ
て
を
統
一
で
き
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

王
権
と
し
て
の
理
想
の
形
は
実
現
し
な
い
ま
ま
に
飛
鳥
時
代
を
迎
え
て
し
ま
い
ま
す
。

佐
藤
：

和
田
さ
ん
も
触
れ
ら
れ
た
阿
蘇
の
ピ
ン
ク
石
が
、
ず
い
ぶ
ん
畿
内
の
重
要
な
古
墳
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の

は
、
ど
う
い
う
政
治
的
な
関
係
と
見
た
ら
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

和
田
：

最
初
に
使
わ
れ
だ
す
の
は
、
奈
良
盆
地
の
東
側
の
現
在
の
天
理
市
か
ら
桜
井
市
に
か
け
て
の
地
域
の
古
墳
で
、
そ
れ

ほ
ど
大
き
な
古
墳
に
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
横
穴
式
石
室
に
入
り
だ
し
て
も
同
じ
で
す
。
そ
れ
か
ら
滋
賀
県
の
甲
山

古
墳
と
丸
山
古
墳
の
家
形
石
棺
も
ピ
ン
ク
石
で
す
。
連
続
的
に
同
じ
場
所
で
使
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
初
期
の

段
階
ぐ
ら
い
で
あ
り
ま
し
て
、
あ
と
は
も
う
ポ
ツ
ポ
ツ
と
あ
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
す
。
最
後
は
、
橿
原
市
植
山
古

墳
と
い
う
６
世
紀
後
葉
か
ら
七
世
紀
に
入
る
ぐ
ら
い
の
時
期
の
方
墳
に
も
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
終
わ
っ

て
い
ま
す
。

佐
藤
：

こ
れ
は
畿
内
の
ヤ
マ
ト
王
権
を
構
成
す
る
豪
族
た
ち
の
中
に
、
例
え
ば
九
州
地
方
の
豪
族
と
交
流
し
た
り
、
あ
る
い
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は
そ
れ
と
同
盟
的
あ
る
い
は
従
属
さ
せ
る
よ
う
な
関
係
を
結
ん
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
ピ
ン
ク
石
み
た
い
な
も
の
を

導
入
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

和
田
：

た
ぶ
ん
意
図
的
に
同
じ
地
域
の
も
の
が
運
ば
れ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
政
治
的
な
背
景
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。
石
材
は
九
州
の
も
の
で
す
が
、
形
は
畿
内
的
な
も
の
で
、
石
棺
を
造
る
意
思
の
主
体
は
畿
内
側

に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

佐
藤
：

分
か
り
ま
し
た
。
た
だ
、
今
の
よ
う
な
議
論
に
つ
い
て
は
、
亀
田
さ
ん
熊
本
の
研
究
者
と
し
て
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

亀
田
：

も
ち
ろ
ん
、
先
ほ
ど
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
前
方
後
円
墳
と
い
う
の
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
に
よ
っ
て
格
付
け
ら

れ
た
も
の
で
、
先
ほ
ど
私
も
話
を
し
ま
し
た
。
古
墳
の
大
き
さ
で
は
、
南
九
州
に
大
き
な
古
墳
が
集
中
し
て
あ
る
と
い

う
の
は
、
や
は
り
重
要
な
地
域
で
あ
り
強
大
な
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
石

材
が
運
ば
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
ま
だ
考
え
が
ま
と
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。

佐
藤
：

あ
と
ヤ
マ
ト
王
権
と
九
州
の
古
墳
文
化
の
関
係
と
い
う
と
、
結
構
日
向
と
か
大
隅
側
に
前
方
後
円
墳
が
か
な
り
分
布

し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
永
山
さ
ん
、
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

永
山
：

は
い
、
古
墳
の
専
門
家
で
は
な
い
の
で
、
受
け
売
り
に
近
い
話
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
が
、
ど
う
も
南
島
と

の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
弥
生
時
代
に
は
九
州
西
岸
を
通
っ
て
貝
が
運
ば
れ
て
い
き
ま
す

が
、
そ
れ
が
古
墳
時
代
に
入
る
と
東
岸
ル
ー
ト
に
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
日
向
と

か
、
広
い
意
味
で
の
日
向
で
す
。
現
在
の
宮
崎
県
か
ら
鹿
児
島
県
の
志
布
志
湾
沿
岸
に
か
け
て
の
地
域
の
首
長
と
の
関
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係
を
強
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
。
例
え
ば
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
中
で
日
向
出
身
の
妃

と
い
う
の
が
何
人
も
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
妃
を
調
べ
て
み
る
と
、
飛
び
抜
け
て
い
る
の
で
す
。
飛
び
ぬ
け
て
遠
い
地

域
か
ら
妃
を
迎
え
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
記
事
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
と
、
関
わ
る
の
か
な
と
い
う
気
が

し
ま
す
。

佐
藤
：

永
山
さ
ん
の
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
で
は
隼
人
が
大
王
の
側
近
と
し
て
仕
え
て
い
る
と
い
う

記
事
が
、
だ
い
ぶ
早
い
時
期
か
ら
出
て
き
ま
す
ね
。
和
田
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

和
田
：

ヤ
マ
ト
王
権
は
、
非
常
に
古
い
段
階
か
ら
全
国
の
各
地
域
の
位
置
づ
け
を
か
な
り
し
っ
か
り
も
っ
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
だ
か
ら
非
常
に
地
政
学
的
に
重
要
な
場
所
に
古
墳
を
造
っ
て
い
く
の
で
す
。
古
墳
を
造
っ
て
い
く
場
と
い
う
の
は

一
時
的
に
軍
事
拠
点
に
も
な
る
の
で
す
。
一
定
の
人
間
を
た
く
さ
ん
集
め
て
き
て
共
同
労
働
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
し
た
ら
鋤
や
鍬
を
刀
や
剣
に
変
え
た
ら
す
ぐ
に
軍
隊
に
な
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
権
威
の

象
徴
で
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
明
確
な
軍
事
的
な
圧
力
と
も
受
け
と
る
こ
と
は
充
分
で
き
る
よ
う
な
形
の
も
の
で
す
。

壬
申
の
乱
の
と
き
に
も
、
近
江
朝
が
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
ま
す
し
、『
播
磨
国
風
土
記
』
に
も
そ
う
い
う
の
が

出
て
く
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
す
ご
く
重
点
的
な
と
こ
ろ
に
造
っ
た
ら
、
そ
こ
は
続
か
な
い
の
で
す
。
朝
鮮
半
島
の

伽
耶
地
方
の
小
国
群
な
ん
か
は
、
強
力
な
王
権
が
な
く
て
、
小
さ
な
国
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
国
ご
と

に
、
四
世
紀
中
頃
か
ら
六
世
紀
中
頃
ま
で
ず
っ
と
同
じ
所
に
王
墓
を
造
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
そ
う
い
う
の
は
一
つ

も
な
い
の
で
、
す
ご
く
王
権
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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佐
藤
：

古
墳
が
軍
事
的
な
施
設
で
も
あ
る
と
い
う
か
、
古
墳
造
り
が
軍
事
動
員
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
る
と
い
う
の
は
、
お
っ
し

ゃ
る
通
り
と
い
う
気
が
致
し
ま
す
。
ヤ
マ
ト
王
権
の
時
代
に
つ
い
て
も
著
書
を
お
持
ち
の
吉
村
さ
ん
、
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

吉
村
：

古
墳
と
い
う
の
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
和
田
さ
ん
と
私
は
比
較
的
考
え
方
が
似

て
い
る
の
で
す
。
一
つ
は
、
前
方
後
円
墳
の
秩
序
に
入
る
っ
て
い
う
こ
と
が
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
形
成
以
前
か
ら
だ
と
私

は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ

は
ど
う
い
う
場
所
に
前
方
後
円
墳
を
造
る
か
と
い
う
、
こ
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
特
に
前
方
後
円
墳
の
秩
序
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
は
や
は
り
葬
制
儀
礼
で
す
か
ら
、
王
と
も
同
じ
こ
と
を
や
る
と
い
う
、
要
す
る
に
大
王
が
や
っ
て
い
る
葬
制

儀
礼
に
自
分
も
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
一
定
の
政
治
的
秩
序
の
中
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
私
は

思
い
ま
す
。
政
治
的
文
化
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
。
そ
れ
と
、
も
う
一
つ
、
ど
う
い
う
場
所
に

造
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
よ
う
に
、
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
、
奈
良
盆
地
の
東
南
部
に
出
来
ま

す
。
そ
の
後
、
奈
良
盆
地
の
北
の
佐
紀
古
墳
群
、
そ
し
て
馬
見
古
墳
群
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
か
ら
大

阪
平
野
の
古
市
古
墳
群
と
百
舌
鳥
古
墳
群
と
い
う
五
大
古
墳
群
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
も
そ
も
五
大
古
墳
群
を
ど
う
理

解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
古
墳
を
造
る
場
所
に
政
治
的
勢
力
が
い
て
、
政
治
的
勢
力
が
強
い
と
こ
ろ
に
古
墳
を
造

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
佐
紀
古
墳
群
と
い
う
の
は
佐
紀
王
権
と
い
う
の
で
す
よ
ね
。
佐
紀
王
権
と
い
う
研
究
者

が
何
人
も
言
っ
て
い
て
、
大
著
も
出
て
い
る
ん
で
、
私
も
驚
い
て
い
ま
す
。
で
も
、
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
が
あ
る
、
奈
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良
盆
地
の
東
南
部
あ
た
り
で
す
と
分
か
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
古
墳
の
研
究
を
見
て
い
る
限
り
、
私
は
発
掘
し
た
こ
と
は

な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
例
え
ば
奈
良
盆
地
に
お
い
て
古
墳
を
構
成
す
る
諸
要
素
が
自
生
的
に
出
て
き
た
と
は
考
え
ら
れ

て
い
な
い
。
瀬
戸
内
に
あ
る
讃
岐
、
吉
備
と
か
さ
ら
に
出
雲
と
か
、
そ
う
い
う
地
域
の
も
つ
諸
要
素
が
あ
っ
て
、
前
方

後
円
墳
が
で
き
る
の
だ
と
。
必
ず
し
も
奈
良
盆
地
の
東
南
部
に
、
そ
の
地
域
だ
け
か
ら
古
墳
を
造
る
よ
う
な
政
治
的
条

件
が
あ
っ
て
造
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
条
件
が
あ
っ
て
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
私
は
古
墳

の
立
地
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
白
石
太
一
郎
さ
ん
と
い
う
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
の
副
館
長
を
さ
れ
た
方
と
も
議
論
中
な
の
で
す
。

　
　
　
　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
古
墳
の
位
置
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
場
所
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

地
域
を
考
え
る
場
合
も
同
じ
で
、
墳
墓
が
あ
る
所
、
生
産
す
る
田
地
が
あ
る
所
、
そ
れ
か
ら
首
長
居
館
と
い
う
か
居
住

す
る
と
こ
ろ
、
そ
う
い
う
三
つ
ぐ
ら
い
を
考
え
て
、
古
墳
の
立
地
を
考
え
て
い
か
な
い
と
ダ
メ
に
な
る
の
で
す
。
今
日

の
和
田
さ
ん
は
お
そ
ら
く
古
墳
が
で
き
る
場
所
に
政
治
勢
力
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
造
っ
た
と
い
う
議
論
は
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
私
も
当
然
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
古
墳
の
秩
序
に
入
る
と
い
う
の
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
が
先
か
古
墳

を
造
る
の
が
先
か
と
い
う
議
論
に
も
な
り
ま
す
が
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
秩
序
に
入
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
前
方
後
円

墳
を
ど
こ
に
造
る
の
か
、
中
央
は
と
も
か
く
、
地
方
に
お
い
て
も
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

非
常
に
早
い
時
期
の
墳
丘
墓
は
、
九
州
で
も
あ
り
ま
す
。
国
東
半
島
で
し
た
で
し
ょ
う
か
、
石
塚
古
墳
で
す
か
？

そ
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
前
方
後
円
墳
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
千
葉
県
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に
神ご

う
ど門
古
墳
群
と
い
う
の
が
あ
っ
て
そ
れ
を
材
料
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
奈
良
か
ら
も
瀬
田
遺
跡
が
出
て

き
た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
前
方
後
円
形
の
墓
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
前
方
後
円
墳
の
秩
序
を
作
る
か
と
い
う
こ
と
。
そ

し
て
ヤ
マ
ト
王
権
が
出
来
て
か
ら
も
、
や
は
り
前
方
後
円
墳
の
秩
序
に
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
非
常
に

大
き
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

佐
藤
：

今
、
吉
村
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
必
ず
し
も
政
治
的
に
強
い
勢
力
が
あ
る
所
に
古
墳
群
が
で
き
る
わ
け
で
も

な
い
と
。
も
う
ち
ょ
っ
と
別
の
場
所
に
奥オ
ク
ツ
キ

津
城
と
し
て
の
古
墳
が
営
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

吉
村
：

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
都
の
場
合
は
王
宮
、
こ
れ
は
歴
代
遷
宮
と
我
々
は
い
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
、
実
は

宮
を
移
す
の
で
は
な
く
て
、
都
を
移
す
か
ら
歴
代
遷
都
の
方
が
正
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
宮
だ
っ
て
厳
密
に
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
ヤ
マ
ト
王
権
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
王
宮
を
造
る
か
と
い
う
と
、
特
定
の
地
域
に
政
治

的
、
経
済
的
基
盤
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
宮
を
造
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
ヤ
マ
ト
王
権
自
体
が
そ
う
い
う
特

定
の
狭
い
地
域
か
ら
離
脱
し
て
い
る
と
い
う
か
離
れ
て
い
る
と
い
う
か
、
も
う
少
し
抽
象
的
な
王
権
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
思
う
の
で
す
。
都
造
り
と
い
う
の
も
、
や
は
り
宮
は
ど
こ
に
造
る
か
と
い
う
こ
と
も
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
墓
は
ど
こ
に
で
き
る
か
と
い
う
の
も
、
妃
の
出
身
地
域
と
か
幾
つ
か
の
説
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
十
全

に
は
説
明
で
き
な
い
で
す
。
当
時
、
何
故
そ
こ
に
造
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
つ
い

先
日
、
今
城
塚
古
墳
の
埴
輪
公
園
を
見
に
行
き
ま
し
た
。
継
体
天
皇
の
真
の
王
陵
で
す
。
継
体
は
淀
川
地
域
の
政
治
勢

力
と
は
関
係
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
そ
こ
の
出
身
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』、『
古
事
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記
』
を
見
て
も
越え

つ

な
い
し
近
江
で
す
。
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
古
墳
の
立
地
は
、
な
か
な
か
上
手
く
は
説
明

で
き
な
い
と
思
う
の
で
す
が
。
王
宮
は
ヤ
マ
ト
王
権
が
成
立
し
て
か
ら
、
歴
代
遷
都
と
か
歴
代
遷
宮
っ
て
い
い
ま
す
よ

う
に
、
比
較
的
自
由
に
都
を
造
れ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
お
そ
ら
く
新
し
い
王
が
即
位
す
る
と
、
そ
れ
が
新
し
い
都

を
造
る
わ
け
で
す
か
ら
、
墓
も
そ
う
い
う
発
想
で
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
最
近
は
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
考
古

学
の
中
に
は
頑
固
な
人
が
い
ま
す
か
ら
、
五
大
古
墳
群
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
政
治
勢
力
が
造
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ

か
ら
大
王
が
出
た
っ
て
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
こ
れ
で
ま
た
別
途
議
論
は
必
要
で
す
。
肥
後
国
と
は
直
接
関
係
な
い
よ

う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

佐
藤
：

継
体
大
王
の
墓
が
、
大
阪
の
高
槻
市
に
あ
る
今
城
塚
古
墳
だ
と
、
今
、
考
古
学
の
方
は
ど
な
た
も
考
え
て
い
る
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
継
体
大
王
は
近
江
で
生
ま
れ
て
越
前
で
育
ち
、
応
神
天
皇
の
五
世
孫
と
い
う
こ
と
で
招
か
れ
て
、
ヤ

マ
ト
王
権
の
大
王
と
な
り
、
先
代
の
大
王
の
妹
と
結
婚
し
て
迎
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
都
を
、
ヤ
マ
ト
の
国
に
営
む

ま
で
に
何
年
も
か
か
っ
て
、
最
終
的
に
は
奈
良
盆
地
東
南
部
に
都
を
置
く
け
れ
ど
、
亡
く
な
っ
た
後
の
墓
は
今
の
大
阪

の
高
槻
市
と
い
う
こ
と
で
す
。
和
田
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

和
田
：

多
分
、
古
墳
と
い
う
の
は
生
き
て
い
る
間
か
ら
造
り
出
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
今
の
継
体
大
王
の
話
で

い
い
ま
し
た
ら
、
理
屈
と
し
て
は
、
ち
ょ
う
ど
ヤ
マ
ト
に
入
る
前
に
二
〇
年
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
、
乙
訓
と
か
、
綴つ
づ
き喜

の
方
三
か
所
ぐ
ら
い
回
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
時
期
に
築
こ
う
と
思
っ
た
ら
、
高
槻
に
築
い
て
い
て
も
不
思

議
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
和
田
萃
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
み
た
い
に
、
継
体
天
皇
の
祖
先
の
墓
じ
ゃ
な
い
か
と
い
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う
の
が
、
現
在
の
継
体
天
皇
陵
に
指
定
さ
れ
て
い
る
太
田
茶
臼
山
古
墳
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
下
地
が
何
か
あ
っ
た
ら
、
そ
こ
に
生
き
て
い
る
間
に
造
っ
て
い
て
、
そ
れ
か

ら
ヤ
マ
ト
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
と
は
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
地
元
の
人
は
ど
う
し
て
も
、
地
元
贔
屓
で
考
え

ま
す
の
で
。
そ
う
し
た
ら
そ
の
後
、
何
で
誰
も
造
ら
な
い
の
か
と
い
う
話
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
け
ど
、
先
ほ
ど
言
い
ま

し
た
よ
う
に
日
本
で
は
、
ぷ
つ
ん
ぷ
つ
ん
と
み
ん
な
切
れ
て
い
て
、
一
基
あ
っ
た
だ
け
で
、
次
が
な
い
と
い
う
よ
う
な

土
地
も
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
非
常
に
こ
う
政
治
的
な
感
じ
が
し
ま
す
。

佐
藤
：

一
方
で
、
例
え
ば
地
方
豪
族
の
前
方
後
円
墳
群
の
場
合
は
、
埼
玉
県
の
埼
玉
古
墳
群
だ
と
か
、
あ
る
い
は
群
馬
県
だ

と
保
渡
田
古
墳
群
の
近
く
に
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
と
い
う
当
時
の
古
墳
時
代
の
首
長
居
館
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
そ
う
い

う
場
合
は
本
拠
地
に
近
い
と
こ
ろ
に
営
ん
だ
と
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
、
吉
村
さ
ん
。

和
田
：

前
期
と
後
期
は
比
較
的
ま
だ
並
ぶ
の
で
す
。
中
期
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
、
王
権
の
力
が
す
ご
く
強
い
。

佐
藤
：

吉
村
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

吉
村
：

今
言
わ
れ
た
と
お
り
で
、
群
馬
県
に
、
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
と
い
う
新
幹
線
建
設
に
伴
っ
て
発
掘
し
た
遺
跡
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
か
ら
一
キ
ロ
か
二
キ
ロ
の
距
離
に
保
渡
田
古
墳
群
が
あ
り
ま
す
。
地
方
で
は
ど
こ
に
で
も
造
れ
る
と
い
う
わ

け
じ
ゃ
な
い
と
思
う
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
地
方
豪
族
レ
ベ
ル
だ
と
、
そ
の
領
域
と
い
う
か
、
支
配
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
居

館
も
造
る
し
、
墓
も
造
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
域
で
は
古
墳
を
ど
こ
に
造
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
都
出
比
呂
志
さ

ん
で
し
た
ね
、
京
都
の
向
日
市
あ
た
り
で
し
た
か
ね
？

こ
の
地
域
で
は
墓
を
造
る
の
に
、
か
な
り
ヤ
マ
ト
王
権
の
政
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治
的
な
動
向
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
近
畿
地
方
は
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ

と
ヤ
マ
ト
王
権
の
論
理
と
は
全
然
違
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

佐
藤
：

そ
れ
は
ヤ
マ
ト
王
権
の
構
造
と
も
関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

吉
村
：

そ
う
で
す
ね
。
は
い
。

佐
藤
：

わ
か
り
ま
し
た
、
今
の
墓
と
し
て
の
前
方
後
円
墳
の
あ
る
地
域
と
、
そ
れ
を
営
ん
だ
豪
族
の
拠
点
と
の
話
、
そ
れ
か

ら
、
生
産
の
場
と
い
う
の
も
一
緒
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
菊
池
川
沿
い
の
場
合
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
亀
田
さ
ん
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

菊
池
川
沿
い
の
古
墳
群
の
様
相
に
つ
い
て
。

亀
田
：

や
は
り
後
に
も
郡
衙
と
か
古
代
豪
族
と
か
い
る
地
域
と
か
に
古
墳
と
か
が
あ
り
ま
す
。
実
は
あ
ま
り
こ
の
時
代
の
集

落
は
見
つ
か
っ
て
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
形
で
考
え
ら
れ
る
の
で
す
け
ど
、
先
程
和
田
先

生
が
お
話
し
に
な
っ
た
水
系
の
話
も
さ
れ
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
古
墳
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
前
期

古
墳
な
ん
か
で
も
そ
う
で
す
の
で
、
も
う
少
し
広
い
範
囲
で
考
え
な
い
と
い
け
な
い
の
か
な
と
思
い
な
が
ら
聞
い
て
い

た
と
こ
ろ
で
す
。

佐
藤
：

あ
と
、
古
墳
の
象
徴
性
み
た
い
な
も
の
も
気
に
な
り
ま
す
。
次
の
首
長
が
前
の
首
長
を
埋
葬
し
て
権
力
を
手
に
入
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
や
は
り
大
き
い
古
墳
を
営
ん
で
前
の
首
長
の
墓
は
立
派
に
営
む
。
し
か
も
例
え
ば
生
産
地

か
ら
よ
く
見
え
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
く
な
る
の
で
す
け
れ
ど
。
和
田
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。

和
田
：

昔
は
、
古
墳
の
上
で
首
長
権
継
承
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
今
は
そ
の
考
え
方
は
成
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り
た
た
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
の
で
。
や
は
り
、
造
っ
て
い
る
人
が
自
分
の
権
力
を
一
番
誇
示
し
た
い
わ
け
で
す

の
で
、
生
き
て
い
る
間
に
寿
陵
（
生
前
墓
）
と
し
て
造
る
と
い
う
の
が
原
則
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
全
体
、

そ
の
可
能
性
が
高
く
て
、
特
に
中
国
な
ん
か
明
確
に
そ
れ
が
わ
か
り
ま
す
。
た
ぶ
ん
前
方
後
円
墳
が
造
ら
れ
て
い
る
間

は
生
前
に
造
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
古
墳
時
代
か
ら
飛
鳥
時
代
に
変
わ
る
こ
ろ
に
改
葬
と
い
う
行
為
が
出
て

き
ま
す
。
あ
れ
が
ち
ょ
う
ど
転
機
に
な
っ
て
、
天
智
と
か
天
武
は
死
ん
で
か
ら
墓
を
造
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
ら
辺
で
入

れ
替
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤
：

福
岡
県
の
こ
と
で
す
が
、
磐
井
の
墓
は
岩
戸
山
古
墳
で
、『
筑
後
国
風
土
記
』
の
逸
文
を
見
る
と
ほ
ぼ
間
違
い
な

い
。
別
区
が
あ
っ
て
、
石
人
・
石
馬
が
並
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
間
違
い
な
い
と
、
ほ
と
ん
ど
の
方
は
思
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
あ
れ
は
磐
井
が
生
前
に
寿
じ
ゅ
り
ょ
う陵

と
し
て
造
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
今
、
和
田
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
の
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
永
山
さ
ん
、
日
向
、
鹿
児
島
の

古
墳
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

永
山
：

そ
う
で
す
ね
。
先
ほ
ど
ス
ラ
イ
ド
に
も
ち
ょ
っ
と
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
後
の
日
向
の
国
、
今
の
宮
崎
県

と
ほ
ぼ
重
な
る
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
な
り
に
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
大
隅
国
は
志
布
志
湾
岸
に
あ
り
ま
す
。
唐
仁

古
墳
群
と
い
う
九
州
で
三
位
で
す
か
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
規
模
の
古
墳
が
あ
る
の
だ
け
ど
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
に
は
あ

ま
り
な
い
で
す
。
そ
れ
か
ら
隼
人
と
い
う
の
は
い
つ
で
き
た
か
と
い
う
次
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
基
本
的
に
大
隅
国
と
薩
摩
国
に
は
、
横
穴
墓
は
な
い
の
で
す
。
鹿
児
島
県
内
に
は
あ
る
の
で
す
。
鹿
児
島
県
内
の
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志
布
志
市
と
い
う
と
こ
ろ
と
、
そ
れ
か
ら
長
島
町
に
は
横
穴
墓
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
肥
後
国
で
あ
り
、
日
向
国

で
あ
っ
て
、
薩
摩
国
や
大
隅
国
に
は
横
穴
墓
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
や
は
り
古
墳
時
代
の
何
ら
か
の
問
題
が
、
そ
の

あ
と
尾
を
引
い
て
い
る
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
何
か
関
係
が
あ
っ
て
、
次
の
律
令
制
の
時
代
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

佐
藤
：

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
ち
ょ
っ
と
疑
問
に
思
っ
て
い
る
の
は
、
九
州
の
古
墳
文
化
で
い
う
と
、
磐
井
の
乱

の
と
き
の
磐
井
の
勢
力
圏
に
阿
蘇
の
溶
結
凝
灰
岩
を
用
い
た
石
人
・
石
馬
が
多
く
分
布
し
て
、
こ
れ
が
磐
井
が
拠
っ
て

立
っ
た
筑
紫
国
・
豊
国
・
肥
国
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
磐
井
の
勢
力
範
囲
、
拠
っ
て
立
つ
テ
リ
ト
リ
ー
を
象

徴
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
筑
紫
君
と
肥
君
は
全
く
同
じ
立
場
じ
ゃ
な
く
て
、

肥
君
の
方
は
む
し
ろ
ヤ
マ
ト
王
権
と
結
び
つ
く
よ
う
な
立
場
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は

北
部
九
州
の
方
で
い
う
と
、
宗
像
君
も
ヤ
マ
ト
王
権
と
結
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
か
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ

と
は
古
墳
文
化
と
か
、
古
墳
の
あ
り
方
に
反
映
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
和
田
さ
ん
に
、
お

伺
い
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

和
田
：

九
州
の
方
が
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
ま
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
あ
る
程
度
、
両
者
を
分
け
て
考
え
て
い
る
方
が
多
い
と

思
い
ま
す
。
特
に
肥
君
の
ほ
う
が
ず
っ
と
生
き
残
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
立
場
の
人
は
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
し
、
だ
い
た
い
当
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
従
順
で
は
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
が
・
・
・
。
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佐
藤
：

そ
れ
は
磐
井
も
も
と
も
と
ヤ
マ
ト
王
権
と
結
ん
で
前
方
後
円
墳
を
造
っ
て
い
た
わ
け
で
す
の
で
、
そ
れ
は
微
妙
な
、

常
に
反
乱
す
る
と
い
う
よ
う
な
立
場
で
は
な
い
と
私
も
思
い
ま
す
。

和
田
：

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
ね
。
多
分
そ
の
せ
い
か
、
関
東
北
部
と
か
、
東
北
の
方
に
ま
で
九
州
的
石
室
や
横
穴
や
壁
画

な
ど
が
い
っ
て
い
ま
す
し
、
肥
後
地
域
と
、
東
北
、
関
東
北
部
に
し
か
分
布
し
て
い
な
い
よ
う
な
遺
物
も
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
こ
を
中
心
に
も
う
少
し
研
究
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤
：

ぜ
ひ
期
待
し
た
い
と
い
う
か
、
亀
田
さ
ん
い
か
が
で
す
か
。
今
の
よ
う
な
お
話
は
。

亀
田
：

菊
池
川
流
域
の
文
化
と
い
う
の
は
、
磐
井
の
乱
の
後
六
世
紀
前
葉
か
ら
前
葉
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
の
後
、
石
人
と

い
う
の
も
一
部
残
り
ま
す
。

佐
藤
：

残
る
の
で
す
か
。

亀
田
：

時
期
は
微
妙
で
は
っ
き
り
は
し
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
木き
こ
う
じ

柑
子
フ
タ
ツ
カ
サ
ン
古
墳
と
か
高
塚
古
墳
は
磐
井
の
乱

後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
そ
の
後
、
石
屋
形
と
か
肥
後
型
石
室
な
ど
の
影
響
が
筑
後
の
方
へ
広
が
る
の
は
そ
の

後
で
す
し
、
決
し
て
菊
池
川
流
域
と
い
う
か
、
筑
後
の
勢
力
を
含
め
て
、
や
は
り
ず
っ
と
勢
力
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
た
だ
肥
後
国
に
つ
い
て
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
氷
川
の
野
津
古
墳
群
の
ち
ょ
っ
と
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ

の
後
大お
お
の
い
わ
や

野
窟
古
墳
と
い
う
六
世
紀
中
葉
～
後
半
の
古
墳
は
後
期
古
墳
と
し
て
は
破
格
の
大
き
さ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
周
辺
に
は
そ
の
後
も
勢
力
が
継
続
し
て
お
り
、
肥
後
国
府
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
で
す
け
れ

ど
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
。
肥
の
君
の
勢
力
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
そ
の
地
域
が
ヤ
マ
ト
王
権
に
や
っ
ぱ
り
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取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
た
だ
、
北
の
方
の
勢
力
、
筑
紫
君
の
影
響
は
そ
の
後
も
続
く
の
で
は

な
い
か
な
と
考
え
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
・
・
・
。

佐
藤
：

筑
後
国
と
肥
後
国
が
結
構
近
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
今
日
の
お
話
の
中
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
こ
れ
は
考
古
学
的
に
も
そ
う
い
う
面
が
指
摘
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

和
田
：

菊
池
川
流
域
で
作
ら
れ
た
石
棺
が
筑
後
の
方
に
も
分
布
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
石
室
と
か
い
ろ
ん
な
古
墳
文

化
も
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。
石
人
・
石
馬
も
含
め
て
で
す
。

佐
藤
：

ち
ょ
う
ど
八
世
紀
の
初
め
に
筑
後
国
司
で
赴
任
し
た
道
み
ち
の
き
み
の
お
び
と
な

君
首
名
と
い
う
、
古
代
の
官
僚
の
鏡
と
し
て
『
続
日
本
紀
』

に
描
か
れ
て
い
る
官
人
で
す
け
れ
ど
も
、
筑
後
守
と
同
時
に
肥
後
守
も
兼
ね
て
い
て
、
当
時
は
多
分
、
肥
後
国
の
方
が

筑
後
国
よ
り
大
国
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
両
国
の
国
司
を
兼
ね
て
、
こ
ち
ら
の
肥
後
国
で
は
味
生
池
を
造
っ

て
農
業
生
産
を
推
進
し
た
と
い
う
記
事
ま
で
あ
る
わ
け
で
す
。
筑
後
に
も
溜
池
を
た
く
さ
ん
造
っ
て
、
水
利
を
よ
く
し

て
生
産
を
あ
げ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
一
人
の
国
司
が
筑
後
・
肥
後
の
二
つ
の
国
を
兼
ね
て
統

治
す
る
と
い
う
こ
と
が
八
世
紀
の
初
め
に
あ
っ
た
こ
と
は
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
今
の
話
に
ま
た
あ
と
で

戻
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
次
に
、
ヤ
マ
ト
王
権
に
よ
る
南
九
州
の
支
配
と
肥
後
国
・
鞠
智
城
と
の
関
係

に
つ
い
て
の
話
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
永
山
さ
ん
、
補
足
と
い
う
か
、
お
話
を
し
て
頂
け
ま
せ
ん

で
し
ょ
う
か
。

永
山
：

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
南
九
州
に
住
む
隼
人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
人
た
ち
が
貢
物
を
持
っ
て
行
く
の
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は
、
六
八
二
年
が
最
初
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
、
東
ア
ジ
ア
の
大
き
な
情
勢
の
変
化
の
中
で
始
ま
る
の

で
は
な
い
か
な
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
白
村
江
の
敗
戦
の
後
は
、
唐
や
新
羅
に
対
し
て
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う

こ
と
が
メ
イ
ン
で
あ
っ
て
、
諸
々
の
制
度
改
革
な
ど
を
や
っ
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
、
や
は
り
六
八
〇
年
前
後
に
唐
・
新

羅
戦
争
が
決
着
し
た
り
、
あ
る
い
は
北
方
の
突
厥
が
動
き
を
強
め
た
り
、
あ
る
い
は
吐
蕃
の
動
き
が
あ
っ
た
り
と
い
っ

た
よ
う
な
こ
と
で
、
唐
自
体
も
日
本
に
攻
め
て
こ
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
て
歴
史
書

の
編
纂
と
か
、
い
ろ
ん
な
新
し
い
事
業
が
始
ま
っ
て
い
く
の
で
す
。
白
村
江
の
敗
戦
後
の
軍
国
体
制
か
ら
平
時
の
体
制

へ
と
い
う
、
こ
れ
は
吉
川
真
司
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
大
き
な
変
化
の
中
で
、

南
九
州
に
住
む
人
た
ち
を
夷
狄
と
し
て
朝
貢
さ
せ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
に
似
た
よ
う
な
仕
組
み
を
作
り
上
げ
よ
う

と
し
た
の
で
す
。
徳
の
高
い
天
子
が
中
央
で
支
配
を
行
な
い
、
周
辺
に
い
る
異
民
族
を
朝
貢
さ
せ
る
と
い
っ
た
よ
う
な

仕
組
み
を
新
し
く
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
は
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
南
九
州
と
の
本

格
的
な
関
係
が
築
か
れ
て
い
く
の
だ
け
れ
ど
も
、
政
府
が
律
令
制
を
本
格
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
夷
狄

と
さ
れ
て
い
た
人
た
ち
を
戸
籍
に
登
録
し
、
公
民
化
し
て
い
く
と
い
う
流
れ
で
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
す

る
抵
抗
と
し
て
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
覓

べ
っ
こ
く
し（
く
に
ま
ぎ
の
つ
か
い
）

国
使
の
剽
刧
事
件
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
七
〇
二
年
、
七
一
三
年
、

そ
れ
か
ら
七
二
〇
年
に
相
次
い
で
南
九
州
で
、
い
わ
ゆ
る
隼
人
の
戦
い
と
い
う
の
が
起
こ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
の
こ
う
い
う
話
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
白
村
江
の
敗
戦
の
後
す
ぐ
に
作
ら
れ
た
可
能
性
の
高
い

鞠
智
城
と
い
う
の
は
、
や
は
り
北
方
に
向
い
て
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
大
陸
と
の
関
係
で
築
城
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
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い
ま
す
し
、
そ
の
あ
と
に
隼
人
の
問
題
が
登
場
し
て
き
て
、
隼
人
と
の
戦
い
が
度
々
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
三

野
、
稲
積
と
い
う
の
は
、
特
に
稲
積
城
と
い
う
の
は
、
戦
い
の
場
所
の
中
に
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
後
方
支
援

す
る
も
の
と
し
て
、
三
野
城
と
か
鞠
智
城
と
か
い
っ
た
よ
う
な
そ
の
北
方
に
あ
る
軍
事
施
設
と
い
う
の
が
重
要
に
な
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
鞠
智
城
も
時
期
に
よ
っ
て
そ
の
設

置
目
的
と
い
う
か
、
存
続
さ
せ
る
目
的
、
意
味
合
い
が
変
わ
っ
て
く
る
、
比
重
が
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
な
と
考

え
て
い
ま
す
。

佐
藤
：

こ
れ
で
話
題
が
鞠
智
城
と
も
だ
い
ぶ
連
携
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
主
に
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
が
隼
人
を
必
要
と
し
て

位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
六
八
〇
年
代
ぐ
ら
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
対
外
関
係
で

も
、
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
同
時
に
『
日
本
書
紀
』
で
、
隼
人
が
飛
鳥
で
饗
宴
を
受
け

た
り
す
る
時
期
で
す
よ
ね
。
吉
村
さ
ん
は
今
日
の
話
の
中
で
、
隼
人
の
統
治
は
も
う
ち
ょ
っ
と
早
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
で
、
一
つ
は
そ
の
議
論
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
で
六
九
八
年
の
鞠
智
城
を
繕
治

し
た
と
い
う
記
事
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
後
で
議
論
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
吉
村
さ
ん
、
隼
人
の
登
場
に
つ
い
て
お
願

い
し
ま
す
。

吉
村
：

隼
人
と
い
う
名
称
と
か
、
隼
人
が
ヤ
マ
ト
王
権
、
律
令
制
国
家
で
も
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
朝
貢
す
る
儀
式
と
い

う
よ
う
な
形
を
と
っ
た
の
が
天
武
朝
以
降
で
あ
る
と
い
う
の
は
事
実
で
す
。
そ
の
前
に
朝
貢
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た

か
。
た
だ
、
私
自
身
も
勉
強
不
足
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
は
確
か
南
山
城
に
堀
切
古
墳
群
と
い
う
の
が
あ
っ
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て
、
こ
れ
は
隼
人
の
古
墳
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
最
近
読
み
直
し
た
ら
必
ず
し
も
隼
人
と

限
定
で
き
な
い
と
い
う
研
究
も
あ
る
よ
う
な
の
で
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
き
た
か
と
思
う
の
で

す
。
た
だ
、
天
武
朝
以
降
だ
と
す
る
と
天
武
朝
以
降
に
、
例
え
ば
高た
か
ま
が
は
ら

天
原
の
神
々
と
い
う
よ
う
な
観
念
が
で
き
る
の

が
、
天
武
朝
以
降
だ
と
い
う
の
は
分
か
る
の
で
す
け
ど
も
。
海
幸
と
か
山
幸
と
い
う
よ
う
な
神
話
が
天
武
朝
以
降
に
作

ら
れ
て
、
ず
っ
と
教
え
て
い
け
ば
信
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
帝て
い
き紀

と
か
旧き

ゅ
う
じ辞

を
ま
と
め
る
段
階
で
、
変
更
は
生
じ
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、
原
帝
紀
と
か
原
旧

辞
と
い
う
の
は
、
も
う
少
し
古
く
考
え
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
あ
と
一
つ
は
、
こ
れ
は
な
ん
と
も
い
え
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
、
亡
く
な
っ
た
吉
田
孝
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
ワ
カ
タ
ケ
ル
と
い
う
の
が
、
稲

荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
に
実
名
を
名
乗
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
名
の
ワ
カ
タ
ケ
ル
の
タ
ケ
ル

を
ど
う
考
え
る
か
で
す
。
元
は
日ヤ
マ
ト
ノ
オ
グ
ナ

本
童
男
、
小オ

ウ

ス
碓
尊
で
す
け
れ
ど
も
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
雄
略
天
皇
と
は
比
較
的
似
て

い
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
オ
グ
ナ
を
名
乗
る
と
い
う
の
も
雄
略
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
。
そ
れ
か
ら
タ
ケ
ル
と
い
う
名
称
な

の
で
す
け
れ
ど
も
、
す
で
に
ワ
カ
タ
ケ
ル
と
い
う
の
が
い
て
、
ヤ
マ
ト
ノ
オ
グ
ナ
が
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
と
戦
っ
て
タ
ケ
ル

と
い
う
名
前
を
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
話
を
、
果
た
し
て
作
る
の
か
ど
う
か
。
つ
ま
り
、
ワ
カ
タ
ケ
ル
と
い
う
大
王
が

い
て
、
そ
の
タ
ケ
ル
の
名
称
が
、
そ
の
後
に
夷
狄
の
人
物
か
ら
献
じ
ら
れ
て
タ
ケ
ル
を
名
の
る
と
い
う
の
が
、
あ
り
え

る
か
ど
う
か
で
す
よ
ね
。
ヤ
マ
ト
ノ
オ
グ
ナ
が
、
お
そ
ら
く
新
嘗
の
祭
り
に
女
装
し
て
食
事
し
、
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
を
酒

に
酔
わ
し
て
夜
殺
す
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
話
が
果
た
し
て
ワ
カ
タ
ケ
ル
と
い
う
実
名
を
も
つ
段
階
で
話
を
作
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る
か
ど
う
か
の
問
題
で
す
。
そ
れ
が
古
い
と
一
概
に
言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
天
武
朝
以
降
だ
と
い
う
の
は

い
か
が
で
し
ょ
う
。
朝
貢
の
儀
礼
が
整
う
の
は
、
天
武
朝
以
降
で
も
構
わ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
。
そ
う
い
う
話
か
ら
見

る
と
、
私
は
も
う
少
し
古
い
時
期
に
で
き
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　
　
　
　

神
話
の
世
界
の
話
も
け
っ
こ
う
難
し
く
て
、
な
ぜ
九
州
の
高
千
穂
に
降
り
た
か
説
明
し
ろ
と
い
っ
て
も
な
か
な
か
難

し
い
。
こ
れ
は
天
孫
降
臨
と
い
う
北
方
神
話
の
話
と
、
今
日
は
吾
田
の
岬
が
出
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
吾
田
と
い
う

場
で
女
性
に
会
い
ま
す
。
こ
こ
に
南
方
系
の
神
話
が
合
併
さ
れ
て
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
北
方
系

南
方
系
の
話
は

も
う
少
し
早
く
日
本
に
入
っ
て
き
て
も
お
か
し
く
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
い
っ
て
、
堀
切
古
墳
群
の
評

価
は
別
に
し
て
も
、
も
う
少
し
早
く
て
も
お
か
し
く
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
を
ど
う
見
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
け
っ
こ
う
難
し
い
と
も
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
大
化
前
代
に
想
定
し
て
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
蝦
夷
は
少
な
く
と
も
神
話
に
は
登
場
し
な
い
わ
け
で
す
。
少
な
く
と
も
ワ
カ
タ
ケ
ル
は
治
天
下
を
名
乗

っ
て
い
ま
す
。
治
天
下
と
い
う
の
は
、
天
の
下
を
治
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
中
国
の
治
天
下
の
中
に
倭
国
が
入
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
中
国
の
治
天
下
の
中
に
入
っ
て
い
る
倭
国
で
も
治
天
下
意
識
を
持
つ
、
そ
う
す
る
と
、
ど
う
し
て
も

や
は
り
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
蕃
国
に
対
す
る
政
治
力
、
そ
れ
か
ら
、
当
時
は
蝦
夷
か
、
隼
人
の
名
が
あ
る
か
ど
う
か
は

別
と
し
て
、
日
本
列
島
の
内
部
に
も
夷
狄
と
い
う
も
の
が
な
い
と
「
治
天
下
」
は
名
乗
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と
い
う
考
え
方
で
す
。

佐
藤
：

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
る
神
代
の
巻
の
神
話
の
中
に
海
幸
山
幸
の
話
が
あ
っ
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て
、
そ
の
海
幸
の
方
が
隼
人
の
祖
先
に
あ
た
る
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
神
話
の
伝
承
が
、
も
う

ち
ょ
っ
と
遡
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
吉
村
さ
ん
の
隼
人
の
登
場
の
考
え
で
す
。
こ
れ
は
、
吉
村
さ
ん
の
場
合

も
隼
人
を
朝
貢
さ
せ
る
と
い
う
形
で
位
置
づ
け
る
の
は
七
世
紀
後
半
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
う
違
わ
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
、
た
だ
、
そ
の
起
源
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
点
で
は
、
ち
ょ
っ
と
永
山
さ
ん
と
違
う
の

で
し
ょ
う
か
。
永
山
さ
ん
、
い
か
が
で
す
か
。

永
山
：

京
都
の
京
田
辺
の
大お
お
す
み住

っ
て
い
う
地
名
が
あ
り
ま
し
て
、
住
居
の
住
の
大
住
で
す
。、
そ
こ
は
奈
良
時
代
に
は
隼
人

計ケ
イ
チ
ョ
ウ

帳
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
隼
人
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
前
そ

の
大
住
の
地
に
地
下
式
横
穴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
度
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
隼
人
の
関
係
だ
と
い
う

話
に
な
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、
現
在
で
は
あ
れ
は
地
下
式
横
穴
で
は
な
い
と
い
う
話
と
横
穴
で
あ
る
と
い
う
話
が
あ
る

の
で
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
隼
人
の
居
住
地
に
横
穴
は
存
在
し
な
い
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
も

う
一
つ
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
南
九
州
の
人
た
ち
と
、
ヤ
マ
ト
の
関
係
は
多
分
絶
え
間
な
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
そ
の
関
係
の
質
的
な
変
化
が
あ
る
の
が
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
天
武
朝
で
あ
る
と
い
う
事
は
確
か
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
あ
と
ワ
カ
タ
ケ
ル
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
も
う
三
〇
年
近
く
前
で
す
が
、『
宮
崎
県
史
』

を
編
纂
し
て
い
る
際
に
、
講
演
会
が
開
催
さ
れ
て
、
そ
こ
に
笹
山
晴
生
先
生
が
来
ら
れ
、
ワ
カ
タ
ケ
ル
が
あ
る
と
す
れ

ば
元
の
タ
ケ
ル
が
い
る
は
ず
だ
、〝
ワ
カ
〟
で
は
な
い
タ
ケ
ル
が
い
る
は
ず
だ
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
で
あ
っ
て
、
と
い
う
よ
う
な
お
話
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
九
州
に
来
る
こ
と
は
あ
り
え
る
と
思
う
の
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で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
熊
襲
と
い
う
場
所
を
征
服
す
る
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
こ
に
攻
め
込
ん
で
く
る
と
い
う
こ

と
が
い
つ
頃
ま
で
遡
れ
る
話
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
私
も
ま
だ
未
だ
に
は
っ
き
り
で
き
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
す

け
れ
ど
。
私
の
考
え
で
は
、
隼
人
と
い
う
の
は
、
用
字
が
も
う
「
は
や
ぶ
さ
の
ひ
と
」
と
ほ
ぼ
一
つ
で
す
。
万
葉
集
に

一
か
所
だ
け
早
人
と
い
う
の
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
使
い
方
ま
で
決
ま
っ
た
状
態
で
使
わ
れ
始
め
て
い
る
言

葉
で
は
な
い
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
対
し
て
熊
襲
は
い
ろ
ん
な
表
記
が
あ
り
ま
す
の
で
、
隼
人
よ
り
も
熊

襲
の
方
が
古
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
。
そ
の
熊
襲
と
い
う
の
が
球く

ま磨
郡
と

曽そ

お於
郡
の
連

れ
ん
し
ょ
う称

な
の
か
ど
う
な
の
か
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
ま
で
含
め
て
、
こ
れ
は
考
古
学
的
な
そ
の
地
域
の
文
化
の

在
り
方
と
か
も
関
わ
っ
て
、
今
ま
で
も
い
ろ
ん
な
人
が
検
討
し
て
い
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
実
態
が
よ
く
わ
か
っ
て

い
な
い
と
思
い
ま
す
。
答
え
に
な
ら
な
い
答
え
で
す
け
れ
ど
も
、
要
は
南
九
州
の
人
た
ち
と
い
う
か
、
鹿
児
島
県
に
も

異
質
化
が
進
む
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
畿
内
の
物
と
か
は
入
っ
て
は
く
る
の
で
す
。
何
ら
か
の

繋
が
り
は
、
ず
っ
と
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

佐
藤
：

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
課
題
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
き
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
研
究
し
な
く

て
は
い
け
な
い
な
と
い
う
こ
と
が
、
身
に
し
み
ま
し
た
。
少
し
話
を
戻
し
て
、
永
山
さ
ん
が
、
六
八
〇
年
代
ぐ
ら
い
に

隼
人
が
朝
貢
と
い
う
形
で
と
ら
え
ら
れ
、
隼
人
の
位
置
づ
け
が
中
央
政
府
に
と
っ
て
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
対
外
関
係
の
変
化
も
起
き
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
、
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。
白
村
江
の
戦
い

が
六
六
三
年
に
あ
っ
た
後
、
唐
と
新
羅
が
対
立
関
係
に
な
る
の
で
、
唐
・
新
羅
が
日
本
列
島
に
攻
め
て
く
る
と
い
う
こ
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と
は
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
一
旦
ひ
と
段
落
す
る
の
が
、
七
〇
年
代
。
そ
し
て
八
〇
年
代
に
は
か
な
り
落
ち
着
く
と

い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
六
九
八
年
の
鞠
智
城
と
大
野
城
と
基
肄
城
を
繕
治
し
た
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
く

の
だ
と
思
う
の
で
す
が
・
・
・
。
今
の
永
山
さ
ん
の
考
え
に
つ
い
て
、
亀
田
さ
ん
、
鞠
智
城
を
発
掘
さ
れ
て
い
る
お
立

場
で
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
鞠
智
城
の
位
置
づ
け
も
少
し
シ
フ
ト
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、

永
山
さ
ん
の
ご
意
見
な
の
で
す
け
れ
ど
・
・
・
。

亀
田
：

す
ご
く
難
し
い
問
題
で
答
え
ら
れ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
最
初
に
丁
寧
に
説
明
し
な
き
ゃ
い
け
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
確
か
に
鞠
智
城
の
Ⅱ
期
は
遺
物
も
多
く
、
ま
た
八
角
形
建
物
と
か
も
登
場
し
て
、
こ
れ
が
何
か
と
い
う
の
は
議
論

が
あ
る
の
で
す
け
ど
、
信
仰
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
初
期
の
段
階
の
こ
ろ
と
は
変
わ
っ
て
き
ま
す
し
、

圧
倒
的
に
遺
物
が
多
い
の
で
す
。
修
繕
記
事
が
あ
っ
て
大
々
的
に
開
発
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
は
、
失

わ
れ
た
遺
構
を
復
元
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す
け
れ
ど
、
菊
鹿
盆
地
の
方
に
向
い
て
い
た
建
物
が
多
か
っ
た
の
が
、
奥

に
向
か
っ
て
展
開
し
て
い
き
ま
す
し
、
長
い
建
物
も
顕
著
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
初
期
に
も
、
兵
舎
と

し
て
復
元
し
て
い
る
建
物
の
よ
う
に
長
い
建
物
が
あ
り
ま
す
の
で
、
私
個
人
と
し
て
は
Ⅰ
期
か
ら
官
衙
的
な
機
能
は
あ

る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
遺
構
配
置
図
を
見
る
と
か
な
り
機
能
が
増
し
て
い
っ
て
、
長
者
原
地
区
に
建
物
が
た
く
さ

ん
で
き
ま
す
し
、
外
郭
線
も
当
初
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
漠
然
と
考
え
て
い
ま
す
。

佐
藤
：

繕
治
と
い
う
の
は
、
全
般
的
な
機
能
の
拡
充
と
思
っ
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
考
古
学
的
に
は
。

亀
田
：

現
在
の
遺
構
を
確
認
す
る
限
り
は
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
実
は
大
型
礎
石
建
物
の
下
は
調
査
を
し
て
い
ま
せ
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ん
の
で
、そ
の
結
果
次
第
で
位
置
づ
け
が
変
わ
る
と
思
う
の
で
す
が
、今
の
と
こ
ろ
は
そ
う
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

佐
藤
：

も
し
、
永
山
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
考
え
る
と
、
私
は
鞠
智
城
だ
け
で
は
な
く
て
、
本
当
は
大
野
城
や
基
肄
城
も

そ
の
南
九
州
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
こ
と
と
連
携
し
て
く
る
か
な
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
。
そ
れ
か
ら
八
世

紀
の
初
め
に
か
け
て
隼
人
と
の
戦
い
が
律
令
国
家
の
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
、
大
宰
師
の
大
伴
旅
人
も
、
暑

い
時
に
苦
し
い
戦
い
を
し
た
と
い
う
記
事
も
あ
り
ま
す
の
で
、
全
般
と
し
て
律
令
国
家
は
全
力
で
支
援
し
な
く
て
は
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
よ
ね
、
永
山
さ
ん
。

永
山
：

考
古
の
専
門
で
は
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
ぜ
ひ
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
面
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
。
や

は
り
七
世
紀
末
ぐ
ら
い
と
い
う
の
は
、
最
近
進
ん
で
い
ま
す
日
向
国
府
の
調
査
で
も
長
舎
型
と
い
う
や
つ
で
は
あ
る
の

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
辺
り
に
国
府
が
姿
を
現
し
ま
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
や
は
り
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初

頭
と
い
う
の
は
、
大
宰
府
は
ど
う
な
の
で
す
か
ね
？

大
宰
府
も
や
は
り
そ
の
時
期
に
変
わ
る
の
で
す
よ
。
で
す
か

ら
、
こ
れ
っ
て
極
端
に
言
う
と
九
州
管
内
全
域
で
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
一
方
で
そ
の
大
野
城
、

基
肄
城
、
鞠
智
城
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
記
事
に
残
っ
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
考
え
方
は
出
来
な
い
の
か
な
と
い
う
気

は
し
な
い
で
は
な
い
で
す
。

佐
藤
：

こ
れ
は
も
う
律
令
国
家
の
確
立
を
目
指
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
地
方
官
衙
の
建
設
だ
と
か
も
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
で
す
ね
、
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
。
た
だ
、
気
に
な
る
の
は
七
世
紀
半
ば
ぐ
ら
い
で
評
は
置
く
の
で
、
そ
の
評
の

役
所
の
段
階
と
そ
の
あ
と
の
段
階
で
地
方
官
衙
が
拡
充
す
る
。
国
府
の
場
合
も
、
初
期
国
府
と
か
言
わ
れ
る
遺
跡
が
、
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七
世
紀
代
の
末
ぐ
ら
い
か
ら
営
ま
れ
て
、
か
つ
て
は
八
世
紀
前
半
と
い
っ
て
い
た
の
が
、
初
期
国
府
っ
て
い
う
の
も
ち

ょ
っ
と
遡
ら
せ
よ
う
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
も
含
め
て
位
置
づ
け
る
必
要
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
日
の
テ
ー
マ
は
肥
後
・
鞠
智
城
な
の
で
す
が
、
肥
後
国
府
の
発
掘
調
査
で
、
七
世
紀
末
と

い
う
の
は
何
か
変
化
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
亀
田
さ
ん
、
分
か
る
範
囲
で
お
願
い
致
し
ま
す
。

亀
田
：

肥
後
国
府
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
っ
て
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
け
れ

ど
。
最
近
、
熊
本
駅
周
辺
で
発
掘
調
査
が
進
ん
で
い
る
の
は
、
八
世
紀
後
半
と
か
中
頃
ぐ
ら
い
以
降
な
の
で
す
。
八
世

紀
前
半
と
い
う
か
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
前
半
と
い
う
の
は
、
実
は
非
常
に
熊
本
で
も
遺
跡
が
少
な
く
、
土
器
の
編

年
が
で
き
て
な
い
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
し
て
、
本
当
は
ち
ょ
っ
と
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
け

れ
ど
難
し
い
問
題
で
す
。
た
だ
、
陣
内
廃
寺
が
熊
本
市
の
南
側
に
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
近
い
と
こ
ろ
に
国
府
が
あ
っ
て

欲
し
い
な
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

佐
藤
：

陣
内
廃
寺
は
、
七
世
紀
代
の
寺
院
と
見
て
い
い
訳
で
す
よ
ね
。

亀
田
：

立
願
寺
廃
寺
の
瓦
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
時
期
だ
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
。

佐
藤
：

で
す
か
ら
こ
れ
鞠
智
城
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
も
う
ち
ょ
っ
と
肥
後
の
国
全
体
の
地
方
官
衙
と
か
、
寺
院
と
か
、
豪
族

の
居
館
と
か
み
た
い
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
と
、
ま
た
違
っ
て
く
る
か
な
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
時
代
の
集

落
に
つ
い
て
は
、
全
然
わ
か
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
ね
。

亀
田
：

実
は
菊
池
川
流
域
の
集
落
の
消
長
表
に
も
七
世
紀
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
土
器
が
ち
ょ
っ
と
含
ま
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れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
て
、
実
際
明
確
な
遺
構
っ
て
い
う
の
が
非
常
に
難
し
い
で
す
。
菊
池
川
下
流
域
で
行
く
と
、

玉
名
市
の
柳
町
遺
跡
と
か
上
小
田
宮
の
前
遺
跡
と
い
う
遺
跡
で
、
掘
立
柱
建
物
等
は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
大
規
模
と

い
う
に
は
ま
だ
様
相
が
ち
ょ
っ
と
わ
か
っ
て
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
七
世
紀
代
の
遺
構
と
い
う
の
が
、
す
ご
く
少

な
い
で
す
。
八
世
紀
後
半
以
降
、
耕
地
面
積
が
増
え
て
開
発
が
増
え
る
の
で
す
。
上
の
台
地
に
や
は
り
集
落
が
た
く
さ

ん
営
ま
れ
る
の
で
、
そ
れ
く
ら
い
の
時
期
以
降
は
非
常
に
わ
か
る
の
で
す
け
れ
ど
、
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

佐
藤
：

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
の
永
山
さ
ん
の
話
で
、
三み

の野
城
、
稲い

な
づ
み積

城
が
そ
れ
ぞ
れ
日
向
と
か
大
隅
か
ら
の
国

府
に
近
い
と
い
う
話
が
あ
っ
た
の
で
、
国
府
近
く
の
山
城
の
評
価
は
ど
う
な
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
は
、
気
に
な
り
ま

し
た
。
位
置
に
つ
い
て
も
ほ
か
の
説
も
あ
る
と
思
う
の
で
、
今
後
の
検
討
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
時

間
が
押
し
ま
し
た
の
で
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
踏
ま
え
て
、
お
一
方
ず
つ
、
今
後
こ
う
い
う
こ
と
が
課
題
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
を
し
て
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
亀
田
さ
ん
か
ら
順
番
に
お
願
い
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
亀
田
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。

亀
田
：

今
日
は
大
変
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
和
田
先
生
の
お
話
も
非
常
に
大
き
な
話
で
肥
後
地
域
を
も
う
少
し
積

極
的
に
評
価
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
助
言
も
い
た
だ
い
た
の
で
、
肥
後
地
域
が
与
え
た
影
響
と
か
も
含
め

て
、
広
い
視
野
で
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
文
献
に
つ
い
て
は
不
勉
強
で
、
そ
う
い
っ
た
面
で
永
山
先
生
と
か
を

含
め
て
、
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
吉
村
先
生
に
い
た
っ
て
は
か
な
り
大
き
な
視
野
で
辺
要
国
っ
て
い
う
こ
と
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も
指
摘
し
て
頂
い
て
、
そ
う
い
っ
た
面
で
も
考
え
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

佐
藤
：

そ
れ
で
は
、
和
田
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。

和
田
：

今
回
初
め
て
山
城
に
つ
い
て
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
地
図
を
見
て
い
ま
し
た
ら
有

明
海
沿
岸
の
、
お
つ
ぼ
山
か
ら
、
帯
隈
山
、
そ
し
て
高
良
山
に
、
杷
木
神
籠
石
、
ち
ょ
っ
と
入
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、

そ
れ
か
ら
女
山
が
あ
っ
て
、
女
山
か
ら
鞠
智
城
ま
で
ち
ょ
っ
と
離
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
す
け
れ
ど
。
国
道

四
四
三
号
線
が
通
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
通
っ
た
ら
、
そ
ん
な
に
遠
く
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
。
ぐ
る
っ
と
、
有
明
海

の
北
側
の
と
こ
ろ
を
囲
っ
て
い
る
曲
線
の
南
の
端
に
鞠
智
城
が
あ
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
そ
こ
に
包
み
込
ま
れ
た
世

界
、
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
と
思
い
ま
し
た
。
海
の
向
こ
う
も
含
め
て
感
じ
ま
し
た
。
積
極
的
に
こ
う
い

う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
し
な
が
ら
進
め
て
い
た
だ
い
た
ら
、
各
地
の
見
本
に
な
っ
て
、
す
ご
く
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

佐
藤
：

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
永
山
さ
ん
。

永
山
：

初
め
て
こ
の
鞠
智
城
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
三
〇
年
近
く
前
に

八
角
形
建
物
が
出
た
時
の
現
地
説
明
会
に
参
り
ま
し
て
、
あ
と
木
簡
が
出
た
時
、
木
簡
を
見
せ
て
い
た
だ
き
に
上
が
っ

て
、
ま
さ
か
こ
う
い
う
場
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
。
改
め

て
、
私
は
南
九
州
の
隼
人
の
こ
と
を
メ
イ
ン
に
や
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
日
向
と
か
肥
後
と
い
う
、
隣
接
し
た
国
の
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動
向
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
痛
感
致
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
大
宰
府
管

内
の
動
き
と
い
う
の
と
も
密
接
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
な
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
辺
も
含
め
て
今
後
も
調
べ
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

佐
藤
：

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
吉
村
さ
ん
。

吉
村
：

最
後
に
な
り
ま
し
た
け
ど
、
辺
要
と
い
う
概
念
は
律
令
法
的
な
法
理
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
視

点
か
ら
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
。
隼
人
の
問
題
と
い
う
の
は
、
僕
は
夷
狄
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
た
礼
の
問
題
と
関
連
し
ま
す
。
私
自
身
の
古
代
史
研
究
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
七
世
紀
後

半
の
律
令
制
研
究
と
い
う
の
を
主
に
考
え
て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大
隅
清
陽
さ
ん
が
礼
制
の
秩
序
と
い
う
の
を
か

な
り
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
で
は
律
令
格
式
が
出
る
と
き
に
は
、
儀ぎ
ち
ゅ
う注
と
い
う
礼
制
が
出
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

で
日
本
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
に
、
律
令
だ
け
で
考
え
た
ら
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
大
隅
さ
ん
が
言
っ
て
い
ま
す
。
も

っ
と
も
中
国
の
儀ぎ
ち
ゅ
う注
み
た
い
の
を
導
入
す
る
こ
と
は
日
本
に
は
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
礼
制
の
導

入
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
ま
す
と
、
推
古
朝
に
朝
令
を
改
め
る
と
か
、
葬
礼
が
あ
り
ま
す
。
前
方
後
円
墳
は
敏び
だ
つ達

朝

で
終
わ
っ
て
で
す
ね
。
用
明
天
皇
か
ら
方
墳
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
葬
礼
を
か
え
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大

き
い
。
そ
れ
か
ら
冠
位
十
二
階
。
冠
位
制
が
あ
り
ま
す
。
十
七
条
憲
法
で
は
「
礼
を
基
本
と
せ
よ
」
と
い
う
の
が
出
て

く
る
の
で
す
。
仏
教
思
想
だ
け
で
は
な
く
、
礼
の
位
置
付
け
も
重
要
で
す
。
当
時
の
隋
、
そ
れ
か
ら
唐
。
遣
隋
使
、
遣

唐
使
を
通
じ
て
、
儀ぎ
ち
ゅ
う注
が
入
っ
て
き
た
か
ど
う
か
は
現
在
議
論
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
。
推
古
朝
に
お
け
る
冠
位
十
二
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階
と
か
朝
令
を
改
め
る
と
か
、
そ
れ
か
ら
葬
礼
の
整
備
が
行
わ
れ
ま
す
。
孝
徳
朝
に
な
っ
て
か
ら
、
冠
位
も
そ
う
で
す

が
、
そ
れ
か
ら
大た
い
か
の
は
く
そ
う
れ
い

化
薄
葬
令
も
、
孝
徳
朝
に
で
て
い
ま
す
。
王
宮
の
儀
礼
と
い
う
の
も
出
て
き
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら

愚ぐ
ぞ
く俗

の
改か

い
は
い廃

と
い
う
、
こ
れ
も
礼
制
と
関
係
が
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
辺
要
は
律
令
で
説
明
し
よ
う
と
思
っ
て
で

き
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
け
ど
も
、
夷い
て
き狄
の
問
題
も
お
そ
ら
く
礼
の
秩
序
と
関
係
し
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う

す
る
と
改
め
て
律
令
の
中
だ
け
で
、
辺
要
に
し
て
も
隼
人
と
か
蝦
夷
を
考
え
る
場
合
に
は
律
令
法
だ
け
で
は
な
く
て
礼

制
と
の
関
係
で
考
え
て
い
く
と
、
こ
の
推
古
朝
ぐ
ら
い
で
何
か
問
題
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
私
は
思
う

の
で
す
。
そ
う
し
た
時
に
筑つ
く
し
だ
ざ
い

紫
大
宰
が
で
き
ま
す
し
、
そ
れ
よ
り
前
に
那な

の
つ
の
み
や
け

津
官
家
と
か
、
そ
う
い
う
の
が
出
て
き
て
い

ま
す
。

　
　
　
　

ま
た
、
江
田
船
山
古
墳
か
ら
ワ
カ
タ
ケ
ル
に
関
係
す
る
銀
錯
銘
大
刀
が
で
て
き
て
い
ま
す
。
当
然
、
中
央
の
方
に
情

報
と
し
て
は
、
南
九
州
と
い
う
概
念
は
な
い
に
し
て
も
、
南
の
方
に
ど
う
い
う
人
た
ち
が
い
る
か
、
南
島
か
ど
う
か
と

い
う
の
は
当
然
、
情
報
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
夷い
て
き狄

観
念
と
い
う
も
の
が
礼
制
と
の
関
係

で
入
っ
て
き
て
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ぐ
ら
い
に
も
考
え
た
方
が
む
し
ろ
い
い
の
で

は
な
い
か
。
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
は
律
令
中
心
に
考
え
て
そ
れ
ほ
ど
問
題
な
い
の
で
す
が
、
日
本
で
も

格
式
が
整
う
の
は
平
安
に
入
っ
て
か
ら
な
の
で
、
や
は
り
ず
れ
て
く
る
。
平
安
の
頃
に
な
っ
て
、
礼
制
の
問
題
も
い
ろ

い
ろ
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
律
令
よ
り
以
前
の
礼
制
の
秩
序

の
中
で
隼
人
の
問
題
、
あ
る
い
は
蝦
夷
の
問
題
を
考
え
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
儀
礼
で
す
か
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ら
、
や
は
り
律
令
的
な
儀
礼
と
の
関
係
が
あ
る
の
で
天
武
朝
に
出
て
く
る
。
そ
れ
ほ
ど
お
か
し
く
は
な
い
と
い
う
よ
う

に
思
う
の
で
す
が
、
た
だ
そ
れ
以
前
に
中
国
的
な
礼
制
が
入
っ
て
き
た
時
に
、
こ
れ
は
体
系
化
さ
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
何
ら
か
の
対
応
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
私
自
身
も
そ
う
い
う
礼
制
を

重
視
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
一
、二
年
で
考
え
て
い
ま
す
。
改
め
て
そ
こ
か
ら
隼
人
・
蝦
夷
問
題

を
解
い
た
ら
解
け
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
日
本
の
場
合
は
律
令
時
代
に
礼
制
が
組
み
込
ま
れ
ま
す

の
で
、
儀
礼
の
体
系
が
一
部
で
き
て
、
そ
こ
で
隼
人
が
儀
式
に
参
列
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
問
題
も
律
令
プ
ラ
ス

礼
制
の
問
題
で
考
え
て
い
け
ば
、
ま
た
新
た
な
視
点
が
出
て
く
る
の
か
な
、
と
現
在
思
っ
て
い
ま
す
。
後
期
高
齢
者
に

な
っ
た
の
だ
け
ど
、
次
か
ら
次
へ
課
題
が
出
て
く
る
の
で
、
年
は
取
れ
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

佐
藤
：

た
だ
今
の
、
礼
制
の
礼
は
礼
儀
の
礼
で
あ
り
ま
す
。
律
令
と
い
う
の
は
、
人
民
を
支
配
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
の

法
律
だ
け
れ
ど
も
、
礼
と
い
う
の
は
む
し
ろ
為
政
者
が
自
ら
を
律
す
る
た
め
に
必
要
な
中
国
的
・
儒
教
的
な
概
念
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
為
政
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
事
な
も
の
だ
と
い
う
の
が
、
中
国
で
の
あ
り
方
だ
と
思
い
ま
す
。
今
の

吉
村
さ
ん
の
最
後
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
鞠
智
城
の
話
か
ら
出
発
し
て
、
日
本
古
代
史
さ
ら
に
日
本
史
全
体

に
と
っ
て
の
、
大
き
な
課
題
も
出
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
今
日
は
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
終
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
が
、
ま
た
今
後
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
形
で
ま
た
皆
さ
ん
と
一
緒
に
い
ろ
い
ろ
鞠
智
城
を
も
と

に
し
た
、
い
ろ
い
ろ
な
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
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鞠地城シンポジウム_入稿データ_最新1123＿トンボ.pdf   54   2021/11/24   8:23

51 資料編



図  の （ ： 、 ： 、 ）

− 51−
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が出現（王権による の直接支配の まり）、 百舌鳥・古市古墳群の衰退（古市・

ン イ古墳を 後に大王墳 小）などといった大きな変化がおこった。

それは、王権中 が内外の情 に対 するため、首長の地元支配を 体し中 集権的な

体制を したが、大首長たち 力の が強く王権 体が 体化したものと される。

 の

この現 に するかの とく 力を 大したのが の有明海沿岸を中心とした

力である。この地域の古墳に特 が表れだすのは主に 葬 で、前期後葉には 形石

（ 内の中期は長持形石 ・図 5）、中期には 式石 （ 後型）（ 内は石 なし）、石

・ ・ 式 形石 （ かれた ）、石 装 古墳などが現れ、墳丘には石

表 （石人石 ）が立てられた（図 7）。後期前葉に ると新しい古墳群が出現。石 形が

造られ、 後中部の ン 石（ 石） 石 が 内・ 内へ れだした（図 8）。
いずれも 政権 や 有明海首長連合 と れる 力の 実 りを示すが、この

力は 力 大で 後のものといえる。この 力と 海沿岸、特に 前との前期

の関係を考 すると、この 力が継体 立の 後で重 な位置を めた可能性が高い。朝

島南西部を中心とした前方後円墳や 式石 などもその関係で すべきだろう。

 中期から後期へ（第 段階 中 体制の り） 

（継体大王 507 内国 葉宮で 位、526 宮、531 （古事 527））
1 に出現した 現 が 整備され、 に し出すのは後期中葉（6世紀前 ）

からである。 新たな墓域に大王墳が 活（今 古墳・継体大王墳か）、② 性の高い

式石 をもつ新式群集墳が急 （ の王 化）、①首長墳の と 的円墳化（

人化）などがそれを示す。527 、有明海 力の 主と される の が こり、

その平 後の後期中葉後 後の継体・ 明朝期には急速に集権的な体制が した。

 連 の の後

しかし、 後、有明海 力に急速な衰退の しはなく、 後・ 前の墓制には 後の

流域 の石 形（平 式 形石 ・図 6）や 壁 （ 内なし）などの影響が

がり、後期後葉には関東北部～東北南部の太平洋沿岸にも影響を与えた（石 、 、

壁 ）。一方、北部 にも新式群集墳が がり、 前では ヤケ関連の遺構が発見さ

れだす。終末期（飛鳥）の 内 の方墳は豊前・豊後・ 前・対 などで見つかっている。

りに

天野末喜 1993 大王墳の移動は何を物語るか 『新視点 の歴史』2、新人物往 社

高木恭二 2008 西 古墳文化とその特質 『古代 の異文化交流』勉誠出版

蔵富士 寛 2011 北部 『講座・ の考古学』 7巻、青木書店

柳沢一男 1991 古墳文化の 『新版・古代の 』 3巻、角 書店

柳沢一男 1995 岩 山古墳と の 『継体王朝の謎』 出書房新社

和田晴吾 2014『古墳時代の葬制と他界観』吉 弘文館
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それは、王権中 が内外の情 に対 するため、首長の地元支配を 体し中 集権的な

体制を したが、大首長たち 力の が強く王権 体が 体化したものと される。

 の

この現 に するかの とく 力を 大したのが の有明海沿岸を中心とした

力である。この地域の古墳に特 が表れだすのは主に 葬 で、前期後葉には 形石
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 中期から後期へ（第 段階 中 体制の り） 

（継体大王 507 内国 葉宮で 位、526 宮、531 （古事 527））
1 に出現した 現 が 整備され、 に し出すのは後期中葉（6世紀前 ）

からである。 新たな墓域に大王墳が 活（今 古墳・継体大王墳か）、② 性の高い

式石 をもつ新式群集墳が急 （ の王 化）、①首長墳の と 的円墳化（

人化）などがそれを示す。527 、有明海 力の 主と される の が こり、

その平 後の後期中葉後 後の継体・ 明朝期には急速に集権的な体制が した。

 連 の の後

しかし、 後、有明海 力に急速な衰退の しはなく、 後・ 前の墓制には 後の

流域 の石 形（平 式 形石 ・図 6）や 壁 （ 内なし）などの影響が

がり、後期後葉には関東北部～東北南部の太平洋沿岸にも影響を与えた（石 、 、

壁 ）。一方、北部 にも新式群集墳が がり、 前では ヤケ関連の遺構が発見さ

れだす。終末期（飛鳥）の 内 の方墳は豊前・豊後・ 前・対 などで見つかっている。

りに

天野末喜 1993 大王墳の移動は何を物語るか 『新視点 の歴史』2、新人物往 社

高木恭二 2008 西 古墳文化とその特質 『古代 の異文化交流』勉誠出版

蔵富士 寛 2011 北部 『講座・ の考古学』 7巻、青木書店

柳沢一男 1991 古墳文化の 『新版・古代の 』 3巻、角 書店

柳沢一男 1995 岩 山古墳と の 『継体王朝の謎』 出書房新社

和田晴吾 2014『古墳時代の葬制と他界観』吉 弘文館
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2009『 古 日 』（ ）

2014 書 （『古 文 』66 ）

2007 古

『古 制 古 制 』 大

2012 九 （ 和 他 『古 古 2 古 出現 展 相』 ）

早 和賀 2017 九 おけ 令期 院 営－国 心 －

（『日 古 協 2017年 宮 大 発表資料 』）
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鞠地城シンポジウム_入稿データ_最新1123＿トンボ.pdf   44   2021/11/24   8:23

ヤマト王権と九州の古墳文化

兵庫県立考古博物館館長 和田晴吾

はじめに

有明海沿岸の古墳文化はおもしろい。

１ 古墳とは何か

古墳時代の人々は強い祖先信仰のもと、人は死ぬと鳥が先導する船に乗って他界（あの

世）へ赴くという他界観を持っていた。首長の葬送儀礼では、その様子を模擬的に実践し、

遺体を船に乗せて古墳へと牽引した。古墳の表面には葺石や埴輪（土・木・石）で他界が

表現され、亡き首長の魂はそこで安寧に永遠の命を生きた（図 1）。埴輪がすべて現実的な

ものであることから判断して、他界は現世の延長上にあると考えられていた可能性が高い。

古墳は、墓であるとともに、亡き首長の冥福を祈る葬送儀礼の舞台装置でもあった。

２ 古墳の秩序

古墳は政治的にも利用され、大王を頂点とする政治的地位に応じて、形と規模を基準に

序列的な秩序を形成しつつ造られた。しかも、その秩序は、墳丘上に他界が表現されたこ

ともあって、現世のみならず他界をも律する秩序となった。この秩序を成り立たせていた

のがヤマト王権で、王権は各地の古墳の築造を直接的・間接的にコントロールしていた。

したがって、いつ、どこに（墓域）、どのような形と大きさの古墳を造るかは、王権と各地

の首長の関係性のなかで主に地政学的な観点を重視して個別的に決められたようで、首長

の地位は長くはつづかず、古墳群は継続性に乏しい。特に中期はそうである（図 3・4）。
３ 古墳づくり  

古墳づくりは造墓組織の元に多くの人・もの・情報が集められ、多様な分業と大規模な協

業によって行われた。交換経済が未発達で、流通の中心は王権からの様々な下賜とそれに

対する首長からの貢納と奉仕だったが、その中で古墳づくりは人・もの・情報を流通させ

る原動力となり、地域社会の、ひいては王権全域の活性化に役だった。古墳づくりは国づ

くりでもあった。また、その現場は軍事拠点となり、交通インフラ整備の拠点ともなった。

４ 大王墳と地域の古墳の動向

大王墳は前期前葉～中葉には奈良盆地南東部のオオヤマト古墳群、前期後葉には盆地北

部の佐紀古墳群西群、さらに中期には大阪平野南部の百舌鳥・古市古墳群、後期中葉には

平野北部の三島地域、後期後葉には奈良盆地南部の飛鳥周辺に造られた（図 2）。この墓域

の移動は、王宮の移動を示すのではなく、王権の内外政策と密接に関係し、各地の古墳群

の消長に大きな影響を与えた。その中で今回問題とするのは中期から後期への変化である。

５ 中期から後期へ（第 1段階・首長連合体制の変革）  

中期は各地で地元を支配する首長たちが政治的に結集した首長連合体制の成熟期で、首

長間の格差が大きくなり、大王はじめ限られた数の大首長が数多くの中小首長を支配する

体制であった。ところが、後期前葉（5 世紀後葉・雄略朝頃）になると、①中期の大型古墳

群が急速に衰退・消滅する一方、新しい墓域に古墳群が出現、②小型円墳群（古式群集墳）
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世）へ赴くという他界観を持っていた。首長の葬送儀礼では、その様子を模擬的に実践し、

遺体を船に乗せて古墳へと牽引した。古墳の表面には葺石や埴輪（土・木・石）で他界が

表現され、亡き首長の魂はそこで安寧に永遠の命を生きた（図 1）。埴輪がすべて現実的な

ものであることから判断して、他界は現世の延長上にあると考えられていた可能性が高い。

古墳は、墓であるとともに、亡き首長の冥福を祈る葬送儀礼の舞台装置でもあった。

２ 古墳の秩序

古墳は政治的にも利用され、大王を頂点とする政治的地位に応じて、形と規模を基準に

序列的な秩序を形成しつつ造られた。しかも、その秩序は、墳丘上に他界が表現されたこ

ともあって、現世のみならず他界をも律する秩序となった。この秩序を成り立たせていた

のがヤマト王権で、王権は各地の古墳の築造を直接的・間接的にコントロールしていた。

したがって、いつ、どこに（墓域）、どのような形と大きさの古墳を造るかは、王権と各地

の首長の関係性のなかで主に地政学的な観点を重視して個別的に決められたようで、首長

の地位は長くはつづかず、古墳群は継続性に乏しい。特に中期はそうである（図 3・4）。
３ 古墳づくり  

古墳づくりは造墓組織の元に多くの人・もの・情報が集められ、多様な分業と大規模な協

業によって行われた。交換経済が未発達で、流通の中心は王権からの様々な下賜とそれに

対する首長からの貢納と奉仕だったが、その中で古墳づくりは人・もの・情報を流通させ

る原動力となり、地域社会の、ひいては王権全域の活性化に役だった。古墳づくりは国づ

くりでもあった。また、その現場は軍事拠点となり、交通インフラ整備の拠点ともなった。

４ 大王墳と地域の古墳の動向

大王墳は前期前葉～中葉には奈良盆地南東部のオオヤマト古墳群、前期後葉には盆地北

部の佐紀古墳群西群、さらに中期には大阪平野南部の百舌鳥・古市古墳群、後期中葉には

平野北部の三島地域、後期後葉には奈良盆地南部の飛鳥周辺に造られた（図 2）。この墓域

の移動は、王宮の移動を示すのではなく、王権の内外政策と密接に関係し、各地の古墳群

の消長に大きな影響を与えた。その中で今回問題とするのは中期から後期への変化である。

５ 中期から後期へ（第 1段階・首長連合体制の変革）  

中期は各地で地元を支配する首長たちが政治的に結集した首長連合体制の成熟期で、首

長間の格差が大きくなり、大王はじめ限られた数の大首長が数多くの中小首長を支配する

体制であった。ところが、後期前葉（5 世紀後葉・雄略朝頃）になると、①中期の大型古墳

群が急速に衰退・消滅する一方、新しい墓域に古墳群が出現、②小型円墳群（古式群集墳）
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れかからの 民の が考えられる。

表３は、鹿児島県内で出土した 名の のある 書土 をまとめたものである。

  表３ 鹿児島県で 名の のある 書土 を出土した遺跡                 

      

   

書 文

肥

大

日

木

薩摩 平 日

薩摩 日

薩摩

薩摩 薩摩国

木

戸 大

曽 大隅

曽 大隅 古

肥後国に分布する には、日置 ・ 人
たひと

・大 ・阿 ・阿 直
たい

・ ・ 治

・日下
く か

・壬生・鳥取
と と

・春日
か か

・建
たけ

・
い

・津 ・山稲置
やまのい

・肥公・肥 ・真上
ま か

・大

・ 麻
た い ま

・
や か

・ 木・
か た

・ ・ 国造・高分
たかわけ

・豊服
とよ く

・天 国造・ 北
ひの し た

国

造・
し

分
た

国造・日奉
ひま

・家
や か

・
お か

・
お

・真
ま か

・久 があるとされる（ 2020）。
表３に見える 肥道里(岡)」 大 」 」 日下」 日」 」 」 高分」 高」

建」 久 」 春」 山」は、肥後国との関 を 定することが である。 酒 」

については豊前国から直 、あるいは大隅国を経由して入ってきた人に関わるとも考えら

れる。

指宿市敷領遺跡では、 建」の 書土 が見つかっており、また 8 世紀後半の 産の

須恵 が出土している（永山修一 2014）。

これらの 民がいつ頃行われたのかについて、南九州では隼人支配が も な課題に

なっていた 8 世紀の前期に行われたと考えるのが 然である。

しかし、宮崎県西 市宮 遺跡、高鍋町下耳切
しも れ

三遺跡、 城市 市
よ い

原遺跡・外
と

遺跡では、豊前で作られる企
く

型甕、豊後国の豊後系甕が出土しており、これらは 8 世
紀後半から 9 世紀前半頃のものとされているから（桒畑光 の御教示）、人々の は
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8 世紀前半に られるものでなかったことがわかる。

これからすると、肥後国から薩摩国への人の が、8 世紀後半以 も き続き行われ

ていた も考えなければならない。

に

四年( 20)二月の隼人による大隅国 事 を発 として、 大 の 隼人

が こった。大 人を 隼人時 大 軍として 1 万人以上の を 員し、1 年以上か

けて した 府は、隼人に する 令制の 全適 を 上 した状 で、 々に 令制

を させる に切り えた。この軍事行 にも、肥後国は の となっ

たはずである。

  史料 1 から見るように、8 世紀後期に入るこ 、日向・大隅・薩摩には 戸が置かれて

いたが、このこ には とん 軍事 関 は していたようである。肥後国と南九

州の関 についても、 化が生 たと考えられる。

国分寺の建設およ その 持に関して、『 』主 には、

史料 23『 』主

肥後国。正
しよ い

公
く い

各四十万 。国分寺料八万 国六万 。薩麻国二万 。府 公

三十五万 。 

日向国。正 公 各十五万 。国分寺料三万 国一万 。大隅国二万 。 

とあって、薩摩国国分寺の 持 にあてる出 は肥後国で実 されていたことがわかる。

なお、薩摩国分寺 建時の については、肥後国分寺の 建 との類似 が く、肥

後国分寺 から 人を含む があったとする説（ 原 実 2010） 、薩摩国分寺の

は、日向・大隅国分寺と同様な と の を いており、 平 は肥後国

分寺のそれと共通する作りをしているとする説もある( 川 子 201 )。いずれにして

も、経済 支 けでなく 支 も行われたと考えられる。

近年 が進んでいる南九州市金 町の 山 跡 は、9 世紀半ばから 10 世紀の須

恵 跡であり、その は南島（種子島・ 島・ 之島）でも確 されている（

直子・ ア 201 ）。 の構造な については、熊本県 市 近の須恵 との関

わりが説かれており、 後の に期 がかかるとこ である。

文 『日 書紀』・『 』 『 日 古典文 』（ ） 『続日 紀』

『 日 古典文 大 』（ 書 ）

文

1974『 大和 』（ ）

平 2017 古 （『続 』 城書 ）

大 2013

（ 城 『 城』 熊 ）
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も収められている。

史料 20『万 』 六、960

帥
そ

大 卿が、 かに 野
よ し の

の 宮
と や

を かに ひて作る 一首

隼
や

人
ひと

の 戸
と

の
い

も 
し

る 野の
た

に な
し

かずけり

 古 文化のあり から見ても、 島には を持つ古 が多 見られ、また

が見られるな 、 之 戸 近に、一つの境 を設定することができる。 島は、『続

日本紀』 九年 778 十 月 （十 日）条の 記事に 天

見え 、 世 まで肥後国天 とされていたことからみて、出 域は、

不 」の一 に 置し、本来肥後国の管下にあり、薩摩国を設置するにあたって、

出 域を薩摩国に 管し、さらにその南に肥後国の 4 から 民をおこなって高城 を

設置し、そこに国府を置いたと考えられる。

図４  南九州の国  (『鹿児島県の 史』1999)

国 の

表２によれば、日向国 県
も かた

に山鹿・八代 が見える。山鹿・八代 は、それぞれ肥後

国の山鹿 ・八代 からの 民によるものと考えられる。山鹿 の遺 地は明らかでない

が、八代 については、宮崎県 県 国 町の八代北 ・八代南 がその遺 地とされ

ている。 民が行われた時期については明らかでないが、肥後国から薩摩国への 民と大

きくは わないと考えられる。

国の

ついで、大隅国の成立について簡 に見ていくが、その前 として、出 国の成立につ
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いて確 しておきたい。 後国出 は、 銅五年( 12)九月二十三日に出 国に し、

同年十月一日に陸 国から置賜
お たま

と 上
も

が けられて出 国としての体制が った。そ

の後、 銅七年( 14)十月二日には ・上野・ ・ 後の 4 国の民を 200 戸ずつ

させ出 の 戸とする戸とを た。

大隅国の成立に関わる史料は以下のようである。

史料 20『続日本紀』 銅六年( 13)四月乙 (三日)条 

国の五 を きて、始めて 後国を置く。備前国の六 を きて、始めて 作
ま か

国を

置く。日向国の
も

・ 於
そ

・大隅・
ひ ら

の四 を きて、始めて大隅国を置く。

史料 21『続日本紀』同年七月 寅(五日)条 

詔して 曰
のたま

はく、 くるに を以てするは、本、功有るに
よ

る。 し せずば、

を以てか めむ。 隼
やひと

の
た

を つ 軍、并
わ

せて士 ら、 に功有る
ひと

一 二百八

十 人に、 に宜く に ひて を くべし。」とのたまふ。

史料 22『続日本紀』 銅七年( 14)三月 酉(十五日)条 

隼人は
くわ

野 にして、
の

に はず。 りて豊前国の民二百戸を して、相 め

かしむ。 

  大隅国は、日向国から分置されることになったが、その 隼人との軍事 が こって

いた。これを した 年、隼人を教 するために豊前国から 200 戸の 民を行った。た

し、表２によれば、国府所在 である大隅国 原 に、豊国・大分・仲川(国内では 津

川)の 3 が見え、豊国・仲川は豊前国、大分は豊後国との関 が 定されており、また、

『 』 名 の に見える 国
からくに ね

も、豊前系の を ったものと考えら

れている。 民は豊前・豊後国から行われていたことがわかる。

南九州 の に

 前 で、肥後国から薩摩国高城 ・日向国 県 へ、豊前・豊後国から大隅国 原 へ

の 民についてみておいた。ここでは、さらに文献 料 出土文 料等から人々の

についてみていくことにする。

り しになるが、肥後国から薩摩国高城 ・日向国 県 への 民については、８世

紀代にあった肥後国の 名・山鹿・ ・阿 ・ ・ ・ 麻・ 城・ 土・八代・

天 ・ 北・ の 13 のうち、山鹿・ ・ ・ 麻・ 土・八代の 6 から 民が

実 されていたことがわかる。

天平八年薩麻国正 」には、薩摩 主 として肥 広 、阿多 主 として建

島が見えるが、これは隼人 内の文書行 を わせるために、肥後から り まれた人物

と考えられる。

  なお、宮崎県 城市 町の上 園 2 遺跡では 」の 書土 が出土している（

山 英 1994）。九州では は 大宝二年豊前国戸籍」（正倉院文書）に見られる一 、

鞠智城跡で 人 五 」の木簡が出土していることから、豊前・肥後のいず
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見え 、 世 まで肥後国天 とされていたことからみて、出 域は、

不 」の一 に 置し、本来肥後国の管下にあり、薩摩国を設置するにあたって、

出 域を薩摩国に 管し、さらにその南に肥後国の 4 から 民をおこなって高城 を

設置し、そこに国府を置いたと考えられる。

図４  南九州の国  (『鹿児島県の 史』1999)

国 の

表２によれば、日向国 県
も かた

に山鹿・八代 が見える。山鹿・八代 は、それぞれ肥後

国の山鹿 ・八代 からの 民によるものと考えられる。山鹿 の遺 地は明らかでない

が、八代 については、宮崎県 県 国 町の八代北 ・八代南 がその遺 地とされ

ている。 民が行われた時期については明らかでないが、肥後国から薩摩国への 民と大

きくは わないと考えられる。

国の

ついで、大隅国の成立について簡 に見ていくが、その前 として、出 国の成立につ
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いて確 しておきたい。 後国出 は、 銅五年( 12)九月二十三日に出 国に し、

同年十月一日に陸 国から置賜
お たま

と 上
も

が けられて出 国としての体制が った。そ

の後、 銅七年( 14)十月二日には ・上野・ ・ 後の 4 国の民を 200 戸ずつ

させ出 の 戸とする戸とを た。

大隅国の成立に関わる史料は以下のようである。

史料 20『続日本紀』 銅六年( 13)四月乙 (三日)条 

国の五 を きて、始めて 後国を置く。備前国の六 を きて、始めて 作
ま か

国を

置く。日向国の
も

・ 於
そ

・大隅・
ひ ら

の四 を きて、始めて大隅国を置く。

史料 21『続日本紀』同年七月 寅(五日)条 

詔して 曰
のたま

はく、 くるに を以てするは、本、功有るに
よ

る。 し せずば、

を以てか めむ。 隼
やひと

の
た

を つ 軍、并
わ

せて士 ら、 に功有る
ひと

一 二百八

十 人に、 に宜く に ひて を くべし。」とのたまふ。

史料 22『続日本紀』 銅七年( 14)三月 酉(十五日)条 

隼人は
くわ

野 にして、
の

に はず。 りて豊前国の民二百戸を して、相 め

かしむ。 

  大隅国は、日向国から分置されることになったが、その 隼人との軍事 が こって

いた。これを した 年、隼人を教 するために豊前国から 200 戸の 民を行った。た

し、表２によれば、国府所在 である大隅国 原 に、豊国・大分・仲川(国内では 津

川)の 3 が見え、豊国・仲川は豊前国、大分は豊後国との関 が 定されており、また、

『 』 名 の に見える 国
からくに ね

も、豊前系の を ったものと考えら

れている。 民は豊前・豊後国から行われていたことがわかる。

南九州 の に

 前 で、肥後国から薩摩国高城 ・日向国 県 へ、豊前・豊後国から大隅国 原 へ

の 民についてみておいた。ここでは、さらに文献 料 出土文 料等から人々の

についてみていくことにする。

り しになるが、肥後国から薩摩国高城 ・日向国 県 への 民については、８世

紀代にあった肥後国の 名・山鹿・ ・阿 ・ ・ ・ 麻・ 城・ 土・八代・

天 ・ 北・ の 13 のうち、山鹿・ ・ ・ 麻・ 土・八代の 6 から 民が

実 されていたことがわかる。

天平八年薩麻国正 」には、薩摩 主 として肥 広 、阿多 主 として建

島が見えるが、これは隼人 内の文書行 を わせるために、肥後から り まれた人物

と考えられる。

  なお、宮崎県 城市 町の上 園 2 遺跡では 」の 書土 が出土している（

山 英 1994）。九州では は 大宝二年豊前国戸籍」（正倉院文書）に見られる一 、

鞠智城跡で 人 五 」の木簡が出土していることから、豊前・肥後のいず
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日

向

国

三 大 三 平 （平 ）

宮 肥 （ ） （ ）

国 八 大

大

隅

国

出 大

大 大 豊国 （国 三 ）

摩 後

大隅 大隅

熊 熊

薩

摩

国

出 大 国

城 木

薩摩 日

日 薩

次 安薩

表２をみると、薩摩国高城 には、
か わ し

・
た

・ 土・ 万
た く ま

の 4 が見えるが、これは

いずれも、肥後国の 名に一 するから、肥後国からの 民によって、高城 を建

し、ここに国府を置いたと考えられる。この 4 のうち、薩摩国 万 は、 在の薩摩

川内市 にかつて
たくま

寺
じ

という寺院があったことによって、国分寺から北 へ 1
のきわめて近い 置に比定されている。また、国分寺から 南へ 1 に 置する大島

遺跡では、
かま

き が 出され、出土する土 は、 城地 のものと考えられるという

（ 生 の御教示）。

なお 4 は 200 戸に相 するが、 銅六年( 13)の大隅国建国に しても、その 年に豊
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前国から 200 戸の 民を行ったことが られ（『続日本紀』 銅七年三月壬寅条）、軍

の は 200 人を率いることになっていたので、それをひとつの として 民が行わ

れたとも考えられる（ 木 也 1998）

高城 が 民による とすれば、その北に 置する出 は のように すればよい

うか。正倉院に残る 天平八年薩摩国正 」は、薩摩国の天平八年( 36)の収支

書であり、史料 18 はその から出 司の の 分をあ たものである。

史料 18  天平八年薩摩国正 」出

大領外正六 下 七等肥

少領外 八 下 七等五百木

主 外少初 上 十等大

主 大

ここに見える 司は 肥 」 五百木
い お

」 大 」で、肥後国で確 できる であっ

て、いずれも隼人とは考えられない。また、出 の 名の に、肥後国の 名と一 す

るものはなく、肥後国からの 民がおこなわれたとは考えられない。そして４人

３人までが を帯 ている。 亀元年( 24)二月 武天皇の に関 して内外文武 事

らに １ が けられたが、出 の大領・少領・主 はいずれも 亀元年の ですで

に を帯 ており、これは 四年( 20)までに こった 隼人 における軍功に し

て えられたものと考え るを ない。また、出 市大 遺跡でも き が 出され、

その土 は 城地区の物に近いとされる。

出 の については、 薩摩の 戸」の が である。『万 』には次のよ

うに 隼人の薩摩の 戸」を ん がある。

史料 19『万 』 三（24 ・246 ・24 ・248 ）

王、筑紫に遣されて、 島に る時の 二首

きし と まこと
た と

く 
く

しくも さ をるか これの 島 

芦北の 野 の 出して 島に行かむ 立つな め

川大 の
た

ふる 一首  名 けたり

つ 辺 立つとも が 子が み の まり 立ため も

  、
か

ふるに、 四 下 川宮麻呂朝臣、 年 に大 に任ず。また正五 下

川朝臣 は、 亀年 に に任ず。両人の
い れ

のこの を作るかを らず。

また 王の作る 一首

  隼人の 薩摩の 戸を 
く も

なす くも れは 日
け

見つるかも

この前後の の配 は 銅( 08～ 1 )以前と考えられるから（『新 日本古 文学全 万

①』 学館 1994 の 注）、 隼人の薩摩の 戸」 之 戸が、 年 ( 04～ 08)

に公民の む世 と隼人の む世 の境 と されていたことがわかる。

  なお『万 』には、大宰帥大 人が 亀五年( 28)十一月、 の で、かつて持統

天皇・ 武天皇に 奉して れた 野 宮があった宮 と隼人の 戸を わせて ん
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日

向

国

三 大 三 平 （平 ）

宮 肥 （ ） （ ）

国 八 大

大

隅

国

出 大

大 大 豊国 （国 三 ）

摩 後

大隅 大隅

熊 熊

薩

摩

国

出 大 国

城 木

薩摩 日

日 薩

次 安薩

表２をみると、薩摩国高城 には、
か わ し

・
た

・ 土・ 万
た く ま

の 4 が見えるが、これは

いずれも、肥後国の 名に一 するから、肥後国からの 民によって、高城 を建

し、ここに国府を置いたと考えられる。この 4 のうち、薩摩国 万 は、 在の薩摩

川内市 にかつて
たくま

寺
じ

という寺院があったことによって、国分寺から北 へ 1
のきわめて近い 置に比定されている。また、国分寺から 南へ 1 に 置する大島

遺跡では、
かま

き が 出され、出土する土 は、 城地 のものと考えられるという

（ 生 の御教示）。

なお 4 は 200 戸に相 するが、 銅六年( 13)の大隅国建国に しても、その 年に豊
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前国から 200 戸の 民を行ったことが られ（『続日本紀』 銅七年三月壬寅条）、軍

の は 200 人を率いることになっていたので、それをひとつの として 民が行わ

れたとも考えられる（ 木 也 1998）

高城 が 民による とすれば、その北に 置する出 は のように すればよい

うか。正倉院に残る 天平八年薩摩国正 」は、薩摩国の天平八年( 36)の収支

書であり、史料 18 はその から出 司の の 分をあ たものである。

史料 18  天平八年薩摩国正 」出

大領外正六 下 七等肥

少領外 八 下 七等五百木

主 外少初 上 十等大

主 大

ここに見える 司は 肥 」 五百木
い お

」 大 」で、肥後国で確 できる であっ

て、いずれも隼人とは考えられない。また、出 の 名の に、肥後国の 名と一 す

るものはなく、肥後国からの 民がおこなわれたとは考えられない。そして４人

３人までが を帯 ている。 亀元年( 24)二月 武天皇の に関 して内外文武 事

らに １ が けられたが、出 の大領・少領・主 はいずれも 亀元年の ですで

に を帯 ており、これは 四年( 20)までに こった 隼人 における軍功に し

て えられたものと考え るを ない。また、出 市大 遺跡でも き が 出され、

その土 は 城地区の物に近いとされる。

出 の については、 薩摩の 戸」の が である。『万 』には次のよ

うに 隼人の薩摩の 戸」を ん がある。

史料 19『万 』 三（24 ・246 ・24 ・248 ）

王、筑紫に遣されて、 島に る時の 二首

きし と まこと
た と

く 
く

しくも さ をるか これの 島 

芦北の 野 の 出して 島に行かむ 立つな め

川大 の
た

ふる 一首  名 けたり

つ 辺 立つとも が 子が み の まり 立ため も

  、
か

ふるに、 四 下 川宮麻呂朝臣、 年 に大 に任ず。また正五 下

川朝臣 は、 亀年 に に任ず。両人の
い れ

のこの を作るかを らず。

また 王の作る 一首

  隼人の 薩摩の 戸を 
く も

なす くも れは 日
け

見つるかも

この前後の の配 は 銅( 08～ 1 )以前と考えられるから（『新 日本古 文学全 万

①』 学館 1994 の 注）、 隼人の薩摩の 戸」 之 戸が、 年 ( 04～ 08)

に公民の む世 と隼人の む世 の境 と されていたことがわかる。

  なお『万 』には、大宰帥大 人が 亀五年( 28)十一月、 の で、かつて持統

天皇・ 武天皇に 奉して れた 野 宮があった宮 と隼人の 戸を わせて ん
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鞠地城シンポジウム_入稿データ_最新1123＿トンボ.pdf   39   2021/11/24   8:23

35 資料編



- 4 -

北 九州説、( )南九州説があり、 来の隼人 の では( )で されることが多か

ったが（ 上 19 4・永山修一 2009）、近年(ア)の が めて されてきている（

木 也 2010・熊 公男 2019）。

さて、この 2 城の修築については 国
くしひ

（ ）事 との関わりの で すべ

きなのではないかと考える。この事 に関 する史料を以下に よう。

史料９『続日本紀』文武二年(698)四月壬寅(十三日)条

広
むくわ に

文 士
のい か

ら八人を南島に遣して、国を
もと

めしむ。 りて
じ

を ふ。 

史料 10『続日本紀』文武三年(699)七月 (十九日)条

多
た ね

・ 久
や く

・
ま

・
と か む

らの人、朝宰に ひて来りて、 物を貢る。 を け物を賜ふ

こと、各差
し

有り。その 島の 国に通ふこと是に始まる。

史料 11『続日本紀』同年八月己 (八日)条

南島の献物を伊勢大 宮と とに奉る。

史料 12『続日本紀』同年十一月甲寅(四日)条

文 士・ 真木
お か のま

ら南島より る。 を進むること各差有り。

史料 13『続日本紀』文武四年( 00)六月庚申(三日)条

薩 比
ま の ひ

・久
く

・ 、
の のか

県
の の た

・
け て じ

、また、
も

、肥人
ひ ひ と

等

を へて、
わもの

を持ちて、 国
くにま の かい

真木らを
お やか

す。是に、 領
くしのそ

に して、

に
ら

へて せしめたまふ。

国 事 は、 府が南島 のために 遣した が、文武二～三年に薩摩（後

の薩摩国薩摩 ）・ （後の薩摩国 、江平 201 は そ」と んで後の大隅国曽於

とする）・ （後の大隅国 属 ）の勢 によって されたというものであり、文

武三年十一月に 朝した 真木らによって 府に された。 府はこれを南九州支配

に大きな と 置 けたはずである。一 の れをみると、 十二月 府は南九州に置

かれていた三野・稲積両城の修造を る一 、関 の を 、 年六月までに

を えたと考えられるのではない うか。

南九州説では、三野城を後の日向国児 三
の

、稲積城を後の大隅国 原 稲積 に

比定し、両 は国府所在 となるから、７世紀後期の で広域日向国の 地に軍事 設

を設置していた が高いと考える。

熊 公男 2019 は、山城と城 の名 を し、 北の城 の場 、 名と一 するもの

は に される地域支配の 点であり、 外 に 名と一 しない城 は 点

に設置されたものとする。西日本の山城名が て 名に一 しないのは、山城の所在地

である山な 、 よりも下 の 地名を名 としたからとする。

三野・稲積ともに、 名には一 しないが 名には一 する。南九州支配のために設置

していた軍事 設を して、次にみるように領域支配の 点たる に 上 したという

も になるのではない うか。

このように考えるならば、②の 隼人の目 を直 に っていたのは三野城・稲積城
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であり、鞠智城の はあったとしても後 支 なものであったとすることができるの

ではない うか。しかし一 で、肥後国 体は南九州の支配に直 で な を

たしていた。

国の

府は、大宝元年( 01)に大宝 令を 成させ、南九州に しても、 令制 の をは

かったが、それに する が こった。

史料 14『続日本紀』大宝二年( 02)八月 申(一日)条

薩摩と多
た ね

、 化
おも け

を てて に
か

ふ。是に を発して し、 に戸を
しら

べ を置く。 

史料 1 『続日本紀』同年九月戊寅(十四日)条

薩摩隼人を つ軍 士
いく ひと

、 を くること各差有り。

史料 16『続日本紀』同年十月 酉(三日)条

是より 、薩摩隼人を する時、大宰の所 の 九 に
の

み
いの

るに、実
ま と

に に
よ

りて

に る
た

を平 き。ここに
て ら

を奉りて の を
い

す。
しよ

の国司 も の薩摩

国なり
ま

さく、 国内
く

の の地に、 を建ててむ
まも

を置きて之を
も

らむ。」とまう

す。 す。

これは 大宝二年の 隼人 」とよばれる事 であり、軍事 の原 は 戸を べ

を置く」ことにあった。

この時の 隼人軍の について、 野
け

野
の

佐伯大麻呂・太
おおの

安
や

万
ま

侶らが大宝二年の

隼人軍の首脳 を形 くったと考えられており(林陸朗 19 9・山 英 198 )、正倉院に残

る大宝二年の戸籍( 成は大宝四年こ )の に、筑前国嶋 川
かわ

辺里（ 岡県糸島市）・豊

前国上三
か け

塔
と

里（ 岡県築上 上 町）・豊前国仲津
よ

里（大分県 津市）に を

帯 た人々が確 できる。 は基本 に軍功に応 て けられることになっていたから、

大宝二年の 隼人 は、大宰府大 ・少 を 高司令 とし、その下に大宰府 人 管

下の国司、そして国司の下に大 領
い

（ 司の ）を含む多 の 士を 員したものであり、

大宰府の組織を主体としたものであったと考えられる(松本 春 2003)。とすれば、隣 す

る肥後国からも多くの が 員されたと考えられる。

国 に

薩摩国高城
た か

は、国府所在 であり、 高城」という名は軍事 設の 在をうかがわせ

るものである。史料 16 のように、 府は支配の 点として を建て ( 備 )を配備した。

この は 戸であったと考えられる。 戸については、

史料 1 『続日本紀』天平 護二年（ 66）六月 亥（三日）条

日向・大隅・薩摩三国に大風ふきて、 麻 損
そ

ひ尽けり。詔して 戸
の

の 庸を収むること

勿
か

らしめたまふ。

とあって、8 世紀 期の でも、日向・大隅・薩摩の 3 国に 戸が配備されていたこと

がわかる。

表２ 『 名類聚抄』に見える大隅国・薩摩国の 名
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鞠地城シンポジウム_入稿データ_最新1123＿トンボ.pdf   37   2021/11/24   8:23

34資料編



- 4 -

北 九州説、( )南九州説があり、 来の隼人 の では( )で されることが多か

ったが（ 上 19 4・永山修一 2009）、近年(ア)の が めて されてきている（

木 也 2010・熊 公男 2019）。

さて、この 2 城の修築については 国
くしひ

（ ）事 との関わりの で すべ

きなのではないかと考える。この事 に関 する史料を以下に よう。

史料９『続日本紀』文武二年(698)四月壬寅(十三日)条

広
むくわ に

文 士
のい か

ら八人を南島に遣して、国を
もと

めしむ。 りて
じ

を ふ。 

史料 10『続日本紀』文武三年(699)七月 (十九日)条

多
た ね

・ 久
や く

・
ま

・
と か む

らの人、朝宰に ひて来りて、 物を貢る。 を け物を賜ふ

こと、各差
し

有り。その 島の 国に通ふこと是に始まる。

史料 11『続日本紀』同年八月己 (八日)条

南島の献物を伊勢大 宮と とに奉る。

史料 12『続日本紀』同年十一月甲寅(四日)条

文 士・ 真木
お か のま

ら南島より る。 を進むること各差有り。

史料 13『続日本紀』文武四年( 00)六月庚申(三日)条

薩 比
ま の ひ

・久
く

・ 、
の のか

県
の の た

・
け て じ

、また、
も

、肥人
ひ ひ と

等

を へて、
わもの

を持ちて、 国
くにま の かい

真木らを
お やか

す。是に、 領
くしのそ

に して、

に
ら

へて せしめたまふ。

国 事 は、 府が南島 のために 遣した が、文武二～三年に薩摩（後

の薩摩国薩摩 ）・ （後の薩摩国 、江平 201 は そ」と んで後の大隅国曽於

とする）・ （後の大隅国 属 ）の勢 によって されたというものであり、文

武三年十一月に 朝した 真木らによって 府に された。 府はこれを南九州支配

に大きな と 置 けたはずである。一 の れをみると、 十二月 府は南九州に置

かれていた三野・稲積両城の修造を る一 、関 の を 、 年六月までに

を えたと考えられるのではない うか。

南九州説では、三野城を後の日向国児 三
の

、稲積城を後の大隅国 原 稲積 に

比定し、両 は国府所在 となるから、７世紀後期の で広域日向国の 地に軍事 設

を設置していた が高いと考える。

熊 公男 2019 は、山城と城 の名 を し、 北の城 の場 、 名と一 するもの

は に される地域支配の 点であり、 外 に 名と一 しない城 は 点

に設置されたものとする。西日本の山城名が て 名に一 しないのは、山城の所在地

である山な 、 よりも下 の 地名を名 としたからとする。

三野・稲積ともに、 名には一 しないが 名には一 する。南九州支配のために設置

していた軍事 設を して、次にみるように領域支配の 点たる に 上 したという

も になるのではない うか。

このように考えるならば、②の 隼人の目 を直 に っていたのは三野城・稲積城
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であり、鞠智城の はあったとしても後 支 なものであったとすることができるの

ではない うか。しかし一 で、肥後国 体は南九州の支配に直 で な を

たしていた。

国の

府は、大宝元年( 01)に大宝 令を 成させ、南九州に しても、 令制 の をは

かったが、それに する が こった。

史料 14『続日本紀』大宝二年( 02)八月 申(一日)条

薩摩と多
た ね

、 化
おも け

を てて に
か

ふ。是に を発して し、 に戸を
しら

べ を置く。 

史料 1 『続日本紀』同年九月戊寅(十四日)条

薩摩隼人を つ軍 士
いく ひと

、 を くること各差有り。

史料 16『続日本紀』同年十月 酉(三日)条

是より 、薩摩隼人を する時、大宰の所 の 九 に
の

み
いの

るに、実
ま と

に に
よ

りて

に る
た

を平 き。ここに
て ら

を奉りて の を
い

す。
しよ

の国司 も の薩摩

国なり
ま

さく、 国内
く

の の地に、 を建ててむ
まも

を置きて之を
も

らむ。」とまう

す。 す。

これは 大宝二年の 隼人 」とよばれる事 であり、軍事 の原 は 戸を べ

を置く」ことにあった。

この時の 隼人軍の について、 野
け

野
の

佐伯大麻呂・太
おおの

安
や

万
ま

侶らが大宝二年の

隼人軍の首脳 を形 くったと考えられており(林陸朗 19 9・山 英 198 )、正倉院に残

る大宝二年の戸籍( 成は大宝四年こ )の に、筑前国嶋 川
かわ

辺里（ 岡県糸島市）・豊

前国上三
か け

塔
と

里（ 岡県築上 上 町）・豊前国仲津
よ

里（大分県 津市）に を

帯 た人々が確 できる。 は基本 に軍功に応 て けられることになっていたから、

大宝二年の 隼人 は、大宰府大 ・少 を 高司令 とし、その下に大宰府 人 管

下の国司、そして国司の下に大 領
い

（ 司の ）を含む多 の 士を 員したものであり、

大宰府の組織を主体としたものであったと考えられる(松本 春 2003)。とすれば、隣 す

る肥後国からも多くの が 員されたと考えられる。

国 に

薩摩国高城
た か

は、国府所在 であり、 高城」という名は軍事 設の 在をうかがわせ

るものである。史料 16 のように、 府は支配の 点として を建て ( 備 )を配備した。

この は 戸であったと考えられる。 戸については、

史料 1 『続日本紀』天平 護二年（ 66）六月 亥（三日）条

日向・大隅・薩摩三国に大風ふきて、 麻 損
そ

ひ尽けり。詔して 戸
の

の 庸を収むること

勿
か

らしめたまふ。

とあって、8 世紀 期の でも、日向・大隅・薩摩の 3 国に 戸が配備されていたこと

がわかる。

表２ 『 名類聚抄』に見える大隅国・薩摩国の 名
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1963 は の地 に する天皇の もしくは巡幸といふ うなことは 史

事実として大化以前にはその が く、百済 の に於ける 明天皇の 行幸がか

ういふことの 初らしいから、此の物 （九州巡幸説 ）もさういふ事 のあった後、ま

たそれに基 いてでなくては、構 し られなかったのではなからうか。」としており、

内回りルートは、 明朝こ の実 を反映している が大きい。 明朝こ 、後の薩

摩・大隅国には、 府の支配が 分には んでいない地域が 在していたと考えられる。

図２ （永山修一 1998）        図３ 南九州の古代 道（永山修一 2009）

考古学の面から、南九州と北・ 九州の関 について 示されるのが、九州

道のト ルの とその さである。 岡から八代までは、 原古 の下を通る 原ト

ルの１つ けであるのに して、八代から宮崎県のえ の市の間には九州 の肥後

ト ル、２ の 久 ト ルな 実に２４のト ルが続く。ここに 置する九州山

地が、北と南のつながりを するものであったことがわかる（ 幸 の御教示）。

近年の発 の成 により、古 時代の南九州像の転換が見られる。 本 也 200 ・

2012 は 島の での 化」が進行したと しており、 本来、多様 の にあっ

た九州南 の 様相が、後期には 地域の古 文化と比して 様相が 在化し、その

様相は 地域との差が がり続け、７世紀 には相 に なった 俗を形成した

が高い。すなわち、古 時代後期以 の 治 関 をもとに、 ト ー の 、

の 化・ 外化が進行し、九州南 は新たな文化・ から し、 化の道を進ん

のである。その として、７世紀後半の 令国家の形成に たっては、化外の民とし

ての 置 けが 出されるのである。」と べている。

1 の

南九州に する人々は隼人とよばれることになるが、 らの が実 を って確 で

きるのは、史料２のように天武十一年(682)のことである。

史料２『日本書紀』天武十一年(682)七月甲午(三日)条
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隼人、多
わ

に 来
ま

て、 物を貢る。是の日に、大隅隼人と阿多隼人と朝廷
か

に相撲
まひと

る。大隅隼

人勝つ。

史料３『日本書紀』同年七月戊午（廿七日）条

隼人らを飛鳥寺の西に饗へたまひ、種々
く

の 楽
たまひ

を発
お

す。仍
よ

りて禄を賜ふこと各差有り。

道俗悉くに見る。 

史料４『日本書紀』持統元年(68 )五月乙酉（廿二日）条

皇太子
ひ の

、公 卿
ま

百 寮
もも か

の人等
ひとた

を率て、殯
も

宮に適
ま

でて慟哭
ね

たてまつる。是に於て隼人の大隅

・阿多の 魁 帥
ひとごのか

、 各
おのもおのも

己
おの

が 衆
とも ら

を領
ひ

ゐて互に進みて 誄
しの ごと

たてまつる。 

史料２～４によれば、朝貢を行った隼人たちは、大きく大隅と阿多に分けて把握され、ま

た飛鳥寺の西の広場という国家 行事が行われる空間で饗され、その様子を道俗（僧侶

庶民）に見せることによって、さらに天武天皇に する誄を奉上することによって、天皇

への服属を示し、天皇の偉大さを示すこととなった。隼人の朝貢開始は、 川真司 2011

のいう 天武十年の転換」（軍国体制から平時体制へ）をうけてのことであると考えられ

る。

史料５『日本書紀』持統三年(689)正月壬戌（九日)条

筑 紫 大 宰
くしのおお とも

粟 真人
わたのまひと

朝臣ら、隼人一百七十四人、并
わ

せて布五十常、牛皮六枚、鹿皮五十

枚を献る。

史料６『日本書紀』持統六年(692)閏五月乙酉（十五日）条

筑 紫 大 宰 率
くしのおお とも のか

河 内 王
のお

等
ら

に詔して 曰
のたま

はく、宜く沙門
し も

を大隅と阿多とに遣して、仏教を

伝ふべし。

によれば、隼人支配には筑紫大宰が責任を持つ体制が取られており、仏教による教化も試

みられていたことがわかる。なお、鹿児島県日置市吹上町 尻に伝わっている金銅菩薩立

像(全高 16 3 、吹上御観音講所蔵、黎明館保管)は、百済系宝珠捧持形菩薩立像で、 世

紀前半に作成された飛鳥仏とされており、18 世紀初め以前の来 は不明であるが、鹿児島

県内で唯一の飛鳥仏である(大西修也 2013、竹森友子 2021)。

令制国成立以後の南九州と肥後地方

1 の

鞠智城の設置目 については、大きく① 外防衛、② 隼人の 2 つの説がある。

史料７『続日本紀』文武二年(698)五月甲申（廿五日）条

大宰府をして大
お

野
の

・基肄
い

・鞠智
く く

の三城を繕治
く

はしむ。 

に見える大野・基肄城が①の目 で築造されていることは明らかであって、その構造にも

共通点が多いから、鞠智城に①の目 があったことは確実である。

史料８『続日本紀』文武三年(699)十二月甲申（四日）条

大宰府をして三野
の

・稲積
い

の両城を修
く

らしむ。 

にみえる三野・稲積城の所在地が②の問題とも関わってくる。その所在地については、(ア)
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1963 は の地 に する天皇の もしくは巡幸といふ うなことは 史

事実として大化以前にはその が く、百済 の に於ける 明天皇の 行幸がか

ういふことの 初らしいから、此の物 （九州巡幸説 ）もさういふ事 のあった後、ま

たそれに基 いてでなくては、構 し られなかったのではなからうか。」としており、

内回りルートは、 明朝こ の実 を反映している が大きい。 明朝こ 、後の薩

摩・大隅国には、 府の支配が 分には んでいない地域が 在していたと考えられる。

図２ （永山修一 1998）        図３ 南九州の古代 道（永山修一 2009）

考古学の面から、南九州と北・ 九州の関 について 示されるのが、九州

道のト ルの とその さである。 岡から八代までは、 原古 の下を通る 原ト

ルの１つ けであるのに して、八代から宮崎県のえ の市の間には九州 の肥後

ト ル、２ の 久 ト ルな 実に２４のト ルが続く。ここに 置する九州山

地が、北と南のつながりを するものであったことがわかる（ 幸 の御教示）。

近年の発 の成 により、古 時代の南九州像の転換が見られる。 本 也 200 ・

2012 は 島の での 化」が進行したと しており、 本来、多様 の にあっ

た九州南 の 様相が、後期には 地域の古 文化と比して 様相が 在化し、その

様相は 地域との差が がり続け、７世紀 には相 に なった 俗を形成した

が高い。すなわち、古 時代後期以 の 治 関 をもとに、 ト ー の 、

の 化・ 外化が進行し、九州南 は新たな文化・ から し、 化の道を進ん

のである。その として、７世紀後半の 令国家の形成に たっては、化外の民とし

ての 置 けが 出されるのである。」と べている。

1 の

南九州に する人々は隼人とよばれることになるが、 らの が実 を って確 で

きるのは、史料２のように天武十一年(682)のことである。

史料２『日本書紀』天武十一年(682)七月甲午(三日)条
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隼人、多
わ

に 来
ま

て、 物を貢る。是の日に、大隅隼人と阿多隼人と朝廷
か

に相撲
まひと

る。大隅隼

人勝つ。

史料３『日本書紀』同年七月戊午（廿七日）条

隼人らを飛鳥寺の西に饗へたまひ、種々
く

の 楽
たまひ

を発
お

す。仍
よ

りて禄を賜ふこと各差有り。

道俗悉くに見る。 

史料４『日本書紀』持統元年(68 )五月乙酉（廿二日）条

皇太子
ひ の

、公 卿
ま

百 寮
もも か

の人等
ひとた

を率て、殯
も

宮に適
ま

でて慟哭
ね

たてまつる。是に於て隼人の大隅

・阿多の 魁 帥
ひとごのか

、 各
おのもおのも

己
おの

が 衆
とも ら

を領
ひ

ゐて互に進みて 誄
しの ごと

たてまつる。 

史料２～４によれば、朝貢を行った隼人たちは、大きく大隅と阿多に分けて把握され、ま

た飛鳥寺の西の広場という国家 行事が行われる空間で饗され、その様子を道俗（僧侶

庶民）に見せることによって、さらに天武天皇に する誄を奉上することによって、天皇

への服属を示し、天皇の偉大さを示すこととなった。隼人の朝貢開始は、 川真司 2011

のいう 天武十年の転換」（軍国体制から平時体制へ）をうけてのことであると考えられ

る。

史料５『日本書紀』持統三年(689)正月壬戌（九日)条

筑 紫 大 宰
くしのおお とも

粟 真人
わたのまひと

朝臣ら、隼人一百七十四人、并
わ

せて布五十常、牛皮六枚、鹿皮五十

枚を献る。

史料６『日本書紀』持統六年(692)閏五月乙酉（十五日）条

筑 紫 大 宰 率
くしのおお とも のか

河 内 王
のお

等
ら

に詔して 曰
のたま

はく、宜く沙門
し も

を大隅と阿多とに遣して、仏教を

伝ふべし。

によれば、隼人支配には筑紫大宰が責任を持つ体制が取られており、仏教による教化も試

みられていたことがわかる。なお、鹿児島県日置市吹上町 尻に伝わっている金銅菩薩立

像(全高 16 3 、吹上御観音講所蔵、黎明館保管)は、百済系宝珠捧持形菩薩立像で、 世

紀前半に作成された飛鳥仏とされており、18 世紀初め以前の来 は不明であるが、鹿児島

県内で唯一の飛鳥仏である(大西修也 2013、竹森友子 2021)。

令制国成立以後の南九州と肥後地方

1 の

鞠智城の設置目 については、大きく① 外防衛、② 隼人の 2 つの説がある。

史料７『続日本紀』文武二年(698)五月甲申（廿五日）条

大宰府をして大
お

野
の

・基肄
い

・鞠智
く く

の三城を繕治
く

はしむ。 

に見える大野・基肄城が①の目 で築造されていることは明らかであって、その構造にも

共通点が多いから、鞠智城に①の目 があったことは確実である。

史料８『続日本紀』文武三年(699)十二月甲申（四日）条

大宰府をして三野
の

・稲積
い

の両城を修
く

らしむ。 

にみえる三野・稲積城の所在地が②の問題とも関わってくる。その所在地については、(ア)
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- 1 -

南九州と肥後国

ラ・サール学園 永山修一

はじめに

史料１『古事記』大八洲
おおやしま

生成条に、

次いで、筑紫島を生みき。此の島も亦身一にして 面
おもて

四つ有り。面毎
ごと

に名有り。故
かれ

、筑紫

国は白日別
しらひわけ

と謂
い

ひ、豊国
とよくに

は豊日別
とよひわけ

と謂ひ、肥国
ひのくに

は建
たけ

日
ひ

向
むか

日
ひ

豊
とよ

久
く

士
じ

比
ひ

泥
ね

別
わけ

と謂ひ、熊曽
く ま そ

国

は建日別
たけひわけ

と謂ふ。

とあって、図１のように筑紫島（九州島）は、大きく筑紫国・豊国・肥国・熊曽国の４つ

に区分されていた。この４つの地域がそれぞれ分けられて、９つの令制国となっていくが、

その初見は表１のようになっている。

表１ 九州の令制国の初見                           図１ 筑紫島の四面

『古事記』 令制国 初見年 出典

筑紫国 筑前国

筑後国

文武二年（698）

持統四年（690）

『続紀』文武二年三月己巳条

『書紀』持統四年十月乙丑条

豊国 豊前国

豊後国

大宝四年（704）

文武二年（698）

大宝二年豊前国戸籍

『続紀』文武二年九月乙酉条

肥国 肥前国

肥後国

神亀二年（725）

持統十年（696）

平城宮木簡二八六・二九三

『書紀』持統十年四月戊戌条

熊曽国 日向国

薩摩国

大隅国

文武二年（698）

和銅二年（709）

和銅六年（713）

『続紀』文武二年九月乙酉条

『続紀』和銅二年六月癸丑条

『続紀』和銅六年四月乙未条

令制国の成立の契機については、天武十二～十四年(684～686)にかけての伊勢王らによ

る国境を確定とする説(鐘江宏之 1993)と、飛鳥浄御原令による戸籍（庚寅年籍、690 年）

作成とする説(新川登亀男 1982)があるが、いずれにしても筑後国が初見する持統四年

（690）までには筑紫大宰管下に筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向の七国が成立

していたらしく、『古事記』大八洲生成条は、九州島における令制国成立直前の状況を反

映していると考えられる。この時期の日向国を広域日向国と呼んでおく（永山修一 2009）。

1 令制国成立以前の南九州と肥後地方

『日本書紀』景行天皇十二年八月己酉（十五日）条以下には、景行天皇の九州巡幸に関す

る記事が見える（図２）。また、『延喜式』兵部省に見える南九州の古代駅路は、内回り(日

向～肥後)と外回り(日向～大隅～薩摩～肥後)の２つのルートがある（図３）。なお、熊本

県芦北町花岡木崎遺跡で佐敷駅に関わる木簡が出土している（宮崎敬士 2014）。

ここでは景行天皇の巡幸ルートと内回りのルートが近似していることに注目したい。津
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赤司善彦「古代山城研究の現状と課題」 月 、 年

古代国 の東北辺 、 年

狩野 久「瀬戸内古代山城の時代」 年

大 の に 古 研究 国 物 、 年

山 隼人と古代日本 、 年

「「 」 辺 国 」 日本古代の国 と ・ 、

年

彦「 国 の辺 」 国 物 ン 研究

二、 国 物 、 年

彦「東国・ 国 の と大 」 国 の と

、 年
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令制国の成立の契機については、天武十二～十四年(684～686)にかけての伊勢王らによ

る国境を確定とする説(鐘江宏之 1993)と、飛鳥浄御原令による戸籍（庚寅年籍、690 年）

作成とする説(新川登亀男 1982)があるが、いずれにしても筑後国が初見する持統四年

（690）までには筑紫大宰管下に筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向の七国が成立

していたらしく、『古事記』大八洲生成条は、九州島における令制国成立直前の状況を反

映していると考えられる。この時期の日向国を広域日向国と呼んでおく（永山修一 2009）。

1 令制国成立以前の南九州と肥後地方

『日本書紀』景行天皇十二年八月己酉（十五日）条以下には、景行天皇の九州巡幸に関す

る記事が見える（図２）。また、『延喜式』兵部省に見える南九州の古代駅路は、内回り(日

向～肥後)と外回り(日向～大隅～薩摩～肥後)の２つのルートがある（図３）。なお、熊本

県芦北町花岡木崎遺跡で佐敷駅に関わる木簡が出土している（宮崎敬士 2014）。

ここでは景行天皇の巡幸ルートと内回りのルートが近似していることに注目したい。津
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・「東辺」 東海、東山道 蝦夷

・「北辺」 北陸道 蝦夷

・「西辺」 西海道 隼人

ｂ 高安城の廃止と「西日本防衛ライン」

＊大宝元年８月 日

・「高安城を廃めて、其舎屋・雑の儲物を大倭・河内の二国に移し貯う」

＊西日本防衛ラインの停止

・狩野 久「瀬戸内古代山城の時代」

・赤司善彦「古代山城研究の現状と課題」

ｃ 大野・基肄・鞠智城
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智 年 月 月

＊倭国 大 国 の高安城・ 国山 の屋 城・ 国の 城を

智８年８月

＊ 、高安 に して、 て城を め と 、 の を
め

て、止めて 高安城を て、 内の を

智 年 月

＊ 、高安城を て、 と とを 、 城 ・ 城二 を

元年 月

＊ 国 、元 辺 の を 其 城を し を して、海に て

、
に

内 の

８年 月 月

＊ めて を 山・大 山に て に 城を

日本 年 月

＊大 をして大野・基肄・鞠智の 城を し

年 月

＊大 をして 野・ の二城を し

ｃ 「西日本防衛ライン」の

＊ の 国・夷 と、 防衛 の

＊東北の蝦夷

・ 年 月 日 「 国をして を し 」

・ 年 月 日 「 ・ の二国をして を し 」

古 の 研究に 東北と

大 の に 古 研究 国 物 、

＊ の に と東北

＊「 北 の 、東北 の

と 東西の国 し 時 に

に 状 に 」

ｂ の辺

＊蝦夷 国・隼人に し、 の の 高

＊辺 として 、東国・ と に の

８ の辺

大宝

の

＊ 大国 ・大

＊ 防 辺 人 東辺
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「 」

＊ 倭人 に 「 」

・ 国・ 国・ 国・ 国

＊ 時代の夷 の

・ 国 城 夷

・日 国 夷

・ 国 屋 夷

に 夷

日本海 の 蝦夷

＊大 年

・「 を て、 戸を 」

＊大 年

・「 を て、蝦夷に う に と との を て、 めて 戸に

」

ｂ の 蝦夷

＊ 城 の 山

・

ｃ に 夷 隼人

＊ に し

＊隼人 の

の に 防

に ・倭 、 ・ に大

＊ 智 年

ｂ の防

智 年

＊ 、 ・ ・ 国 に、 防 と とを

に、大 を て を貯 し て 城と う

智 年８月

＊ 本 を して、城を 国に し ・

を 国に して、大野 基肄 、二城を し
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、 て 国に 其の国に て とを に本 に

に に て、海 に に大 て、 の辺 に

て 」と

＊ 大 と の 北

・ を 大

・ 北 の

＊ 大

・ 年 、 古 年 、 年 、 年

＊ 大

・ 年 月

ｃ 古 の

＊「 」 古元年 、「 司」 年 、「 大 」

＊「 」

＊「大 」 、「 」「 」「 本 」

の と 国・夷

「東国国司」の に

＊ の と の

＊蝦夷と 、 を本 に

ｂ 国 の

＊ の と の

・ 蝦夷 「蝦夷 」

＊ に 状

・ の と 、 戸 、 陸 の

・ の隼人 し

ｃ

＊防人 本

・「 」 防 に「辺 を 、防人と 」

・ し

＊ ・ 内国・ の と 、戸 と 、

＊ 戸 の
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に＊ に、 を めて、儲 を に 年に 、

を 、 に に し」

ｂ の の 元年 月

＊ の

を

河内国 の

大 国 の

物 大 河内国 の

大 国 の

の と

年 月

＊「 を の に して 、 内の に て、 の を

と 」

＊ と「 」

・ と

ｂ の国 と蝦夷

＊ 年 月

・「 を東山道の に して、蝦夷の国の を し 人 を東海道

の に して、東の の海に 国の を し を北陸道の

に して、 の 国の を し 」

古 の 大

の 日

＊ 古 年 月

・「大 の 人 ・ 二人、 に て に

を して、大 の を の の に、 し を の高

の に 」

ｂ 大 と 北

＊ 古 年 月

・ 大 、 して 、「 の 道 ・ 、 として、 人、

人、 国の 北 に 」と う の時に、 ・

を して、 しめて 、「 し」と て 、「 の

− 26−
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に 、東西 の に して

＊古東海道

・ の 山古 、 古 として

＊蝦夷

・ との

の 道 年 月

＊北陸 大彦 古 高 道

東海 古 東 二道

＊西道 彦

道 古 日

＊ 物

年 月

＊「 道 、 夷を 状を て 」

屋の の

の

＊ 年

・「 して 、 の て、西の の を

との 」

ｂ 屋

＊ 年

・「 、 の に て とを て、 屋 を て、

とを 」

＊ 屋

・ 古 の

・

の の

元年 月

＊「 国 、 、 の に を て、海

の国 、海人を て 、 を て 、
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の に して、東の の海に 国の を し を北陸道の

に して、 の 国の を し 」

古 の 大

の 日

＊ 古 年 月

・「大 の 人 ・ 二人、 に て に

を して、大 の を の の に、 し を の高

の に 」

ｂ 大 と 北

＊ 古 年 月

・ 大 、 して 、「 の 道 ・ 、 として、 人、

人、 国の 北 に 」と う の時に、 ・

を して、 しめて 、「 し」と て 、「 の
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大 彦

日本 の の に 大 と、北の東北に の 城 日

本海 の ・ 、 の辺 と と 、大 国大陸・

との 、 の隼人 の夷 として 城

・ 蝦夷 の

の め「辺 」と う ン として 、 国・ 国と夷 に し

日本 国 の「辺 」として 、 の と 課題を

とにし の 、 国と鞠智城の 題を てとし

と 夷 との二 「辺 」の を

「辺 」の 、 人 に「 辺 に 、 に して 」とし

て て 大宝 の 「古 」に、「 う 、 ・

・陸 ・ 、 」と 、 ・ 、 して東北の陸 ・

辺 と て

し、 時代に 、「 の 人 、 、辺 に て」 日本 年 月

日 、「 西海の 国 、年 の を に辺 と う に う し」と

、 ・ ・ ・ ・ ・ ・日 国に ・ ・ ・ を て と

て 宝 年 月 日 大 人の 人 と

に 、 ・大 国を 西海道 国 辺 と の

の の 「 」に 大 を「辺 」として 、大宝 に

陸 ・ 国と て 辺 に て 大宝元年 月 日 西

海道 国 、 の「辺 」として て

辺 国と 、 の う の う 大国 に 、

陸 ・ 国 ・ 国 「 大宝 ・ ・ 」、 ・ ・

日 ・ 年 国 ・大 国 年 国 、「 ・防 ・ ・ 」の

陸 ・ ・ 国 蝦夷、 ・ 国 、日 ・ ・大

国 隼人 の 、 大 に 、「 ・ ・ 」の

し の 、 国 に 蝦夷と隼人 に と

の う 辺 の を て、 国の 題を とし
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大 彦
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本海 の ・ 、 の辺 と と 、大 国大陸・
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の め「辺 」と う ン として 、 国・ 国と夷 に し

日本 国 の「辺 」として 、 の と 課題を

とにし の 、 国と鞠智城の 題を てとし

と 夷 との二 「辺 」の を

「辺 」の 、 人 に「 辺 に 、 に して 」とし

て て 大宝 の 「古 」に、「 う 、 ・

・陸 ・ 、 」と 、 ・ 、 して東北の陸 ・

辺 と て

し、 時代に 、「 の 人 、 、辺 に て」 日本 年 月

日 、「 西海の 国 、年 の を に辺 と う に う し」と

、 ・ ・ ・ ・ ・ ・日 国に ・ ・ ・ を て と

て 宝 年 月 日 大 人の 人 と

に 、 ・大 国を 西海道 国 辺 と の

の の 「 」に 大 を「辺 」として 、大宝 に

陸 ・ 国と て 辺 に て 大宝元年 月 日 西

海道 国 、 の「辺 」として て

辺 国と 、 の う の う 大国 に 、

陸 ・ 国 ・ 国 「 大宝 ・ ・ 」、 ・ ・

日 ・ 年 国 ・大 国 年 国 、「 ・防 ・ ・ 」の

陸 ・ ・ 国 蝦夷、 ・ 国 、日 ・ ・大

国 隼人 の 、 大 に 、「 ・ ・ 」の

し の 、 国 に 蝦夷と隼人 に と

の う 辺 の を て、 国の 題を とし
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確実にこれ以上上は、段々畑造成の時に埋められ

た土と推定

Ⅱ　斜面堆積の地山の上に白色粘土・黄色粘土を中心と

　する土と褐色シルト層を交互に 60cm 程度の積み土。

　　I　黒色の地山と推定できる斜面堆積の層の下部を幅 60cm 程度

　　 　に３段以上の平坦面を造っています。（地山整形）

新しい可能性が高い土（要検討）

階段状に造成した面

傾斜した積み土

北側土塁の版築の様子がわかる断面写真２

下 の

上 の の る

地 の上部の の積

西 （ ）

28 

下 に検 の積石 部の石
と の に る

西 （

長者原地区
（城域中心部）

堀切門

池ノ尾門

深迫門

今回調査区

（ ）
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図2 の古 と 府（「 の 館」 館 2020

図25 日向国分寺の瓦（九州古 図 九州 館1 81

図2 日向・大隅国分寺の瓦（九州古 図 九州 館1 81
図2 薩摩国分寺の瓦（九州古 図 九州 館1 81

日
向

分
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図21 市の 10 地下式

箱式石棺墓

（地下式）板石積石室

地下式横穴

前方後円墳

地下式横穴地下式横穴

「南九州とヤマト王権ー日向・大隅の古墳ー2012 大阪府立近
つ飛鳥博物館

図20 九州南部の古墳墓形式分布

「九州における首長墓
系譜の再検討」
九州前方後円墳研究会
2011

図22 水俣市北園上野古墳群SK28（）（地下式）板石積石室

国富町市の瀬10号
地下式横穴墓
（「宮崎県の装飾古

墳と地下式横穴

墓」熊本県立装飾
古墳館1995より転
載）

図23 （「南九州古墳文化の展開」柳沢一男2015）
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図15 古墳
「石 」 会

図18 市 古墳 文
（日 の古 ）1 85）

図1 石 室分 式石室 図

「 立 博物館研究 1 3」 2012）

図1 九州地 の地
（5 後 前 ）

（「古墳 の 〜熊本の古墳文化をさぐるー」
（ 後 古 熊本古墳 ） 00
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図
10

後
地
に
お
け
る
前
方
後
円
墳
の
分
布

200
上
（

2003
）

図11 （「九州における首長墓系譜の再検討」 2010）
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図
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11

築土の下 に３ の石積みを 出した。土 の 石と考えられるが、その石積みを土 に

築し、 側に強 の い 築 を いた土 が形 されていることを した。

土 の内側にも 築を しているが、ややしまりが い。

さらに内側には、 な 築の土 に類似している 築が見られることから、土 の を狭める

ための造 とも考えられたが、 り みとも考えられる。 り みと考えると約 2 以 、 さ 90

である。その大きさから、 水のための 唐 の き り 跡等の造 を に

めている穴等の可 性を推 している。

また、南側の土 内側の土坑も北側の 土とは があるが同 な り み、もしくは の り

みを めた 跡も 対するものである可 性がある。 であれば、 推 地ということになる。

 の 部の石 きは鞠智城後半以降の 城道か 部の 水 設なのか。 に 築されてい

る ではないが、土 の 方向に沿って石 を積 でいる可 性もあり、土を して さ

れた可 性もあり、 造の が 要と考えられる。

土 を する 土

土 中 のト （28 ５ト ）を した結 、 穴は、その 置関係からしっかり

した 築による土 の に伴う可 性が いと考えられる。また、その 側の石 は土 側を

する （ ） 土 と考えられる。

さらに、南側の土 の 石とその 側を している の下 で石 を 出した。これらの か

ら南側の 側 築 土の （ ） 土の 部の さは、土 の 部より30 m いことが

。これは、南側の土 の （28 ）等と同 の である。  

内側の 土の は2 以 ある。間に自 積 があり、 と考えられる。

最 の円 の 城道もしくは、 水 を めると、１） 側（山側）土 築 、 ）石 造

、３） １ 土 、 ） 2 土 、５）円 城道 の５ 、3 時期以 存

在すると考えられる。

また、土 側の石積は、南側の方がやや く、 が い。 城道はいくつか存在すると考えら

れるが、南側土 の トが 城道の有力な トと考えられる。

（ 考文 ）図 の引 文 の他、 

『城南 』 本 1965城南 、 

『須恵村 』須恵村1995、 

  『肥後のお 』城南 2004、『日本の古代 跡38 宮崎県 』 1988、 

  『日向諸県君と 城氏』2017 西都原考古

  『 』甲   2017、 

  『 』甲   2019

等を 考にした。
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10

したとも える。地方 が律令制を け れる中で郡 に地方 を り れ、国府に大 府から

人を り む等がなされたと考えられるが、その として、国府の が 分 くまで古代山城の

一部が された可 性が考えられる。

同 に南九州地域を見ると、日向・大隅地方で南九州でも在地 は古墳時代中期に最大規模の前方

後円墳を築き、ヤマト王権と結びつき、その後は独自の墓制を築く勢力を みながら、在地勢力の

を めていった。日向の国は在地性が強く、ヤマト王権・律令政府が南九州 の をすすめるために

後地方との関係が い鞠智城は、肥後南部の勢力や 地域の在地勢力を 制しながら管理・ す

る として した可 性があると考えられる。

４ 最近の調査から（令和2・3年度の発掘調査） 

（１） 目

  令和2・3年 は、 跡のこれまでの でなお であった の の （ 城 の

置の特 とその 造の  、 城道の 造や方向の特 、  城 付 の土 の積土（ 築）

の やその 後の 造等）を するため を した。

  の にあたっては、鞠智城跡 存整備 や による指 ・ を なが

ら、 16 （平 6年 （1994年 ）） び 28 （平 18 年 （2006年 ））に した

北西側 の壁 の土 を することにより、 城道の 造、土 の 造などを にす

ることを目 として した。

（ ） の (図28) 

土 における 築 造の

  の地山と推 できる 積の の下部を 60 m に３ 以 の（地山整形の の）

平 を造っている。

  積の地山の に 土・ 土を中 とする土と ト を に60 m

の積土をしている。

  の整形した内側（ 側には の下 は 5 m の を 築（は く）して壁を造

っている。 土に 土が る と の土を に ながら積みあ ている

が できる。さらに内側には、 等を造 するための から の 山 の 化土 と

土を めた 築土が見られる。

（ 築土）違う 類の を に積み て、突き めて強 な地 を造る

   の は、 がある まった で の土を中 に の 土を し た土を

15 m の で積みあ ている。 

     さらに新しい では、 の の土を め で を の 化した い土

で平 に整形している が える。

の土 び 造に関して
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9

制の が南九州で でいったと考えられる。(図25 26)

  日向国分 の は肥後や大隅国分 の影響がみられると考えられるが、九州内の特 の地域の系

をたどるのが しいとされる。平 の平 条線のものや れ れの 目 を すもの等在地

な要 が強い であるといえる。 

 大隅国分 の は、日向国分 や肥後国分 の影響を けている。日向国分 系の 平 で 唐草

文の内 に 文の がある。 はなく丁寧な 整である。 め の きをもつ平 は 前・肥

前等に見られる で古い要 が見られる。(図26)

  は、 文で中 1 8 文が16である。 前・豊前・豊後等北部九州の国分

等の影響が見られる。平 は に 目 を しているのは、 前の や肥前の 野

窯跡・帯 山 窯跡の平 に類似する。

薩摩国分 については、肥後国分 の影響が強い。 時の は肥後国分 に、 平 について

は豊前国分 の に類 が いと指摘されている。隼人の乱以降における豊前国からの 等の影響

とも考えられる。(図27) 

  日向国分 の には地域性が く見られるが他地域は肥後国分 や 前・豊前・豊後等の北部九州

地域の の影響を けている。このことから、大 府から肥後を て日向・大隅に る トと（大

府や肥後）・豊前・豊後等いろいろな トによる 流や文化の流 、 の トが考えられる。

こうしたことから、大 府等の西海道の律令制の整備の で、大 府 の多 な が 要で

あった可 性が い。律令制の整備が み、国分 や国府が整備され、郡 や郡 が整備されると鞠智

城もその が されたとしてもその後の律令制 持のために したと考えられる。

稲積城が北部九州のそれぞれ筑前国那珂美野駅・福岡県糸島市志摩稲富等に推定

されているが、『続日本紀』文武天皇三年（699）十二月四日条の「大宰府をして三野・
稲積の二城を修らしむ」という記事が見られ、南九州説の日向国児湯郡三納郷・大隅国桑

原郡稲積郷も考えられる。

（ ） 地域からみた鞠智城の 置

川流域は、 後地方とのつながりが で、 や 志川流域をとおる古墳時代以来の 東

に 置する の要 である。鞠智城は、 川中・下流域の有力な の 後に立地している。

肥後国中南部は古墳時代以来地域性を持 、他地域との 流を めた ト と地域の とし

てそれ れの地方 が強力な地 を持っていたことが考えられる。

特に、肥君の 地 の文化は古墳時代後期以来、 地方との 流を っていたが、ヤマト王権

を さず朝 半島と 流を持っていた の一部の地域と結びついて独自の勢力 を築いていた

と考えられる。また、天草地域は や といった な石 、有 海を ての文化・船 等、球

磨地域は南九州（日向・大隅・薩摩地域）の文化と肥後地域との ともいう き を たしており、

それ れ独立性が強い。肥後中部から南部の勢力は、律令政権にとって重要な地域であると同時に

す き勢力であったと考えられる。 川流域や 川流域の前方後円墳を築造した勢力と 川流域の勢

力との間で前方後円墳の ない 川流域に国府が置かれる等地方 の勢力 の 間に国の 設を造
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したとも える。地方 が律令制を け れる中で郡 に地方 を り れ、国府に大 府から

人を り む等がなされたと考えられるが、その として、国府の が 分 くまで古代山城の

一部が された可 性が考えられる。

同 に南九州地域を見ると、日向・大隅地方で南九州でも在地 は古墳時代中期に最大規模の前方

後円墳を築き、ヤマト王権と結びつき、その後は独自の墓制を築く勢力を みながら、在地勢力の

を めていった。日向の国は在地性が強く、ヤマト王権・律令政府が南九州 の をすすめるために

後地方との関係が い鞠智城は、肥後南部の勢力や 地域の在地勢力を 制しながら管理・ す

る として した可 性があると考えられる。

４ 最近の調査から（令和2・3年度の発掘調査） 

（１） 目

  令和2・3年 は、 跡のこれまでの でなお であった の の （ 城 の

置の特 とその 造の  、 城道の 造や方向の特 、  城 付 の土 の積土（ 築）

の やその 後の 造等）を するため を した。

  の にあたっては、鞠智城跡 存整備 や による指 ・ を なが

ら、 16 （平 6年 （1994年 ）） び 28 （平 18 年 （2006年 ））に した

北西側 の壁 の土 を することにより、 城道の 造、土 の 造などを にす

ることを目 として した。

（ ） の (図28) 

土 における 築 造の

  の地山と推 できる 積の の下部を 60 m に３ 以 の（地山整形の の）

平 を造っている。

  積の地山の に 土・ 土を中 とする土と ト を に60 m

の積土をしている。

  の整形した内側（ 側には の下 は 5 m の を 築（は く）して壁を造

っている。 土に 土が る と の土を に ながら積みあ ている

が できる。さらに内側には、 等を造 するための から の 山 の 化土 と

土を めた 築土が見られる。

（ 築土）違う 類の を に積み て、突き めて強 な地 を造る

   の は、 がある まった で の土を中 に の 土を し た土を

15 m の で積みあ ている。 

     さらに新しい では、 の の土を め で を の 化した い土

で平 に整形している が える。

の土 び 造に関して
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るほか、窯跡が多数存在する地域で古墳時代以来各地からの文化の影響が見られる重要な地域であった

と考えられる。

（５）南九州と鞠智城（図18・20〜27） 

①日向地方の古墳の動向(図20〜23)

古墳時代前期から大淀川流域の宮崎平野に九州最大の前方後円墳生目古墳群内の１・３号墳が築かれ

る。いずれも140mを超える規模を有する。豊前の石塚山古墳より大きい。

  また、中期には、日向国府がある児湯郡、一ツ瀬川流域の西都原古墳群では、中期前半に 175m の帆

立貝形の前方後円墳男狭穂塚古墳、全長180mの女狭穂塚古墳が築かれる。女狭穂塚古墳では円筒埴輪や

朝顔形埴輪の他家形・盾形・冑形・短甲形・草摺形の形象埴輪が出土している。後期にかけては祇園原

古墳群が、中期から後期にかけて祇園原59号墳・百足塚古墳（80m）・弥吾郎塚古墳などの前方後円墳が

築かれる。日向地域は、九州でも突出して大きな前方後円墳が作られている地域であり、ヤマト王権が

恐れた地域とも考えられるのである。(図23)

  また、鹿児島の志布志湾沿岸や肝属（きもつき）平野に前期（塚崎古墳群 39号墳は67m）から後期

初頭にかけて前方後円墳が築かれる。特に、中期には九州最大の規模をもつ全長154mの唐仁大塚古墳（長

方板革綴短甲が副葬品？）に引き続き、全長約140mの横瀬古墳が築造される。菱形を重ねたような線刻

がある埴輪や初期須恵器の朝倉産に類似する筒形器台が出土している。埴輪の畿内の制作工人の関与が

指摘されている丁寧なものである。「日本書紀」仁徳紀には仁徳の妃の一人の日向髪長媛が日向の諸縣君

（もろあがたのきみ）牛諸井の女（むすめ）であること等からヤマト王権とのつながりと同時に婚姻関

係を結ばなければならないほど重要な勢力であったことは間違いない。

 江田船山古墳と同型鏡の画文帯神獣鏡が宮崎県持田20・24・25号墳にあり、国越古墳と同型鏡の画文

帯神獣鏡は持田１号墳（計塚）、新田原古墳群中の山ノ坊古墳にもみられることから、日向地方との関係

が看守される。（図18） 

南九州は甲冑の出土も多く、畿内の甲冑と類似し、吉村 和昭氏等の研究によれば畿内政権が付与し

たか型紙を提供したかである。

南九州では、中期から地下式横穴墓という在地制の強い墓制が南九州の東側に展開する。副葬品を見

ると武器・武具類が副葬されていてヤマト王権との結びつきも多いが、石鏃の型式や墓の形式の独自性

が強く、地域勢力がヤマト王権に対して対抗していたとも考えられる。（図21） 

『日本書紀』推古 20 年（612）の条、推古天皇の歌に「馬ならば日向駒」と記述があるように日向に

牧がいくつか管理されていたと考えられる。馬の骨や馬具を伴う土坑が５世紀代から存在し「牧」等の

存在も指摘されている。ヤマト王権としても重要な地域であったと考えられ、律令制による西海道の整

備にあたって不可欠な地域であったであろう。

西側は熊本県南部（芦北・水俣・球磨郡）にも分布する（地下式）板石積石室墓が展開する。（図22） 

横穴墓は、装飾古墳の円文の浮き彫りや壁画系のものは肥後地域と類似しておりその影響が見られる。

②南九州の国分寺系の瓦（図24〜27） 

702年に薩摩国が設置され、7１3年に大隅国が日向国から分置された。720年の隼人の乱以降は、律令
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したと考えている。 な があるが、最 の熊本 の開 による で 本 跡群が

されて、国府に される大規模な やそれに伴う 群が見つかっており、 世紀後半から

世紀にかけては 田国府が有力になってきている。

 文 では、「和 類 （平 時代）」には国府を 城郡」、「 類 （ 倉時代）（ 田国

府「 」（ 倉時代）には国府を「 田郡」に 在が できる。 

・ 田 の 要な古墳の分布であるが、 川中・下流域には前方後円墳がなく、後期になり円

墳ではあるが、装飾古墳や肥後型の横穴式石室が 山南 び東 に分布する。  

甲   氏は、 山南 の 甲 号墳と 後の 化 古墳との装飾や 室の り 造など

造 の類似から 地域の関係性を強 している。

山東 の 古墳と日の 古墳が線刻で りなしに図形を く ・ ・ ・ の により

かれている や石室の石積みの から類似 が多く関 性を指摘している。また 後南部は 道の

が見られない や りが多い等の 違 等も指摘でき地域性も看 される。

古墳時代には 後地域と関係はあるが、 川流域ほどの な関係はなく部分 と見られる。

古墳時代には前方後円墳等がみられない地域に国府が造 された は、鞠智城の 地と類似している

と考えられる。

肥後国 地域と鞠智城（図 ・ ・10・11）

肥後西南部（天草 島から球磨・芦北地域）にかけては古墳時代前期後半から中期にかけて川内川

流域の大 ・えびの 地から薩摩地域北部にみられる（地下式）板石積石室墓が分布する。

 墳 を持たず、群 する。 鏃等は副葬されるが、土器などの がみられないのが特 である。芦

北地域はその分布の北 として重要な地域である。

一方 球磨地域では、 に 塚古墳群という３ の全長45〜50mの前方後円墳が まれている。１

号墳は、甲冑、 、土器が出土したということと墳 から中期を中 とした古墳群と考えられる。あ

さ り の 園古墳群は 世紀の古墳で墳形は不 が円墳と考えられ、横穴式石室を 部とするも

ので 号墳には 獣帯鏡、 鏡板、 文 彫 、 、 具等

が出土しておりヤマト王権とのつながりが考えられる。

  他に多 の りの 室に の狭い 室がつく 塚古墳のほか、 の 古墳等の 石で

築された横穴式石室墳が分布する。また、水 村の 世紀代の横穴式石室を 部とする 人塚古墳群

等球磨地域には横穴のほか横穴式石室も多い。また、 村の吉の 古墳群には 穴系横 式石室が存

在することから有 海沿岸や北部九州地域とのつながりが見られる。 

  装飾が見られる横穴群も 壁の 部分に浮き彫りされるもので、大村5・7・11号墳は、 ・ ・

盾等の武器・武具の浮彫りをもつ等、 川流域の 田横穴群との が多い。 号墳では、飾り

に 続 文の 研彫りが見られる。 石 ノの飾 に円文を す等に類似 が められる。

以 のように多 な文化が見られる地域で文化の 流地 として重要である。

古代の 跡としては、天道 跡や 跡等で 世紀代の 跡が され、天道 では 立

が見つかっている。また、前田 跡では、 世紀代の ・ 平 ・ が され郡 や 跡

と考えられる。 山 窯では違う の が され、下り山窯跡等 時代の窯跡が見つかってい
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るほか、窯跡が多数存在する地域で古墳時代以来各地からの文化の影響が見られる重要な地域であった

と考えられる。

（５）南九州と鞠智城（図18・20〜27） 

①日向地方の古墳の動向(図20〜23)

古墳時代前期から大淀川流域の宮崎平野に九州最大の前方後円墳生目古墳群内の１・３号墳が築かれ

る。いずれも140mを超える規模を有する。豊前の石塚山古墳より大きい。

  また、中期には、日向国府がある児湯郡、一ツ瀬川流域の西都原古墳群では、中期前半に 175m の帆

立貝形の前方後円墳男狭穂塚古墳、全長180mの女狭穂塚古墳が築かれる。女狭穂塚古墳では円筒埴輪や

朝顔形埴輪の他家形・盾形・冑形・短甲形・草摺形の形象埴輪が出土している。後期にかけては祇園原

古墳群が、中期から後期にかけて祇園原59号墳・百足塚古墳（80m）・弥吾郎塚古墳などの前方後円墳が

築かれる。日向地域は、九州でも突出して大きな前方後円墳が作られている地域であり、ヤマト王権が

恐れた地域とも考えられるのである。(図23)

  また、鹿児島の志布志湾沿岸や肝属（きもつき）平野に前期（塚崎古墳群 39号墳は67m）から後期

初頭にかけて前方後円墳が築かれる。特に、中期には九州最大の規模をもつ全長154mの唐仁大塚古墳（長

方板革綴短甲が副葬品？）に引き続き、全長約140mの横瀬古墳が築造される。菱形を重ねたような線刻

がある埴輪や初期須恵器の朝倉産に類似する筒形器台が出土している。埴輪の畿内の制作工人の関与が

指摘されている丁寧なものである。「日本書紀」仁徳紀には仁徳の妃の一人の日向髪長媛が日向の諸縣君

（もろあがたのきみ）牛諸井の女（むすめ）であること等からヤマト王権とのつながりと同時に婚姻関

係を結ばなければならないほど重要な勢力であったことは間違いない。

 江田船山古墳と同型鏡の画文帯神獣鏡が宮崎県持田20・24・25号墳にあり、国越古墳と同型鏡の画文

帯神獣鏡は持田１号墳（計塚）、新田原古墳群中の山ノ坊古墳にもみられることから、日向地方との関係

が看守される。（図18） 

南九州は甲冑の出土も多く、畿内の甲冑と類似し、吉村 和昭氏等の研究によれば畿内政権が付与し

たか型紙を提供したかである。

南九州では、中期から地下式横穴墓という在地制の強い墓制が南九州の東側に展開する。副葬品を見

ると武器・武具類が副葬されていてヤマト王権との結びつきも多いが、石鏃の型式や墓の形式の独自性

が強く、地域勢力がヤマト王権に対して対抗していたとも考えられる。（図21） 

『日本書紀』推古 20 年（612）の条、推古天皇の歌に「馬ならば日向駒」と記述があるように日向に

牧がいくつか管理されていたと考えられる。馬の骨や馬具を伴う土坑が５世紀代から存在し「牧」等の

存在も指摘されている。ヤマト王権としても重要な地域であったと考えられ、律令制による西海道の整

備にあたって不可欠な地域であったであろう。

西側は熊本県南部（芦北・水俣・球磨郡）にも分布する（地下式）板石積石室墓が展開する。（図22） 

横穴墓は、装飾古墳の円文の浮き彫りや壁画系のものは肥後地域と類似しておりその影響が見られる。

②南九州の国分寺系の瓦（図24〜27） 

702年に薩摩国が設置され、7１3年に大隅国が日向国から分置された。720年の隼人の乱以降は、律令
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6

が他の肥後地域と なる の 文 等が出土している。 式 置をも

つ で 代郡 と推 されている。 のものも の半 が短く、 間の が短い特 をもつ。 

宮地 跡から円 や 平 、西 跡から円 等が出土しており、平原 窯跡が存在

し、それが 内 に供 されていること等から 代・ 城地域の な関係が え、 土郡の古

山 を めて有力な地域であったと考えられる。

また、平原 窯跡の 置する 川流域は古墳時代後期になって大型の前方後円墳が 中する地域で

ある。それらの 部が家形石 、横穴式石室、 墓等形式が なり、 葬 式多 である。古城

氏が指摘するように 見 古墳が 室 造の横穴式石室、中ノ城古墳は 室 造の 石積み

横穴式石室で の石 形が 形になっている等から 代海沿岸 けでなく他地域の墓制の影

響を けていると考えられる。 ノ城古墳は に石 で横 式家形石 の可 性が指摘されている

こと等からも葬 の 守性を考えると な地域の影響を けた古墳群と考えられる。

飾付 飾や石 飾も分布し有 海の の君の文化 にあるものの、器 形の石 飾が突出

する等の で地域性・独自制が える。また、その後の前方後円墳と した大野 古墳の横穴式石

室は 大で石 をもつ等の な でもある。（図16） 

この地域の古墳は、後期古墳にしては、 ノ城が約86mの前方後円墳など九州でも 指の規模を

る地域であり在地勢力の独自性と勢力の大きさが える。 

川・球磨川流域は、古墳時代 期になっても古墳の築造が 続し、 部にい る の

式石室①中 天井 壁から り までの がほ 等しい。 独立 石 型 室 造 山 を

する。 

土郡（図 ・ ・10・11） 

 古 山 跡では 文 が出土しており、 世紀後半代の郡 に伴うものと考えられ

る。古 山 越 跡では、 時代中 から平 時代前 までの 穴 、 立 （ も）、

（道 関 も）が見つかっており、 世紀代の も まれていることや 壁や き窯・

布目 等も出土していることから古くからの と考えられる。

肥後地方で前期古墳が 中している は、 平野特に 湾（島原湾） が、 土半島 部

にも前期古墳が 中する。 山古墳、 天山古墳、城ノ越古墳、向野田古墳等である。

肥後地域では、まず 形埴輪が に円筒埴輪が出 する。向野田古墳は初期の円筒埴輪をもつ。

の突帯は 井 山古墳関 があると考えられている。

城地域は、中期には、 の により100m以 と推 される前方後円墳で 文の初期須恵

器をもつ 大塚古墳や画文帯神獣鏡などを副葬し石 形を 置した横穴式石室を 部とする 60m 以

の規模の国越古墳、石 式石室の 造を 部とする 古墳等山 地方の影響を けたもの等が

ある。

肥後国府の 置と鞠智城（図 ・ ・10・11） 

肥後国府は、どこにあってどのように したかは に していないのが である。 本

氏は、7世紀 は 内 に 城国府（ 世紀 ）を しており、ト により、土

造があり、 世紀中 から 国府を している。9世紀中 から、 田国府（ 本 跡群）に
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鞠地城シンポジウム_入稿データ_最新1123＿トンボ.pdf   9   2021/11/24   8:23

6資料編



5

る 系が多いが、九州では百 系のものは、江田船山や大坊古墳等で見られるのみである。た 、

古墳とも 系のものも まれること、また、百 系のものにも新 系の が見られることが指

摘されている。一方、 前地域には新 系のものも見られる。有 海からの百 系文 の流 。

からの新 系文 の流 、地方 と朝 半島との な結びつきも考えられる。その一方、有

海沿岸を中 に 飾付 飾を 有しているという文化の 有も重 される。

（３） 地域と鞠智城 (図17) 

式の でも の分 にあたり、 石造りの横穴式石室の分布（ 2012）から見て

鞠智城の 置は 川流域から 地域に築造 や石 の ト に 置すると考えられる。 

地域の古墳時代は、南側から の のい や古墳、石川山 号墳、西側から 川中流域の

穴古墳等からの影響が見られる。

また、 式に「 重（ たえ）の牧」「 馬（はらのうま）牧」という 郡内に推 される地

が記 され、大 府の 馬や 馬に 備されていることから、律令政府にとっても重要な 域でそれ

以前も律令制の整備にあたって重要な地域であったと考えられる。  

鞠智城の 在する 地は、古墳時代以来 後地方との関 りや 君との関係性も強く熊本平野か

らは 台地、 志台地を する古墳時代の重要な トが築かれており、また 地域 の分

にもなる重要な地 である。(図 15) 川下流域からの東西 トは古墳時代から存在するが、南北

トは 世紀から 世紀にかけての古代の 関 跡を結 トである。この トに して

鞠智城は築かれたと考えられる。（図 19 ）初期大 府（ 家（なのつのみやけ）を む）の

のために鞠智城が造 されたとしても 式の 道からも れており、そればかりが造 の いとは考

え い。  

  また、有 海からの文化の流 、大 からの の一つであり、 地域の勢力を 制する や、

豊後・日向 の トに対する えとしての も考えられる。

（ ）その他の肥後における勢力分布と鞠智城

①肥君の本 地 地域

城郡 （図 ・ ・10・11） 

川流域の熊本 南 城南 は、初期の国府の 在が推 されている地域である。 内 は

式の 置をも 、 文 や重 文 平 など 式系の が出土している。供

された窯跡は 内 窯跡である、 城国府は 本 氏によりその が され、 城 、

城郡 （志道 ）、 城郡家（ 瀬宮ノ前 跡（大 神））、 内 等が されている。 ノ瀬

窯跡、東 島窯跡、野田窯跡等の須恵器生産の窯跡も存在する。

内 がある 川流域の地域は、古墳時代中期から後期にかけて 塚古墳、 内 塚古墳・

目 九郎山古墳（装飾古墳）等の前方後円墳が造 され、横 式家形石 をもつ石 室古墳やり う

が 塚などの石 系の横穴式石室をもつ古墳があり有力な がいた地域である。

代郡（肥君の 地域ともい れる地域）（（図 ・ ・10・11） 
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が他の肥後地域と なる の 文 等が出土している。 式 置をも

つ で 代郡 と推 されている。 のものも の半 が短く、 間の が短い特 をもつ。 

宮地 跡から円 や 平 、西 跡から円 等が出土しており、平原 窯跡が存在

し、それが 内 に供 されていること等から 代・ 城地域の な関係が え、 土郡の古

山 を めて有力な地域であったと考えられる。

また、平原 窯跡の 置する 川流域は古墳時代後期になって大型の前方後円墳が 中する地域で

ある。それらの 部が家形石 、横穴式石室、 墓等形式が なり、 葬 式多 である。古城

氏が指摘するように 見 古墳が 室 造の横穴式石室、中ノ城古墳は 室 造の 石積み

横穴式石室で の石 形が 形になっている等から 代海沿岸 けでなく他地域の墓制の影

響を けていると考えられる。 ノ城古墳は に石 で横 式家形石 の可 性が指摘されている

こと等からも葬 の 守性を考えると な地域の影響を けた古墳群と考えられる。

飾付 飾や石 飾も分布し有 海の の君の文化 にあるものの、器 形の石 飾が突出

する等の で地域性・独自制が える。また、その後の前方後円墳と した大野 古墳の横穴式石

室は 大で石 をもつ等の な でもある。（図16） 

この地域の古墳は、後期古墳にしては、 ノ城が約86mの前方後円墳など九州でも 指の規模を

る地域であり在地勢力の独自性と勢力の大きさが える。 

川・球磨川流域は、古墳時代 期になっても古墳の築造が 続し、 部にい る の

式石室①中 天井 壁から り までの がほ 等しい。 独立 石 型 室 造 山 を

する。 

土郡（図 ・ ・10・11） 

 古 山 跡では 文 が出土しており、 世紀後半代の郡 に伴うものと考えられ

る。古 山 越 跡では、 時代中 から平 時代前 までの 穴 、 立 （ も）、

（道 関 も）が見つかっており、 世紀代の も まれていることや 壁や き窯・

布目 等も出土していることから古くからの と考えられる。

肥後地方で前期古墳が 中している は、 平野特に 湾（島原湾） が、 土半島 部

にも前期古墳が 中する。 山古墳、 天山古墳、城ノ越古墳、向野田古墳等である。

肥後地域では、まず 形埴輪が に円筒埴輪が出 する。向野田古墳は初期の円筒埴輪をもつ。

の突帯は 井 山古墳関 があると考えられている。

城地域は、中期には、 の により100m以 と推 される前方後円墳で 文の初期須恵

器をもつ 大塚古墳や画文帯神獣鏡などを副葬し石 形を 置した横穴式石室を 部とする 60m 以

の規模の国越古墳、石 式石室の 造を 部とする 古墳等山 地方の影響を けたもの等が

ある。

肥後国府の 置と鞠智城（図 ・ ・10・11） 

肥後国府は、どこにあってどのように したかは に していないのが である。 本

氏は、7世紀 は 内 に 城国府（ 世紀 ）を しており、ト により、土

造があり、 世紀中 から 国府を している。9世紀中 から、 田国府（ 本 跡群）に
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4

このことから古墳時代中期のこの地域は、 半島とのつながりも強かったものと考えられる。石 系の

初期横穴式石室をもつ石川山古墳群や横山古墳（図 10）のように りはあるものの 室 造は

ず、長い 道をもつ壁画系装飾古墳があり、 川流域の地域との関係が見られる。 

鞠智城の北西側に 置する 神 は、 氏に関 する勢力が てたものと考えられている。鞠智城

には築造前も築造後も 来系 が在 し、鞠智城を えていたと考えられる。

（ ） からみた 後地域との関 り 

①須恵器の産地 

鞠智城出土の 世紀後半から 世紀までの須恵器は 女産の須恵器が多く、 後地域との関係が い。

世紀後半以降になると 川 流域の北部の 山からの須恵器の供 が多くなる。

こうした在地産が えるにあたっては、 の 来系 の他 女地域の窯 の 流 び

生産 の 動があった可 性が考えられる。 

埴輪 作 (図14)

岸本 氏らの研究によると埴輪の最下 突帯の 等が 川下流域の塚坊 古墳や 川中

流域の 塚古墳等に見られ、 女 の立山山 号墳や 見山古墳など 後地方の埴輪との 作 の

が多い が 目される。 

形石 と石 形の分布(図13)

氏の研究によれば、北肥後型と ばれる 形で石 をもつ短 に け突 をもつ形式の

形石 の がりは、 部川流域等南 後に がっている。 地域の な関係が える。

石 形を有する古墳の分布は、 化 古墳や 男山古墳等 後地方に がっており、同 く 後地方

との関係が える。また、平天井のものと家形を する形式の分布が り乱れている あたりは他地

域 の の中 地 にもあたる。

横 式家形石 の分布

横 式家形石 は、 後から熊本県南部にかけて分布が がる。全長110mを り 文等の文 が

刻まれた横 式石 を持 井の の墓と推 される 女の石人山古墳や全長 60m の前方後円墳の

の 山古墳が する。 川流域の江田船山古墳や城南の石 室古墳の他 川流域の野 古墳

群にも存在する可 性があり分布は がるが、 川流域が分布の地理 中 と考えられる。

石 飾品（石人・石馬）の分布（図12） 

氏の図によると 女 山古墳を中 に石 飾品が見られ、横 式家形石 の分布と

て 後地方との関係が える。図が すように 川流域中・下流域等では、石人（人 ）や短甲

等が中 が、 川流域などの肥後南部では器 形を中 とする。

鞠智城が存在する 川 流域では、 ツ ・ 塚古墳等で石人と 形石 品

等が 存し、 塚古墳は盾形の石 飾品が石 として されているなど、 の文化の

になっていると考えられる。

飾付 飾りの分布(図16)

田 氏の分 によると 飾付 飾りは と地理 に く な関係を持っていたと考えられ
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れている。 

また、全長100mを超える前方後円墳で埴輪をもつ中期後半から後期の 山古墳が造 されている

し、甲冑や石 飾をもつ石 系石室の 山古墳等は、 地域における 室 造の横穴式石室の初

でもある。古墳時代 には、 石造石室の江田穴 古墳が築造される。 川下流域の勢力が

の墓室 造を り れている。 

川中流域の としては 跡が、古代の としては、弥生時代以来 が まれる方

田東原 跡が中 となると考えられるが、 は、 後の である。 の原 跡で 立

が見つかっているが、 世紀後半代からと考えられる。（ １）

川の 流の の川流域で古墳時代中期には100mを超える前方後円墳の 原 塚古墳が造 さ

れる。また、前期古墳の 王山古墳に する うた びら山の山 に全長65m以 の前方後円墳の

塚古墳が築造される。（図10）石 をもつ初期横穴式石室を 部にもつ。 

 流域 岸には、円墳で器 形石 飾品をもつ前方後円墳の ツ と 塚古墳

が れる。器 形石 飾と に石人が見つかっており、肥後北部と南部の 方の要 をもつものであ

る。 ツ は6世紀の後半の古墳で石 飾を持つ古墳としてはやや時期が下る等、石

飾品が分布する文化の東側の と考えられる。また 川 岸の 約15mの円墳である 塚

古墳は平天井の石 形を持つ横穴式石室を 部とする古墳で、石室に盾型の石 飾を石 に み

でおり、肥後南部の影響も けている古墳である。（図12・13） 

この に の の原 跡があり、 世紀代から古代の が まれている。 は、 世紀後半代

の 穴 や 立 が中 が、 から 世紀の土器も出土している。（ １）

また西側の 田台地には、円 、石帯、越州窯 が出土している 田 跡群があり、 世紀

代の土器も出土していることから、 が存在したようである。（ １）古墳時代には、 田台地に

は 古墳群が築造されている。この古墳群は 部に 形石 や 式石 を持 、 には 穴系横

式石室を 部にもつ 塚古墳があ 壁画系の装飾古墳である 塚古墳も築造されている。石

や 穴系横 式石室・装飾古墳を持つ等他地域からの多 な文化を り れた有力な の墓であろう

が、いずれも円墳で墳形の規制を けていたものと考えられる。弥生時代中期以来の有力な が存在

した地域と考えられ、鞠智城を えた在地勢力であった可 性が い。こうした、在地勢力の 後に鞠

智城は 置し、在地の有力な勢力の 力を ながらもそうした勢力を 制するために築城されたとも考

えられる。

鞠智城 の や 設を すると 7 世紀も は存在したと考えられるが、 在のところ

規模と推 され、8世紀後半代から 世紀にかけて が がっていたと考えられる。 鹿 地の開

もそのころ でいたと推 できる。（ １）。8世紀後半代以降の鞠智城は、 鹿 地の開 にあた

り、郡 や 道沿いに設けられた 設を する 設として していたと考えられる。（図19） 

  川 流の 志川流域も有力な地域である。古墳時代中期には武具・武器の分布・王権や 来系

文化の影響をもつ地域と考えられる。 志川流域には、マ 塚古墳や 生 の原古墳等の甲冑をもつ古

墳が存在し、ヤマト王権とのつながりが考えられる。 流域の 北では、 付初期須恵器が出土して

おり、平 跡では の 目 をもつ 等が出土し、い く が される が存在する。
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鞠地城シンポジウム_入稿データ_最新1123＿トンボ.pdf   6   2021/11/24   8:23

4

このことから古墳時代中期のこの地域は、 半島とのつながりも強かったものと考えられる。石 系の

初期横穴式石室をもつ石川山古墳群や横山古墳（図 10）のように りはあるものの 室 造は

ず、長い 道をもつ壁画系装飾古墳があり、 川流域の地域との関係が見られる。 

鞠智城の北西側に 置する 神 は、 氏に関 する勢力が てたものと考えられている。鞠智城

には築造前も築造後も 来系 が在 し、鞠智城を えていたと考えられる。

（ ） からみた 後地域との関 り 

①須恵器の産地 

鞠智城出土の 世紀後半から 世紀までの須恵器は 女産の須恵器が多く、 後地域との関係が い。

世紀後半以降になると 川 流域の北部の 山からの須恵器の供 が多くなる。

こうした在地産が えるにあたっては、 の 来系 の他 女地域の窯 の 流 び

生産 の 動があった可 性が考えられる。 

埴輪 作 (図14)

岸本 氏らの研究によると埴輪の最下 突帯の 等が 川下流域の塚坊 古墳や 川中

流域の 塚古墳等に見られ、 女 の立山山 号墳や 見山古墳など 後地方の埴輪との 作 の

が多い が 目される。 

形石 と石 形の分布(図13)

氏の研究によれば、北肥後型と ばれる 形で石 をもつ短 に け突 をもつ形式の

形石 の がりは、 部川流域等南 後に がっている。 地域の な関係が える。

石 形を有する古墳の分布は、 化 古墳や 男山古墳等 後地方に がっており、同 く 後地方

との関係が える。また、平天井のものと家形を する形式の分布が り乱れている あたりは他地

域 の の中 地 にもあたる。

横 式家形石 の分布

横 式家形石 は、 後から熊本県南部にかけて分布が がる。全長110mを り 文等の文 が

刻まれた横 式石 を持 井の の墓と推 される 女の石人山古墳や全長 60m の前方後円墳の

の 山古墳が する。 川流域の江田船山古墳や城南の石 室古墳の他 川流域の野 古墳

群にも存在する可 性があり分布は がるが、 川流域が分布の地理 中 と考えられる。

石 飾品（石人・石馬）の分布（図12） 

氏の図によると 女 山古墳を中 に石 飾品が見られ、横 式家形石 の分布と

て 後地方との関係が える。図が すように 川流域中・下流域等では、石人（人 ）や短甲

等が中 が、 川流域などの肥後南部では器 形を中 とする。

鞠智城が存在する 川 流域では、 ツ ・ 塚古墳等で石人と 形石 品

等が 存し、 塚古墳は盾形の石 飾品が石 として されているなど、 の文化の

になっていると考えられる。

飾付 飾りの分布(図16)

田 氏の分 によると 飾付 飾りは と地理 に く な関係を持っていたと考えられ
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2

朝 半島の を り れたものと考えられる。 

鞠智城 期( 世紀 世紀 １ 半期前半)（図３）

『続日本紀』文武 (698)年５ 条に記 された「 」の時期にあたる。長 原地 の は、北側

の 水 に向け数が え、 原地 の 台に向けても が がっている。

 原地 は、 平を けて不 な はあるが、 な と考えられる 形 とその 後に「 」

の 形に 立 を 置した ・管理 群が出 する。台地に が大きく がる。

土器の出土 も多く、城の管理・ に多くの人 が 置されたと考えられる。

鞠智城 期( 世紀 １ 半期後半 ３ 半期)（図 ）

鞠智城の 期。城内の 置は 期を しながらも、 が 型 石を した 石

に て えられる。長 山の 後に 置する３間 間の大型 石 である宮野 石群もこの て

られる。管理 や倉の が していったと考えられる。土器の出土は ないが、城の や 持・

管理は れていたと考えられる。「 人 ⬜ 」の はこの のものと推 されている。

鞠智城 期( 世紀 半期 世紀 ３ 半期)（図５）  

鞠智城の 革期。管理 群の や 水 中 部の 下がある一方、 期の 石 は大

型 石を した 石 に て えられ、 等の備 が となる。これら 群は、 期

に しており、『文徳天皇 』天 (858)年の記 に見られる不動倉の との関 が され

る。また、 石・ 立 ３ も されている。

鞠智城 期( 世紀 半期 10世紀 ３ 半期)（図 ） 

鞠智城の 期。城内の 数は し、城の は 下するものの、大型の 石 が て され

るなど、 等の備 は存続する。

 の （図7〜27）

（１） 川流域における古墳時代から古代の 跡の分布

としては、 郡 （家）・郡倉がある。立 石 ・馬 ・ 郎 から 石 ・布目 、

西の から長方形の に まれた の ・ 化 や ・ 石が見つかっており、郡倉に さ

れている。郡 としては、 の に立 があり、 文 や き作りの が出土し

ており、 世紀後半までさかの る。（図8）郡家と水 を 線 に 結さ る側 を有する唐 12

の郡 道が推 されている。 世紀後半代から立 大塚 跡を めた の関 や する

跡、さらに 川 流に 置する 田宮の前 跡等と ト でつながっていたと考えられ

る。（ １）そうした や 関 跡の の には古墳時代中期から後期にかけて、 形石

をもつ古墳や横穴式石室をもつ有力な古墳があり、その造墓 を にもつ有力な在地勢力が と

なっていると考えられる。

下流域の東部には、江田船山古墳が築造される。 や （くつ）や帯 具等、 や百 等朝 半島

の文化から影響を けた が多数出土している。 文の浮き彫りを した横 式家形石 をもつ

後川中流域の石人山古墳等に影響を けた 葬 設が されていることと て、江田船山の 葬

は 有 海地域を するような古墳時代中期後半の （ 肥）地域の有力な であったと考えら
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鞠智城の位置と調査成果

      

  

の は、「古代の「 要」政 と肥後国・鞠智城」を マに中 権国家・律令制の

立を志向するヤマト政権が九州地方 の を 大するにあたり、特に南九州地方を 野に、古墳時

代からどのように「 要」の地を しようとしたのかを考える。その 、鞠智城がどのような を

たしたのかを らかにすることを目 に 画された。

そこで、まず鞠智城の 要、時間 、 に れ、どのような に 置するのか、な この

地に古代山城が築造されたのかを考えてみたい。

に、鞠智城が10世紀後半まで長期間存続したことから、築造 初の が 〜平 時代にかけて

どのようにその を 化さ ていったのかを考える を提供し、鞠智城研究のさらなる 化に向け

た としたい。 

また、 て 年 から している 跡の最新の を したい。

 の （図 〜 ）

これまでの の によって の時期が 分され、鞠智城の や の 化として理 さ

れた。 

鞠智城は、築城から10世紀中 まで300年間以 存続したことが し、 の時期 から大きく

５期( 期)に 分し、その を整理している。（図１）

  なお、 地には、 文時代後期から 跡が存在し、弥生時代後期の も まれた。 

①鞠智城 期( 世紀 ３ 半期 半期)（図 ） 

  鞠智城の 期。百 の を 図した 663 年の 村江での 後、大野城と 城（ 城）

が百 の の指 により、665年に築城されたことが『日本書紀』の記 に見られるが、鞠智城に

ついては『続日本紀』文武 (698)年の「 」の記 を初出とし、 かな築城年代は不 である。た

し、同時期に されたことから大野、 の 城の築城 (665年)にやや れて されたものと推

される。

城の中 部である長 原地 では、南西側（古代 道・ 鹿 地側）に が 中して 出されてお

り、5間以 の側 や3間 4間以 の が 出されている。

 長 を と考えるかは として、倉 、管理・ 政 を 初からもっていたと考えられ

る。 線 に３ の城 、土 線、 水 などを に整備するなど城としての最 の を

備えた と考えられる。

は き作りや き等の 特 から１期から 期にかけて作られたものが多い。 水 跡

から出土した 薩立 もこの時期に持 まれたものと考えられる。

土 築造の積土にみられる 築 や唐 という の の土台となる石に開けられた の け

具を える穴の 工 、 水 の や築 、 水・ 水 設にかかる 等は中国・
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朝 半島の を り れたものと考えられる。 

鞠智城 期( 世紀 世紀 １ 半期前半)（図３）

『続日本紀』文武 (698)年５ 条に記 された「 」の時期にあたる。長 原地 の は、北側

の 水 に向け数が え、 原地 の 台に向けても が がっている。

 原地 は、 平を けて不 な はあるが、 な と考えられる 形 とその 後に「 」

の 形に 立 を 置した ・管理 群が出 する。台地に が大きく がる。

土器の出土 も多く、城の管理・ に多くの人 が 置されたと考えられる。

鞠智城 期( 世紀 １ 半期後半 ３ 半期)（図 ）

鞠智城の 期。城内の 置は 期を しながらも、 が 型 石を した 石

に て えられる。長 山の 後に 置する３間 間の大型 石 である宮野 石群もこの て

られる。管理 や倉の が していったと考えられる。土器の出土は ないが、城の や 持・

管理は れていたと考えられる。「 人 ⬜ 」の はこの のものと推 されている。

鞠智城 期( 世紀 半期 世紀 ３ 半期)（図５）  

鞠智城の 革期。管理 群の や 水 中 部の 下がある一方、 期の 石 は大

型 石を した 石 に て えられ、 等の備 が となる。これら 群は、 期

に しており、『文徳天皇 』天 (858)年の記 に見られる不動倉の との関 が され

る。また、 石・ 立 ３ も されている。

鞠智城 期( 世紀 半期 10世紀 ３ 半期)（図 ） 

鞠智城の 期。城内の 数は し、城の は 下するものの、大型の 石 が て され

るなど、 等の備 は存続する。

 の （図7〜27）

（１） 川流域における古墳時代から古代の 跡の分布

としては、 郡 （家）・郡倉がある。立 石 ・馬 ・ 郎 から 石 ・布目 、

西の から長方形の に まれた の ・ 化 や ・ 石が見つかっており、郡倉に さ

れている。郡 としては、 の に立 があり、 文 や き作りの が出土し

ており、 世紀後半までさかの る。（図8）郡家と水 を 線 に 結さ る側 を有する唐 12

の郡 道が推 されている。 世紀後半代から立 大塚 跡を めた の関 や する

跡、さらに 川 流に 置する 田宮の前 跡等と ト でつながっていたと考えられ

る。（ １）そうした や 関 跡の の には古墳時代中期から後期にかけて、 形石

をもつ古墳や横穴式石室をもつ有力な古墳があり、その造墓 を にもつ有力な在地勢力が と

なっていると考えられる。

下流域の東部には、江田船山古墳が築造される。 や （くつ）や帯 具等、 や百 等朝 半島

の文化から影響を けた が多数出土している。 文の浮き彫りを した横 式家形石 をもつ

後川中流域の石人山古墳等に影響を けた 葬 設が されていることと て、江田船山の 葬

は 有 海地域を するような古墳時代中期後半の （ 肥）地域の有力な であったと考えら
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鞠地城シンポジウム_入稿データ_最新1123＿トンボ.pdf   5   2021/11/24   8:23

1 資料編





鞠智城シンポジウム

   「古代の「辺要」支配と肥後・鞠智城」

日時：令和３年（２０２１年）１１月２８日（日）１３：００～１６：５０

場所：くまもと県民交流館パレア１０階パレアホール（熊本市中央区手取本町８番９号）

主催：熊本県・熊本県教育委員会・明治大学日本古代学研究所

後援：山鹿市教育委員会・菊池市教育委員会・熊本県文化財保護協会・菊池川流域古代

文化研究会

日程

  １２：００開場

１３：００ 開会

主催者挨拶 熊本県教育庁教育総務局長 西尾 浩明

明治大学教授（明治大学日本古代学研究所長） 石川 日出志

来賓紹介  

１３：１５  趣旨説明

１３：２０  報告①「鞠智城の位置と調査成果」

亀田 学（歴史公園鞠智城・温故創生館）

１３：４０  報告②「律令制国家の辺要政策と肥後国・鞠智城」 

吉村 武彦氏（明治大学名誉教授）

１４：１０ 休憩

１４：２５  報告③「南九州と肥後国」

永山 修一氏（ラ・サール学園教諭）

１４：５５  報告④「ヤマト王権と九州の古墳文化」

和田 晴吾氏（兵庫県立考古博物館館長）

１５：２５～１５：４０ 休憩

１５：４０  パネルディスカッション

コーディネーター 佐藤 信氏（くまもと文学・歴史館館長）

パネラー 吉村 武彦氏

永山 修一氏

和田 晴吾氏

亀田 学 

１６：４０ 閉会（～１６：５０）
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