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④
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古
代
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吉
村　

武
彦
（
明
治
大
学
名
誉
教
授
）

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　
　
　
　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー　

佐
藤　
　

信
（
く
ま
も
と
文
学・歴
史
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岡
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主
催
者
あ
い
さ
つ

1



主
催
者
あ
い
さ
つ
①

熊
本
県
副
知
事
　
木
村
　
敬  

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
熊
本
県
副
知
事
の
木
村
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
日
の
鞠
智
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
あ
た
り
、
主
催
者
を
代
表
し
て
一
言
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
日
は
御
多
用
の
中
に
御
来
賓
の
皆
様
を
始
め
、多
く
の
方
々
に
御
来
場
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

県
外
か
ら
も
多
く
の
方
に
お
越
し
い
た
だ
い
て
い
る
と
聞
き
、
心
よ
り
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
始
め
、
講
師
の
皆
様
、
関
係
者
の
皆
様
の
御
協
力
に
よ
り
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ

ま
す
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

皆
様
方
も
御
存
知
の
通
り
、
鞠
智
城
は
七
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア
の
政
治
的
緊

張
の
中
で
ヤ
マ
ト
政
権
に
よ
り
築
か
れ
た
古
代
山
城
の
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま

た
、
続
日
本
紀
等
の
六
国
史
に
も
記
載
が
あ
る
大
変
重
要
な
遺
跡
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
そ
の
重
要
性
か
ら
平
成
十
六
年
に
は
国
史
跡
に
指
定
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
鞠
智
城
は
軍
事
施
設
か
ら
行
政
施
設
へ
と
機
能
を
変
え
な
が
ら
、
三
百
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年
以
上
も
の
長
き
に
わ
た
り
こ
の
熊
本
の
菊
池
・
山
鹿
の
地
に
存
続
し
続
け
て
き
た
こ
と
が
本
県
の
発
掘
調
査
に
よ
り

分
か
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
史
跡
の
保
存
活
用
に
向
け
て
調
査
、
研
究
、
整
備
、
普
及
、
啓
発
等
、
様
々
な
取
組
み

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
鞠
智
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
そ
う
し
た
取
組
み
の
一
環
と
し
て
学
術
的
な
評
価
を
高
め
る

た
め
に
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
開
催
し
、
今
回
で
十
一
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。
今
回
は
「
渡
来
系
技
術
か
ら
見
た
古
代

山
城
・
鞠
智
城
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
お
り
ま
す
。
古
代
山
城
の
役
割
や
そ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
渡
来
系
技

術
を
切
り
口
に
古
代
史
学
、
考
古
学
、
建
築
史
学
等
、
多
方
面
の
研
究
者
の
方
々
に
本
日
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
報
告

を
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
報
告
の
後
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
こ
こ
に
お
集
ま
り
の
皆
様

と
一
緒
に
、
鞠
智
城
の
渡
来
系
技
術
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
、
皆
様
の
鞠
智
城
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
る
と
と
も
に
、
学
術
的
な
価
値
が
さ
ら
に

高
ま
る
こ
と
、そ
し
て
さ
ら
に
多
く
の
方
々
に
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
御
来
場
の
皆
様
に
は
、

ど
う
ぞ
最
後
ま
で
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
日
御
参
加
い
た
だ
い
た
皆
々
様
の
御
健
勝
と
御
活
躍
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
講
師

の
先
生
方
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
、
主
催
者
か
ら
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
日
は
お
集
ま
り
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

3 主催者あいさつ



主
催
者
あ
い
さ
つ
②

明
治
大
学
日
本
古
代
学
研
究
所
所
長
　
石
川
　
日
出
志

　

会
場
の
皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。
明
治
大
学
の
日
本
古
代
学
研
究
所
の
石
川
日
出
志
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

開
会
に
あ
た
り
ま
し
て
共
催
者
と
し
て
一
言
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
初
め
に
、
皆
様
方
お
い
で
の
パ
レ
ア
か
ら
東
に
九
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
東
京
か
ら
ス
ク
リ
ー
ン
を
通
し
て
の
御

挨
拶
と
な
り
ま
す
。
こ
の
失
礼
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
背
景
画
像
は
、
新
潟
市
の
古
津
八
幡
山

遺
跡
、
丘
陵
上
の
弥
生
時
代
の
集
落
遺
跡
で
す
。

　

さ
て
、
私
ど
も
日
本
古
代
学
研
究
所
は
考
古
学
、
歴
史
学
、
文
学
の
三
分
野
が

共
同
し
、
さ
ら
に
民
俗
学
・
民
族
学
の
視
野
も
加
味
し
て
日
本
の
古
代
世
界
を
総

合
的
に
、
ち
ょ
う
ど
ト
ン
ボ
の
目
の
よ
う
に
複
眼
的
に
探
求
し
よ
う
、
そ
う
い
う

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
し
か
し
、
大
学
内
で
共
同
研
究
す
る
こ
と
に
も
限
界

が
あ
り
ま
す
の
で
、
行
政
組
織
を
含
め
た
全
国
の
方
々
と
様
々
に
連
携
し
て
、
刺

激
を
受
け
、
研
究
の
視
野
を
広
げ
深
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
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一
環
と
し
て
鞠
智
城
と
い
う
魅
力
的
な
歴
史
遺
産
を
お
持
ち
の
熊
本
県
と
連
携
し
て
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す

る
も
の
で
す
。

　

と
て
も
い
い
時
代
に
な
っ
た
な
、
と
お
思
い
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
本
日
の
主
催
者
で
あ
る
熊

本
県
が
東
日
本
に
も
鞠
智
城
の
魅
力
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
思
い
、
東
京
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
や
ろ
う
と
計
画
さ
れ
た

際
に
私
ど
も
に
お
声
が
け
い
た
だ
き
、
明
治
大
学
で
毎
年
、
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
熊
本
が
誇

る
く
ま
モ
ン
や
鞠
智
城
の
こ
ろ
う
君
も
登
場
し
て
、
お
姉
さ
ん
方
の
サ
ポ
ー
ト
も
あ
り
な
が
ら
大
変
盛
り
上
げ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
先
生
方
の
熱
弁
も
あ
っ
て
で
す
ね
、
千
名
余
り
を
収
容
す
る
会
場
が
ほ
ぼ
一
杯
に
な
る
と
い
う
非
常

に
熱
い
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
な
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
近
年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
休
止
し
て
お

り
ま
す
が
、
来
年
こ
そ
は
と
熱
い
思
い
で
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
何
か
閉
会
み
た
い
に
聞
こ

え
ま
す
か
ね
（
笑
）。

　

本
日
は
「
渡
来
系
技
術
か
ら
見
た
古
代
山
城
・
鞠
智
城
」
と
題
し
、
佐
藤
信
先
生
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
、

他
五
名
の
先
生
方
に
講
演
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
進
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
事
前
に
資
料
を
拝
読
し
ま
し
た
。
古
代

山
城
と
い
う
の
は
建
築
、
土
木
等
、
多
彩
な
技
術
が
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
な
の
だ
と
い

う
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
私
だ
け
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
視
聴
と
な
り
ま
す
が
、
本
日
は
会
場
の
皆
様
と
一
緒
に

楽
し
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
私
ど
も
を
共
催
と
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
主
催
者
の
熊
本
県
及
び
熊
本
県
教
育
委
員
会
に
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厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
皆
様
、
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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報
告
①　

鞠
智
城
の
渡
来
系
技
術

講
演
者
紹
介

長
谷
部　

善
一
（
は
せ
べ　

よ
し
か
ず
）

平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
四
月
に
熊
本
県
教
育
庁
入
庁
。
熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
、
熊
本
県

教
育
庁
文
化
課
課
長
補
佐
を
経
て
、
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
年
）
四
月
よ
り
熊
本
県
立
装
飾
古

墳
館
分
館
歴
史
公
園
鞠
智
城
・
温
故
創
生
館
館
長
。
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「
鞠
智
城
の
渡
来
系
技
術
」

歴
史
公
園
鞠
智
城
・
温
故
創
生
館
館
長
　
長
谷
部
　
善
一
　

は
じ
め
に

　

鞠
智
城
跡
の
保
護
施
策
は
、昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
年
）
の
長
者
山
礎
石
群
、深
迫
門
礎
石
の
確
認
を
受
け
「
伝

鞠
智
城
跡
」
と
し
て
県
の
史
跡
指
定
を
皮
切
り
に
、
昭
和
四
〇
年
代
の
発
掘
調
査
成
果
を
踏
ま
え
、
昭
和
五
十
一
年

（
一
九
七
六
年
）に
鞠
智
城
の
位
置
が
確
定
す
る
に
至
り
指
定
名
称
を「
伝
鞠
智
城
跡
」か
ら「
鞠
智
城
跡
」に
変
更
し
た
。

平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
年
）
に
は
国
に
よ
り
「
我
が
国
の
歴
史
を
語
る
う
え
で

重
要
な
遺
跡
」
と
し
て
、
国
指
定
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
更
な
る
高
み
に
よ
る
保
護

が
図
ら
れ
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
保
護
の
過
程
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
古
代
山
城
と
し

て
の
鞠
智
城
の
価
値
を
示
す
「
渡
来
系
技
術
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成

果
を
も
と
に
報
告
す
る
。
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一
　
鞠
智
城
に
遺
る
渡
来
系
技
術

　

鞠
智
城
跡
の
発
掘
調
査
は
昭
和
四
十
二
年
度
（
一
九
六
七
年
度
）
の
第
一
次
調
査
以
降
、
令
和
四
年
度
（
二
〇
二
二

年
度
）
ま
で
で
三
十
七
次
を
数
え
、
城
門
跡
、
土
塁
線
、
管
理
・
行
政
機
能
を
司
る
建
物
群
を
擁
す
平
坦
地
と
建
物
群
、

そ
し
て
国
内
の
古
代
山
城
で
は
初
め
て
の
確
認
事
例
と
な
る
貯
水
池
な
ど
多
く
の
調
査
成
果
が
得
ら
れ
て
き
た
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
の
成
果
や
、
鞠
智
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
及
び
鞠
智
城
跡
「
特
別
研
究
」
で
、
朝
鮮

半
島
に
由
来
す
る
渡
来
系
技
術
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
各
遺
構
に
つ
い
て
紹
介
し
、こ
の
後
の
報
告
に
つ
な
げ
た
い
。

　（
一
）
選
地

　

鞠
智
城
は
、
菊
池
川
沿
い
の
菊
池
平
野
と
内
田
川
沿
い
の
菊
鹿
盆
地
の
両
方
向
を
望
む
位
置
に
所
在
す
る
。
鞠
智
城

が
築
城
さ
れ
役
割
を
終
え
る
時
期
に
は
、
八
世
紀
〜
九
世
紀
代
を
中
心
に
、
鞠
智
城
を
望
む
地
域
に
官
衙
的
要
素
を
有

す
る
遺
跡
が
現
在
ま
で
に
、
四
か
所
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
全
容
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
が
官
衙
的
要
素
を
有
す

る
可
能
性
が
高
い
遺
跡
と
し
て
、
掘
立
柱
建
物
や
火
葬
墓
を
確
認
し
て
い
る
赤
星
福
土
遺
跡
（
菊
池
市
）、
竪
穴
建
物
、

掘
立
柱
建
物
が
確
認
さ
れ
、
越
州
窯
系
青
磁
が
出
土
し
て
い
る
赤
星
水
溜
遺
跡
（
菊
池
市
）
が
あ
る
。

　

そ
の
う
ち
鞠
智
城
に
最
も
近
い
位
置
に
は
、
土
塁
が
巡
り
多
量
の
布
目
瓦
が
出
土
す
る
「
菊
池
郡
家
」
と
推
定
さ
れ

る
西
寺
遺
跡
（
菊
池
市
）、
う
て
な
台
地
南
側
斜
面
上
に
塔
心
礎
が
残
り
、
西
に
金
堂
、
北
に
講
堂
を
持
つ
法
起
寺
式

の
伽
藍
配
置
が
推
定
さ
れ
、
さ
ら
に
鴻
臚
館
式
瓦
を
出
土
す
る
「
菊
池
郡
寺
」
と
推
定
さ
れ
る
十
連
寺
跡
（
菊
池
市
）、
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官
衙
的
要
素
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
コ
」
の
字
に
並
ぶ
掘
立
柱
建
物
群
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
御
宇
田
遺
跡
（
山
鹿

市
鹿
本
町
）
並
び
に
同
じ
く
「
コ
」
字
に
掘
立
柱
建
物
群
を
持
つ
「
上
鶴
頭
遺
跡
」（
菊
池
市
七
城
町
）
な
ど
が
知
ら

れ
て
き
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
に
入
り
う
て
な
台
地
上
の
圃
場
整
備
事
業
で
一
部
で
、
う
て
な
遺
跡
七
枝
地
区
か
ら
多
数
の
竪
穴
建

物
と
共
に
二
十
棟
を
超
え
る
掘
立
柱
建
物
が
検
出
さ
れ
、
三
彩
壺
や
銅
椀
片
並
び
に
墨
書
土
器
が
出
土
す
る
な
ど
鞠
智

城
か
ら
谷
を
一
つ
隔
て
た
地
域
に
官
衙
関
連
の
集
落
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
、
鞠
智

城
近
く
を
通
る
官
道
の
「
車
路
」
ル
ー
ト
近
く
で
、
鞠
智
城
の
存
続
期
間
都
と
被
る
九
世
紀
初
頭
の
掘
立
柱
建
物
群
を

検
出
し
た
赤
星
石
道
遺
跡
（
菊
池
市
）
の
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
る
な
ど
、
鞠
智
城
取
り
巻
く
遺
跡
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
在
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
官
衙
的
を
持
つ
遺
跡
は
す
べ
て
、凝
灰
岩
台
地
の
平
坦
地
を
選
地
す
る
か
、

菊
池
川
河
岸
段
丘
の
平
坦
地
を
利
用
し
て
立
地
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
例
外
な
く
、
他
の
役
所
や
集
落
を
見
通
す
位
置

を
選
地
し
て
お
り
、
車
地
を
通
じ
連
携
で
き
る
位
置
に
選
地
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
比
べ
鞠
智
城
は
現
在
知
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
城
門
は
も
と
よ
り
、
米
原
台
地
の
建
物
群
な
ど
、
こ
れ
ら
は
他

か
ら
の
視
点
を
遮
断
す
る
か
の
場
所
に
建
設
さ
れ
、
か
ろ
う
じ
て
長
者
山
、
灰
塚
な
ど
「
烽
台
」
が
置
か
れ
た
で
あ
ろ

う
場
所
だ
け
が
周
辺
を
遠
望
で
き
る
が
、
外
部
か
ら
そ
の
位
置
を
正
確
に
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
重
要
な
官
衙
や
拠
点
集
落
が
う
て
な
台
地
や
河
岸
段
丘
上
に
造
ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

鞠
智
城
だ
け
は
外
か
ら
見
え
な
い
低
山
地
内
に
選
地
さ
れ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
選
地
こ
そ
が
、
古
代
山
城
築
城
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図１　周辺遺跡分布図
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図２　鞠智城城域範囲
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の
渡
来
系
官
人
に
よ
る
選
地
の
重
要
な
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

濱
田
耕
策
氏
は
平
成
二
十
一
年
の
鞠
智
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム1

で
、「
鞠
智
城
を
「
く
く
ち
」
と
読
む
『
日
本
書
紀
』
の

古
訓
を
糸
口
に
鞠
智
城
の
築
城
者
層
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
お
り
、
筑
紫
の
二
つ
の
山
城
と
連
携
す
る
こ
の
鞠
智
城
の

「
鞠
智
」
が
築
城
に
際
し
て
そ
の
土
地
の
選
定
に
始
ま
る
築
城
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
城
名
に
名
を
遺
す
ほ
ど
の
貢
献
を

な
し
た
も
の
か
と
考
え
ら
え
る
」
と
し
、
百
済
官
人
の
そ
れ
も
上
位
の
官
位
を
持
ち
、
佐
平
や
達
率
を
帯
び
た
亡
命
官

人
の
関
与
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
選
地
が
鞠
智
城
の
最
大
の
渡
来
系
技
術
（
思
想
）
そ
の
も
の
で
、

渡
来
系
（
百
済
）
官
人
の
関
与
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　（
二
）
城
門

　

現
在
、
鞠
智
城
内
で
調
査
に
よ
り
確
定
し
て
い
る
城
門
は
三
か
所
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
城
域
の
南
側
土
塁
線
上
か
ら

西
側
土
塁
線
に
か
け
、
東
か
ら
深
迫
門
、
堀
切
門
、
南
側
土
塁
線
を
経
て
池
ノ
尾
門
を
認
め
る
。
こ
の
う
ち
、
深
迫
門

と
堀
切
門
は
包
谷
式
を
取
る
選
地
の
条
件
か
ら
、
周
囲
の
平
坦
地
も
し
く
は
車
路
へ
抜
け
る
ル
ー
ト
上
に
は
深
い
谷
を

有
し
、起
伏
の
大
き
な
進
入
ル
ー
ト
し
か
想
定
で
き
な
い
。唯
一
、西
を
向
く
池
ノ
尾
門
は
菊
鹿
盆
地
を
横
切
る
車
路
や
、

河
川
交
通
と
し
て
川
湊
が
想
定
で
き
る
菊
池
川
や
木
野
川
か
ら
谷
を
隔
て
る
こ
と
な
く
進
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
城
外

か
ら
城
内
中
心
部
ま
で
進
入
で
き
る
最
も
起
伏
の
少
な
い
城
門
で
あ
る
。
城
内
に
搬
入
さ
れ
る
米
を
は
じ
め
と
す
る
物

資
の
搬
入
口
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
の
ち
に
報
告
す
る
が
貯
水
池
か
ら
出
土
し
た
鞠
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智
城
初
の
文
字
資
料
で
あ
る
木
簡
も
荷
札
と
し
て
付
け
ら
れ
た
状
態
で
こ
の
城
門
を
経
由
し
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
考

え
る
。

　

ま
た
、
こ
の
池
ノ
尾
門
は
、
現
在
の
福
岡
県
八
女
市
か
ら
国
道
三
号
を
経
由
す
る
岳
間
渓
谷
を
辿
る
と
最
短
距
離
で

大
宰
府
方
面
と
を
結
ぶ
ル
ー
ト
と
な
る
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
車
路
・
延
喜
式
官
道
で
想
定
さ
れ
て
い
る
ル
ー
ト
上
に

は
乗
ら
な
い
が
、
大
野
城
・
基
肄
城
の
後
方
支
援
基
地
と
し
て
の
役
割
を
考
え
る
と
こ
の
ル
ー
ト
の
存
在
も
生
き
て
く

る
。
更
に
、
鞠
智
城
に
は
城
域
の
北
側
、
現
在
の
米
原
集
落
近
く
に
北
門
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の

調
査
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
福
岡
県
方
面
に
向
け
て
の
城
門
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
城
門
が
な
ぜ
、
渡
来
系
の
技
術
と
考
え
る
か
だ
が
、
同
じ
く
朝
鮮
式
山
城
と
し
て
築
城
さ
れ
た
大
野
城
・
基

肄
城
と
同
様
、
城
門
は
単
独
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
土
塁
線
上
に
あ
り
土
塁
と
連
携
す
る
こ
と
で
城
と
し
て
の

機
能
を
有
す
る
存
在
と
し
て
城
門
は
あ
る
。
深
迫
門
で
は
城
門
を
挟
み
込
む
よ
う
に
谷
地
形
の
中
ま
で
土
塁
が
迫
っ
て

お
り
、
そ
の
延
長
と
し
て
城
門
が
造
ら
れ
て
い
る
。

　

城
跡
を
考
え
る
上
で
重
要
と
な
る
定
義
の
一
つ
に
、
岡
田
茂
弘
氏2

が
示
さ
れ
た
「
城
跡
」
と
判
断
す
る
基
準
を
、「
防

御
的
構
造
物
＝
自
由
な
出
入
を
規
制
す
る
施
設
の
遺
構
の
存
在
」
と
す
る
と
、
城
門
と
土
塁
の
連
続
性
に
強
い
防
御
的

思
想
を
見
い
だ
し
、
同
じ
構
造
を
持
つ
大
野
城
・
基
肄
城
と
同
様
に
こ
の
当
時
の
国
内
の
築
城
思
想
か
ら
派
生
し
た
施

設
で
は
な
く
、
朝
鮮
式
山
城
に
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
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図３　城門位置図
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図４　池の尾門周辺地形図

　（
三
）
土
塁
線

　

鞠
智
城
の
土
塁
線
と
し
て
南
側
・
西

側
土
塁
線
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
先

述
し
た
。
土
塁
と
城
門
が
組
み
合
わ
さ

る
こ
と
に
よ
り
、
城
の
防
御
的
構
造
物

と
な
る
。
さ
ら
に
、こ
の
両
土
塁
に
は
、

古
代
山
城
で
初
め
て
取
り
入
れ
ら
れ
た

築
城
手
法
で
あ
る
「
版
築
」
技
術
が
用

い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調

査
で
中
国
・
朝
鮮
半
島
の
築
城
技
法
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

南
側
土
塁
線
は
、
堀
切
門
跡
か
ら

西
方
向
に
延
び
る
標
高
百
二
十
ｍ
〜

百
三
十
ｍ
の
丘
陵
頂
部
に
位
置
し
、
総

延
長
五
百
ｍ
の
区
間
で
あ
る
。
丘
陵
南

斜
面
は
、
裾
部
と
の
比
高
差
が
二
十
ｍ
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図５　南側土塁線
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図６　南側土塁線断面
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図７　西側土塁線

19 報告①　鞠智城の渡来系技術



図８　西側土塁線断面

〜
三
十
ｍ
に
及
び
、
阿
蘇
溶
結
凝
灰
岩
の

切
り
立
っ
た
崖
を
形
成
し
て
お
り
「
屏
風

岩
ラ
イ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
地
点
も
含
ん
で

い
る
。

　

ま
た
、
西
側
土
塁
線
上
は
、
長
者
原
地

区
の
西
端
（
標
高
百
五
十
五
ｍ
）
か
ら
北

方
向
に
延
び
、
標
高
百
五
十
ｍ
〜
百
七
十

ｍ
の
丘
陵
頂
部
に
位
置
し
、
総
延
長
約

五
百
ｍ
の
区
間
で
あ
る
。
土
塁
線
は
馬
の

背
状
の
尾
根
が
、通
称
「
灰
塚
」、「
涼
み
ヶ

御
所
」、「
佐
官
ど
ん
」
と
い
っ
た
頂
を
繋

ぐ
よ
う
に
連
続
し
、
南
か
ら
北
に
徐
々
に

標
高
を
上
げ
て
い
く
。発
掘
調
査
で
は「
佐

官
ど
ん
」
で
版
築
土
塁
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
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　（
四
）
貯
水
池
跡

　

長
者
原
地
区
の
東
側
、
米
原
集
落
の
西
に
所
在
す
る
谷
部
か
ら
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
年
）
に
調
査
に
着
手
し
国

内
の
古
代
山
城
で
は
岡
山
県
の
鬼
城
山
（
史
跡
鬼
城
山
跡
・
岡
山
県
総
社
市
）
と
鞠
智
城
で
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い

城
内
に
所
在
す
る
貯
水
池
を
確
認
し
て
い
る
。
調
査
の
結
果
、
鞠
智
城
で
は
総
面
積
約
五
千
三
百
㎡
に
及
び
、
池
跡
か

ら
は
後
に
触
れ
る
が
多
彩
な
遺
物
も
出
土
し
て
い
る
。

　

古
代
山
城
に
お
け
る
貯
水
池
は
、
全 

赫
基3

氏
に
よ
り
古
代
山
城
の
類
例
か
ら
古
代
朝
鮮
の
山
城
に
お
け
る
「
集
水

遺
構
」
と
類
似
遺
構
で
あ
る
と
し
、
池
跡
か
ら
の
出
土
遺
物
の
特
徴
と
も
合
わ
せ
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
古
代
朝
鮮
の
築
城

技
術
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
貯
水
池
跡
の
調
査
で
は
、
堤
防
状
遺
構
の
断
面
か
ら
「
敷
粗
朶
工
法
」
と
み
ら
れ
る
低
湿
地
に
お
け
る
地
盤

を
強
化
す
る
技
術
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
技
術
は
鞠
智
城
に
先
行
し
て
渡
来
系
官
人
の
指
導
に
よ
り
築
城
さ
れ
た

記
録
の
残
る
水
城
（
特
別
史
跡
水
城
・
太
宰
府
市
ほ
か
）
で
用
い
ら
れ
、
軟
弱
地
盤
上
に
大
堤
が
築
か
れ
て
い
る
。

　（
五
）
建
造
物
等

　

鞠
智
城
の
長
者
原
・
上
原
地
区
で
は
合
計
七
十
二
棟
の
建
造
物
を
確
認
し
て
い
る
が
、
う
ち
二
か
所
で
八
角
形
建
物

跡
を
四
棟
確
認
し
て
い
る
。
北
側
の
30
・
31
号
建
物
で
は
、
心
柱
を
中
心
に
八
角
形
状
に
配
さ
れ
た
柱
が
二
重
に
巡
り
、

掘
建
柱
か
ら
礎
石
へ
の
建
て
替
え
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
南
側
で
は
、
心
柱
を
中
心
に
八
角
形
状
に
配
さ
れ
た
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図９　貯水池調査区
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図10　長者原地区遺構配置図

図11　31・32号建物
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図12　32号建物

図13　33号建物
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柱
が
三
重
に
巡
り
、こ
ち
ら
も
掘
建
柱
か
ら
礎
石
へ
の
建
て
替
え
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
八
角
形
建
物
は
八
世
紀
前
半
、

鞠
智
城
第
Ⅱ
〜
Ⅲ
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
官
衙
的
役
割
を
持
つ
建
物
群
が
立
ち
並
ぶ
な
ど
、
当
初
の
城
と
し
て
の
機
能
か

ら
役
所
的
機
能
へ
と
変
化
す
る
時
期
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
年
、
多
角
形
建
物
は
国
内
の
官
衙
的
性
格
を
持
つ

遺
跡
等
か
ら
複
数
の
検
出
事
例
が
あ
る
が
、
古
代
山
城
か
ら
の
検
出
事
例
は
鞠
智
城
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　（
六
）
出
土
遺
物

　
　

①　

瓦

　
　
　
　

 　

鞠
智
城
で
は
、
軒
丸
瓦
・
丸
瓦
・
平
瓦
の
三
種
類
の
瓦
が
、
大
小
の
破
片
を
含
め
て
合
計
一
万
九
百
点
余

り
出
土
し
て
い
る
。
軒
丸
瓦
に
は
、「
単
弁
八
葉
蓮
華
文
」
と
呼
ば
れ
る
蓮
の
花
を
か
た
ど
っ
た
文
様
が
施

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
半
島
の
瓦
文
様
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
　

②　

銅
製
菩
薩
立
像

　
　
　
　

 　

銅
製
菩
薩
立
像
は
、
貯
水
池
跡
の
池
尻
部
か
ら
出
土
し
た
。
枘
（
下
部
の
突
起
部
分
）
を
含
む
高
さ 

十
二
・
七
cm
、
幅
三
・
〇
cm
で
、
横
か
ら
見
る
と
体
部
が
S
字
曲
線
を
描
い
て
い
る
。
顔
の
表
情
は
丸
み
を
帯

び
穏
や
か
で
、
三
面
の
宝
冠
、
肩
ま
で
垂
ら
し
た
垂
髪
、
両
肩
に
か
け
ら
れ
た
天
衣
な
ど
も
よ
く
表
現
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、舎
利
容
器
と
も
考
え
ら
れ
る
持
物
を
、へ
そ
の
前
で
両 
手
で
抱
え
る
よ
う
に
持
っ
て
い
る
。
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図14　軒丸瓦瓦当
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こ
の
仏
像
は
、
七
世
紀
後
半
の
百
済
仏
の
特
徴
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
朝
鮮
半
島
の
百
済
で
つ
く
ら
れ
日
本

に
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　

③　

木
簡

　
　
　
　

 　

木
簡
は
貯
水
池
跡
の
水
分
が
多
く
、
粘
性
の
高
い
土
中
か
ら
出
土
し
た
。
短
冊
状
の
木
の
板
に
墨
で
「
秦

人
忍
□
（
米
カ
）
五
斗
」
と
い
う
文
字
が
書
か
れ
て
お
り
、
古
代
に
秦
人
忍
（
は
た
ひ
と
の
お
し
）
と
い
う

人
物
が
税
と
し
て
納
め
た
米
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
荷
札
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
部
に
は
左
右
か
ら

切
り
込
み
が
あ
る
。
こ
の
切
り
込
み
の
形
状
は
九
州
の
木
簡
に
多
く
見
ら
れ
る
形
態
を
示
し
て
い
る
。

二
　
発
掘
調
査
か
ら
見
え
て
き
た
鞠
智
城
に
遺
る
渡
来
系
技
術

　

鞠
智
城
に
用
い
ら
れ
て
い
る
築
城
技
術
並
び
に
出
土
遺
物
に
は
多
く
の
渡
来
系
技
術
が
存
在
す
る
こ
と
が
こ
れ
ま

で
の
調
査
・
研
究
か
ら
分
か
っ
て
い
る
。
特
に

鞠
智
城
に
は
国
内
の
古
代
山
城
に
は
な
い
八
角

形
建
物
や
こ
れ
も
事
例
の
少
な
い
貯
水
池
跡
の

存
在
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
ま
だ
研
究
の

余
地
を
多
く
残
す
古
代
山
城
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。

図15　貯水池跡出土木簡
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最
後
に
、
本
県
で
は
、
現
在
、
海
外
か
ら
世
界
的
な
半
導
体
受
託
製
造
大
手
の
菊
陽
町
進
出
が
決
ま
っ
た
。
こ
れ
ほ

ど
の
企
業
が
な
ぜ
、
進
出
先
と
し
て
熊
本
を
選
地
し
た
の
か
。
今
回
の
事
例
が
、
こ
れ
ま
で
鞠
智
城
が
な
ぜ
現
在
の
山

鹿
市
・
菊
池
市
に
跨
る
米
原
台
地
を
築
城
先
と
し
て
選
地
し
た
の
か
に
大
い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
き
っ
か
け
を
与
え
て

く
れ
た
。

　

現
在
、
半
導
体
製
造
大
手
の
進
出
先
周
辺
は
北
側
に
大
分
方
面
と
九
州
縦
貫
道
と
を
結
ぶ
高
規
格
道
路
の
交
通
イ
ン

フ
ラ
の
整
備
が
進
み
、
ま
た
、
熊
本
県
・
周
辺
市
町
村
が
長
年
整
備
し
て
き
た
工
業
団
地
及
び
そ
こ
に
進
出
し
て
い
る

国
内
関
連
メ
ー
カ
ー
の
存
在
な
ど
、
他
地
域
に
比
べ
進
出
す
べ
き
条
件
が
整
っ
て
い
た
こ
と
が
熊
本
の
地
が
選
地
さ
れ

た
理
由
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

こ
の
在
り
方
は
、
七
世
紀
代
に
鞠
智
城
が
現
在
の
山
鹿
市
・
菊
池
市
に
選
地
さ
れ
、
築
城
さ
れ
た
経
緯
と
も
重
複
す

る
と
考
え
る
。
車
路
な
ど
官
道
の
整
備
、
菊
池
川
を
中
心
と
す
る
河
川
交
通
の
整
備
な
ど
大
宰
府
と
の
連
携
を
目
途
と

し
た
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
整
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
に
な
る
が
鞠
智
城
が
築
城
さ
れ
る
七
世
紀

代
に
周
辺
に
鞠
智
城
と
連
携
を
図
る
官
衙
的
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
鞠
智
城
が
こ
こ
に
選
地
さ
れ
た
要
因
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
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図16　鞠智城城域及び遺構配置
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図17　南側土塁線
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図18　西側土塁線
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図19　南側土塁線トレンチ断面
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本
県
教
育
委
員
会

・『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
』
論
考
編
一
（
二
〇
一
四
年
）　

熊
本
県
教
育
委
員
会

・『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
』
論
考
編
二
（
二
〇
一
四
年
）　

熊
本
県
教
育
委
員
会
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報
告
②　

渡
来
系
の
土
木
技
術
と
た
め
池
・
山
城

講
演
者
紹
介

小
山
田　

宏
一
（
こ
や
ま
だ　

こ
う
い
ち
）

同
志
社
大
学
文
学
部
文
化
史
学
科
卒
業
。
大
阪
府
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
考
古
学
技
師
、

大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
学
芸
課
長
、
大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館
学
芸
員
、
奈
良
大
学
文
学

部
文
化
財
学
科
教
授
を
歴
任
。
現
在
、
大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館
館
長
。
専
門
は
考
古
学
。
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「
渡
来
系
の
土
木
技
術
と
た
め
池
・
山
城
」

大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館
　
館
長
　
小
山
田
宏
一
　

　
は
じ
め
に

　

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
小
山
田
宏
一
と
申
し
ま
す
。
関
西
、関
東
で
は
一
般
に
「
お
や
ま
だ
」

と
読
み
ま
す
が
、
私
は
九
州
鹿
児
島
「
か
ご
ん
ま
」
の
出
身
で
、「
こ
や
ま
だ
」
と
読
み
ま
す
。

　

大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館
に
勤
務
し
て
い
ま
す
。
六
一
六
年
頃
に
誕
生
し
た
狭
山
池
の
土
木
遺
産
を
継
承
し
て
活
用

す
る
博
物
館
で
す
。
今
回
は
土
木
技
術
つ
な
が
り
で
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参

り
ま
し
た
。

　

鞠
智
城
は
、
東
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
文
化
遺
産
、
そ
し
て
激
動
の
東
ア
ジ
ア
の

生
き
証
人
で
、
す
ぐ
れ
た
歴
史
的
価
値
と
意
義
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

そ
の
価
値
を
高
め
て
利
活
用
を
促
進
す
る
学
際
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
今
回
、
私
は
鞠
智
城
で
貯
水
池
が
復
元
さ
れ
て
い
る
谷
筋
を
取
り
上
げ
て
、

そ
の
空
間
計
画
の
土
木
技
術
の
一
端
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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先
ほ
ど
の
開
催
前
行
事
で
、こ
ろ
う
君
を
は
じ
め
て
生
で
見
て
、

感
激
し
て
携
帯
に
撮
り
ま
し
た
。
こ
ろ
う
君
の
夢
は
、
鞠
智
城
が

も
っ
と
有
名
に
な
る
こ
と
で
す
。
私
も
そ
の
夢
に
少
し
で
も
協
力

で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
本
日
の
話
の
要
点
は
五
つ
あ
り
ま
す
。
鞠
智
城
の
歴
史

的
価
値
に
ふ
れ
た
あ
と
、
二
番
目
で
鞠
智
城
の
貯
水
池
の
谷
筋
を

私
な
り
に
再
検
討
し
ま
す
。
三
番
目
は
、
貯
水
池
の
築
堤
の
敷
粗

朶
工
法
に
少
し
触
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
四
番
目
、
五
番
目
で
貯
水

池
が
復
元
さ
れ
て
い
る
谷
筋
の
開
発
思
想
と
空
間
計
画
に
つ
い

て
、
私
な
り
の
考
え
を
述
べ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　
鞠
智
城
の
貯
水
池

　

図
１
は
谷
筋
の
全
体
図
と
、
こ
れ
ま
で
の
貯
水
池
の
推
定
復
元

図
で
す
。
貯
水
池
の
範
囲
は
、
流
水
あ
る
い
は
滞
水
の
作
用
で
堆

積
し
た
水
成
粘
土
の
範
囲
か
ら
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど

（矢野裕介2016「鞠智城の築造」『季刊考古学』136）

（報告書の復元）

造成 谷筋を利用

範囲 水成粘土の堆積層から復元

面積 約5,300㎡

比高 南北約9m

堤 堤を階段状に配置して貯水

施設 貯水池、貯木場

水源 主に湧水

図１　これまでの鞠智城の貯水池
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矢
印
を
打
っ
て
い
る
ラ
イ
ン
が
水
成
粘
土
の
範
囲
に
な
っ
て
い
ま

す
。
貯
水
池
の
面
積
は
五
千
三
百
㎡
、
上
流
側
と
下
流
側
で
南
北

九
ｍ
の
比
高
が
あ
り
、
水
を
貯
め
る
た
め
、
所
々
に
堤
を
造
っ
て

水
位
を
調
整
し
て
い
た
と
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ぎ
に
こ
う
し

た
復
元
に
つ
い
て
、
少
し
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
排
水
工
と
減
勢
工

　

ま
ず
下
流
域
の
池
尻
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
区
を
検
討
し
ま
す

（
図
２
）。
岩
盤
を
削
り
出
し
た
堤
、
護
岸
、
そ
し
て
水
路
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
水
路
部
分
の
拡
大
図
を
載
せ
て
い
ま
す
。
水
路

で
は
次
の
二
点
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
第
一
点
は
水
路
の
形
状
で

す
。
第
１
水
路
が
埋
ま
っ
た
後
、
第
２
水
路
が
開
削
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
第
２
水
路
は
幅
が
狭
い
と
こ
ろ
と
広
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、

水
の
流
れ
を
緩
和
す
る
働
き
が
見
て
取
れ
ま
す
。
ま
た
岩
盤
を
削

り
出
し
た
堤
で
す
が
、高
さ
が
四
十
㎝
程
と
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

単
純
に
こ
の
四
十
㎝
で
水
を
溜
め
る
の
は
な
か
な
か
難
し
く
、
こ

岩盤掘削堰堤

第1水路

第2水路

巨石群

敷石(護岸）

敷石（護岸）

図２　池尻の排水工・減勢工
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の
堤
も
水
の
流
れ
を
緩
和
す
る
働
き
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
こ
れ
ら
の
施
設
を
減
勢
工
と
呼
ぶ
こ
と
に

し
ま
し
た
。
整
理
す
る
と
、
こ
の
池
尻
地
区
の
水
路
は
、
上
流
か

ら
流
れ
て
く
る
水
の
勢
い
を
緩
和
す
る
減
勢
の
装
置
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
浅
い
水
域

　

次
に
、
そ
の
上
流
側
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
（
図
３
）。
上
流
側

に
行
き
ま
す
と
、
発
掘
調
査
の
自
然
科
学
分
析
に
よ
っ
て
水
辺
環

境
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
24
次
ト
レ
ン
チ
40
は
、
流
れ
の

影
響
が
少
な
い
止
水
域
で
、
水
が
溜
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
す
ね
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
が
問
題
で

す
。
そ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、張
り
出
し
て
い
る
岸
の
形
状
で
す
。

岸
の
形
状
は
先
ほ
ど
の
水
成
粘
土
の
輪
郭
と
一
緒
で
す
け
れ
ど
、

報
告
書
に
よ
る
と
、
地
山
を
削
っ
て
、
そ
の
上
に
盛
土
し
岸
の
凹

凸
を
造
っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
人
為
的
に
凹
凸
を
造
る
理
由
は

張り出し（地山成形・積土）

3１次 トレンチ４１

流水の影響のある沼沢地

底は不透水層
自然流路を利用した曲池？
水源 貯木場の余水

20次取水口

百済菩薩立像

24次 トレンチ40

流れの影響が少ない止水域

24次報告書
当該積土に古代の遺物（細かな時期は不明）を
包含しており、当該遺構は、創建当初からある一
定の時期を経て構築された可能性が高い

鞠智城Ⅱ期に下る？
取水口

図３　浅い水域―曲池
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何
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
、
こ
れ
か
ら
の

発
掘
調
査
に
期
待
し
て
い
ま
す
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
浅
い
水
域

は
岸
が
人
工
の
凹
凸
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
貯
水
池
で
は
な

く
、
苑
池
の
よ
う
な
施
設
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
。

　

報
告
書
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
張
り
出
し
部
分
は
、
盛
土
の
中

に
古
代
の
遺
物
が
入
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
浅
い
水
域
は

鞠
智
城
が
造
ら
れ
た
当
初
の
も
の
で
は
な
く
、
少
し
年
代
が
新
し

く
な
る
よ
う
で
す
。
鞠
智
城
の
編
年
で
は
、
鞠
智
城
Ⅱ
期
に
相
当

す
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

池
尻
の
31
次
ト
レ
ン
チ
チ
か
ら
百
済
製
の
菩
薩
立
像
が
出
て
い

ま
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
菩
薩
立
像
は
こ
の
苑
池
か
ら
流
れ
て
き

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 

　
貯
木
場

　

浅
い
水
域
の
上
流
で
、貯
木
場
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す（
図
４
）。

写
真
に
あ
る
よ
う
に
、
建
築
材
あ
る
い
は
紐
、
榀
（
こ
ま
い
）
と

4層砂礫層

出土地点取水口

形状 谷底を帯状に利用する
構造 砂礫層（透水層）まで掘りくぼめて

湧水を確保し、建築材を貯木する
水源 湧水(表面浸出）

泉井の余水
取水口

時期 鞠智城Ⅱ期が中心

図４　貯木場

40鞠智城シンポジウム　古代の山城と東北城柵



い
っ
た
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
考
古
学
の
場
合
、
そ
れ
が

ど
う
い
う
層
位
か
ら
出
て
い
る
の
か
を
調
べ
ま
す
。
そ
こ
で
出
土

層
位
を
見
て
ゆ
く
と
、
こ
れ
ら
の
建
築
材
は
砂
礫
層
の
上
か
ら
見

つ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
は

元
々
、
谷
底
で
す
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
土
が
堆
積
し
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
そ
の
堆
積
土
を
取
り
除
い
て
、
わ
ざ
と
水
が
出
る
湧
水
層

ま
で
掘
り
下
げ
て
池
底
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
貯
木

場
の
範
囲
は
、
水
成
粘
土
の
輪
郭
か
ら
復
元
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
湧
水
層
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
貯
木
場
は
谷
底
に
帯

状
に
広
が
っ
て
い
た
と
推
定
で
き
ま
す
。

　
泉
井
　
湧
水
の
水
汲
み
場

　

貯
木
場
の
上
流
で
、
湧
水
の
水
汲
み
場
で
あ
る
泉
井
（
せ
ん
せ

い
）
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
（
図
５
）。
そ
こ
で
は
、
写
真
の
よ

う
に
木
組
み
で
、
水
を
汲
む
場
所
を
囲
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
水
汲
み
場
を
貯
水
池
と
し
て
い
ま
す
が
、
ど
う
も
一
般
の

木柵

断面

湧水池の木組み

堤の断面

・ 透水層まで掘削し、湧水を確保
・ 堤は、湧水池を区画する土手（道）
・ 土手の一部は、粗朶を敷設する補強土工法による
・ 木柵は土留め工？

堤

粗朶

木柵

図５　水汲み場（泉井）
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溜
池
と
雰
囲
気
が
違
う
ぞ
と
い
う
違
和
感
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
谷
に
堤
を
造
っ
て
水
を
溜

め
る
堤
は
、
原
則
、
谷
筋
に
直
交
し
て
谷
筋
を
締
め
切
る
、
塞
ぎ
止
め
る
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
鞠
智
城
跡
の
堤

は
不
定
形
に
広
が
っ
て
い
る
。
報
告
書
の
堤
の
断
面
図
や
平
面
形
か
ら
堤
が
、
ど
の
方
向
に
伸
び
て
い
た
の
か
が
推
定

が
で
き
ま
す
。
結
果
、
矢
印
を
つ
け
た
南
と
西
に
伸
び
そ
う
だ
、
と
考
え
ま
し
た
。
実
は
太
線
の
四
角
い
部
分
に
木
組

み
の
水
汲
み
場
が
あ
り
ま
す
。
す
ぐ
近
く
の
点
線
の
四
角
い
部
分
に
は
、
後
の
時
代
に
も
井
戸
が
あ
り
ま
し
た
。
と
言

う
こ
と
は
、
こ
の
辺
り
は
井
戸
を
掘
れ
ば
水
が
取
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
水
汲
み
場
の
堤

は
、
谷
を
締
め
切
る
堤
で
は
な
く
て
、
水
を
汲
む
場
所
に
向
か
う
道
の
よ
う
な
性
格
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
そ
う
で
す
。

　

何
か
所
で
堤
の
断
面
調
査
を
し
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
図
の
中
で
太
線
を
引
き
断
面
と
注
記
し
た
箇
所
で
は
、
盛
り

土
の
中
に
粗
朶
を
入
れ
て
軟
弱
地
盤
を
固
め
る
工
法
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
別
の
場
所
で
は
、
こ
の
よ
う
な

痕
跡
は
見
当
た
ら
ず
、
粗
朶
を
入
れ
て
軟
弱
地
盤
を
固
め
る
工
法
は
限
ら
れ
た
場
所
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

水
汲
み
場
の
南
西
に
は
木
柵
が
あ
り
、溜
池
を
囲
ん
で
管
理
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
気
に
な
る
の
は
、

木
柵
の
位
置
で
す
。
木
柵
は
範
囲
を
限
る
施
設
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
斜
面
の
途
中
に
あ
る
こ
と
を
思
え

ば
、
流
れ
落
て
く
る
土
砂
を
留
め
て
、
泉
井
の
水
が
濁
る
の
を
防
ぐ
土
留
め
の
役
割
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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鞠
智
城
貯
水
池
の
再
検
討

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
鞠
智
城
跡
の
貯
水
池
を
再
検
討
し
ま

し
ょ
う
（
図
６
）。

　

下
流
側
に
は
排
水
工
・
減
勢
工
、
そ
の
上
流
に
は
浅
い
水
域
が

あ
り
ま
す
。
浅
い
水
域
は
苑
池
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
岸
が
人
工

的
に
曲
が
っ
て
い
る
の
で
曲
池
と
呼
べ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
さ

ら
に
上
流
に
は
貯
木
場
が
あ
り
、
一
番
上
流
に
は
水
汲
み
の
泉
井

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
谷
筋
全
体
を
一
つ
の
溜
池
と
す
る

よ
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
形
の
特
性
を
活
用
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な

施
設
が
造
ら
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
施
設
は
そ
れ
ぞ
れ
に
目
的
や
機
能
が
あ
る
の
で
す

が
、
大
雨
が
降
っ
て
時
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
で
谷
筋
を
流

れ
落
ち
る
洪
水
の
勢
い
を
緩
和
す
る
働
き
が
、
つ
ま
り
諸
施
設
を

階
段
式
に
配
置
す
る
こ
と
で
治
水
効
果
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う

と
思
う
の
で
す
。
谷
筋
の
一
番
下
流
側
に
は
飛
渡
（
と
ば
た
り
）

木柵

断面

湧水池の木組み

堤の断面

・ 透水層まで掘削し、湧水を確保
・ 堤は、湧水池を区画する土手（道）
・ 土手の一部は、粗朶を敷設する補強土工法による
・ 木柵は土留め工？

堤

粗朶

木柵

図６　鞠智城貯水池の再検討
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に
北
門
が
推
定
さ
れ
ま
す
が
、
多
分
そ
こ
を
最
終
ゴ
ー
ル
と
し
て

治
水
効
果
を
期
待
し
て
い
た
と
理
解
で
き
ま
す
。 

　

こ
の
よ
う
に
階
段
式
に
配
置
さ
れ
た
諸
施
設
か
ら
は
、
谷
筋
全

体
の
治
水
を
意
識
し
た
空
間
計
画
が
読
み
取
れ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
今
後
、
こ
の
空
間
計
画
が
朝
鮮
半
島
で
は
ど
う
な
の
か
が
一

つ
の
課
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
粗
朶
を
敷
設
す
る
土
木
技

術
が
ど
う
関
係
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
気
に
な
り
ま
す
。

　
補
強
土
工
法

　

こ
こ
で
盛
り
土
に
粗
朶
を
敷
設
す
る
工
法
に
つ
い
て
、
少
し
ご

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
（
図
７
）。

　

粗
朶
と
は
木
の
枝
で
す
。
盛
り
土
に
粗
朶
な
ど
を
入
れ
る
技
術

は
、
昔
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
福
岡
の
水
城
で
は
敷
粗
朶

工
法
、
大
阪
の
狭
山
池
で
は
敷
葉
工
法
、
中
国
の
有
名
な
溜
池
で

あ
る
安
豊
塘
で
は
散
草
法
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
狭
山
池
の
敷
葉

工
法
は
、単
に
木
葉
だ
け
を
敷
設
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（小山田宏一2018）

１ これまでの名称 敷粗朶工法、敷葉工法、韓国：부엽공법、中国：散草法

２ 構造物 城壁、土塁、防水堤、池堤、道、整地

３ 敷設材 粗朶、木葉、草本、樹皮、チップ、穀物の殻、骨片など

４ 名称と機能

地盤補強工法 軟弱地盤の補強、地盤支持力を高める

補強盛土工法 土と補強材の相互作用により、盛土の安定性・強度を高める 碧骨堤、草本

狭山池、粗朶

図７　補強土工法
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発
掘
調
査
の
時
に
、
粗
朶
の
木
の
葉
が
非
常
に
緑
鮮
や
か
で
あ
り
、
敷
葉
工
法
と
命
名
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
。
韓
国
で

は
狭
山
池
の
影
響
を
う
け
て
敷
葉
工
法
（
부
엽
공
법
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
土
木
技
術
、
発
掘
例
が
増
え
て
き
ま
す
と
、
粗
朶
だ
け
で
は
な
く
て
、
草
本
、
樹
皮
、
チ
ッ
プ
、
あ

る
い
は
穀
物
の
殻
、
骨
片
、
そ
し
て
木
簡
な
ど
、
じ
つ
に
様
々
な
も
の
を
混
ぜ
て
敷
設
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
敷
租
朶
工
法
あ
る
い
は
敷
葉
工
法
と
い
っ
た
名
称
で
、
こ
れ
ら
の
工
法
を
総
称
す
る
の
は
非
常
に
難
し

く
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
特
に
韓
国
は
敷
葉
工
法
が
一
般
的
名
称
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す
が
、
材
料
を
敷
設
す
る

層
を
敷
葉
層
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
何
を
敷
設
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
表
現
か
ら
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
中
国
の

散
草
法
の
草
は
、
ア
シ
・
ヨ
シ
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
柴
の
よ
う
な
枝
な
の
か
、
そ
れ
も
よ
く
判

り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
私
は
地
盤
工
学
の
補
強
土
工
法
と
い
う
名
称
を
使
っ
て
い
ま
す
。
補
強
土
工
法
は
、
盛
土
と
地
盤
の
境
に
敷

設
材
を
敷
き
込
み
軟
弱
な
地
盤
を
補
強
す
る
地
盤
補
強
工
法
、
そ
し
て
盛
土
の
中
に
敷
設
し
て
盛
土
を
補
強
す
る
盛
土

補
強
工
法
の
二
種
に
分
類
で
き
ま
す
。
今
回
の
鞠
智
城
跡
貯
水
池
の
事
例
は
、
敷
設
層
が
地
盤
に
近
い
の
で
、
地
盤
補

強
工
法
に
あ
た
り
ま
す
。
た
だ
し
、
や
や
こ
し
い
の
は
、
よ
く
似
た
構
造
が
川
の
小
規
模
な
土
手
に
も
見
ら
れ
る
こ
と

で
、
こ
れ
を
敷
租
朶
あ
る
い
は
敷
葉
工
法
と
呼
ぶ
人
も
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
川
の
土
手
に
つ
い
て
は
、
流
水
の
洗
堀

か
ら
盛
土
を
守
る
河
川
工
法
と
し
て
区
別
し
て
そ
の
技
術
系
譜
を
調
べ
て
い
ま
す
。
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拡
散
す
る
補
強
土
工
法

　

図
８
は
、東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
補
強
土
工
法
の
分
布
地
図
で
す
。

時
代
は
古
代
に
限
っ
て
い
ま
す
。 

一
番
古
い
の
は
、
中
国
の
江

南
地
方
の
良
渚
文
化
期
、
紀
元
前
二
千
年
代
に
登
場
し
ま
す
。
そ

し
て
江
南
か
ら
朝
鮮
半
島
に
伝
わ
り
ま
す
。
朝
鮮
半
島
に
は
大
き

く
二
つ
の
波
が
あ
り
ま
す
。
第
一
波
は
紀
元
前
四
世
紀
ぐ
ら
い
に

起
こ
り
ま
す
。
こ
の
年
代
は
、
全
羅
北
道
益
山
に
あ
る
黄
登
堤
と

い
う
堤
の
事
例
か
ら
か
ら
判
明
し
た
年
代
で
す
。
第
二
波
は
、
四

世
紀
か
ら
五
世
紀
ぐ
ら
い
で
す
。
こ
の
波
は
、
江
南
の
六
朝
か
ら

百
済
に
や
っ
て
き
ま
す
。
忠
清
北
道
堤
川
の
義
林
池
（
溜
池
）
の

堤
、
そ
れ
か
ら
全
羅
北
道
金
堤
の
碧
骨
堤
（
防
潮
堤
）
な
ど
に
確

認
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
施
設
は
古
代
国
家
の
重
要
な
社
会
基
盤

で
あ
り
、、
当
時
の
百
済
が
中
国
に
要
請
し
て
提
供
を
受
け
た
技

術
で
築
造
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い
ま
す
。
半
島
で
は
こ
の
第
二
波

以
降
、
補
強
土
工
法
を
用
い
た
土
構
造
物
が
増
え
て
ゆ
き
ま
す
。

　

日
本
列
島
で
は
五
世
紀
か
ら
事
例
が
確
認
で
き
ま
す
。
大
阪
の

最古の事例 良渚文化期、施嶴遺跡
前４世紀頃 中国江南→半島 益山黄登堤
４・５世紀頃 六朝→百済 風納土城、堤川義林池、金堤碧骨堤

（小山田宏一2018を一部修正・加筆）

図８　古代東アジアの補強土工法
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亀
井
遺
跡
で
は
五
世
紀
の
後
半
か
ら
六
世
紀
の
初
め
の
堤
、
そ
れ

か
ら
群
馬
の
三
ツ
寺
遺
跡
で
は
五
世
紀
の
後
半
の
豪
族
居
館
で
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
第
一
波
は
類
例
と
か
出
て
く
る
土
器
を

見
れ
ば
朝
鮮
半
島
の
西
海
岸
か
ら
南
海
岸
、
つ
ま
り
百
済
か
ら
伽

耶
が
有
力
な
故
地
に
な
り
ま
す
。
七
世
紀
に
は
第
二
波
が
お
と
ず

れ
ま
す
。
そ
の
中
に
鞠
智
城
も
入
っ
て
い
ま
す
。
有
名
な
の
が
福

岡
の
水
城
で
、
亡
命
百
済
官
人
が
指
揮
し
た
と
す
れ
ば
百
済
系
土

木
技
術
で
す
。
六
一
六
年
頃
に
誕
生
し
た
狭
山
池
も
、
私
は
百
済

系
土
木
技
術
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
土
木
技
術
の
拡
散

を
み
る
に
つ
け
、
鞠
智
城
の
補
強
土
工
法
の
背
後
に
も
、
東
ア
ジ

ア
の
歴
史
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
鞠
智
城
は
、
そ

れ
だ
け
重
要
な
遺
跡
な
の
で
す
。

　
東
ア
ジ
ア
の
補
強
土
工
法

　

最
新
情
報
を
ご
報
告
し
て
い
き
ま
す
。
図
９
は
、
中
国
の
浙
江

省
余
姚
市
の
施
嶴
遺
跡
の
写
真
で
す
。
河
姆
渡
文
化
期
の
早
期
に

浙江省余姚市

第１期 河姆渡文化早期（前4700～前4500年）
第２期 河姆渡文化晩期（前3700～前3300年）
第３期 良渚文化期（前2900年～前2500年）

区画水田 稲田路（大畦畔）
22条・長20～200ｍ・幅1～4ｍ・間隔15～40ｍ

ベース 淤泥層
敷設材 粗朶、竹 地盤補強

施嶴遺跡

（報道写真） （『2020中国重要考古発見』2021 ）

図９　施嶴遺跡の補強土工法
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は
じ
ま
り
、良
渚
文
化
期
で
補
強
土
工
法
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

施
嶴
遺
跡
の
近
く
に
は
、
河
姆
渡
遺
跡
や
田
螺
山
遺
跡
な
ど
の
古

代
中
国
の
稲
作
で
有
名
な
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。

　

右
上
の
写
真
の
中
の
点
線
は
、
水
田
を
大
き
く
区
画
す
る
大
畦

畔
で
す
。
本
来
は
そ
の
中
に
小
区
画
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
報

告
で
は
、
こ
の
大
畦
畔
を
稲
田
路
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
大
畦

畔
で
は
、
軟
弱
地
盤
の
淤
泥
層
の
上
に
粗
朶
と
か
竹
を
敷
設
し
て

地
盤
沈
下
を
抑
え
て
い
ま
す
。

　

図
10
は
、
韓
国
の
全
羅
北
道
益
山
市
の
黄
登
堤
の
写
真
で
す
。

最
近
の
調
査
事
例
で
す
。
正
式
な
報
告
書
は
出
て
い
ま
せ
ん
が
、

加
速
器
質
量
分
析
法
（
Ａ
Ｍ
Ｓ
法
）
に
よ
る
放
射
性
炭
素
年
代
は

紀
元
前
四
世
紀
な
り
ま
す
。
私
自
身
も
び
っ
く
り
し
て
い
ま
す
。

朝
鮮
時
代
の
黄
登
堤
は
有
名
な
溜
池
で
す
が
、
古
代
は
防
潮
堤
の

堤
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
韓
国
で
は
、
四
・
五
世
紀
以
降

に
な
る
と
、
百
済
、
新
羅
で
補
強
土
工
法
の
事
例
が
増
加
し
て
き

ま
す
。

 

朝鮮時代 湖南3大貯水池（碧骨堤・訥堤）
古代 防潮堤？
堤 基底部は現地表面から－約4.9ｍ、幅約22ｍ
敷設材 草本 地盤補強
AMS分析 紀元前4世紀頃

黄登堤 全羅北道益山市

益山市・（財）全北文化財研究院2021『黄登堤堤防確認発掘調査略式報告書』©Google

図10　黄登堤の補強土工法
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六
・
七
世
紀
の
新
羅
・
百
済
の
補
強
土
工
法

　

新
羅
で
有
名
な
の
は
、
慶
尚
南
道
密
陽
市
の
旧
位
良
池
、
慶
尚
北
道
尚
州
市
の
恭
倹
池
、
蔚
山
広
域
市
の
薬
泗
洞
堤

防
な
ど
の
溜
池
で
、
堤
に
は
地
盤
補
強
工
法
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
山
城
に
も
補
強
土
工
法
が
見
ら
れ
ま
す
。

釜
山
に
近
い
慶
尚
南
道
咸
安
郡
の
城
山
山
城
、
そ
れ
か
ら
ソ
ウ
ル
に
近
い
京
畿
道
利
川
市
の
雪
峰
山
城
で
す
。
こ
れ
ら

の
山
城
で
は
、
城
壁
の
背
後
の
盛
土
造
成
に
補
強
土
工
法
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

百
済
で
有
名
な
の
は
、
忠
清
南
道
扶
余
に
あ
る
扶
余
羅
城
で
、
扶
余
を
取
り
囲
む
羅
城
の
土
塁
に
補
強
土
工
法
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
羅
城
の
東
門
付
近
は
土
塁
で
丘
陵
間
の
低
地
を
結
び
ま
す
。
雰
囲
気
が
水
城
に
似
て
い
ま
す
。
水
城

の
場
合
は
、
亡
命
百
済
官
人
が
大
野
城
な
ど
と
一
連
の
土
木
工
事
で
造
っ
た
と
す
れ
ば
、
百
済
系
の
要
素
が
非
常
に
高

い
と
思
い
ま
す
。
実
は
岡
山
の
鬼
ノ
城
の
麓
に
は
小
水
城
の
よ
う
な
土
手
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
土
手
も
粗
朶
を
敷
設
し

て
い
ま
す
。
今
後
注
目
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
新
羅
山
城
谷
筋
の
利
水
と
治
水
の
空
間
計
画

　

先
ほ
ど
谷
筋
の
空
間
画
の
話
を
し
ま
し
た
。
図
11
は
、
ソ
ウ
ル
の
す
ぐ
南
側
、
京
畿
道
安
城
市
に
あ
る
竹
州
山
城
と

い
う
山
城
の
図
面
で
す
。
竹
州
山
城
は
、
上
流
か
ら
下
流
に
向
か
っ
て
石
組
み
で
囲
ん
だ
貯
水
池
が
並
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
貯
水
池
は
、
単
に
水
を
溜
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
順
番
に
水
を
落
と
し
て
い
く
こ
と
で
水
を
浄
化
す
る
浄
水

施
設
で
、
砂
を
沈
め
る
沈
砂
池
あ
る
い
は
沈
殿
池
と
呼
ん
で
も
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
階
段
式
に
配
置
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し
た
沈
砂
池
に
は
、
大
雨
時
の
洪
水
を
緩
和
す
る
減
勢
工
の
役
割

が
あ
り
、
貯
水
池
の
下
流
に
な
る
東
門
付
近
を
守
っ
て
い
る
も
の

と
思
い
ま
す
。
鞠
智
城
の
谷
筋
の
構
造
も
、
こ
の
よ
う
な
空
間
計

画
に
関
係
す
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

全
赫
基
先
生
は
、
韓
国
の
集
水
施
設
と
鞠
智
城
の
貯
水
池
を
比

較
し
て
（
全
赫
基
「
韓
国
の
古
代
山
城
の
集
水
施
設
か
ら
み
た
鞠

智
城
の
研
究
課
題
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』）、
平
壌
の
平
壌
大

城
（
大
聖
）
山
城
に
も
類
似
し
た
構
造
を
読
み
取
っ
て
い
ま
す
。

平
壌
大
城
（
大
聖
）
山
城
の
一
番
東
の
谷
筋
に
は
、
多
く
の
溜
池

が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
全
赫
基
先
生
は
、
こ
れ
ら
の
溜
池
に
も
治

水
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
は
そ
れ
に
加
え
て
、
南
門

上
流
の
二
股
に
わ
か
れ
る
谷
筋
に
あ
る
溜
池
（
美
川
湖
・
東
川
湖
）

の
治
水
効
果
を
重
視
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
溜
池
は
公
園
化

の
段
階
で
復
元
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
元
か
ら
水
を
蓄
え
て

い
た
も
の
と
推
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
平
壌
の
山
城
を
み

る
に
つ
け
、
新
羅
に
し
て
も
百
済
に
し
て
も
、
や
は
り
高
句
麗
か

京畿道安城市 竹州山城／6世紀中～7世紀後半

勾配約七・六度の渓流性の谷筋に、
石組護岸をめぐらす方形と楕円形の
五基の集水施設（Ｓ１～Ｓ６）を階段式に配置する

利水
浄水施設 沈澱を繰り返して浄水をえる

治水
減勢工 洪水時の谷を下る激流から

谷筋下流の城壁（東門）を守る

東門跡 韓白文化財研究院
2012 『安城竹州山城 2～4次発掘調査報告書』一部加工

図11　新羅山城谷筋の空間計画
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ら
の
影
響
が
大
き
く
、
谷
筋
の
空
間
計
画
に
つ
い
て
も
高
句
麗
か

ら
の
流
れ
で
理
解
で
き
そ
う
で
す
。

　
倭
国
古
代
山
城
水
門
付
近
の
治
水
工

　

こ
こ
で
鞠
智
城
の
池
ノ
尾
門
跡
を
取
り
上
げ
ま
す
（
図
12
）。

　

鞠
智
城
の
池
ノ
尾
門
は
、
谷
を
塞
ぐ
城
壁
が
走
り
ま
す
。
そ
の

手
前
に
は
蓋
を
し
た
通
水
溝
、
さ
ら
に
そ
の
手
前
に
は
露
出
し
た

導
水
溝
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
施
設
に
よ
っ
て
城
内
の
水
は
城

壁
を
通
り
抜
け
て
城
外
へ
排
出
さ
れ
ま
す
。
実
は
こ
の
城
壁
の
手

前
に
盛
土
遺
構
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
版
築
状
と
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
、
し
っ
か
り
と
丈
夫

に
造
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
盛
土
遺
構
か
ら
、
城
壁
の
手
前
側
に
は
盛
土
の
帯
が
あ
っ

た
と
復
元
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
手
前
に
池
状
落
ち
込
み
が

あ
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
池
状
落
ち
込
み
は
、
礫
と
か
の
堆
積
が

な
く
、
微
細
な
シ
ル
ト
が
溜
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

鞠智城池ノ尾門跡

通水溝

導水溝

城壁

池状落ち込み

盛土・版築？

（小澤佳憲2021）

鬼ノ城第5水門と土手状遺構１

排水口

城壁＋盛土（丸瓦出土）＋池状落ち込み（シルト堆積）＋
土石流を止める堤？＋遊水池？
北門推定地は？

城壁と池状落ち込みの類例：唐原山城や鹿毛馬神籠石
（主税英徳2019）

図12　倭国古代山城水門付近の治水工

51 報告②　渡来系の土木技術とため池・山城



　

こ
こ
は
谷
筋
な
の
で
上
流
か
ら
水
が
流
れ
て
く
れ
ば
、
当
然
、
礫
と
か
石
と
か
も
混
じ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
こ
こ

に
溜
っ
て
い
な
い
っ
て
い
う
こ
と
は
、
上
流
側
で
堰
き
止
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
、
つ
ま
り
池
状
落
ち
込
み

の
上
流
側
に
は
、
土
石
流
を
堰
き
止
め
る
堤
が
あ
っ
た
想
像
し
ま
す
。
そ
の
堤
で
砂
礫
は
堰
き
止
め
ら
れ
、
流
れ
が
緩

和
さ
れ
水
だ
け
が
下
流
に
流
れ
て
き
た
結
果
、
シ
ル
ト
が
溜
ま
っ
た
と
復
元
し
て
も
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

類
似
し
た
も
の
が
岡
山
の
鬼
ノ
城
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
私
も
現
地
を
訪
問
し
、
こ
の
第
５
水
門
の
上
流
側
の
土
手

状
遺
構
を
じ
っ
く
り
と
調
べ
ま
し
た
。
報
告
で
は
、
こ
の
土
手
状
遺
構
の
裏
側
に
は
水
を
貯
め
る
貯
水
池
を
復
元
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
小
澤
佳
憲
さ
ん
は
、
第
５
水
門
の
排
水
口
は
結
構
高
い
位
置
に
あ
り
、
こ
の
高
さ
ま
で
水
を
溜
め
な

い
と
水
を
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
土
手
状
遺
構
と
城
壁
と
の
間
に
貯
水
池
を
想
定
し
て
い
ま
す
（
小
澤
佳
憲
「
山

城
で
水
を
つ
か
う
―
古
代
山
城
の
水
資
源
―
」『
大
宰
府
史
跡
指
定
100
年
と
研
究
の
歩
み
』）。
こ
の
二
つ
の
指
摘
に
つ

い
て
、
す
ぐ
に
は
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
両
者
の
考
え
で
共
通
す
る
の
は
、
土
手
に
砂
防
の
役
割
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
池
ノ
尾
門
跡
の
あ
る
谷
筋
に
つ
い
て
も
、
砂
防
ダ
ム
の
よ
う
な
堤
が
土
砂
を
止
め
て
い

た
可
能
性
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

　

韓
国
の
城
山
山
城
と
雪
峰
山
城
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
（
図
13
）。
城
山
山
城
は
城
壁
の
背
後
に
盛
土
が
あ
っ
て
、
そ

こ
に
補
強
の
盛
土
工
法
が
あ
る
わ
け
で
す
。
雪
峰
山
城
も
城
壁
を
保
護
す
る
盛
土
が
見
ら
れ
ま
す
。
城
山
山
城
の
方
で

す
け
れ
ど
も
、
航
空
写
真
を
見
ま
す
と
東
門
付
近
の
城
壁
が
こ
れ
に
相
当
し
ま
す
。
こ
の
城
壁
に
は
、
外
側
に
断
面
三

角
形
の
石
積
み
、
新
羅
の
山
城
に
特
有
な
外
護
の
補
強
の
石
積
み
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
内
側
に
盛
土
が
あ
っ
て
、
こ
こ
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か
ら
大
量
の
木
簡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
木
簡
は
、
山
城

を
造
る
に
あ
た
り
新
羅
の
領
域
か
ら
運
ば
れ
た
物
資
に
つ
い
て
い

た
荷
札
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
の
盛
り
土
の
背
後
に
は
、
貯
水

池
と
呼
ば
れ
て
い
る
窪
み
が
あ
り
ま
す
。
大
き
さ
は
、
東
西
約

四
十
八
ｍ
、
南
北
約
二
十
六
ｍ
で
す
。
た
だ
し
、
朝
鮮
半
島
の
山

城
の
貯
水
池
で
こ
ん
な
に
大
き
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
第

一
の
目
的
は
、
洪
水
を
溜
め
る
遊
水
地
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　
お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
貯
水
池
と
復
元
さ
れ
て
い
た
谷
筋
の
資
料
を
見
て
き

ま
し
た
。
こ
の
谷
筋
自
体
を
大
き
な
貯
水
池
と
考
え
る
こ
と
も
可

能
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
を
分
析
し
て
、
地
形

環
境
に
応
じ
て
造
ら
れ
た
施
設
の
そ
の
集
合
体
が
貯
水
池
と
呼
ば

れ
て
い
る
範
囲
で
あ
る
と
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、

上
流
で
は
湧
水
層
ま
で
掘
っ
て
い
ま
す
の
で
、
湧
き
水
を
利
用
す

城山山城・雪峰山城 谷筋と城壁
谷地形の空間計画 城壁、城壁保護・補強の盛土、貯水池

最終貯水池
（遊水池？）
東西約48m
南北薬26m

城壁保護・補強の盛土（李晟準2009）

外壁補強

① ②

②

城山山城

城山山城

城山山城東城壁

雪峰山城

城壁 城壁保護・補強の盛土

図13　城山山城と雪峰山城
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る
泉
井
と
貯
木
場
が
造
ら
れ
る
。
下
流
で
は
粘
土
で
流
れ
を
止
め
て
い
ま
す
。
透
水
層
を
底
に
し
て
い
る
の
で
、
水
を

溜
め
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
水
域
は
曲
池
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
平
城
の
左
京
三
条
二
坊
の
庭
園
は
そ
の
参

考
例
に
な
り
ま
す
。
こ
の
庭
園
は
、
長
屋
王
邸
の
す
ぐ
南
側
の
方
に
あ
り
、
写
真
の
よ
う
に
く
ね
く
ね
と
曲
が
っ
て
い

ま
す
。

　

曲
池
の
造
ら
れ
た
時
期
が
、
鞠
智
城
跡
Ⅱ
期
だ
と
す
れ
ば
場
内
整
備
が
進
ん
だ
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。
ま
た
国
内
そ

し
て
国
外
か
ら
訪
問
者
が
増
え
て
き
ま
す
。
曲
池
は
、
そ
う
い
う
人
た
ち
を
も
て
な
す
饗
応
の
池
に
な
る
の
か
も
知
れ

せ
ん
。
韓
国
で
は
、
百
済
の
池
は
基
本
的
に
四
角
、
新
羅
は
慶
州
の
雁
鴨
池
の
よ
う
に
岸
が
曲
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

特
徴
か
ら
み
る
と
曲
池
は
新
羅
系
に
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
曲
池
の
情
報
が
中
央
政
権
か
ら
伝
わ
っ
た
の
か
、
あ
る

い
は
新
羅
か
ら
直
接
伝
わ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
新
羅
情
報
を
選
択
し
た
の
か
、
こ
の
あ
た
り
の
問
題
は
非
常
に
微
妙

で
、
こ
れ
だ
と
断
定
す
る
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
鞠
智
城
跡
Ⅱ
期
に
出
現
す
る
八
角
形
の
鼓
楼
は
、
参
考
に
な
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
八
角
形
の
建
物
が
新
羅
系
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
曲
池
の
造
形
も
新
羅
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と

い
う
可
能
性
が
出
て
き
ま
す
。
空
間
計
画
に
つ
い
て
は
高
句
麗
、
新
羅
の
山
城
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
駆
け
足
で
鞠
智
城
の
谷
筋
の
開
発
の
考
え
方
、
そ
し
て
空
間
の
計
画
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
半
島
三
国
時
代
の
各
種
情
報
が
見
ら
れ
ま
す
。
各
種
情
報
の
整
理
か
ら
得
ら
れ
た
土
木
技
術
の
系
譜
が
、
当

時
の
国
際
関
係
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
す
。

　

こ
れ
で
話
を
終
わ
り
ま
す
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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お
も
な
参
考
文
献
（
鞠
智
城
の
報
告
書
は
割
愛
）

小
澤 
佳
憲　
「
山
城
で
水
を
つ
か
う
―
古
代
山
城
の
水
資
源
―
」　
『
大
宰
府
史
跡
指
定
100
年
と 

研
究
の
歩
み
』

（
二
〇
二
一
年
）
九
州
国
立
博
物
館
・
福
岡
県
立
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

小
山 

田
宏
一　
「
古
代
日
韓
補
強
土
工
法
の
俯
瞰
的
整
理
」　
『
纒
向
学
研
究
』
六
（
二
〇
一
八
年
）
桜
井
市
纒
向
学
研

究
セ
ン
タ
ー

全
赫
基　
「
韓
国
の
古
代
山
城
の
集
水
施
設
か
ら
み
た
鞠
智
城
の
研
究
課
題
」　
『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』十（
二
〇
二
一

年
）
熊
本
県
教
育
委
員
会

主
税
英
徳　
「
日
韓
古
代
山
城
の
水
門
構
造
か
ら
み
た
鞠
智
城
」　
『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
七
（
二
〇
一
九
年
）
熊
本

県
教
育
委
員
会

西
住
欣
一
郎　
「
鞠
智
城
跡
貯
水
池
跡
に
つ
い
て
」　
『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
』
論
考
編
一
（
二
〇
一
四
年
）
熊
本
県
教
育
委
員

会

矢
野
祐
介　
「
鞠
智
城
の
築
造
―
貯
水
池
・
土
塁
を
中
心
に
―
」　
『
季
刊
考
古
学
』
一
三
六
（
二
〇
一
六
年
）
雄
山
閣

李
晟
準
（
土
田
純
子
訳
）　
「
咸
安
城
山
山
城
発
掘
調
査
の
意
義
―
韓
国
最
大
木
簡
出
土
遺
跡
の
研
究
―
」『
大
阪
府

立
狭
山
池
博
物
館
研
究
報
告
』
六
（
二
〇
〇
九
年
）
大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館

『
安
城
竹
州
山
城　

２
〜
４
次
発
掘
調
査
報
告
書
』（
二
〇
一
二
年
）（
財
）　

韓
白
文
化
財
研
究
院 
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『
咸
安
城
山
山
城
Ⅲ
』（
二
〇
〇
六
年
）
国
立
昌
原
文
化
財
研
究
所

『
利
川
雪
峯
山
城 

４
・
５
・
６
次 

發
掘
調
査
報
告
書
』（
二
〇
〇
六
年
）
檀
国
大
学
校
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
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報
告
③　

古
代
建
築
と
渡
来
系
技
術

講
演
者
紹
介

海
野　

聡
（
う
ん
の　

さ
と
し
）

東
京
大
学
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
。
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
建
築
学
専
攻
博
士
課
程

中
退
。（
独
）
国
立
文
化
財
機
構
奈
良
文
化
財
研
究
所
を
経
て
、
現
在
、
東
京
大
学
大
学
院
工
学

系
研
究
科
建
築
学
専
攻
准
教
授
。
専
門
は
日
本
建
築
史
・
文
化
財
保
存
。
博
士
（
工
学
）。
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「
古
代
建
築
と
渡
来
系
技
術
」

東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科 

准
教
授
　
海
野
　
聡

は
じ
め
に

　

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
、
東
京
大
学
の
建
築
学
専
攻
で
建
築
の
歴
史
を
専
門
と
し
て
い
る
海
野
と
申
し
ま
す
。

今
日
は
鞠
智
城
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
よ
り
も
、
古
代
建
築
と
渡
来
系
技
術
と
の
関
係
性
を
中
心
に
お

話
を
い
た
し
ま
す
。
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
渡
来
系
の
技
術
が
ど
の
よ

う
に
古
代
建
築
に
見
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
現
存
建
築
で
分
か
る
こ
と
、
そ

れ
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
も
の
を
現
在
ど
の
よ
う
に
研
究
し
て
い
る
の
か
、
そ

う
い
っ
た
と
こ
ろ
へ
の
フ
ォ
ー
カ
ス
か
ら
入
り
つ
つ
最
終
的
に
鞠
智
城
の
話
を

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

世
界
的
に
見
て
日
本
と
い
う
の
は
非
常
に
古
い
現
存
建
築
の
多
い
地
域
で
す
。

特
に
、
八
世
紀
以
前
の
建
物
が
二
十
棟
以
上
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
非
常
に

珍
し
い
こ
と
で
す
。
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
り
、
研
究
資
料
に
も
恵
ま
れ
て
い
る
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と
い
う
こ
と
は
確
か
な
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
残
っ
て
い
る
奈
良
時
代
の
建
物
は
基
本
的
に
奈
良
に
し
か
な
い
の
で
す

ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
当
時
の
普
遍
的
な
も
の
、
全
国
各
地
の
一
般
的
な
も
の
を
示
し
た
状
況
で
は
決
し
て
な
い

わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
資
料
的
な
制
約
と
い
う
の
が
多
い
中
で
建
築
史
の
研
究
と
い
う
の
は
進
ん
で
き
て
い
る
わ
け

で
す
。

　

一
方
で
東
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
見
る
と
、
実
は
中
国
に
は
日
本
以
上
に
古
い
も
の
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
木
造
建
築
で

い
う
と
、
日
本
で
は
世
界
最
古
の
法
隆
寺
と
い
う
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
国
に
は
八
世
紀
後
半

の
南
禅
寺
大
殿
が
残
っ
て
い
ま
す
。
唐
の
時
代
に
下
っ
て
も
四
棟
程
度
で
あ
り
、
非
常
に
限
ら
れ
て
き
ま
す
。
天
台
庵

は
か
つ
て
唐
代
の
建
築
か
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
最
近
の
研
究
で
は
少
し
時
代
が
下
っ
て
五
代
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
仏
光
寺
大
殿
は
比
較
的
、
大
規
模
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
の
建
物
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の

で
は
な
い
の
で
、
当
時
の
中
心
的
な
建
物
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
、
い
わ
ゆ
る

長
安
・
洛
陽
な
ど
の
か
つ
て
の
中
国
の
中
心
地
で
は
な
く
、
基
本
的
に
山
西
省
で
す
と
か
河
北
省
で
も
少
し
外
れ
た
、

ロ
ー
カ
ル
な
エ
リ
ア
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
、
な
か
な
か
中
国
の
方
で
も
そ
の
時
代
時
代

の
最
先
端
技
術
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
の
を
研
究
す
る
の
は
難
し
い
状
況
な
の
で
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
補
完

す
る
も
の
と
し
て
、
磚
積
塔
の
一
部
に
描
か
れ
た
線
刻
画
や
墓
の
壁
画
、
磚
積
み
の
塔
、
あ
る
い
は
木
造
建
築
を
模
し

た
石
窟
と
い
っ
た
も
の
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
も
の
を
絡
め
な
が
ら
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
い

う
の
が
現
状
で
す
。
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こ
う
い
っ
た
限
ら
れ
た
状
況
の
中
で
渡
来
系
の
建
築
技
術
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
る
の
か

と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
計
画
や
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
い
っ
た
、
設
計
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
も
の
と
、
実
際
に
個
別
箇

所
の
加
工
の
最
終
調
整
を
す
る
、
手
元
で
や
る
よ
う
な
仕
事
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
考
え
る
も
の
に
、
大
き
く
分
け
る
必

要
が
あ
る
と
建
築
史
の
分
野
で
は
捉
え
て
い
ま
す
。

一
　
建
築
の
設
計
・
技
術
と
技
術
者
・
統
率
者

　
建
築
の
設
計
と
技
術

　

建
築
あ
る
い
は
文
化
財
建
造
物
の
保
存
の
分
野
で
は
、
技
術
と
技
能
と
言
葉
を
使
い
分
け
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
建

築
の
工
程
と
も
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
建
築
の
工
程
、
あ
る
い
は
建
築
の
教
育
を
受
け
て
い
る
と
、
作
っ
て
い

く
プ
ロ
セ
ス
を
あ
る
程
度
理
解
し
、
そ
の
順
序
を
考
え
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
は
い
造
り
ま
し
ょ
う
と
い
っ
て
造
れ
る
わ

け
で
は
な
く
て
、
や
は
り
「
こ
れ
を
造
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
声
上
げ
を
す
る
と
い
う
の
が
最
初
に
あ
っ
て
、
そ
の
次

に
場
所
を
決
め
る
選
地
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
具
体
的
な
建
築
の
設
計
と
い
う
行
為
が
起
こ
っ
て
く
る
。
で
は
、
設

計
し
た
ら
す
ぐ
施
工
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
も
そ
も
の
労
働
力
や
材
料
を
確
保
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
さ
ら
に

遡
っ
て
言
え
ば
、
建
築
に
た
ず
さ
わ
る
者
た
ち
が
、
基
本
的
に
農
業
な
り
生
産
的
な
と
こ
ろ
に
従
事
し
な
く
て
も
済
む

よ
う
な
安
定
的
な
社
会
が
必
要
で
す
。
今
で
あ
れ
ば
社
会
的
な
体
制
が
整
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ
る
程
度
資
金
を
用

意
し
、
入
札
、
と
い
っ
た
具
合
に
プ
ロ
セ
ス
が
進
み
ま
す
が
、
古
代
の
建
築
の
造
営
で
も
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
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考
え
が
広
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

今
日
の
話
は
建
築
の
設
計
を
中
心
に
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
代
は
比
較
的
大
量
生
産
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
前
近
代
の
建
築
は
個
別
の
設
計
が
基
本
に
な
り
ま
す
。
個
別
の
設
計
に
応
じ
て
、
必
要
な

材
木
の
量
や
作
業
に
関
わ
る
労
働
力
を
算
出
し
て
い
く
事
務
的
な
作
業
も
セ
ッ
ト
で
動
い
て
い
く
わ
け
で
す
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
木
材
等
に
関
し
て
も
、
運
搬
経
路
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
ま
で
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
も

ろ
も
ろ
が
設
計
か
ら
施
工
に
か
か
る
ま
で
に
ま
ず
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
施
工
に
関
し
て
言
え
ば
、
実
際
に
設
計
あ

る
い
は
工
事
を
い
わ
ゆ
る
現
場
監
督
の
よ
う
な
立
場
と
し
て
全
体
を
統
括
し
な
が
ら
見
る
技
術
的
な
存
在
と
、
一
方
、

手
元
で
や
る
技
能
者
の
両
者
が
両
輪
と
な
っ
て
動
い
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
建
築
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
必

要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　
技
術
伝
播

　

こ
の
技
術
伝
播
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
て
い
く
と
、
中
国
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
な
ど
大
陸
で
造
っ
て
い
た
建
築
を
「
で
は

日
本
で
も
造
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
時
に
、
建
物
そ
の
も
の
を
す
ぐ
に
持
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、

な
か
な
か
そ
れ
は
難
し
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
美
術
史
の
方
と
お
話
す
る
と
，
仏
像
等
で
あ
れ
ば
向
こ
う
か
ら
も
持
っ

て
く
る
と
い
う
の
は
よ
く
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
建
築
を
持
っ
て
き
た
例
は
江
戸
時
代
建
立
の
長
崎
の
崇
福
寺
第

一
峰
門
が
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
は
海
を
越
え
て
建
物
を
持
っ
て
く
る
こ
と
は
難
し
い
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と
い
う
中
で
、
ど
の
よ
う
に
技
術
を
移
転
さ
せ
る
か
。
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
課
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

一
つ
の
方
法
と
し
て
は
デ
フ
ォ
ル
メ
が
あ
り
ま
す
。
要
は
紙
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
模
型
で
す
か
、
こ
う
い
っ
た
持

ち
運
べ
る
よ
う
な
形
に
建
築
を
情
報
化
す
る
方
法
。
そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
技
術
を
持
っ
た
人
が
移
っ
て
く
る
方
法
、

と
い
う
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
基
本
的
に
大
き
な
流
れ
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
技
術
伝
播
と

い
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
も
「
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
今
の
コ
ピ
ー
機
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
と

決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
受
容
す
る
段
階
で
、
例
え
ば
、
デ
フ
ォ
ル
メ
を
し
た
場
合
に
は
情
報
が
失
わ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
ま
た
、
誤
読
や
情
報
の
取
捨
選
択
が
あ
り
ま
す
。
意
図
的
に
取
捨
選
択
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し

た
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
技
術
伝
播
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
限
ら
れ
た
情
報
の
中
で
技
術
伝
播
が
な
さ
れ
て
、
渡
来
系
の
技

術
と
い
う
の
が
日
本
列
島
に
渡
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
前
提
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
奈
良
時
代
に
入
る
と
、
比
較
的
建
築
の
技
術
や
形
が
画
一
化
さ
れ
て
き
ま
す
。
平
安
時
代
以
降
に
も
継

続
し
、
地
方
で
も
画
一
化
が
進
み
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
奈
良
時
代
に
な
る
と
官
が
組
織
立
っ
て
技
術
者
を
掌
握
・

統
括
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
す
。
木
工
寮
か
ら
各
現
場
に
技
術
者
を
派
遣
し
て
、
短
期
的
に
大
規
模
な
宮
殿
や
寺
院

を
造
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
が
出
来
上
が
っ
て
く
る
と
比
較
的
、
建
築
の
技
術
や
形
も
統
一
化
さ
れ
て

く
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
以
前
の
七
世
紀
に
は
、
状
況
が
異
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
今
日
の
話
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド

に
な
り
ま
す
。
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渡
来
系
技
術
者
と
統
率
者

　

渡
来
系
技
術
者
の
統
率
者
に
つ
い
て
、
最
初
期
の
寺
院
を
例
に
見
て
み
ま
す
。
飛
鳥
寺
は
最
初
期
の
寺
院
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
飛
鳥
寺
が
造
ら
れ
た
頃
に
は
、
百
済
か
ら
寺
工
や
鑪
盤
博
士
、
瓦
博
士
な
ど
が
送
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
技
術
者
は
朝
鮮
半
島
経
由
で
日
本
に
来
た
の
で
す
。
古
代
山
城
に
関
し
て
も
、
朝
鮮
半
島
の
系
譜
の
人
が
や
っ
て

き
て
い
ま
す
が
、
中
国
系
で
は
、
八
世
紀
段
階
の
怡
土
城
な
ど
で
は
、
唐
か
ら
帰
国
し
た
吉
備
真
備
な
ど
、
中
国
か
ら

の
系
譜
が
語
ら
れ
ま
す
。

二
　
全
体
計
画
に
み
る
大
陸
か
ら
の
影
響

　
飛
鳥
時
代
の
伽
藍
配
置

　

さ
て
、
技
術
と
技
能
に
つ
い
て
飛
鳥
時
代
の
伽
藍
配
置
と
い
う
全
体
計
画
か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

伽
藍
配
置
と
い
う
の
は
、
寺
院
の
中
の
建
物
配
置
の
こ
と
で
す
。
古
代
の
飛
鳥
、
奈
良
時
代
の
寺
院
の
伽
藍
配
置
で

は
、
塔
と
金
堂
と
い
う
二
つ
の
建
物
を
中
心
に
見
ま
す
。
金
堂
は
寺
院
の
本
尊
を
祀
る
最
重
要
建
物
の
一
つ
で
す
。
そ

し
て
も
う
一
つ
、
塔
が
古
代
寺
院
で
は
非
常
に
重
要
で
す
。
三
重
塔
や
五
重
塔
と
い
っ
た
塔
は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
で

ス
ト
ゥ
ー
パ
と
言
わ
れ
、
仏
舎
利
を
納
め
た
施
設
で
、
精
神
的
に
非
常
に
重
要
な
建
物
で
す
。
そ
の
た
め
飛
鳥
寺
で
は

伽
藍
の
真
ん
中
に
あ
り
、
塔
を
取
り
囲
む
よ
う
に
三
金
堂
が
置
か
れ
、
四
天
王
寺
で
は
伽
藍
の
中
軸
線
上
に
塔
と
金
堂

が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
法
隆
寺
西
院
伽
藍
で
は
、
現
存
す
る
五
重
塔
と
金
堂
を
併
置
し
て
い
ま
す
が
、
や
は
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⾦堂
塔

図図１１ 飛飛鳥鳥時時代代のの伽伽藍藍配配置置
出典：『建物が語る⽇本の歴史』より引⽤

図１　飛鳥時代の伽藍配置

り
中
枢
部
に
あ
り
ま
す
。

　

飛
鳥
時
代
の
寺
院
は
こ
れ
ら
の
伽
藍
配
置
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
大
き
な
画
期
と
な
る
の
が
薬
師
寺

で
す
。
平
城
京
の
薬
師
寺
の
伽
藍
配
置
を
見
る
と
、

二
つ
の
塔
を
並
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
前
に
も
金
堂

が
複
数
あ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
塔
は
一

つ
で
す
。
こ
の
薬
師
寺
の
よ
う
な
形
式
を
「
双
塔

式
」、
二
つ
の
塔
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
七
世
紀

後
半
の
東
ア
ジ
ア
の
中
で
も
非
常
に
大
き
な
変
化
な

の
で
す
。

　

ち
な
み
に
八
世
紀
以
降
に
は
塔
は
伽
藍
の
中
心
の

金
堂
周
辺
か
ら
外
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
伽
藍
の
中

心
に
あ
る
金
堂
の
前
の
広
場
で
儀
式
を
す
る
よ
う
に

な
る
と
塔
が
邪
魔
に
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
事
情
が

あ
り
、
塔
が
金
堂
周
辺
か
ら
別
の
と
こ
ろ
に
移
る
わ

け
で
す
。
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
東
大
寺
な
ど
に
な
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る
と
、
塔
の
周
り
に
回
廊
を
回
し
て
一
角
を
別
個
に

造
る
、
と
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
飛
鳥
時
代
の
伽
藍
配
置
に
関
し
て

は
、
こ
の
二
つ
の
塔
の
存
在
が
一
つ
の
重
要
な
変
化

に
な
り
ま
す
。

　
飛
鳥
時
代
の
寺
院
と
東
ア
ジ
ア

　

で
は
東
ア
ジ
ア
の
伽
藍
配
置
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
朝
鮮
半
島
の
寺
院
を
見
る
と
、
軸
線
を
通
し
て

塔
の
背
後
に
金
堂
を
置
く
形
が
多
く
見
ら
れ
ま
す

（
図
２
）。
ち
な
み
に
高
句
麗
に
は
中
央
に
八
角
形
平

面
の
塔
が
あ
っ
て
そ
の
三
面
を
金
堂
が
囲
む
伽
藍
も

あ
り
、
同
じ
朝
鮮
半
島
で
も
幾
つ
か
違
い
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
関
係
で
は
双
塔
が
並
ぶ
伽
藍
と
し
て
新
羅

の
感
恩
寺
が
、
一
つ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

現
存
す
る
薬
師
寺
東
塔
は
平
城
京
に
あ
り
ま
す
が
、

図図２２ 飛飛鳥鳥時時代代のの寺寺院院とと東東アアジジアア

⾦堂
塔

鈴⽊靖⺠編『古代東アジアの仏教と王権 王興寺から⾶⿃寺へ』
勉誠出版より引⽤

図２　飛鳥時代の寺院と東アジア
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藤
原
京
の
時
代
に
も
薬
師
寺
が
造
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
本
薬
師
寺
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
本
薬
師
寺
に
は
塔
跡
が

残
っ
て
お
り
、
こ
こ
も
平
城
京
の
薬
師
寺
と
同
じ
よ
う
に
双
塔
が
あ
っ
た
と
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
双
塔
と
東
ア
ジ

ア
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
図
１
）。

　

ま
ず
四
天
王
寺
の
伽
藍
で
は
、
塔
の
後
ろ
に
金
堂
を
置
く
形
式
を
と
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
朝
鮮
半
島
の
伽
藍

配
置
を
見
る
と
、
弥
勒
寺
で
は
塔
が
三
つ
並
び
、
そ
の
後
ろ
に
仏
堂
が
並
ぶ
形
で
す
。
定
林
寺
で
も
同
じ
よ
う
な
形
が

確
認
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
辺
り
に
東
ア
ジ
ア
と
日
本
の
伽
藍
配
置
に
お
け
る
影
響
関
係
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

そ
し
て
日
本
に
お
け
る
渡
来
系
の
技
術
と
い
う
点
で
は
、
東
ア
ジ
ア
の
関
係
性
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
七
世
紀

後
半
に
は
、
百
済
が
滅
亡
し
、
そ
の
遣
民
が
倭
国
に
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
唐
や
新
羅
と
緊
張
関
係
に
あ
る

中
で
、
大
陸
の
情
報
が
ど
の
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
、
も
課
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。
先
ほ
ど
の
双
塔
式
伽
藍
で
言

う
と
、
そ
の
系
譜
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
薬
師
寺
の
よ
う
な
双
塔
の
形
式
が
新
羅
の
慶
州
の
寺
院

に
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
本
薬
師
寺
が
建
て
ら
れ
た
六
八
〇
年
前
後
に
は
、
新
羅
は
唐
と
戦
争

を
行
っ
て
い
て
、
倭
国
と
も
緊
張
関
係
に
あ
り
、
公
的
な
情
報
交
流
は
活
発
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
状
況
の

中
で
、
倭
国
は
双
塔
の
よ
う
な
情
報
を
大
陸
、
朝
鮮
半
島
な
ど
か
ら
情
報
入
手
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
関

係
性
を
み
れ
ば
、
国
と
国
と
の
公
的
な
表
の
つ
な
が
り
と
は
別
に
、
大
陸
と
の
つ
な
が
り
も
想
定
し
な
く
て
は
い
け
な

い
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
情
報
伝
達
の
ス
ピ
ー
ド
の
速
さ
と
い
う
の
は
、
大
陸
か
ら
の
情
報
入
手
の
た
め
の
つ
な

が
り
の
結
果
と
も
見
え
て
き
ま
す
。
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藤
原
京
と
周
礼
考
工
記

　

さ
て
、
一
方
で
こ
の
時
代
の
都
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
藤
原
京
の

都
の
形
は
、
平
城
京
や
平
安
京
の
よ
う
に
一
番
北
側
に
宮
殿
を
置
く

北
闕
型
の
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な
る
形
で
す
。
多
く
の
ご
年
配
の
皆
さ

ん
と
同
じ
で
、
私
も
学
生
時
代
に
は
藤
原
京
も
北
側
に
宮
殿
が
あ
る

と
習
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
発
掘
調
査
な
ど
を
根
拠
と
し

て
藤
原
宮
が
藤
原
京
の
真
ん
中
に
あ
っ
た
と
す
る
大
藤
原
京
説
と
い

う
の
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
３
）。
七
世
紀
後
半
の
長
安
は
北

闕
型
で
し
た
か
ら
、
最
新
の
都
の
形
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
背

景
に
は
七
世
紀
後
半
に
は
唐
と
の
交
流
が
希
薄
と
い
う
点
が
あ
り
ま

す
。
藤
原
京
の
都
の
真
ん
中
に
宮
殿
を
置
く
ス
タ
イ
ル
は
、
古
い
資

料
で
あ
る
周
礼
考
工
記
と
似
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
真

ん
中
に
王
宮
を
置
き
、
そ
の
四
周
を
囲
む
形
を
理
想
の
都
の
形
と
し

て
お
り
、
こ
れ
が
藤
原
京
の
形
と
類
似
し
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
先
ほ
ど
の
話
と
は
逆
に
な
り
ま
す
が
、
宮
殿
や
都
城
に
関

し
て
は
大
陸
の
最
先
端
の
情
報
を
き
ち
ん
と
入
手
で
き
て
い
な
か
っ

図図３３ 周周礼礼考考工工記記とと大大藤藤原原京京説説

出典いずれも『古代の官衙遺跡』より引⽤

図３　周礼考工記（左）と大藤原京説（右）
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た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
遣
唐
使
が
送
ら
れ
て
以
降
の
平
城
京
で
は
一
番
北

側
に
宮
殿
を
置
く
北
闕
型
の
ス
タ
イ
ル
に
切
り
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
と
比
べ
て
対
照
的
で
す
。
こ
の
藤
原
京
は
、
短
命

で
し
た
が
、
中
国
の
中
で
も
古
い
都
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
で
双
塔
式
の
伽
藍
配
置
の
情
報
は

大
陸
か
ら
ち
ゃ
ん
と
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
も
、
こ
の
時
期
に
は
技
術
伝
播
に
お
い
て
、
入
っ
て
き
て
い
る

情
報
と
入
っ
て
き
て
い
な
い
情
報
が
混
在
す
る
と
い
う
状
況
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

三
　
七
世
紀
の
多
様
な
技
術
と
技
術
伝
播
の
ル
ー
ト

　
古
式
な
法
隆
寺
の
特
徴

　

次
に
、
こ
の
七
世
紀
の
多
様
な
技
術
や
伝
播
の
ル
ー
ト
は
実
際
に
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
い
て

話
を
移
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
対
象
と
な
る
の
は
、
や
は
り
七
世
紀
後
半
に
建
て
ら
れ
た
法
隆
寺
で
す
。
法
隆
寺
に
は
、
飛
鳥
時
代
の
金
堂

や
五
重
塔
、
大
講
堂
と
い
っ
た
建
築
を
中
心
と
す
る
西
院
伽
藍
の
一
角
と
、
夢
殿
な
ど
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
東
院
伽

藍
と
い
う
一
角
が
あ
り
ま
す
。
今
日
の
テ
ー
マ
の
時
代
に
深
く
関
わ
る
の
は
西
院
伽
藍
の
方
で
す
が
、
法
隆
寺
に
は
実

は
中
近
世
の
建
築
等
を
含
め
て
国
宝
、
重
要
文
化
財
が
約
四
十
棟
と
非
常
に
集
ま
っ
て
い
る
寺
院
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
法
隆
寺
金
堂
が
、
七
世
紀
後
半
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
こ
と
は
先
に
も
話
し
ま
し
た
が
、
聖
徳
太
子
が
建
て
た
と

言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
存
す
る
金
堂
に
関
し
て
は
、
一
回
焼
失
を
し
た
後
に
再
建
を
さ
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れ
た
六
七
〇
年
以
降
の
七
世
紀
後
半
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
金
堂
の
建
築
的
特
徴

　

さ
て
、
法
隆
寺
金
堂
が
七
世
紀
後
半
の
最
先
端
の
建
築
だ
っ
た
の
か
、
ま
ず
は
こ
の
点
を
問
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
二
〇
二
二
年
の
建
設
の
建
築
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
時
代
の
最
先
端
の
建
築
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
法

隆
寺
も
同
じ
で
す
。
例
え
ば
七
世
紀
後
半
に
は
本
薬
師
寺
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
の
最
新
の
情
報
を
含
む
も
の
が
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
法
隆
寺
金
堂
は
、
細
部
を
見
て
い
く
と
、
ど
う
見
て
も
、
七
世
紀
後
半
よ
り
も
古
式
な

形
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
っ
て
い
ま
す
。
戦
前
か
ら
朝
鮮
半
島
の
高
句
麗
壁
画
な
ど
も
用
い
た
比
較
や

議
論
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
雲
斗
、
雲
肘
木
と
言
わ
れ
る
特
殊
な
組
物
形
式
は
、
そ
の
後
の
奈
良
時
代
以
降
の

建
築
で
は
基
本
的
に
は
用
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
高
欄
に
入
る
卍
崩
し
や
そ
の
下
の
人
字
栱
も
基
本
的
に
日
本
の
建

築
で
は
用
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
人
字
栱
に
関
し
て
言
う
と
、
中
国
の
唐
で
は
人
字
栱
が
非
常
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
人
字
栱
と
い
う
形
は
あ
ま
り
好
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
受
容
す
る
日
本
の
側
で
明
ら
か
な
選
択
を
し
て
、
使
わ
な
い
、
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。
ち
な
み
に
金
堂
上
層
の
隅
に
立
っ
て
い
る
龍
の
彫
刻
の
柱
は
、
当
初
の
も
の
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の

工
匠
が
補
強
で
加
え
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
必
ず
し
も
現
在
、
見
え
て
い
る
建
築
の
姿
が
建
築
当
初
の
姿
そ
の
ま
ま

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
踏
ま
え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
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さ
ら
に
細
か
い
と
こ
ろ
を
見
て
い
く
と
、
大
斗
の
下
部
に
皿
斗
が
付
い
て
い
ま
す
。
大
斗
と
い
う
大
き
な
組
物
の
部

材
の
下
に
盤
の
よ
う
に
皿
斗
が
付
い
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
も
後
の
時
代
に
な
る
と
基
本
的
に
は
使
わ
れ
な
い
技
法

で
す
（
も
っ
と
も
、
中
世
に
な
る
と
大
仏
様
が
入
っ
て
き
て
、
再
び
付
く
の
で
す
が
）。
や
は
り
少
し
古
い
時
代
に
用

い
ら
れ
た
技
術
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
法
隆
寺
金
堂
に
は
、
そ
の
当
時
の
最
先
端
で
は
な
い
も
の
、
少
し
前
の

時
代
の
も
の
が
ま
だ
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
後
の
時
代
に
、
取
捨
選
択
の
中
で
使
わ
れ
な

く
な
っ
て
く
る
技
術
が
こ
の
法
隆
寺
の
建
築
に
は
見
え
る
わ
け
で
す
。

　
金
堂
の
意
匠

　

技
術
の
関
係
性
か
ら
金
堂
の
意
匠
を
見
て
い
く
と
、
法
隆
寺
の
建
築
は
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
ど
こ
か
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー
の
よ
う
に
持
ち
こ
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
中
国
で
も

北
斉
や
隋
と
い
っ
た
古
い
時
代
、
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
で
も
百
済
あ
る
い
は
高
句
麗
も
含
め
て
、
色
々
な
地
域
か
ら
の

情
報
が
集
ま
っ
て
入
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
レ
ベ
ル
で
の
技
術
伝
播
の
様
相
が
こ
の
法
隆
寺

一
つ
を
と
っ
て
も
見
え
る
わ
け
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
ど
こ
か
一
つ
の
法
隆
寺
の
建
築
の
根
源
を
求
め
て
、
そ
こ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
持
っ
て
き
た
、
と
い
う
単

純
な
話
で
は
決
し
て
な
い
の
で
す
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
、
部
分
部
分
を
摂
取
し
て
き
て
、
そ
れ
ら
を
ミ
ッ
ク
ス
し
て

で
き
て
い
る
の
が
法
隆
寺
金
堂
、
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
。
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七
世
紀
後
半
と
い
う
時
期
に
は
、
本
薬
師
寺
や
川
原
寺
な
ど
、
少
し
時
代
が
下
っ
て
く
る
と
大
官
大
寺
な
ど
、
先
進

的
な
寺
院
建
築
の
技
術
や
情
報
も
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
法
隆
寺
で
は
先
進
的
で
は
な
く
て
、
も
う
少
し
古

式
な
も
の
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
日
本
建
築
全
体
を
通
し
て
で
す
が
、
す
べ
て
の
寺
院
が
技
術
革
新
の
最

先
端
を
追
う
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
前
身
を
規
範
と
し
て
そ
れ
を
継
承
す
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
す
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
興
福
寺
は
そ
の
典
型
で
す
が
、
前
の
時
代
の
も
の
や
形
式
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
尊
重
し
続
け
る
行
為
も

見
ら
れ
る
の
で
す
。
も
し
、
当
時
の
す
べ
て
の
建
築
が
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
で
取
捨
選
択
が
ど
う
な
さ

れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
時
代
の
先
端
の
建
築
な
の
か
、
対
象
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
課
題
が
あ

る
わ
け
で
す
。

　
山
田
寺
の
発
掘
調
査
と
金
堂
の
特
殊
な
柱
配
置

　

現
存
建
築
は
法
隆
寺
の
み
で
す
が
、
同
様
の
情
報
を
持
つ
も
の
に
山
田
寺
の
発
掘
調
査
の
例
が
あ
り
ま
す
。

　

少
し
建
築
の
細
か
い
話
に
な
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
日
本
の
古
代
建
築
で
は
外
周
の
柱
が
長
方
形
に
並
ん
で
建
物
が

造
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
身
舎
と
い
う
部
分
が
基
本
に
な
り
ま
す
。
こ
の
建
物
の
奥
行
き
を
大
き
く
す
る
に
は
ど
う
し

た
ら
い
い
か
、
と
い
う
の
が
中
世
ぐ
ら
い
ま
で
長
年
の
課
題
と
し
て
、
日
本
建
築
は
発
展
し
て
き
ま
す
。
そ
の
一
つ
の

方
法
と
し
て
、
外
側
に
廂
と
い
う
差
し
掛
け
を
付
け
加
え
て
奥
行
き
を
増
や
す
方
法
が
と
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
正
面

側
に
廂
を
つ
け
て
あ
げ
れ
ば
面
積
が
少
し
増
え
、
背
面
側
に
も
つ
け
れ
ば
二
面
廂
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
増
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や
し
て
、
三
面
、
あ
る
い
は
一
番
大
き
い
形
の
四
面
廂
と
拡

大
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
、
本
体
（
身
舎
）

に
廂
を
付
加
す
る
形
で
、
建
物
を
大
き
く
し
て
い
き
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
身
舎
の
梁
と
い
う
部
分
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ホ
ー
ル
や
体
育
館
の
よ
う
な
大
空
間

に
梁
を
掛
け
る
に
は
、
大
き
な
梁
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
経
済
的
に
も
技
術
的
に
も
非
常
に
大
変
な
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
廂
を
つ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
周
に
さ
ら

に
柱
を
立
て
れ
ば
簡
単
で
す
。
こ
の
よ
う
に
平
面
的
に
建
物

を
大
き
く
す
る
形
で
は
、
柱
の
筋
が
基
本
的
に
揃
っ
て
き
ま

す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
山
田
寺
金
堂
は
、
特
殊
な
柱
配
置
と
な
り

ま
す
。

　

一
般
的
な
四
面
廂
建
物
の
柱
配
置
と
は
異
な
り
、
山
田
寺

の
場
合
に
は
放
射
状
に
柱
配
置
と
い
う
特
殊
な
形
を
と
っ
て

い
ま
す
（
図
４
）。
こ
れ
は
上
部
構
造
と
も
関
係
す
る
の
で

⾝舎：桁⾏３間×梁⾏２間
廂 ：桁⾏３間×梁⾏２間

⼭寺⾦堂 ⼀般的な四⾯廂建物
⾝舎：桁⾏３間×梁⾏２間
廂 ：桁⾏５間×梁⾏４間

⾝舎 ⾝舎

庇 庇

組物を含む出桁を⽀える構造体

出桁

○ 出桁を⽀える⽀点

『⼭⽥寺発掘調査報告書』より引⽤

図４ 山田寺寺金金堂堂のの特特殊殊なな柱柱配配置置図４　山田寺金堂の特殊な柱配置
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す
が
、
屋
根
の
斜
め
の
方
向
を
用
い
る
隅
木
を
支
え
る
た
め
、
組
物

の
部
分
も
同
じ
よ
う
に
斜
め
に
出
す
必
要
が
あ
る
、
そ
の
た
め
柱
配

置
も
放
射
状
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
方
法
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
山
田
寺
金
堂
の
柱
配
置
は
、
法
隆
寺
金
堂
や
唐
招

提
寺
金
堂
な
ど
の
古
代
の
現
存
建
築
を
見
て
も
存
在
し
な
い
特
殊
な

形
で
す
。
や
は
り
、
こ
の
柱
配
置
を
見
て
も
、
画
一
的
に
入
っ
て
き

た
、
あ
る
い
は
画
一
化
さ
れ
た
八
世
紀
以
降
の
建
築
と
は
ち
ょ
っ
と

違
う
建
築
技
術
が
あ
り
そ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
が
山
田
寺
の
柱
配
置

か
ら
見
て
取
れ
る
わ
け
で
す
。

　
山
田
寺
の
出
土
部
材
と
七
世
紀
の
建
築
技
術

　

山
田
寺
に
は
も
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
発
掘
調
査
で
見
つ

か
っ
た
金
堂
も
重
要
で
す
が
、
第
六
次
発
掘
調
査
で
地
下
か
ら
建
築

部
材
が
出
て
き
た
東
面
回
廊
が
非
常
に
重
要
で
す
（
図
５
）。
出
土

し
た
建
築
部
材
は
、
再
度
組
み
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど
精
度
の
高
い
も
の

で
、
現
存
建
築
と
同
じ
ぐ
ら
い
に
豊
か
な
建
築
情
報
を
も
っ
て
い
ま

出典：『発掘遺構から読み解く古代建築』より引⽤

１９８４年（第６次）の調査

出典：『建物が語る⽇本の歴史』より引⽤

図５ 山田寺東面回廊の出土建築部材図５　山田寺東面回廊の出土建築部材
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す
。
こ
れ
を
現
存
す
る
法
隆
寺
廻
廊
と
比
べ
て
み
ま

し
た
（
図
６
）。

　

山
田
寺
回
廊
は
法
隆
寺
西
院
伽
藍
の
廻
廊
よ
り
も

古
い
時
期
の
も
の
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
見

る
と
、
共
通
す
る
点
と
し
て
は
柱
が
少
し
膨
れ
る
形

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
の
エ
ン
タ
シ
ス
と

関
係
が
あ
る
と
か
つ
て
言
わ
れ
た
り
し
ま
し
た
（
現

在
は
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
）。
あ
る
い
は
、
肘
木
に

笹
繰
と
い
う
、
笹
葉
状
に
上
端
を
削
る
部
分
が
あ
り

ま
す
。
胴
張
り
の
あ
る
柱
も
笹
繰
も
後
の
時
代
で
は

見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
が
、
山
田
寺
と
法
隆
寺
で
は

こ
の
二
つ
が
共
通
し
て
見
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、
法
隆
寺
の
大
斗
に
は
皿
斗
が
付
く
古
い

形
式
で
す
が
、
山
田
寺
で
は
皿
斗
を
使
っ
て
い
ま
せ

ん
。
垂
木
も
法
隆
寺
で
は
角
の
四
角
い
断
面
で
す

が
、
山
田
寺
で
は
丸
い
断
面
で
す
。
さ
ら
に
扉
の
吊

・胴張りのある柱
・⼤⽃は⽫板が付いて⽫⽃とする
・肘木に笹繰をもつ（舌なし、金堂あり）
・垂⽊は⾓断⾯で反りのない⼀軒
・扉を吊る部材は⻑押
・頭貫の上辺は柱天と同⾼

・胴張りのある柱
・⼤⽃を⽫⽃としない
・肘木に笹繰をもつ（舌あり）
・垂⽊は丸断⾯で反りのある⼀軒
・藁座を⽤いて扉を吊る。地覆⽯に軸⽳を穿つ
・頭貫を⽋き込んで⼤⽃をのせる

図図６６ 山山田田寺寺回回廊廊とと法法隆隆寺寺廻廻廊廊

出典：『⼭⽥寺発掘調査報告書』より引⽤

図６　山田寺回廊（左）と法隆寺廻廊（右）
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り
方
に
も
違
い
が
あ
り
ま
す
。
扉
の
取
り
付
け
方
で
は
軸
穴
の
つ
け
方
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
古
代
日
本
で

は
長
押
と
い
う
横
木
に
軸
穴
を
あ
け
て
扉
を
吊
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
方
法
で
す
。
中
世
以
降
に
な
る
と
、
藁
座
と

い
う
穴
を
開
け
た
部
材
を
付
け
て
、
そ
こ
に
扉
の
軸
を
挿
せ
ば
簡
単
に
扉
を
取
り
付
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
方
が
、
例
え

ば
軸
穴
が
壊
れ
て
も
藁
座
だ
け
取
り
替
え
れ
ば
よ
く
、
合
理
的
な
の
で
す
。
し
か
し
、
古
代
で
は
藁
座
は
基
本
的
に
使

わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
山
田
寺
の
部
材
が
出
て
く
る
以
前
に
は
、
現
存
建
築
を
見
る
限
り
、
使
わ
な
い
と
考

え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
山
田
寺
の
発
見
以
前
は
法
隆
寺
が
七
世
紀
の
建
築
情
報
の
ほ
ぼ
す
べ
て
で
し
た
が
、
山
田
寺
で

は
法
隆
寺
と
は
違
う
方
法
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
見
え
て
き
た
わ
け
で
す
。

　
山
田
寺
の
出
部
材
に
見
え
る
特
殊
な
方
法

　

さ
て
藁
座
と
い
う
の
は
横
か
ら
打
ち
付
け
、
そ
の
軸
摺
穴
に
扉
板
の
軸
を
嵌
め
込
む
の
に
対
し
て
、
法
隆
寺
廻
廊
で

は
長
押
と
い
う
横
材
を
打
っ
て
、
そ
の
軸
穴
に
扉
の
軸
を
入
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
藁
座
と
い
う
方
法
は
、
現
存
建
築
で

見
た
日
本
建
築
史
で
は
、
中
世
の
大
仏
様
以
降
の
技
術
、
と
ず
っ
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
確
か
に
中
世
以
降
の
も

の
を
見
る
と
藁
座
は
多
く
み
ら
れ
、
禅
宗
様
と
い
う
技
術
で
も
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
古
代
の
現
存
建
築
に
は

見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
山
田
寺
の
出
土
建
築
部
材
の
発
見
に
よ
っ
て
、
実
は
も
っ
と
古
く
か
ら
日
本
で
も
藁
座
を
用
い

て
い
た
ら
し
い
、
た
だ
し
八
世
紀
以
降
に
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
見
え
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
も
、
技
術

は
入
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
も
継
続
的
に
は
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
判
り
ま
す
。
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さ
ら
に
も
う
一
つ
、
肘
木
と
い
う
組
物
の
部
材
の
話

を
い
た
し
ま
す
。
例
え
ば
平
三
斗
と
い
う
組
物
に
用
い

る
肘
木
の
長
さ
は
、
一
般
的
に
肘
木
の
上
に
乗
る
斗
が

三
つ
並
ん
だ
く
ら
い
の
長
さ
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
山

田
寺
で
は
、
非
常
に
長
い
肘
木
が
出
土
し
ま
し
た
。
で

は
、
こ
の
長
い
肘
木
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
想
定
さ
れ
る
姿
は
二
段
重
ね
た
肘
木
で
、
そ
の

上
段
の
肘
木
が
長
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
図
７
）。
た

だ
し
古
代
の
現
存
建
築
で
は
、
こ
う
し
た
肘
木
は
確
認

で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
中
世
以
降
に
な
る
と
、
禅
宗
様

と
い
う
技
術
で
は
長
い
肘
木
を
使
い
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
の
南
方
系
、
福
建
省
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
中

世
以
降
に
見
え
る
建
築
の
技
法
が
、
ど
う
も
山
田
寺
で
は
入
っ
て
き
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
言
っ

た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
奈
良
時
代
以
降
に
唐
か
ら
入
っ
て
き
た
技
術
と
は
別
系
統
の
も
の
が
、
こ
の
山
田
寺
の
出
土
建

築
部
材
、
こ
の
部
材
一
つ
一
つ
か
ら
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

出典：『⼭⽥寺発掘調査報告書』より引⽤

図図７７ 山山田田寺寺のの特特殊殊なな長長いい肘肘木木
図７　山田寺の特殊な長い肘木
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山
田
寺
の
技
術
と
東
ア
ジ
ア

　

こ
の
山
田
寺
に
つ
い
て
東
ア
ジ
ア
と
の
関
係
を
踏
ま
え
、
少
し
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。
東
ア
ジ
ア
レ
ベ
ル
で
見
る
と
、

藁
座
が
、
大
仏
様
や
禅
宗
様
の
よ
う
な
中
世
以
降
に
見
ら
れ
る
技
術
導
入
よ
り
も
前
に
、
既
に
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う

こ
と
が
判
り
ま
す
。
た
だ
し
、
古
墳
時
代
以
前
の
高
床
倉
庫
な
ど
で
も
、
こ
の
藁
座
で
扉
を
嵌
め
る
方
法
も
あ
っ
た
り

し
ま
す
。
こ
の
辺
り
の
技
術
伝
播
や
技
術
継
承
の
関
係
性
の
詳
細
は
検
討
課
題
で
す
。
た
だ
し
少
な
く
と
も
山
田
寺
に

は
藁
座
の
技
術
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
確
か
で
す
。
そ
し
て
、
横
に
広
が
る
肘
木
は
、
禅
宗
様
の
組
物
と
共
通
す
る
の

で
、
も
し
か
す
る
と
中
世
以
降
に
見
ら
れ
る
中
国
の
南
方
系
の
技
術
が
七
世
紀
に
既
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
が
、
東
ア
ジ
ア
レ
ベ
ル
で
の
技
術
伝
播
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
に
な
っ
て
き
ま

す
。

　
古
代
建
築
研
究
の
可
能
性

　

も
う
一
点
、
古
代
建
築
の
特
殊
性
と
し
て
、
山
田
寺
金
堂
の
特
殊
な
柱
配
置
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
法
は
全
国
で
少

例
で
す
が
、
他
に
も
い
く
つ
か
確
認
さ
れ
て
い
て
、
二
重
の
屋
根
の
建
物
を
建
て
る
た
め
の
技
術
で
は
な
い
か
、
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
建
築
部
材
か
ら
、
現
存
建
築
に
匹
敵
す
る
建
築
技
術
を
分
析
で
き
る
、
そ
の
可
能

性
が
あ
る
、
と
い
う
点
も
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
特
に
、
現
存
す
る
法
隆
寺
と
発
掘
さ
れ
た
山
田
寺
を
比
較
す
る
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と
、
確
実
に
技
術
伝
播
に
二
つ
以
上
の
違
う
ル
ー
ト
が
あ
る
こ

と
が
見
え
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
言
う
と
、
現
存
建
築
と
い
う
の

は
、
か
つ
て
存
在
し
た
数
多
く
の
建
築
の
ご
く
一
部
だ
け
が
、

偶
然
に
残
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
普
遍
性
を
示
す
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
山
田
寺
と
法
隆
寺
の
事
例
か
ら
も
見
え
て

く
る
わ
け
で
す
。

　
四
天
王
寺
の
扇
垂
木
と
薬
師
寺
東
塔
の
両
層
蘭
額

　

次
に
四
天
王
寺
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

四
天
王
寺
の
発
掘
調
査
で
は
屋
根
を
支
え
て
い
る
垂
木
と
い

う
部
材
が
隅
木
と
一
緒
に
出
土
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
垂

木
が
放
射
状
に
並
ん
で
い
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
（
図
８
）。

四
天
王
寺
の
垂
木
の
発
見
ま
で
は
、
飛
鳥
時
代
や
奈
良
時
代
の

垂
木
は
、
た
と
え
隅
木
が
斜
め
に
置
か
れ
て
も
、
垂
木
は
平
行

に
並
べ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
四

天
王
寺
で
出
土
し
た
垂
木
で
は
扇
状
に
並
ぶ
と
い
う
方
法
が
確

図図８８ 四四天天王王寺寺のの扇扇垂垂木木

出典：『古建築を復元する』より引⽤

出典：『四天王寺』より引⽤

図８　四天王寺の扇垂木
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認
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
扇
垂
木
と
い
う
形
式
は
、
中

世
以
降
の
方
法
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ど
う

も
、
こ
の
方
法
も
古
い
時
代
か
ら
日
本
に
あ
っ
た
ら
し

い
と
い
う
こ
と
が
考
古
学
的
な
成
果
か
ら
判
っ
て
き
ま

し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
扇
垂
木
も
、
現
存
建
築
か
ら

の
研
究
の
み
で
は
、
い
か
に
画
一
化
さ
れ
た
も
の
し
か

見
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
視
点
の
不
足
を
示
す
わ
け

で
す
。
そ
し
て
、
失
わ
れ
た
も
の
の
中
に
、
ど
れ
ほ
ど

多
様
な
も
の
が
過
去
に
存
在
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
示
す
一
つ
の
例
で
す
。

　

次
に
私
も
修
理
現
場
に
従
事
し
て
い
た
薬
師
寺
東
塔

の
例
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
唐
か
ら
日
本
に
入
っ
て
い
な

い
と
思
わ
れ
た
技
術
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
両
層
闌
額

と
い
う
、
頭
貫
と
い
う
部
材
の
下
に
も
う
一
つ
横
架
材

が
入
る
形
で
す
。
薬
師
寺
東
塔
で
は
、
解
体
修
理
す
る

前
に
は
こ
の
部
分
が
瓦
に
覆
わ
れ
て
い
た
の
で
、
下
の

図図９９ 薬薬師師寺寺東東塔塔とと描描かかれれたた唐唐のの両両層層闌闌額額

上左 奈良県⽂化・教育・くらし創造部⽂化財保存事務所編『国宝薬師寺東塔修理⼯事報告書』図版編、2021年、第152図
上右 傅熹年主编『中国古代建築史』第2巻、两晋、南北朝、隋唐、五代建筑、中國建筑⼯业出版社、2001年、p.379、図3-1-19

図９　薬師寺東塔と描かれた唐の両層闌額
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部
材
が
見
え
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
解
体
修
理
で
瓦
を
外
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
下
方
に
も
も
う
一
本
の
横
架
材
が
入
っ

て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
中
世
以
降
、
貫
と
い
っ
て
柱
と
柱
を
貫
通
さ
せ
る
貫
と
い
う
技
術
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

こ
で
は
部
材
は
そ
れ
ぞ
れ
柱
ご
と
に
部
材
が
分
か
れ
た
方
法
で
あ
る
こ
と
も
判
り
ま
し
た
。

　

こ
の
発
見
の
何
が
重
要
か
と
い
う
と
、
実
は
中
国
の
壁
画
で
は
両
層
闌
額
を
用
い
た
建
築
が
多
く
描
か
れ
て
い
ま
す

（
図
９
）。
こ
れ
ま
で
も
壁
画
か
ら
両
層
闌
額
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
て
、
な
ぜ
日
本
で
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
薬
師
寺
東
塔
の
例
を
見
る
と
、
両
層
闌
額
も
き
ち
ん
と
日
本
で
用

い
ら
れ
た
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
逆
に
言
う
と
、
こ
の
両
層
闌
額
は
、
薬
師
寺
東
塔
よ
り
後
の

古
代
の
建
築
で
は
、
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
や
は
り
日
本
で
は
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
わ
け

で
す
。
む
し
ろ
十
一
世
紀
に
な
る
と
、
中
国
寧
波
の
保
国
寺
大
殿
な
ど
で
、
束
は
入
っ
て
な
い
で
す
け
れ
ど
も
両
層
闌

額
は
綺
麗
に
残
っ
て
い
て
、
現
存
建
築
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
薬
師
寺
東
塔
の
両
層
闌
額
か
ら
、
唐
か
ら
の
直
接
的
で
強
い
影
響
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き

ま
す
。
現
在
の
平
城
京
の
薬
師
寺
東
塔
と
、
藤
原
京
の
本
薬
師
寺
に
は
、
数
十
年
の
時
期
差
が
あ
り
ま
す
の
で
、
両
者

の
塔
が
同
じ
形
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
本
薬
師
寺
も
薬
師
寺
東
塔
と
同
じ
形
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
こ

に
唐
の
技
術
が
入
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
新
羅
経
由
か
も
知
れ
な
い
で
す
が
、
唐
の
技

術
が
入
っ
て
き
た
可
能
性
も
十
分
に
想
起
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
先
ほ
ど
の
藤
原
京
と
の
齟
齬
が
出
て
く
る
の

で
、
取
捨
選
択
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
国
家
中
枢
の
都
城
や
宮
殿
で
は
な
く
、
寺
院
な
ど
の
情
報
は
あ
る
特
定
の
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ル
ー
ト
か
ら
情
報
が
入
っ
て
き
た
の
か
、
現
在
、
こ
れ
ら
を
考
え

る
素
地
が
揃
い
つ
つ
あ
る
わ
け
で
す
。

　
校
倉
の
特
殊
な
技
術

　

も
う
一
つ
、
東
ア
ジ
ア
の
建
築
技
術
を
考
え
る
う
え
で
、
校
倉

を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

校
倉
と
い
う
と
正
倉
院
正
倉
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
、
校
倉
の
最
大
の
特
徴
は
横
木
を
積
層
さ
せ
て
造

る
点
に
あ
り
ま
す
。
通
常
の
仏
堂
な
ど
で
は
柱
を
立
て
て
い
く
の

で
、
基
本
的
な
柱
位
置
を
決
め
る
設
計
方
法
と
な
り
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
て
、
校
倉
は
横
木
を
積
層
さ
せ
て
い
く
の
で
、
横
木
の
長

さ
を
基
本
的
な
設
計
単
位
と
し
て
考
え
て
い
き
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
仏
堂
の
設
計
方
法
と
は
全
然
違
う
設
計
基
準
が
校
倉
に
は
あ

る
わ
け
で
す
。

　

屋
根
の
架
構
を
見
る
と
、
校
倉
の
内
部
中
に
は
柱
を
置
か
な
い

の
で
、
母
屋
桁
を
支
え
る
束
踏
み
を
置
く
技
術
が
特
殊
な
方
法
と

図図１１００ 校校倉倉のの振振隅隅

修理⼯事報告書より

図10　校倉の振隅
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し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
校
倉
は
非
常
に
小
規
模
の
も
の
が
多
く
、

寄
棟
造
と
す
る
の
で
、
大
棟
を
長
く
見
せ
る
た
め
に
屋
根
の
隅
木
を
少
し
外

側
に
振
る
振
隅
と
い
う
特
殊
な
方
法
も
用
い
ら
れ
ま
す
。
振
隅
と
い
う
技
術

は
、
少
な
く
と
も
古
代
の
建
築
で
は
校
倉
だ
け
に
見
ら
れ
る
技
術
で
あ
り
、

金
堂
や
講
堂
と
い
っ
た
一
般
的
な
仏
堂
と
は
全
く
異
な
る
技
術
を
使
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
（
図
10
）。
さ
ら
に
振
隅
の
校
倉
は
、

組
物
も
隅
二
組
物
と
い
う
特
殊
な
組
物
を
使
っ
て
い
ま
す
（
図
11
）。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
校
倉
に
特
有
な
技
術
に
は
、
以
下
の
五
点
が
あ
り
ま

す
。
ま
ず
総
間
完
数
制
と
い
う
全
体
の
総
長
で
設
計
す
る
考
え
方
、
次
に
妻

梁
・
束
踏
み
と
い
っ
た
小
屋
組
み
の
特
殊
性
、
三
点
目
も
小
屋
組
み
で
す

が
、
入
母
屋
造
・
寄
棟
造
で
母
屋
桁
の
位
置
が
柱
筋
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
振
隅
と
い
う
棟
を
長
く
見
せ
る
工
夫
、
最
後
に
隅
二
組
物
と
い

う
特
殊
な
組
物
で
す
。
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
考
え
て
い
く
と
、
寺
院
の

金
堂
や
宮
殿
な
ど
の
主
要
建
築
と
は
全
然
違
う
設
計
体
系
で
造
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
判
り
ま
す
。

　

で
は
、
校
倉
の
技
術
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
話
を
移

修理⼯事報告書より

図図１１１１ 隅隅一一組組物物・・隅隅二二組組物物・・隅隅三三組組物物
図11　隅一組物・隅二組物・隅三組物

82鞠智城シンポジウム　古代の山城と東北城柵



し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
も
い
く
つ
か
あ
り
、
一
つ
は
高
句
麗
の
壁
画
に

描
か
れ
て
い
る
正
倉
院
の
よ
う
な
倉
、
も
う
一
つ
が
雲
南
に
似
た
よ
う
な
横

材
を
積
層
さ
せ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
（
図
12
）。
こ
の
技
術
が
雲
南
か
ら
中

国
の
北
側
を
回
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
高
句
麗
で
一
緒
に
な
り
ま
す
。

で
す
が
、
雲
南
か
ら
南
側
を
回
っ
て
き
て
い
る
と
す
る
と
、
こ
こ
に
も
ま
た

別
の
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
可
能
性
と
い
う
の
が
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
百

済
と
南
方
系
と
の
つ
な
が
り
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
を
経
由
す
る

か
否
か
も
課
題
で
す
。
さ
ら
に
、
現
存
す
る
倉
は
校
倉
で
す
が
、
正
税
調
な

ど
の
記
録
に
は
甲
倉
（
校
倉
）
の
他
、
板
倉
、
板
甲
倉
、
丸
木
倉
な
ど
、
多

様
な
倉
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
技
術
的
な
重
層
性
も
う
か
が
え

ま
す
。

　

以
上
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
建
築
技
術
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
く
と
、
校

倉
の
技
術
や
、
南
方
系
の
山
田
寺
の
技
術
、
既
往
の
朝
鮮
半
島
経
由
の
大
陸

系
か
ら
の
技
術
が
あ
る
状
況
で
、
重
層
的
か
つ
複
数
の
伝
播
ル
ー
ト
が
想
定

さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
古
代
山
城
が
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で

入
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
が
、
建
築
で
も
非
常
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
と
な

図図１１２２ 大大陸陸ににおおけけるる校校倉倉のの描描写写・・造造形形

関⼝欣也「朝鮮三国時代建築と法隆寺⾦堂の様式的系統」『江南禅院の源流、⾼麗の発展』中央公論美術出版、2012年、241p、図163
刘叙杰主编『中国古代建築史』第１巻、原始社会、夏、商、周、秦、汉建筑、中國建筑⼯业出版社、2003年、p.618、図5‐212

図12　大陸における校倉の描写・造形
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り
ま
す
。

四
　
古
代
山
城
の
渡
来
系
技
術
の
課
題

　
古
代
山
城
と
遺
構

　

最
後
に
古
代
山
城
の
問
題
に
つ
い
て
、
建
築
の
視
点
か
ら
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
目
に
、
や
は
り
古
代
山
城
同
士
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
枢
部
の
比
較
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
の
が
最
大
の
問
題
に

な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
鞠
智
城
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
他
の
山
城
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
す
が
、

や
は
り
全
体
像
が
見
え
て
く
る
と
、
建
築
の
基
本
や
規
格
が
見
え
て
く
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
特
殊
な
も
の
を
考
え
る

き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
逆
に
比
較
す
る
も
の
が
な
い
と
、
な
か
な
か
考
え
る
ス
タ
ー
ト
に
も
立
ち
に
く
い
わ

け
で
す
。

　

も
う
一
つ
が
、
総
柱
の
遺
構
に
つ
い
て
で
す
。
校
倉
の
総
長
設
計
で
も
話
し
ま
し
た
が
、
寸
法
の
規
格
が
重
要
に

な
っ
て
き
ま
す
。
朝
鮮
半
島
の
山
城
と
の
関
係
で
言
い
ま
す
と
、
地
下
の
倉
庫
、
い
わ
ゆ
る
木
槨
庫
と
い
う
貯
蔵
施
設

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
下
貯
蔵
施
設
が
ど
う
い
っ
た
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
鞠
智
城
で
検
出
し
て
い
る

倉
庫
群
の
機
能
と
同
じ
な
の
か
違
う
の
か
、
あ
る
い
は
、
中
枢
部
に
対
し
て
補
完
関
係
に
あ
る
の
か
、
機
能
面
か
ら
考

え
る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
施
設
運
営
を
す
る
の
か
、
機
能
分
散
さ
せ
る
の
か
と
い
っ
た
点

も
関
わ
っ
て
く
る
課
題
で
す
。
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鞠
智
城
の
八
角
形
遺
構

　

さ
て
、
最
後
に
八
角
形
遺
構
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

八
角
形
の
建
築
は
、
日
本
中
で
も
実
は
そ
ん
な
に
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
古
代
の
も
の
で
は
法
隆
寺
夢
殿
や
栄
山
寺
八

角
堂
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
奈
良
時
代
の
寺
院
建
築
の
理
解
で
は
、
八
角
形
平
面
の
建
築
は
人
の
廟

所
と
い
う
性
格
を
体
現
し
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
興
福
寺
北
円
堂
、
法
隆
寺
夢
殿
、
栄
山
寺
八
角
堂
は
、
い
ず
れ
も
人

を
祀
っ
て
い
ま
す
。
通
常
の
建
築
と
は
別
の
建
築
の
形
と
す
る
こ
と
で
、
建
物
の
機
能
が
廟
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一

つ
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
サ
イ
ン
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
こ
れ
ら
の
八
角
形
の
建
物
が
全
部
、
同
じ
技
術
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
法
隆
寺
夢
殿
と
栄
山
寺

八
角
堂
で
は
柱
配
置
か
ら
違
い
ま
す
。
鞠
智
城
鼓
楼
の
よ
う
に
放
射
状
に
出
て
く
る
柱
配
置
は
法
隆
寺
夢
殿
に
は
見
ら

れ
ま
す
が
、
栄
山
寺
八
角
堂
で
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
技
術
的
な
違
い
も
あ
る
の
で
、
一
概
に
平
面
の
形
か

ら
機
能
と
直
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
も
一
つ
の
難
し
い
点
で
す
。

　
お
わ
り
に

　

上
野
邦
一
さ
ん
が
日
中
韓
に
ベ
ト
ナ
ム
を
含
め
た
地
域
の
八
角
形
建
物
を
比
較
検
討
し
て
、
祭
祀
に
関
わ
る
遺
構
で

は
な
い
か
、
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
朝
鮮
半
島
、
特
に
新
羅
等
の
八
角
形
遺
構
と
の
関
係

は
一
つ
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
逆
に
も
し
、
八
角
形
遺
構
が
古
代
山
城
の
軍
事
的
な
機
能
に
関
係
が
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あ
り
、
軍
事
的
に
必
要
な
施
設
で
あ
れ
ば
、
他
の
山
城
で
も
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
特
に
望

楼
と
か
鼓
楼
な
ど
、
古
代
山
城
と
し
て
必
要
な
機
能
や
施
設
を
想
定
し
た
う
え
で
検
討
し
て
、
遺
構
ご
と
に
形
態
と
機

能
を
一
対
一
対
応
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
形
の
建
築
で
も
、
機
能
さ
え
補
完
し
て
い
れ
ば
い
い
の
か
、
こ
う

し
た
と
こ
ろ
ま
で
含
め
た
検
討
が
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
の
点
で
、
中
枢
部
の
発
掘
が
進
み
、
全
容
の
検
討
を
し
て
い
る

鞠
智
城
は
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー
と
位
置
付
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
日
本
に
入
っ
て
き
た
段
階
で
、
古
代
山
城
の
技
術
伝
播
の
ル
ー
ト
と
い
う
の
が
直
接
、
鞠
智
城
に
入
っ
て
き
た

の
か
、
あ
る
い
は
中
央
や
大
宰
府
な
ど
に
入
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
も
課
題
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
技
術
も

選
択
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
含
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
特
に
七
世

紀
の
段
階
で
は
単
一
の
ル
ー
ト
で
、
ど
こ
か
一
箇
所
か
ら
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
重
層
的
に
、
色
々
な
と
こ
ろ
か

ら
、
色
々
な
技
術
が
入
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
で
、
倭
国
・
日
本
列
島
の
側
が
主
体
的
に
選
ん
で
い
る
の
か
、

あ
る
い
は
主
体
的
で
は
な
い
結
果
と
し
て
、
そ
の
ル
ー
ト
し
か
な
く
入
っ
て
き
た
の
か
、
こ
の
重
層
性
を
踏
ま
え
て
考

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

古
代
山
城
の
建
築
技
術
に
関
し
て
言
う
と
、
構
造
・
意
匠
を
含
め
た
建
築
設
計
の
よ
う
な
高
次
の
技
術
レ
ベ
ル
と
加

工
な
ど
の
技
能
レ
ベ
ル
の
両
面
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
鞠
智
城
に
限
ら
ず
、
古
代
の
建
築
を
考
え
る
う
え

で
は
、
こ
れ
ら
の
技
術
と
技
能
の
二
つ
の
重
層
性
と
い
う
問
題
も
重
要
で
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
代
山
城
に
関
し
て
は
鞠
智
城
以
外
の
古
代
山
城
で
も
中
枢
部
の
調
査
が
広
ま
る
こ
と
で
、
古
代
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山
城
あ
る
い
は
古
代
建
築
の
技
術
が
ど
う
い
う
ル
ー
ト
で
大
陸
か
ら
入
っ
て
い
る
か
、
日
本
列
島
で
技
術
が
伝
播
し
て

い
る
の
か
を
解
明
す
る
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
古
代
建
築
の
技
術
伝
播
の
解
明
が
進
む
こ
と

で
、
古
代
山
城
、
そ
し
て
鞠
智
城
が
、
東
ア
ジ
ア
の
中
で
位
置
付
け
ら
れ
、
よ
り
価
値
を
増
す
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

今
日
は
こ
れ
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

 （
本
発
表
は
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｂ
「
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
建
築
技
術
体
系
・
技
術
伝
播
の
解
明
と

日
本
建
築
の
特
質
」
課
題
番
号18H

01618

の
成
果
を
一
部
含
む
）
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報
告
④　

渡
来
系
技
術
の
導
入
と
古
代
山
城

講
演
者
紹
介

吉
村　

武
彦
（
よ
し
む
ら　

た
け
ひ
こ
）

東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
科
卒
業
。
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
博
士
課
程
中
退
。
東

京
大
学
文
学
部
助
手
、
千
葉
大
学
専
任
講
師
・
助
教
授
・
教
授
、
明
治
大
学
文
学
部
教
授
を
歴
任
。

現
在
、
明
治
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
日
本
古
代
史
。
博
士
（
文
学
）。
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「
渡
来
系
技
術
の
導
入
と
古
代
山
城
」

明
治
大
学
名
誉
教
授
　
吉
村
　
武
彦

は
じ
め
に

　
渡
来
系
移
住
民
の
役
割

　

た
だ
今
、
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
吉
村
と
申
し
ま
す
。
も
う
退
職
し
て
か
ら
相
当
時
間
が
経
っ
て
き
て
い
る
の
で

す
が
、
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。
昨
年
に
続
き
今
回
も
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

さ
て
、私
の
テ
ー
マ
は
、「
渡
来
系
技
術
の
導
入
と
古
代
山
城
」で
す
。
こ
の
テ
ー

マ
を
、
渡
来
系
技
術
の
導
入
、
大
宰
府
と
鞠
智
城
、
そ
し
て
肥
後
国
と
百
済
と

い
っ
た
順
に
お
話
し
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
二
週
間
前
に
日
本

考
古
学
協
会
の
大
会
に
参
加
す
る
た
め
、
九
州
大
学
伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス
を
訪
れ
、

か
つ
て
韓
鍛
冶
の
木
簡
が
出
土
し
た
土
地
に
立
ち
、「
あ
ぁ
そ
う
だ
、
や
は
り
韓

鍛
冶
の
問
題
と
か
、
そ
う
す
る
と
才
伎
の
問
題
等
も
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
最
初
に
そ
の
話
か
ら
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
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と
思
っ
て
お
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

今
ま
で
は
渡
来
人
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
出
自
よ
り
も
移
住
、
移
民
と
い
う
面
を
重
視
・
強
調
し

た
方
が
い
い
と
い
う
考
え
方
を
も
っ
て
い
ま
す
の
で
、
渡
来
系
移
住
民
、
あ
る
い
は
朝
鮮
系
移
住
民
と
言
っ
て
い
ま
す
。

渡
来
系
移
住
民
と
い
う
の
が
な
ぜ
重
要
か
、
関
晃
さ
ん
は
、
種
種
の
技
術
と
か
知
識
と
か
文
物
に
よ
っ
て
、
社
会
と
文

化
の
発
展
で
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
か
ら
だ
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
、
石
母
田
正
さ
ん
も
日

本
文
明
の
転
換
に
は
渡
来
系
移
住
民
の
貢
献
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
石
母

田
正
さ
ん
と
の
写
真
で
す
が
、
こ
の
横
に
い
る
の
は
私
で
す
。
今
か
ら
想
像
で
き
な
い
よ
う
な
頭
の
姿
。
こ
れ
千
葉
大

学
時
代
で
す
。
明
治
大
学
が
人
を
こ
き
使
う
の
が
い
か
に
ひ
ど
い
の
か
、
今
は
こ
ん
な

ふ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
笑
）
そ
れ
で
は
補
足
資
料
を
見
て
下
さ
い
。

　

東
ア
ジ
ア
世
界
論

　

最
初
に
「
東
ア
ジ
ア
世
界
論
」
で
す
。
中
国
と
朝
鮮
諸
国
、
そ
れ
か
ら
日
本
、
ベ
ト
ナ

ム
の
四
地
域
を
、
東
ア
ジ
ア
世
界
論
と
い
う
捉
え
方
を
す
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
と
い
う

問
題
で
す
。
こ
の
東
ア
ジ
ア
世
界
は
、
漢
字
文
化
圏
と
言
っ
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
で

し
ょ
う
か
。
西
嶋
定
生
さ
ん
は
、
漢
字
、
政
治
思
想
の
も
と
に
な
っ
た
儒
教
、
政
治
制

度
の
律
令
法
、
そ
れ
か
ら
漢
訳
仏
典
に
基
づ
く
仏
教
を
指
標
と
し
て
挙
げ
て
い
ま
す
。

報
告
④
 
渡
来
系
技
術
の
導
入
と
古
代
山
城
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た
だ
し
、
私
は
西
嶋
説
を
い
ろ
い
ろ
検
討
す
る
中
で
、
儒
教
の
評
価
を
律
令
法
と
並
ぶ
よ
う
な
礼
制
の
問
題
と
し
て
考

え
な
け
れ
ば
駄
目
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
西
嶋
説
で
は
、
渡
来
系
技
術
と
い
う
問
題
は
説
明
で

き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
漢
字
を
介
し
て
い
る
技
術
は
わ
か
る
の
で
し
ょ
う
が
、
技
術
の
移

転
に
は
人
の
移
動
が
必
要
で
は
な
い
か
、
と
今
回
準
備
す
る
中
で
思
い
ま
し
た
。

　
五
世
紀
に
お
け
る
開
発

　

こ
の
と
こ
ろ
、
五
世
紀
に
お
け
る
渡
来
系
移
住
民
に
よ
る
開
発
と
い
う
の
が
、
ず
い
ぶ
ん
と
評
価
さ
れ
て
き
て
お
り

ま
す
。
特
に
大
阪
に
あ
た
る
河
内
地
域
の
開
発
で
す
ね
。
こ
の
河
内
湖
と
そ
の
周
辺
で
、
朝
鮮
式
土
器
と
か
韓
式
土
器

と
か
呼
ば
れ
る
朝
鮮
半
島
か
ら
来
た
土
器
が
多
く
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。渡
来
系
移
住
民
た
ち
が
た
く
さ
ん
来
て
い
る
、

文
字
と
お
り
移
住
し
て
来
て
い
る
、
と
い
う
場
所
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
最
近
、
埴
輪
の
研
究
も
進
ん
で
き
て
お
り

ま
し
て
、
明
治
大
学
に
い
る
若
狭
徹
さ
ん
が
、
渡
来
系
の
人
た
ち
の
埴
輪
を
抽
出
す
る
、
と
い
っ
た
面
白
い
こ
と
や
っ

て
い
ま
す
。
須
恵
器
と
か
韓
鍛
冶
と
か
馬
飼
集
団
、
こ
れ
は
河
内
地
域
を
考
え
る
場
合
に
は
非
常
に
重
要
だ
と
い
う
こ

と
が
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
地
元
肥
後
で
考
え
ま
す
と
、
こ
の
冠
帽
、
実
は
江
田
船
山
古
墳
か
ら
出
て
き
て
い
る
も
の
で
す
ね
。
韓
国

で
も
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
、
そ
れ
も
冠
帽
だ
け
で
は
な
く
耳
飾
り
や
沓
な
ど
、
百
済
の
地
域
と
共
通
す
る
も
の
が
い
っ
ぱ

い
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
や
は
り
、
こ
の
肥
後
と
百
済
は
か
な
り
古
い
時
期
か
ら
関
係
が
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
と
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思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
交
流
関
係
が
ど
う
継
承
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
も
立
て
る
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　「
才
伎
」
の
渡
来

　

そ
れ
で
考
え
た
の
が
、
才
伎
、
手
末
才
伎
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
す
。
才
伎
を
技
術
者
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
き

ま
す
と
、
日
本
列
島
の
文
明
化
に
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
才
伎

に
つ
い
て
文
字
史
料
が
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
考
古
学
や
建
築
学
な
ど
の
知
識
に
基
づ
い
て
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
こ
れ
を
、
戸
令
没
落
外
蕃
条
の
大
宝
令
条
文
と
養
老
令
条
文
が
違
っ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
才
伎
と
は
何
か
、
律
令
に
お
け
る
才
伎
・
長
上
の
才
伎
に
つ
い
て
の
当

時
の
議
論
が
、『
令
集
解
』
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
は
『
日
本
書
紀
』
で
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
か
っ
て
い
う
と
、
百
済
の
場
合
が
「
今
来
の
才
伎
」
と
か
「
手

末
の
才
伎
」
と
か
具
体
的
に
い
く
つ
か
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
例
え
ば
、
陶
部
と
か
鞍
部
、
そ
れ
か
ら
画

部
、
絵
描
き
の
方
で
す
ね
、
そ
れ
か
ら
錦
部
と
か
訳
語
が
あ
り
ま
す
。「
手
末
の
才
伎
」
の
場
合
に
も
、
こ
れ
は
漢
織
・

呉
織
・
衣
縫
と
い
っ
た
布
製
品
の
製
作
技
術
者
が
出
て
き
ま
す
。
あ
と
『
類
聚
三
代
格
』
で
す
と
、
舞
の
先
生
と
か
も

出
て
き
ま
す
。
歌
謡
と
も
関
係
し
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
職
能
の
持
ち
主
を
才
伎
と
言
っ
て
い

る
の
で
す
。
実
は
こ
れ
中
国
の
唐
令
に
は
無
い
ん
で
す
。
飛
鳥
浄
御
原
令
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
、
唐
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令
に
無
く
て
、
敢
え
て
大
宝
令
に
入
れ
た
っ
て
い
う
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
お
そ
ら
く
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
渡
来

系
の
人
達
が
列
島
に
来
た
役
割
と
い
う
の
を
、
大
宝
令
の
編
纂
者
が
認
識
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　
『
類
聚
三
代
格
』 

、
こ
れ
は
資
料
を
一
ペ
ー
ジ
に
収
め
る
た
め
に
、
必
要
な
箇
所
だ
け
で
す
。
全
文
は
入
っ
て
お
り

ま
せ
ん
が
、
資
料
に
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
筑
前
の
「
韓
鉄
」
木
簡

　

さ
て
、
二
週
間
前
に
気
が
つ
い
た
の
が
「
壬
辰
年
韓
鉄
」
木
簡
で
す
。
壬
辰
年
は
六
九
二
年
、
持
統
六
年
で
す
。
歴

史
学
の
問
題
と
し
て
非
常
に
重
要
な
の
は
、
出
土
し
た
地
域
で
あ
る
志
麻
郡
の
郡
大
領
が
肥
君
猪
手
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
や
は
り
、
肥
君
の
問
題
と
し
て
、
肥
後
と
も
結
び
つ
き
ま
す
し
、
韓
鍛
冶
な
ど
の
技
術
の
問
題
と
し
て
考

え
る
必
要
も
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
志
麻
郡
の
場
所
は
皆
さ
ん
の
方
が
詳
し
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、﹇
地

図
を
み
て
﹈
こ
の
あ
た
り
で
す
よ
ね
、
渡
来
系
と
関
係
す
る
「
韓
良
郷
」
が
あ
り
ま
す
。「
か
ら
か
ち
」
と
い
う
地
名

が
あ
り
ま
す
。

　

古
く
は
、
卑
奴
母
離
と
い
う
役
職
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
（
魏
志
倭
人
伝
）。
渡
来
系
移
住
民
に
つ
い
て
は
、
筑

前
の
方
は
大
宰
府
も
あ
り
比
較
的
説
明
し
や
す
い
か
と
思
い
ま
す
。
豊
前
の
方
で
は
亀
田
修
一
さ
ん
が
ず
い
ぶ
ん
と
渡

来
系
移
住
民
の
こ
と
を
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
、
肥
後
で
は
史
料
が
少
な
く
ち
ょ
っ
と
説
明

し
づ
ら
い
。
こ
う
い
う
韓
鍛
冶
の
問
題
と
い
う
の
は
、
肥
君
猪
手
の
よ
う
な
人
物
が
い
な
け
れ
ば
別
か
も
し
れ
ま
せ
ん
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が
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
の
初
め
頃
、
肥
君
一
族
と
筑
紫
の
肥
君
と
の
関
係
が
一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
と

い
う
問
題
に
関
係
し
て
き
ま
す
。
そ
し
て
技
術
的
問
題
を
解
く
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
大
宝
令
の
没
落
外
蕃

条
の
才
伎
な
の
で
す
。

　
技
術
者
の
渡
来

　

養
老
令
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、『
令
集
解
』
戸
令
没
落
外
蕃
条
の
中
に
大
宝
令
の
注
釈
書
で
あ
る
「
古
記
」

に
問
答
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
の
法
律
問
答
と
同
じ
で
、民
法
百
問
百
答
な
ん
て
い
う
発
想
と
同
じ
で
す
。
そ
の『
令

集
解
』
に
「
問
う
。
若
し
才
伎
有
ら
ば
、
奏
聞
し
て
勅
を
聴
け
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
大
宝
令
に
は
「
才
伎
」
の
言

葉
が
あ
り
、
渡
来
し
て
き
た
人
た
ち
の
中
に
技
術
を
持
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
報
告
し
な
さ
い
、
と
規
定
さ
れ
て
い
た

の
で
す
。
そ
の
規
定
は
養
老
令
に
は
書
い
て
い
な
い
し
、
唐
令
に
も
存
在
し
な
い
の
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
大
宝
令
の

前
の
飛
鳥
浄
御
原
令
で
は
ち
ょ
っ
と
内
容
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
大
宝
令
の
次
の
養
老
令
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い

の
は
、
時
代
が
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
あ
る
い
は
日
本
的
小
帝
国
意
識
が
あ
っ
て
渡
来
系
の
才
伎
の
規
定
は
削
っ

た
の
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

七
世
紀
後
半
、
特
に
白
村
江
で
の
敗
戦
以
降
、
渡
来
系
の
人
た
ち
が
多
く
来
て
お
り
、
そ
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
大
宝
令
段
階
で
は
、
渡
来
系
の
技
術
や
技
能
を
持
っ
て
い
る
人
で
あ
る
才
伎
の
掌
握
を
重
視
し
た
の
で

す
か
ら
、
渡
来
系
技
術
者
は
か
な
り
重
要
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
大
宝
令
は
白
村
江
敗
戦
以
降
の
百
済
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系
技
術
者
の
来
日
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
海
外
の
才
伎
を
登
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
れ

ば
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
古
代
山
城
の
造
成
と
も
関
係
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
問
題
を
韓
鉄
の
木
簡
か

ら
発
想
し
て
、
急
遽
、
お
話
し
に
入
れ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

一
　
渡
来
系
諸
技
術
の
導
入

　
横
穴
式
石
室

　

そ
れ
で
は
最
初
か
ら
始
め
ま
す
。
渡
来
系
諸
事
業
の
技
術
導
入
で
、
前
方
後
円
墳
に
お
け
る
横
穴
式
石
室
の
築
造
の

問
題
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
古
墳
と
は
何
か
と
か
、
肥
後
式
石
室
が
ど
う
の
こ
う
の
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
朝
鮮
式
山
城
を
造
る
と
い
う
こ
と
が
、
例
え
ば
水
門
に
し
て
も
石
塁
に
し
て
も
、
倭
国
的
な
技
術
の
前
提
と
し
て

前
方
後
円
墳
や
横
穴
式
石
室
を
造
る
と
い
う
技
術
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
水
は
け
の
問

題
、
水
門
の
問
題
と
か
で
す
ね
。
山
城
を
造
る
基
礎
的
な
技
術
の
問
題
を
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
白
石
太
一
郎
さ
ん
の
「
横
穴
式
石
室
誕
生
」（『
横
穴
式
石
室
誕
生
』
二
〇
〇
七
、
近
つ
飛
鳥
博
物
館
）
と
い

う
横
穴
式
石
室
の
ま
と
め
か
ら
説
明
し
ま
す
。
石
室
は
元
々
竪
穴
式
で
す
。
古
墳
の
埋
葬
施
設
が
竪
穴
式
石
室
の
場
合
、

上
部
が
開
い
て
お
り
、
こ
こ
に
蓋
を
し
ま
す
の
で
完
結
し
た
空
間
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
被
葬
者
は
、
必
ず
し
も

一
人
と
は
限
ら
な
い
に
し
て
も
、
閉
じ
ら
れ
た
空
間
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
埋
葬
施
設
が
横
穴
式
石
室
に
な
る
と
、

追
葬
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
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九
州
に
は
、
九
州
系
横
穴
式
石
室
と
い
う
、
竪
穴
系
の
施
設
に
横
口
部
を
付
け
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
様
式
か

ら
出
て
き
た
の
が
肥
後
式
石
室
で
、
方
形
の
石
室
に
仕
切
り
や
石
障
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
横
穴
式
石
室
の
世
界
観

と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
竪
穴
式
石
室
の
変
容
型
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
九
州
式
横
穴
式
石
室
が
玄

界
灘
沿
岸
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
肥
後
に
入
っ
て
、
さ
ら
に
独
自
の
発
展
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
肥
後

と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
発
想
が
で
き
る
地
域
で
、
こ
れ
は
面
白
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ヤ
マ
ト
王
権
の
中
心
地
域
で
は
、
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
巨
大
な
前
方
後
円
墳
に
も
横
穴
式
石
室
が
採
用
さ
れ
、
そ

れ
を
畿
内
型
横
穴
式
石
室
と
い
っ
て
い
ま
す
。
大
仙
陵
古
墳
＝
現
仁
徳
陵
は
、
横
穴
式
石
室
で
は
な
い
よ
う
で
す
が
、

そ
の
後
は
ヤ
マ
ト
王
権
も
追
葬
可
能
な
埋
葬
施
設
を
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
石
室
を
作
る
技
術

と
、
石
塁
を
造
る
山
城
と
の
関
係
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
こ
う
い
っ
た
問
題
関
心
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
寺
院
建
設
と
渡
来
系
移
住
民

　

文
献
か
ら
み
ま
す
と
、
百
済
寺
に
は
大
匠
と
し
て
書
直
県
、
彼
は
倭
漢
氏
の
よ
う
で
す
が
、
渡
来
系
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
飛
鳥
寺
に
は
、
寺
工
、
瓦
博
士
や
画
工
ら
が
百
済
か
ら
来
日
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
塔
三
金
堂

の
伽
藍
配
置
に
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
高
句
麗
の
影
響
が
あ
っ
た
と
み
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
当
時
、
聖
徳
太
子
、
つ

ま
り
厩
戸
皇
子
の
先
生
と
称
さ
れ
て
い
る
の
が
高
句
麗
の
お
坊
さ
ん
慧
慈
で
す
し
、
蘇
我
馬
子
も
高
句
麗
系
の
還
俗
し

た
人
を
師
と
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
高
句
麗
の
影
響
も
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
飛
鳥
寺
の
性
格
と
し
て
、
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百
済
系
と
か
、
い
や
高
句
麗
系
と
か
だ
け
で
一
方
的
に
決
め
付
け
な
い
方
が
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

八
世
紀
半
ば
に
は
、
東
大
寺
大
仏
を
国
中
連
公
麻
呂
が
造
っ
て
い
ま
す
。
公
麻
呂
の
祖
先
は
百
済
国
の
人
で
、
近
江

朝
廷
の
世
に
本
蕃
の
喪
乱
に
よ
っ
て
帰
化
し
た
、
要
す
る
に
白
村
江
敗
戦
に
よ
り
日
本
列
島
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。

大
仏
鋳
造
時
、
手
を
挙
げ
る
人
が
い
な
く
て
、
私
が
や
る
と
公
麻
呂
が
言
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
や
は
り
東
大
寺

大
仏
を
造
る
に
際
し
て
も
、
百
済
系
の
渡
来
系
移
住
民
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
百
済
か
ら
の
上
番
と
移
住

　

百
済
か
ら
の
上
番
と
移
住
は
、『
日
本
書
紀
』
に
は
秦
氏
系
の
弓
月
君
伝
承
や
王
仁
の
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
王
仁
は

諸
の
典
籍
を
教
え
た
と
あ
り
ま
す
。
文
系
の
人
物
で
、
書
首
ら
の
始
祖
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
王
辰
爾
の
伝
承

も
あ
り
ま
す
。
船
連
の
祖
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
三
つ
の
伝
承
が
、『
日
本
書
紀
』
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

六
世
紀
の
初
め
か
ら
半
ば
に
か
け
て
、
百
済
と
倭
国
と
は
か
な
り
往
来
が
あ
り
ま
し
た
。
百
済
は
倭
国
に
軍
事
的
支

援
を
求
め
ま
し
た
が
、
一
方
の
倭
国
は
百
済
に
五
経
博
士
ら
諸
博
士
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
す
。
最
後
に
な
る
欽
明

十
五
年
（
五
五
四
年
）
の
時
に
大
勢
の
博
士
ら
が
来
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
人
が
来
た
の
か
比
較
的
詳
し
く
書
か
れ
て
い

ま
す
。
さ
て
、
問
題
は
こ
の
博
士
た
ち
が
、
倭
か
ら
百
済
へ
の
軍
事
的
支
援
と
引
き
換
え
の
バ
ー
タ
ー
と
し
て
来
て
い

る
こ
と
で
す
。
そ
の
構
成
は
、
五
経
博
士
・
易
博
士
・
暦
博
士
と
か
医
博
士
、
そ
れ
か
ら
薬
関
係
の
人
物
も
い
ま
す
。
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朝
鮮
古
代
史
で
有
名
な
末
松
保
和
さ
ん
は
、
段
・
高
・
王
・
馬
と
か
、
こ
う
い
う
姓
名
は
南
朝
系
梁
の
姓
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
平
野
邦
雄
さ
ん
も
こ
の
説
を
継
承
し
て
い
ま
す
。
平
野
さ
ん
は
、
確
か
全
員

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。『
梁
書
』
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
百
済
と
南
朝
梁
と
の
関
係
も
わ
か
り

ま
す
。
百
済
に
渡
っ
た
南
朝
系
の
人
た
ち
が
、
ず
っ
と
百
済
に
居
住
し
て
い
た
の
か
、
南
朝
梁
に
戻
っ
た
の
か
、
そ
の

辺
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
梁
の
人
が
百
済
に
行
っ
て
居
住
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ

の
人
た
ち
の
一
部
が
倭
国
に
来
る
、
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
人
々
の
往
来
問
題
と

い
う
の
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
中
国
南
朝
と
百
済
、
そ
し
て
百
済
と
倭
国
と
の
関
係
を
考
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
隋
書
』
百
済
伝
に
は
、「
其
の
人
（
百
済
人
）、
新
羅
・
高
麗
・
倭
等
雑
り
て
有
り
。

ま
た
中
国
人
有
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
百
済
の
な
か
に
、
い
く
つ
か
外
国
人
が
住
ん
で
い
る
と
書
い
て
あ
る
。

中
国
の
人
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ま
し
て
や
、
八
世
紀
ぐ
ら
い
に
な
る
と
中
国
だ
け
じ
ゃ
な
く
新
羅
も
含
め
、

お
互
い
か
な
り
行
き
来
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

歴
史
的
に
有
名
な
も
の
と
し
て
、
前
方
後
円
墳
が
朝
鮮
半
島
か
ら
も
見
つ
か
り
ま
し
た
。
倭
人
が
半
島
に
移
動
し
て

い
る
問
題
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
白
村
江
の
敗
戦
以
降
に
な
り
ま
す
と
、天
智
四
年
（
六
六
五
年
）

に
は
四
百
余
人
が
近
江
に
移
さ
れ
ま
す
。
翌
年
に
は
男
女
二
千
余
人
が
東
国
に
移
住
し
て
い
る
。
移
住
し
て
来
た
人
物

に
は
、
百
済
王
氏
も
い
ま
す
。
古
代
史
の
方
で
は
、
百
済
王
氏
の
場
合
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
が
百
済
王
権
を
包
摂
し
た
と
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い
う
評
価
を
し
て
い
ま
す
。
百
済
と
は
関
係
が
強
い
の
で
、
百
済
郡
と
い
う
の
も
摂
津
国
に
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

高
句
麗
系
の
人
々
の
場
合
の
高
麗
郡
、
新
羅
系
の
場
合
の
新
羅
郡
は
、
八
世
紀
に
入
っ
て
武
蔵
国
、
つ
ま
り
東
国
に
設

置
さ
れ
ま
す
。
今
は
埼
玉
県
に
な
り
ま
す
。
高
麗
郡
は
消
滅
し
ま
し
た
が
、
高
麗
神
社
が
著
名
で
す
。
新
羅
郡
は
後
に

新
座
郡
に
改
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
百
済
と
高
句
麗
、
新
羅
と
で
は
、
対
外
関
係
に
影
響
さ
れ
て
移
住
し

て
来
た
人
た
ち
を
配
置
す
る
場
所
も
違
っ
て
い
ま
す
。
百
済
郡
の
ほ
か
、
百
済
系
の
人
々
は
近
江
国
の
移
住
が
多
く
み

ら
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
ひ
と
つ
の
問
題
に
な
る
と
思
う
の
は
、
百
済
の
人
た
ち
が
列
島
に
来
る
と
き
に
百
済
の
官
位
を
持
っ
て
い
る

の
で
す
が
、そ
れ
を
倭
（
日
本
）
の
官
位
に
切
り
替
え
て
い
ま
す
。
百
済
か
ら
の
人
た
ち
が
、ど
の
よ
う
な
技
術
を
持
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、天
智
十
年
（
六
七
一
年
）
の
叙
位
の
時
に
わ
か
り
ま
す
。
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

小
山
上
（
正
七
位
上
相
当
）
ま
で
で
す
。
比
較
的
多
い
の
が
「
兵
法
に
閑
う
」
で
す
。
や
は
り
兵
法
に
強
い
の
で
す
。

こ
こ
に
山
城
築
城
と
関
係
す
る
、
憶
礼
福
留
や
答
本
春
初
が
出
て
き
ま
す
。
あ
と
は
薬
関
係
や
五
経
関
係
者
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
百
済
の
官
位
は
佐
平
が
ト
ッ
プ
、
二
番
目
が
達
率
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
実
は
山
城
を
造
る
時
に
百

済
系
の
官
人
の
名
前
が
わ
か
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
わ
か
ら
な
い
場
合
も
想
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て

か
と
い
い
ま
す
と
、
一
つ
の
仮
説
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
に
記
載
さ
れ
る
の
は
一

定
の
官
位
以
上
の
人
で
す
。
ふ
つ
う
は
五
位
以
上
な
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
一
定
の
官
位
を
持
つ
人
し
か
書
か
れ
ま
せ
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ん
の
で
、
書
い
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
た
と
え
ば
山
城
に
派
遣
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

天
智
十
年
の
記
事
で
も
、
小
山
下
の
場
合
は
、
百
済
の
達
率
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

ど
の
よ
う
な
人
物
が
い
た
の
か
は
不
明
で
す
。
か
つ
て
の
百
済
に
お
け
る
官
位
が
一
番
目
・
二
番
目
の
官
人
で
も
、
倭

で
与
え
ら
れ
る
官
位
は
低
く
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

二
　
大
宰
府
と
鞠
智
城

　
古
代
山
城
の
築
城

　

い
わ
ゆ
る
朝
鮮
式
山
城
と
神
籠
石
系
山
城
は
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
造
ら
れ
た
こ
と
は
、
学
界
で
ほ
ぼ
意
見
が
一
致
し

て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
特
に
筑
紫
・
周
防
・
吉
備
・
伊
予
は
総
領
制
と
の
関
係
で
解
け
る
よ
う
に
思
い

ま
す
が
、
東
国
総
領
と
の
関
係
、
時
期
も
違
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
問
題
点
も
一
部
で
は
残
っ
て
い
る

か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
白
村
江
の
敗
戦
の
あ
と
西
日
本
防
衛
ラ
イ
ン
と
い
う
、
狩
野
久
さ
ん
が
使
っ
て
い
る
言
葉
で
す
け
れ
ど

も
、
築
か
れ
ま
す
。
日
本
の
場
合
、
対
外
戦
争
と
し
て
白
村
江
の
敗
戦
が
や
は
り
非
常
に
大
き
い
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ

か
ら
国
内
戦
争
に
お
い
て
は
壬
申
の
乱
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
は
滅
び
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
、
白
村

江
の
敗
戦
で
理
解
で
き
て
、
国
内
に
お
い
て
は
王
権
は
勝
ち
取
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
壬
申
の
乱
で
経
験
し
た
と
い

う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
間
の
出
来
事
に
な
り
ま
す
が
、
白
村
江
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、
水
城
と
か
山
城
が
造
ら
れ
て
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い
ま
す
。
ま
た
、
近
江
遷
都
も
、
お
そ
ら
く
敗
戦
後
の
危
機
感
と
関
係
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

西
日
本
に
お
い
て
古
代
山
城
を
築
城
し
た
地
域
は
、
海
岸
沿
い
の
ル
ー
ト
、
そ
し
て
山
陽
道
や
南
海
道
と
い
う
古
代

の
駅
路
と
の
関
係
で
内
陸
に
で
き
る
ル
ー
ト
、
こ
の
二
通
り
が
あ
る
と
亀
田
修
一
さ
ん
が
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
僕
も

そ
の
通
り
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
北
九
州
に
当
て
は
め
る
と
、
鞠
智
城
の
場
合
は
道
路
と
の
関
係
が
あ
る
程
度
言
え
る
よ
う
で
す
。
筑
紫
に
関

す
る
古
代
山
城
に
つ
い
て
は
、
天
智
三
年
か
ら
対
馬
の
金
田
城
か
ら
造
り
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
先
ほ
ど
言
い

ま
し
た
よ
う
に
憶
礼
福
留
と
か
四
比
福
夫
が
築
城
に
来
て
い
ま
す
。
こ
の
名
前
が
な
い
山
城
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

大
宰
府
か
ら
鞠
智
城
ま
で
は
六
十
二
㎞
、
こ
れ
は
直
線
距
離
で
す
か
ら
実
際
は
も
っ
と
長
い
か
と
思
い
ま
す
。
鞠
智

城
が
出
て
く
る
文
武
二
年
（
六
九
八
年
）
の
段
階
で
は
、
大
野
・
基
肄
・
鞠
智
の
三
城
を
一
体
と
し
て
大
宰
府
は
考
え

て
い
る
と
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。
僕
が
よ
く
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
赤
司
善
彦
さ
ん
の
山
城
の
変
遷
説
、
こ
れ
は
山
城

の
変
遷
を
出
土
土
器
か
ら
示
し
た
説
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
土
器
と
い
う
も
の
は
、
山
城
を
造
っ
て
か
ら
作
る
と
い
う
よ

り
か
、
そ
れ
ま
で
の
古
い
も
の
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
遡
っ
て
も
そ
れ
は
致
し
方
が
な
い
と
い
う

具
合
に
思
い
ま
す
。
一
方
、
こ
ち
ら
の
稲
田
孝
司
さ
ん
の
変
遷
説
は
、
ど
う
い
う
形
で
石
塁
そ
の
他
が
で
き
る
か
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
変
遷
を
示
し
て
い
ま
す
。
最
初
の
築
城
の
時
期
は
は
っ
き
り
し
ま
す
が
、
い
つ
ま
で
続
く
の

か
と
い
う
終
了
時
点
ま
で
は
よ
く
解
ら
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
出
土
土
器
か
ら
示
し
た
赤
司
説
と
適
合
す
る
部
分
も
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あ
り
ま
す
が
、
合
わ
な
い
の
も
け
っ
こ
う
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
稲
田
説
で
す
。

　
筑
紫
山
城
と
百
済
系
官
人

　

憶
礼
福
留
と
い
う
人
物
は
天
智
二
年
（
六
六
三
年
）
に
倭
国
に
来
て
、
そ
れ
か
ら
「
兵
法
に
閑
へ
り
」
と
い
う
こ
と

で
叙
位
さ
れ
、
そ
の
後
に
石
野
連
を
賜
姓
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
四
比
福
夫
は
、
泗
沘
城
の
「
泗
沘
」
と
い
う
地
名
と

関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
人
は
、神
亀
元
年（
七
二
四
年
）に
椎
野
連
を
賜
姓
さ
れ
て
い
る
。「
連
」

と
い
う
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
旧
い
カ
バ
ネ
で
、
大
化
前
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
伴
造
で
す
。
そ
う
い
う
伴
造
系
の
連
の
カ

バ
ネ
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

筑
紫
城
を
半
島
の
山
城
と
比
較
す
る
と
な
る
と
、
や
は
り
泗
沘
城
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

逃
げ
城
と
さ
れ
て
い
る
扶
蘇
山
城
に
、
私
は
五
、六
回
は
行
っ
て
い
ま
す
。
比
較
す
る
の
は
、
こ
の
地
域
と
大
宰
府
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、同
じ
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
な
い
の
は
、河
川
の
流
れ
な
ど
が
異
な
る
か
ら
で
し
ょ

う
。
泗
沘
城
の
立
地
や
選
地
の
し
か
た
を
応
用
し
な
が
ら
、
こ
の
大
宰
府
の
設
計
を
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
十
分
考
え

ら
れ
る
わ
け
で
す
。
扶
蘇
山
城
の
役
割
を
大
野
城
が
担
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
課
題
も
出
て
き
ま
す
。

　

大
宰
府
周
辺
に
は
阿
志
岐
城
も
見
つ
か
り
ま
し
た
。
も
っ
と
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
自
身
は
、
南
朝

系
の
文
化
人
・
技
術
者
た
ち
が
百
済
に
行
き
、
そ
の
人
た
ち
が
日
本
列
島
の
倭
国
に
来
た
と
い
う
末
松
保
和
さ
ん
の
説

で
い
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
実
は
小
田
富
士
雄
さ
ん
も
、同
じ
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
小
田
説
は
、
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百
済
の
泗
沘
都
城
と
南
朝
の
建
康
都
城
、
そ
し
て
大
宰
府
都
城
の
古
段
階
を
対
比
し
て
い
ま
す
。
小
田
説
を
み
る
と
、

大
宰
府
も
白
村
江
以
降
で
間
違
い
な
い
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
な
お
、
南
朝
と
百
済
、
そ
し
て
畿
内
地
域
の
宮
都
を
考

え
る
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
む
し
ろ
大
宰
府
で
考
え
て
い
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
、
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
亀
田
修
一
さ
ん
が
日
韓
の
山
城
の
比
較
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
向
こ
う
に
は
多
く
の
土
城
・
石
城
が
あ
り
ま
す

が
、
大
規
模
な
も
の
と
な
れ
ば
日
朝
は
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い
で
す
。
数
と
し
て
は
百
済
の
山
城
は
多
い
の
で
す
が
、
小
規

模
な
城
が
多
い
。
百
済
と
日
本
の
大
規
模
な
山
城
を
比
較
す
る
と
、
む
し
ろ
大
規
模
な
古
代
山
城
と
い
う
の
は
日
本
の

特
徴
で
あ
る
、
と
い
う
言
い
方
が
可
能
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
日
朝
の
違
い
も
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
し
ょ
う
。

三
　
肥
後
国
と
百
済

　
大
化
前
代
の
肥
後
と
百
済

　

最
後
に
、
肥
後
・
熊
本
と
百
済
と
の
関
係
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
。
古
く
敏
達
十
二
年
（
五
八
三

年
）
の
記
事
に
あ
る
日
羅
と
い
う
人
物
。
こ
の
人
は
火
葦
北
国
造
阿
利
斯
登
の
子
ど
も
で
、
百
済
で
の
官
位
は
達
率
で

す
。『
書
紀
』
の
記
事
と
し
て
載
る
ぎ
り
ぎ
り
の
官
位
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
肥
後
の
国
造
は
、
火
国
造
・
阿
蘇
国
造
・

葦
北
国
造
そ
し
て
天
草
国
造
が
い
ま
す
。
私
も
こ
れ
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
す
け
ど
、
葦
北
国
造
の
地
域
に
は

前
方
後
円
墳
が
な
い
の
で
す
。
こ
う
し
た
地
域
は
、
北
陸
の
越
の
方
に
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
国
造
に
な
っ
た
か
ら
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前
方
後
円
墳
を
造
る
と
い
う
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
す
。
こ
の
考
え
は
、
栃
木
の
小
森
哲
也
さ
ん
の
お
考
え
で

す
が
、
国
造
支
配
地
域
に
必
ず
し
も
前
方
後
円
墳
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
例
が
少
数
だ
け
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
造
に
な
る
と
い
う
こ
と

と
前
方
後
円
墳
と
い
う
葬
送
儀
礼
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、基
本
的
に
は
共
通
し
て
考
え
て
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、

違
う
例
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う
み
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
前
方
後
円
墳
の
な
い
火
葦
北
国
造
と
関
係
す
る
日

羅
が
、
百
済
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
記
事
が
敏
達
十
二
年
（
五
八
三
年
）
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
遡
っ
て
、江
田
船
山
古
墳
の
場
合
で
す
が
、銀
錯
銘
大
刀
で
は
獲
加
多
支
鹵（
雄
略
天
皇
）で
す
。銘
文
に
は
、

書
者
が
張
安
と
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
南
朝
系
の
渡
来
系
移
住
民
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
作
刀
者
は
、
倭
人

で
す
。
つ
ま
り
、
刀
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
倭
人
が
で
き
る
、
し
か
し
書
く
能
力
と
い
う
の
は
渡
来
系
移
住
民
し
か
で

き
な
い
、
と
い
う
時
代
で
す
。
出
土
品
を
見
れ
ば
、
江
田
船
山
古
墳
の
被
葬
者
は
百
済
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
肥
後

の
北
の
方
に
あ
る
勢
力
で
す
。
と
こ
ろ
が
葦
北
国
造
は
、
南
の
方
で
す
ね
。
そ
の
辺
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
こ
の
記
事
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
、
本
当
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
筑
紫
火
君
が
百
済
と
関
係
あ
る
と

い
う
こ
と
が
欽
明
十
七
年
条
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。「
百
済
本
紀
」
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
か
な
り
信
憑
性
が
あ
る
記
事

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
筑
紫
大
宰
と
の
関
係
で
い
う
と
、
お
そ
ら
く
有
明
海
と
の
関
係
も

あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
推
古
十
七
年
（
六
〇
九
年
）
に
百
済
か
ら
来
た
人
た
ち
が
肥
後
の
葦
北
津
に
泊
っ
た
と
い
う
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記
事
が
あ
り
ま
す
。
百
済
か
ら
来
た
の
は
、
や
む
を
得
ず
に
来
た
の
か
、
意
図
的
に
そ
う
な
っ
た
の
か
、
そ
の
辺
を
詰

め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
何
か
を
示
唆
す
る
記
事
で
す
。

　
古
代
山
城
と
渡
来
系
移
住
民

　

古
代
山
城
は
ど
の
よ
う
に
し
て
造
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
、
最
初
は
渡
来
系
の
人
と
の
関
わ
り
が
非
常
に
強
い
と
い

う
こ
と
を
葛
原
克
人
さ
ん
が
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
葛
原
説
で
は
、
百
済
部
・
加
夜
（
加
耶
）・
漢
部
な
ど
の
名
称
、

そ
し
て
幡
多
（
秦
）・
高
麗
池
な
ど
の
朝
鮮
三
国
と
の
関
係
が
あ
る
人
・
地
名
が
出
て
き
ま
す
。
亀
田
修
一
さ
ん
は
、

山
城
を
造
る
場
合
、
ど
う
い
う
よ
う
に
築
城
す
る
の
か
、
そ
の
モ
デ
ル
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
発
注
者
が
ヤ
マ
ト
王
権

で
、
そ
の
次
に
く
る
の
が
百
済
の
亡
命
官
人
で
す
ね
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
の
関
係
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
亡
命
官

人
が
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
で
す
。『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
の
記
事
に
は
、
記
載
基
準
の
問
題
か

ら
書
か
れ
て
い
な
い
例
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

具
体
的
に
い
え
ば
山
城
を
築
城
す
る
と
き
に
、
設
計
す
る
前
の
構
想
、
設
計
作
業
、
そ
し
て
選
地
が
や
は
り
重
要
か

と
思
い
ま
す
。
全
体
と
し
て
は
、
築
城
に
対
す
る
知
識
と
い
う
も
の
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
と
関
係
し

ま
す
。
瀬
戸
内
海
沿
岸
で
は
、
渡
来
系
の
人
た
ち
が
か
な
り
重
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
わ
れ
る
と
お
り
で
す
が
、

残
念
な
が
ら
鞠
智
城
を
造
る
際
は
、
肥
後
国
に
お
け
る
渡
来
系
人
物
の
状
況
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
明
治
大
学
古
代

研
究
所
で
は
墨
書
土
器
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
て
い
ま
す
が
、
あ
ま
り
い
い
結
果
は
で
て
い
ま
せ
ん
。
肥
後
国
で
も
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墨
書
土
器
の
悉
皆
調
査
を
し
て
、
デ
ー
タ
集
成
を
し
た
う
え
で
研
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、

鞠
智
城
で
は
、
そ
う
簡
単
に
良
い
史
料
が
あ
り
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
大
宰
府
と
鞠
智
城

　

大
宰
府
と
の
関
係
で
、
鞠
智
城
を
ど
う
考
え
る
か
。
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
の
提
言
が
あ
り
ま
す
。
坂
本
経
堯
さ

ん
が
指
摘
さ
れ
た
鞠
智
城
論
に
、
三
つ
の
役
割
が
あ
り
ま
す
。
①
大
宰
府
の
支
援
、
②
有
明
海
方
面
の
防
御
、
③
九
州

南
部
の
夷
狄
対
策
で
す
。
九
州
南
部
の
夷
狄
対
策
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
な
意
見
も
多
い
し
、
有
明
海
方
面
の
防
御
も

否
定
的
な
意
見
が
強
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
三
つ
の
役
割
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と

い
う
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
西
日
本
防
衛
ラ
イ
ン
と
い
う
の
は
、
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
大
宝
元
年

（
七
〇
一
年
）
八
月
で
停
止
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
大
野
城
・
基
肄
城
そ
し
て
鞠
智
城
で
は
続
き
ま
す
。

そ
の
理
由
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
鞠
智
城
に
は
こ
の
よ
う
な
特
殊
性
と
い
う
か
、
特
別
な
役
割
を
付
与

さ
れ
て
い
る
。
大
野
城
と
基
肄
城
は
や
は
り
大
宰
府
と
強
い
関
係
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
鞠
智
城
も
そ
う
し
た
関
係
に
あ

る
と
み
る
の
か
ど
う
か
で
す
。

　

そ
の
場
合
、
対
外
的
な
防
御
を
行
な
う
場
所
や
渡
来
系
の
人
た
ち
の
上
陸
地
点
が
、
博
多
湾
沿
岸
だ
け
で
い
い
の
か

ど
う
か
で
す
。
有
明
海
を
含
め
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
ま
す
。
防
御
と
な
る
と
軍
団
や
兵
士

が
問
題
に
な
り
ま
す
。
肥
後
国
の
軍
団
の
問
題
で
は
、
軍
団
は
残
念
な
が
ら
、
益
城
軍
団
以
外
は
未
だ
よ
く
わ
か
り
ま

鞠
智
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 
古
代
の
山
城
と
東
北
城
柵

78
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せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、「
韓
鉄
」
の
木
簡
を
み
て
い
ま
す
と
、
六
九
二
年
（
壬
辰
年
）
の
年
時
で
す
。
後
に
は
志
麻
郡
韓

良
郷
が
あ
り
、
志
麻
郡
は
肥
君
猪
手
が
郡
大
領
を
し
て
い
る
郡
で
す
。
博
多
湾
沿
岸
に
渡
来
系
の
人
た
ち
の
郷
・
韓
良

郷
が
あ
り
、
そ
こ
に
肥
君
が
郡
大
領
で
す
。
か
つ
て
肥
国
の
方
か
ら
移
っ
て
来
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
し
た
地
域

で
鉄
製
品
が
造
ら
れ
る
こ
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
持
た
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
大
野
城
・
基
肄
城
の
二
城
の
場
合
、
百
済
系
の
憶
礼
福
留
と
四
比
福
夫
の
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
た
だ
し
、

鞠
智
城
の
場
合
は
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
。
名
前
が
書
い
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
派
遣
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
、
少
し

考
え
づ
ら
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
推
測
に
推
測
を
重
ね
て
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
官
人
は
派
遣
さ
れ
た
け

ど
も
、位
が
低
か
っ
た
の
で
『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
に
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
、と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ

う
か
。
歴
史
学
の
常
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
な
に
ぶ
ん
史
料
が
少
な
い
の
で
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
考
え
る
こ

と
も
、
少
し
は
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

最
後
は
駆
け
足
に
な
り
ま
し
た
が
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
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コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　

佐
藤　
　

信
（
く
ま
も
と
文
学
・
歴
史
館
館
長
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
科
卒
業
。
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
、
聖
心
女
子
大
学
文
学
部
助
教
授
、
東
京
大
学
文
学
部
助
教
授
、
東
京
大

学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
教
授
、
大
学
共
同
利
用
機
構
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構
理
事
を
歴
任
。
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
。
博
士
（
文

学
）。

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

　

亀
田　

修
一
（
岡
山
理
科
大
学
特
任
教
授
）

パ
ネ
ラ
ー

　

小
山
田
宏
一
（
大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館
館
長
）

　

海
野　
　

聡
（
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
准
教
授
）

　

吉
村　

武
彦
（
明
治
大
学
名
誉
教
授
）

　

長
谷
部
善
一
（
歴
史
公
園
鞠
智
城
・
温
故
創
生
館
館
長
）
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佐
藤
信　

そ
れ
で
は
、
そ
ろ
そ
ろ
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
始
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
私
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
仰
せ
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
、
く
ま

も
と
文
学
・
歴
史
館
の
館
長
の
佐
藤
信
で
す
。

　

今
日
ご
参
加
い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
の
中
に
は
、
昨
年
以
前
に
も
お
聞
き
い

た
だ
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
か
な
と
思
い
ま
す
。
一
昨
年
は
オ
ン
ラ
イ
ン
座
談

会
の
形
式
で
開
催
し
た
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
、
少
し
し
ぼ
っ
て
渡
来
系
技
術

に
焦
点
を
当
て
て
四
名
の
報
告
者
の
方
々
か
ら
ご
報
告
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

非
常
に
豊
富
な
材
料
が
出
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
鞠
智
城
に
つ

い
て
研
究
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
テ
ー
マ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ

で
、
や
や
専
門
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
お
楽
し
み
い
た
だ
け
た
ら
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

一
番
初
め
に
、
朝
鮮
半
島
の
考
古
学
に
詳
し
い
岡
山
理
科
大
学
の
亀
田
修
一

さ
ん
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
日
の
報
告
も
含

め
て
鞠
智
城
と
関
係
す
る
渡
来
系
技
術
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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亀
田
修
一　

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
岡
山
理
科
大
学
の
亀
田
修
一
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

佐
藤
先
生
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
が
、
ご
報
告
を
な
さ
っ
た
皆
さ
ん
は
大
先
生
ば
か
り
で
、

僕
か
ら
コ
メ
ン
ト
す
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
の
で
、
感
想
を
中
心
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
長
谷
部
善
一
さ
ん
が
、
鞠
智
城
の
全
体
像
と
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
、
技
術
の
関
係
を
お
話
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
中
で
最
初
に
発
表
さ
れ
た
現
在
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
関
わ
る
話
は
と
て
も
興
味
深
く
思
い
ま
し
た
。
と
言
い
ま
す
の

は
、
僕
自
身
、
考
古
学
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
考
古
学
は
現
在
に
通
じ
る
と
思
っ
て
や
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
新

し
い
半
導
体
の
工
場
が
こ
の
熊
本
に
で
き
る
と
い
う
出
来
事
と
同
じ
よ
う
な
出
来
事
が
昔
に
も
あ
っ
た
と
い
う
話
は
、

そ
の
と
お
り
だ
と
僕
も
思
い
ま
し
た
。
特
に
最
近
古
代
の
交
通
路
関
係
に
僕
自
身
も
興
味
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の

よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
ご
発
表
の
内
容
に
関
し
ま
し
て
は
、い
ろ
い
ろ
渡
来
系
の
技
術
と
い
う
の
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

こ
の
最
初
の
選
地
の
問
題
は
、
重
要
だ
と
思
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
日
本
列
島
の

古
墳
時
代
以
前
に
は
明
確
に
城
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
日
本
の
中
世
の
山
城
は
大
体
の
場
合
は
郭
（
く
る
わ
）
が
尾
根
筋
に
並
ん

で
造
ら
れ
ま
す
。
韓
国
、
朝
鮮
半
島
は
違
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
日
本

の
古
代
山
城
の
選
地
と
い
う
の
は
、
や
は
り
古
代
日
本
の
中
か
ら
は
出
て
き
づ

ら
い
、出
て
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
次
に
、版
築
で
す
ね
。

こ
の
辺
も
今
後
も
う
少
し
細
か
く
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
な
、
と
思
い
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ま
し
た
。
そ
し
て
貯
水
池
跡
の
話
。
こ
れ
は
今
お
話
し
し
て
い
い
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
僕
は
以
前
か
ら
熊

本
県
の
方
に
貯
水
池
を
も
う
一
度
掘
っ
て
欲
し
い
、
貯
水
池
を
掘
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
話
が
で
き
る
だ
ろ
う

と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
た
だ
、
長
谷
部
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
本
当
に
貯
水
池
を
掘
ろ
う
と
す
る
と
、
今

後
腹
を
く
く
っ
て
、
お
金
の
こ
と
も
考
え
て
、
時
間
も
考
え
て
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
城
門
を

調
査
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
が
一
段
落
し
た
ら
貯
水
池
を
是
非
と
も
お
願
い
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
い
い
ま

す
の
は
、
や
は
り
水
気
の
あ
る
と
こ
ろ
を
掘
る
と
木
簡
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
年
号

を
書
い
た
木
簡
が
出
な
い
か
と
随
分
前
か
ら
期
待
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
ん
な
こ
と
言
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
鞠
智
城
築
城
頃
の
年
号
木
簡
が
う
ま
く
出
て
く
る
と
特
別
史
跡
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る

の
で
す
。
や
は
り
そ
れ
だ
け
の
も
の
を
こ
こ
鞠
智
城
は
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
木
簡
に
書
か
れ
た
文
字
資
料
の
中

に
は
「
秦
人
」
も
出
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
話
も
含
め
て
、
渡
来
系
の
人
達
と
の
関
わ
り
も
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
小
山
田
宏
一
さ
ん
、
三
〇
年
近
く
狭
山
池
と
土
木
技
術
と
の
関
係
を
研
究
さ
れ
て
い
る
第
一
人
者
で
す
が
、

特
に
韓
国
の
新
情
報
も
踏
ま
え
て
今
日
ご
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
特
に
面
白
か
っ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
貯

水
施
設
と
み
ん
な
が
言
っ
て
い
る
も
の
が
、
単
に
そ
の
意
味
だ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
で
す
。
小
山

田
さ
ん
は
空
間
設
計
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
と
て
も
面
白
く
思
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
発

想
で
見
た
方
は
今
ま
で
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。
僕
自
身
も
基
本
的
に
は
こ
う
い
う
貯
水
施
設
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が
あ
れ
ば
、
そ
の
中
に
貯
木
場
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
ど
は
思
っ
て
は
い
た
の
で
す
が
、
空
間
的
に
ど
う
見
る
の

か
と
い
う
の
は
初
め
て
で
、
と
て
も
面
白
く
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
小
山
田
さ
ん
の
報
告
の
中
で
鬼
ノ
城
の
話
が

出
て
き
て
、
そ
の
第
５
水
門
の
と
こ
ろ
の
貯
水
施
設
と
い
う
か
堤
防
状
土
手
の
話
が
出
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
か
な
り
立

派
な
も
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
土
手
に
な
っ
て
い
て
、
石
垣
が
あ
り
ま
す
。
僕
は
岡
山
に
お
り
ま
し
て
、
鬼
ノ
城
の
発
掘
調

査
の
時
に
何
度
か
お
邪
魔
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
貯
水
施
設
の
中
は
や
ぶ
だ
ら
け
で
様
子
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ

し
て
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
も
、
も
う
一
つ
貯
水
施
設
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
こ
の
上
の
池
に
も
お
そ
ら
く
堤
防
が
あ
っ
て
中
の
池
の
部
分
が
Ｌ
字
に
曲
が
っ
て
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
小

山
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
鬼
ノ
城
に
も
、
も
し
か
し
た
ら
そ
う
い
う
も
の

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
海
野
聡
さ
ん
の
お
話
も
と
て
も
興
味
深
く
思
い
ま
し
た
。
僕
は
渡
来
人
を
お
も
な
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ

に
し
て
お
り
ま
し
て
、
瓦
も
勉
強
し
て
い
る
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
海
野
さ
ん
が
し
き
り
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
、
実
際

に
事
業
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
す
る
人
と
技
能
者
、
作
業
す
る
人
の
違
い
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
以
前
、

七
世
紀
後
半
の
法
隆
寺
の
建
物
が
高
麗
尺
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
日
の
お
話
を

伺
っ
て
い
て
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
全
て
が
全
て
最
先
端
の
こ
と
を
し
て
い
る
と
は
限

り
ま
せ
ん
、
と
い
う
お
話
、
こ
れ
も
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
の
報
告
の
中
で
注
目
し

ま
し
た
の
が
七
世
紀
の
多
様
性
で
す
。
こ
れ
も
先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
僕
自
身
瓦
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。
そ
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し
て
、
七
世
紀
の
瓦
の
多
様
性
を
実
感
し
て
い
ま
す
。
以
前
、
近
畿
地
方
の
瓦
を
検
討
す
る
機
会
が
あ
り
、
朝
鮮
半
島

と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
近
畿
地
方
の
七
世
紀
の
瓦
は
、僕
が
「
主
流
派
」
と
呼
ん
で
い
る
、

飛
鳥
寺
の
瓦
、
山
田
寺
の
瓦
、
川
原
寺
の
瓦
な
ど
が
あ
る
一
方
で
、
そ
の
流
れ
と
は
別
に
渡
来
系
の
氏
族
達
が
使
っ
た

別
グ
ル
ー
プ
の
、僕
が
「
非
主
流
派
」
と
呼
ん
だ
グ
ル
ー
プ
の
瓦
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
「
非
主
流
派
」

の
瓦
が
多
様
で
面
白
い
の
で
す
。
一
度
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
方
に
こ
の
「
非
主
流
派
」
の
瓦
を
テ
ー
マ
に
検
討
会

を
や
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
や
は
り
か
な
り
個
性
的
で
し
た
。
そ
し
て
面
白
い
こ
と
の
一
つ
と
し
て
、
山
城
と
河
内
の

瓦
の
な
か
に
当
時
の
中
心
地
で
あ
る
大
和
や
飛
鳥
を
経
由
せ
ず
に
つ
な
が
る
瓦
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
岡
山

の
備
中
地
域
に
秦
原
廃
寺
と
い
う
秦
氏
関
連
の
お
寺
だ
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
瓦
は
確
か
に
京

都
の
広
隆
寺
の
瓦
と
似
た
瓦
を
使
っ
て
い
ま
す
。「
渡
来
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
っ
て
い
う
も
の
が
あ
る
み
た
い
で
す
。

だ
か
ら
今
回
の
海
野
さ
ん
の
話
、
僕
に
と
っ
て
は
素
直
に
納
得
で
き
ま
し
た
。
と
て
も
興
味
深
く
、
と
て
も
嬉
し
か
っ

た
発
表
で
し
た
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
吉
村
武
彦
さ
ん
の
ご
報
告
で
す
。
吉
村
先
生
は
皆
さ
ん
ご
存
知
の
と
お
り
古
代
史
の
大
家
で
、
僕

も
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
方
で
す
。
吉
村
先
生
の
お
も
な
研
究
対
象
は
文
献
史
料
で
す
が
、
考
古
学
の
方
に

も
凄
く
詳
し
く
っ
て
、
い
ろ
ん
な
情
報
を
仕
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
御
報
告
も
横
穴
式
石
室
な
ど
ま
さ
に
考
古

学
そ
の
も
の
の
お
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

　

い
つ
も
本
当
に
凄
い
な
と
思
い
ま
す
の
は
、
今
回
も
あ
る
面
で
佐
藤
先
生
か
ら
の
無
理
難
題
か
も
し
れ
な
い
テ
ー
マ
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を
、
き
ち
ん
と
こ
な
し
て
い
た
だ
い
て
い
て
、
そ
し
て
い
ろ
ん
な
関
係
史
料
も
ず
ら
り
と
出
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
、
こ
れ
か
ら
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ベ
ー
ス
に
な
る
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に

有
明
海
の
問
題
で
あ
る
と
か
、
交
通
路
の
問
題
も
そ
う
で
す
し
、
肥
後
の
渡
来
系
の
人
々
の
話
が
今
後
ど
う
な
る
の
か

と
い
う
と
こ
ろ
も
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
近
、
福
岡
大
学
の
桃
﨑
祐
輔
さ
ん
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
熊
本

県
内
で
馬
を
埋
め
た
穴
、
馬
土
坑
と
い
う
も
の
が
結
構
確
認
さ
れ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
馬
土
坑
に
関
し
ま
し
て

は
、
長
野
県
と
か
群
馬
県
な
ど
が
有
名
で
す
が
、
福
岡
で
も
筑
後
で
確
認
さ
れ
、
熊
本
に
も
か
な
り
あ
り
そ
う
だ
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
熊
本
の
馬
、
そ
の
馬
関
係
に
は
お
そ
ら
く
渡
来
系
の
人
が
絡
む
と
思
い
ま
す
の

で
、
そ
の
辺
も
今
後
の
課
題
な
の
か
な
と
思
っ
て
拝
聴
い
た
し
ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
の
ご
発
表
も
と
て
も
勉
強
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
瓦
の
話
は
あ
ま
り
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

瓦
の
文
様
や
技
術
は
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
を
解
明
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
の
で
、
少
し
だ
け
お
話
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
鞠
智
城
跡
の
瓦
は
、
以
前
か
ら
百
済
系
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
僕
も
そ
の
責
任
の
一
端

を
担
っ
て
い
て
、大
宰
府
の
、大
野
城
跡
の
主
城
原
地
区
で
出
た
古
い
瓦
に
関
し
ま
し
て
は
僕
も
百
済
系
で
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
、
も
う
四
十
年
ほ
ど
前
に
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
熊
本
の
島
津
義
昭
さ
ん
や
鶴
嶋
俊
彦
さ
ん
た
ち
が
な

さ
れ
た
鞠
智
城
跡
瓦
の
検
討
の
中
で
も
百
済
系
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。当
時
は
破
片
が
小
さ
か
っ
た
ん
で
す
が
、

そ
の
後
、
全
体
像
が
分
か
る
大
き
さ
の
瓦
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
改
め
て
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
い
つ
も
揉
め
る
こ
と
で
は
あ
る
ん
で
す
が
、
鞠
智
城
跡
の
瓦
は
い
つ
の
瓦
な
の
か
、
七
世
紀
の
後
半
の
も
の
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な
の
か
、あ
る
い
は
七
世
紀
末
の
修
理
さ
れ
た
時
の
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
（
ス
ラ
イ
ド
１
）

の
出
土
土
器
の
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
真
ん
中
に
土
器
が
あ
り
ま
す
ね
。
２
番
、
３
番
、
４
番
、
５
番
の
土
器
は
64
号

建
物
に
伴
っ
て
い
て
、
こ
の
鞠
智
城
最
古
の
軒
丸
瓦
が
い
っ
し
ょ
に
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
土
器
を
そ
の
ま
ま
見
ま

す
と
、
や
は
り
、
七
世
紀
の
終
わ
り
頃
の
土
器
が
伴
っ
て
い
ま
す
の
で
、
鞠

智
城
跡
Ⅱ
期
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

少
な
く
と
も
建
て
始
め
た
時
の
資
料
は
よ
く
判
ら
な
く
て
、
瓦
に
は
七
世

紀
末
頃
の
土
器
が
伴
っ
て
い
ま
す
ね
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

こ
れ
ら
の
一
番
上
、
１
番
の
土
器
が
16
号
建
物
に
伴
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

ち
ょ
っ
と
古
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
の
で
す
が
、
見
方
に

よ
っ
て
は
七
世
紀
の
中
頃
く
ら
い
ま
で
下
げ
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
す
。
つ

ま
り
、
こ
の
辺
が
創
建
段
階
で
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
以
前
、
木

村
龍
生
さ
ん
が
鞠
智
城
跡
出
土
の
土
器
に
つ
い
て
論
文
を
発
表
さ
れ
、
僕
は

す
ご
く
喜
び
ま
し
た
。
１
番
の
段
階
の
土
器
が
少
な
く
て
、
２
番
か
ら
５
番

の
段
階
の
土
器
が
た
く
さ
ん
出
ま
す
の
で
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
瓦
を
使
っ

た
建
物
も
鞠
智
城
Ⅱ
期
、
七
世
紀
末
の
辺
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、
瓦
の
系
譜
の
話
で
す
。
ま
ず
、
ス
ラ
イ
ド
２
の
上
二
つ
の
写
真
が

礎石建物と出土遺物（西住ほか

2012、写真：岡山県立博物館２０１０）

肥後鞠智城跡64号建物の軒丸瓦

7世紀末？
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温
故
創
生
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
瓦
の
写
真
で
す
。
特
徴
と
し
ま
し
て
、
普

通
の
軒
先
瓦
に
は
周
縁
と
い
っ
て
瓦
の
外
側
に
少
し
高
い
縁
、
外
縁
、
こ
の

よ
う
な
縁
が
丸
く
巡
る
ん
で
す
。
し
か
し
、
鞠
智
城
の
瓦
に
関
し
ま
し
て
は
、

ご
覧
の
よ
う
に
周
縁
が
上
半
分
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
下
半
分
に
は
な
い
ん
で

す
。
こ
の
特
徴
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
瓦
は
極
め
て
特

異
で
す
。
韓
国
で
も
ほ
と
ん
ど
出
て
い
な
く
っ
て
、
日
本
で
も
四
か
所
ぐ
ら

い
に
し
か
な
い
ん
で
す
。
そ
ん
な
瓦
が
鞠
智
城
跡
で
出
て
い
ま
す
。
大
野
城

跡
の
一
番
初
め
の
瓦
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
の
瓦（
ス
ラ
イ
ド
２
の
下
左
）は
、

百
済
系
か
ど
う
か
ま
だ
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
僕
は
昔
、百
済
と
思
う
と
言
っ

た
ん
で
す
が
、
最
近
は
微
妙
か
な
と
い
う
意
見
も
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

こ
の
ス
ラ
イ
ド
２
の
下
列
の
右
側
三
つ
が
新
羅
の
瓦
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
２
の

下
列
左
か
ら
二
つ
目
の
瓦
は
百
済
地
域
だ
っ
た
忠
清
南
道
で
出
て
い
ま
す
の

で
「
百
済
の
瓦
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
瓦
は

百
済
の
瓦
の
中
で
は
完
全
に
浮
い
て
い
る
文
様
で
し
て
、
右
側
の
グ
ル
ー
プ
、
つ
ま
り
新
羅
の
瓦
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

か
な
り
言
い
方
が
く
ど
く
な
り
ま
す
が
、
百
済
滅
亡
後
に
新
羅
の
人
達
が
百
済
地
域
に
入
っ
て
き
て
、
建
て
た
お
寺
さ

ん
の
瓦
だ
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
で
は
韓
国
で
確
認
で
き
る
初
期
の
瓦
塔
、
焼
き
物
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
も
出
て

鞠智城跡軒丸
瓦と関連瓦

筑前大野城跡 忠清南道千房遺跡 慶州月城跡 慶州月城跡

・丸瓦被せ技法
・中房周りの溝

スライド2
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い
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
に
も
ま
た
入
っ
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
千
房
遺
跡
の
軒
丸
瓦
は
外
縁
が
上
半
分
し
か

あ
り
ま
せ
ん
（
ス
ラ
イ
ド
３－

２
）。
右
端
の
月
城
跡
の
瓦
は
、
外
縁
が
全
周
す
る
新
羅
瓦
の
一
つ
で
、
中
房
の
ま
わ

り
に
溝
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
房
の
ま
わ
り
の
溝
は
新
羅
瓦
の
特
徴
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
鞠
智

城
跡
の
瓦
の
中
房
の
ま
わ
り
に
も
溝
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
瓦
は
新
羅
と

の
関
係
が
無
視
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
３

の
一
番
上
に
鞠
智
城
跡
の
瓦
が
あ
り
ま
す
が
、
上
半
部
を
点
線
に
し
て
い
ま

す
。
こ
の
２
番
の
千
房
遺
跡
の
瓦
も
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
今
の
と
こ
ろ
瓦
当

の
上
部
に
丸
瓦
を
か
ぶ
せ
た
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
確
認
で
き
る
一
番
古
い
、

お
そ
ら
く
七
世
紀
の
後
半
の
瓦
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
３
は
大
宰
府
で
出
て

い
る
瓦
で
す
。
出
土
点
数
は
少
な
い
ん
で
す
が
、
大
宰
府
政
庁
の
付
近
な
ど

で
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
瓦
の
特
徴
は
六
弁
で
す
。
百
済
瓦
は
八
弁
が
多

い
の
で
、
六
弁
だ
っ
た
ら
新
羅
系
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
僕
は
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
面
白
い
の
が
こ
の
４
番
の
関
東
の
高
岡
廃
寺

の
瓦
で
す
。
時
期
は
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
代
の
も
の
と
考
え
て
い
ま

す
。
こ
れ
も
丸
瓦
が
上
に
か
ぶ
る
だ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
瓦
の
特
徴
は
、

真
ん
中
の
中
房
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
一
個
、
蓮
子
が
あ
る
だ
け
で
す
。
こ
の
よ

日韓の丸瓦被せ技法軒丸瓦

１．肥後鞠智城跡：7世紀後半～末
２．韓国忠清南道千房遺跡：７世紀後半

３．筑前大宰府政庁：７世紀後半

４．武蔵高麗郡高岡廃寺：8-9世紀
＊丸瓦被せ技法は新羅系？

＊6弁は高句麗・新羅に多い
＊中房内蓮子1個は高句麗系

11

４４

丸瓦被せ技法
と中房周りの溝の
特徴から、新羅
系？

スライド3
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う
な
中
房
の
蓮
子
の
表
現
方
法
は
基
本
的
に
高
句
麗
瓦
の
特
徴
で
す
。
そ
し

て
こ
の
瓦
が
出
て
い
る
場
所
は
古
代
の
高
麗
郡
（
こ
ま
ぐ
ん
）、
七
一
六
年
に

東
国
の
高
句
麗
人
千
七
百
九
十
九
人
を
集
め
て
つ
く
っ
た
と
い
う
高
麗
郡
の

地
域
で
す
。
そ
こ
で
出
て
い
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
瓦
は
高
岡

廃
寺
だ
け
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
そ
の
周
辺
で
も
出
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
よ

う
に
高
岡
廃
寺
の
瓦
は
明
ら
か
に
文
様
が
簡
略
化
し
、
か
な
り
崩
れ
て
い
ま

す
が
、
丸
瓦
を
上
に
被
せ
る
瓦
で
す
。
こ
の
よ
う
な
珍
し
い
瓦
が
鞠
智
城
で

出
て
い
る
意
味
を
考
え
る
と
き
に
、
や
は
り
そ
の
多
様
な
入
り
方
は
重
要
だ

と
思
い
ま
す
。

　

す
い
ま
せ
ん
。
長
く
な
っ
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
よ
い
よ
最
後
で

す
。
以
前
か
ら
こ
う
い
う
話
を
し
ま
す
と
、
な
ぜ
百
済
系
の
朝
鮮
式
山
城
で

新
羅
な
ん
だ
？
っ
て
よ
く
怒
ら
れ
る
ん
で
す
。
で
も
、
発
注
は
ヤ
マ
ト
王
権

で
、
選
地
な
ど
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
は
百
済
の
将
軍
ク
ラ
ス
で
も
よ
い
の
で
す

が
、
実
際
に
現
場
は
誰
が
や
る
の
？
っ
て
話
な
ん
で
す
。
亡
命
し
て
き
た
百
済
の
人
た
ち
だ
け
で
で
き
る
わ
け
が
な
い

ん
で
す
よ
ね
。
確
か
に
、
実
際
の
現
場
監
督
は
、
百
済
の
工
兵
部
隊
の
責
任
者
ク
ラ
ス
の
人
物
で
よ
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
人
た
ち
だ
け
で
一
つ
の
山
城
を
造
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
と
い

備中鬼ノ城
築城モデル

発発注注：：ヤヤママトト王王権権

選選地地・・縄縄張張：：百百済済のの亡亡命命将将軍軍ククララスス
工工兵兵部部隊隊のの責責任任者者ククララスス

現現場場監監督督：：工工兵兵部部隊隊のの責責任任者者ククララスス
地地元元のの渡渡来来系系人人物物

技技術術者者：：亡亡命命者者のの中中のの技技術術者者、、地地元元のの渡渡来来
系系技技術術者者（（賀賀夜夜郡郡・・下下道道郡郡・・都都宇宇
郡郡・・・・））、、一一般般のの技技術術者者もも

実実際際のの作作業業者者：：地地元元のの人人々々（（備備中中国国内内のの一一般般
のの人人々々。。渡渡来来系系のの人人々々もも含含むむ））

白白

猪猪

屯屯

倉倉

備中鬼ノ城築城に関わった人々

この地元の渡来
系技術者の中に
新羅系や加耶系
の人物が含まれ
ている可能性は
ある。

筑前大野城築城
においても近くの
御笠郡大野郷の
人々が参加した
ことは十分推測
でき、その中に
新羅系の人物が
含まれている可
能性は十分ある。乙金地区遺跡群：

新羅系・馬韓系

スライド4
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う
の
が
僕
の
意
見
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
４
の
築
城
に
関
わ
っ
た
人
々
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
図
は
、
岡
山
の
鬼
ノ
城
を
モ
デ
ル
に

作
っ
た
も
の
で
す
。
現
場
監
督
や
技
術
者
の
と
こ
ろ
に
地
元
の
渡
来
系
人
物
っ
て
書
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の
鬼
ノ
城
が

あ
る
地
域
は
、
律
令
期
に
賀
夜
郡
に
な
り
ま
す
。「
カ
ヤ
」
郡
で
す
。
僕
、
岡
山
に
四
十
年
ほ
ど
前
に
移
っ
て
き
た
の

で
す
が
、
そ
の
時
か
ら
「
賀
夜
郡
」
と
い
う
地
名
が
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
な
発
掘
調
査
が
進
む

中
で
、
加
耶
系
の
考
古
資
料
が
増
加
し
、
考
古
学
的
に
も
「
加
耶
郡
」
で
構
わ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
少

な
く
と
も
こ
の
地
域
の
五
世
紀
代
の
朝
鮮
半
島
系
考
古
資
料
は
ほ
と
ん
ど
が
加
耶
系
の
も
の
で
、
加
耶
の
地
域
の
人
た

ち
が
こ
の
吉
備
の
地
に
や
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
五
三
二
年
や
五
六
二
年
に
加
耶
が
新
羅
に
合
併
さ
れ
た
時
に
も
こ

の
地
域
に
渡
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
渡
来
系
の
人
た
ち
の
中
に
築
城
技
術
を
持
っ

て
い
た
人
が
い
た
可
能
性
は
あ
っ
て
も
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
下
の
技
術
者
の
中
に
も
い
ろ
ん

な
渡
来
系
の
人
が
入
っ
て
い
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
吉
備
の
場
合
で
す
と
賀
夜
郡
阿
曽
郷
、
そ
れ
か
ら
下
道
郡
と
か
都

宇
郡
と
か
に
渡
来
系
の
人
々
の
名
前
が
確
認
で
き
ま
す
。
そ
し
て
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
筑
前
の
大
野
城
で
も
あ
る
ん

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
大
野
城
市
で
大
野
城
に
つ
い
て
講
演
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き

に
こ
の
よ
う
な
話
を
し
ま
し
た
ら
地
元
の
方
か
ら
、
新
羅
が
何
で
入
る
ん
や
？
と
質
問
が
出
た
ん
で
す
。
大
野
城
の
古

代
の
地
元
の
一
つ
は
御
笠
郡
大
野
郷
で
す
。
こ
の
大
野
郷
は
大
野
城
の
北
・
西
側
の
地
域
で
、
近
年
の
発
掘
調
査
で
新

羅
系
の
土
器
が
た
く
さ
ん
出
ま
し
た
。
で
す
か
ら
単
純
に
、
古
代
山
城
は
百
済
系
だ
か
ら
百
済
人
が
造
っ
た
ん
だ
、
で

は
済
ま
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
例
え
ば
こ
の
鞠
智
城
で
し
た
ら
、
菊
池
地
域
の
人
た
ち
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が
、
関
与
す
る
っ
て
い
う
の
は
当
然
あ
り
得
る
し
、
そ
の
中
に
も
し
か
し
た
ら
渡
来
系
の
人
も
入
っ
て
い
る
か
も
判
り

ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
馬
関
係
の
話
も
、
熊
本
県
内
の
北
の
方
で
も
あ
り
そ
う
で
す
の
で
、
ま
だ
分
か
っ
て
い

な
い
渡
来
系
の
人
達
の
存
在
っ
て
い
う
の
が
、
こ
の
辺
で
判
れ
ば
、
こ
う
い
う
話
も
で
き
る
の
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
瓦
に
関
し
て
は
絶
対
新
羅
だ
と
い
う
気
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
新
羅
的
な
も
の
は
無
視
で

き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
お
話
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
す
い
ま
せ
ん
。

佐
藤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
の
四
人
の
ご
報
告
を
踏
ま
え
た
上
で
、
瓦
に
つ
い
て
は
、
渡
来
系
の
瓦
の
多

様
性
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
築
城
の
造
営
過
程
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
ん
な
レ
ベ
ル
が
あ
っ
て
、
ト
ッ
プ

に
技
術
を
持
っ
た
百
済
か
ら
の
貴
族
が
来
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
下
で
、
例
え
ば
地
元
に
古
く
か
ら
渡
来
し
て
き
て

い
た
人
た
ち
の
中
に
は
必
ず
し
も
百
済
系
で
な
い
人
が
い
る
場
合
が
あ
る
、
あ

る
い
は
そ
の
中
間
の
技
術
者
に
も
多
様
な
あ
り
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
お
話
で
し
た
。
ち
ょ
っ
と
亀
田
さ
ん
に
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で

す
が
、
鞠
智
城
で
出
土
し
た
瓦
は
、
か
つ
て
は
百
済
系
と
い
う
ふ
う
に
私
達
も

理
解
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
小
田
富
士
雄
先
生
が
高
句
麗
系
の
百
済

系
だ
と
、
高
句
麗
百
済
系
瓦
だ
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
時
に
は
、
私
も

驚
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
百
済
系
の
新
羅
系
だ
と
い
う
説
も
あ
る
よ
う
で
す
ね
。
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亀
田
さ
ん
は
、
新
羅
系
の
可
能
性
も
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
辺
を
ち
ょ
っ
と
御
説
明
い
た
だ
け
な
い

で
し
ょ
う
か
。

亀
田　

は
い
。
高
句
麗
百
済
系
と
い
い
ま
す
の
は
ち
ょ
っ
と
複
雑
で
す
が
、
お
話
し
し
ま
す
。
瓦
仙
人
っ
て
言
わ
れ
た

藤
澤
一
夫
先
生
と
い
う
瓦
の
大
先
生
が
お
ら
れ
て
、
古
い
百
済
の
瓦
の
中
に
は
中
国
の
南
朝
系
の
百
済
瓦
と
も
う
一
つ

の
グ
ル
ー
プ
の
高
句
麗
系
の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
日
本
に
来
て
い
る
ん
だ
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
畿
内
に
は
、
確
か
に
両
方
の
特
徴
を
も
つ
瓦
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
僕
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
も
う
二
十

年
近
く
前
に
な
り
ま
す
が
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
を
中
心
に
瓦
の
研
究
会
を
や
っ
て
る
時
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で

き
な
い
瓦
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
高
句
麗
新
羅
系
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま

す
と
、
新
羅
は
、
古
代
寺
院
造
営
に
つ
き
ま
し
て
は
高
句
麗
や
百
済
よ
り
遅
れ
ま
す
。
新
羅
の
古
い
段
階
の
お
寺
と
瓦

は
、
高
句
麗
系
の
技
術
と
百
済
系
の
技
術
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
瓦
の
文
様
も
二
通
り
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
寺
院
造
営
関
係
の
お
話
は
、
海
野
さ
ん
の
世
界
な
ん
で
す
が
、
新
羅
の
皇
龍
寺
と
い
う
お
寺
さ
ん
の
塔
を
造
る

と
き
に
百
済
か
ら
工
人
が
来
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
、
そ
う
い
う
こ
と
も
起
こ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
瓦
の

作
り
方
で
い
え
ば
、
ま
さ
に
技
術
的
な
部
分
で
、
見
て
真
似
で
き
る
も
の
と
見
て
も
真
似
で
き
な
い
も
の
、
つ
ま
り
見

え
な
い
と
こ
ろ
の
技
術
は
や
は
り
人
が
動
か
な
い
と
で
き
な
い
よ
ね
っ
て
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
列
島
最
古
の
本
格
的

な
寺
院
で
あ
る
飛
鳥
寺
で
、
片
ほ
ぞ
状
二
回
ケ
ズ
リ
と
い
う
特
殊
な
軒
丸
瓦
の
作
り
方
の
瓦
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
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そ
の
作
り
方
は
百
済
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
学
生
時
代
に
百
済
地
域
に
留
学
し
た
と
き
に
発
見
し
た
の
で
す
が
、
同

じ
よ
う
な
作
り
方
の
も
の
が
新
羅
に
も
入
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
百
済
の
工
人
が
新
羅
に
行
っ
て
作
っ
て
い
る
の
で

す
。
文
様
も
明
ら
か
に
百
済
系
で
す
。
こ
の
よ
う
な
瓦
を
見
る
と
や
は
り
百
済
新
羅
系
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
な
、

と
い
う
お
話
を
二
十
年
前
に
奈
文
研
で
発
表
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
高
句
麗
新
羅
系
の
瓦

に
も
起
こ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
意
味
で
区
別
は
す
ご
く
難
し
い
で
す
と
い
う
前
提
で
、
中
山
圭

さ
ん
が
鞠
智
城
跡
の
瓦
を
百
済
・
新
羅
系
と
書
い
て
い
ま
す
。
中
山
さ
ん
も
、
百
済
と
新
羅
の
区
別
が
難
し
い
、
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
少
な
く
と
も
、
新
羅
に
も
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
単
に
百
済
系
と
い
う
だ
け
で
は
な

い
で
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
技
術
的
な
部
分
で
、
日
本
の
中
も
韓
国
の
中
も

そ
う
な
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
高
句
麗
と
百
済
と
新
羅
は
そ
の
関
係
が
結
構
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
な
っ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
近
頃
の
瓦
の
研
究
で
は
、
中
国
の
南
朝
の
瓦
は
百
済
に
行
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
も
新
羅
に
も
入
っ
て

い
る
よ
う
だ
と
い
わ
れ
始
め
て
い
ま
す
。
あ
の
辺
も
単
純
で
は
な
い
の
で
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
で
パ
パ
パ
ッ
と
割
り
切
れ
る
か
、

と
い
っ
た
ら
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
分
か
り
に
く
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
人
の
移
住
の
こ
と
も

含
め
て
検
討
し
て
い
き
ま
す
と
、
そ
う
簡
単
に
は
割
り
切
れ
ま
せ
ん
ね
、
と
い
う
話
で
す
。

佐
藤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
丁
寧
に
補
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
日
は
時
間
が
あ
ま
り
な
い
の
で
、大
き
く
二
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
議
論
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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一
つ
は
、
今
お
話
が
あ
っ
た
よ
う
な
渡
来
系
技
術
と
は
何
か
。
今
、
何
が
百
済
系
で
、
何
が
新
羅
系
で
、
何
が
高
句

麗
系
で
、
何
が
南
朝
系
か
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
混
じ
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
が
あ
り
、
南
朝
経
由
の
百
済
系
も

あ
る
し
、
高
句
麗
が
か
な
り
影
響
力
を
南
に
及
ぼ
し
た
と
き
に
は
百
済
も
新
羅
も
影
響
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
す
。
だ

か
ら
新
羅
の
も
の
で
も
高
句
麗
系
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
百
済
系
の
も
の
も
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
話
な
ん

で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
私
達
が
一
言
で
渡
来
系
の
技
術
や
渡
来
系
の
遺
物
と
い
っ
て
も
、
今
日
の
話
だ
と
多
様
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
海
野
さ
ん
の
ご
報
告
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
系
譜
が
あ
っ
て
一
元
的
に
は
言
え
な
い
、

と
い
う
お
話
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
小
山
田
さ
ん
の
ご
報
告
の
中
で
も
、
溜
め
池
の
技
術
に
つ
い
て
新
羅
系

の
雰
囲
気
も
あ
り
得
る
、
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
初
め
に
渡
来
系
の
技
術
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

を
最
初
に
議
論
し
た
上
で
、
そ
の
次
に
鞠
智
城
に
お
け
る
渡
来
系
の
技
術
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
、
も
っ
と
長
谷
部

さ
ん
の
ご
報
告
に
近
づ
い
た
具
体
的
な
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
最
初
に
、
渡
来
系
技
術
の
重
層
性
あ
る
い
は
多
様
性
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
小
山
田
さ
ん
、

今
日
の
お
話
で
、
土
木
に
お
け
る
渡
来
技
術
に
つ
い
て
大
変
勉
強
に
な
る
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
土
木

に
お
け
る
渡
来
系
技
術
の
捉
え
方
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
山
田
宏
一　

古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
補
強
土
工
法
の
拡
散
と
い
う
地
図
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

の
中
で
古
代
日
本
に
見
ら
れ
る
補
強
土
工
法
が
渡
来
系
情
報
な
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
日
本
国
内
に
在
来
的
な
技
術
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と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
鞠
智
城
の
水
汲
み
場
の
堤
に
見
ら

れ
る
補
強
土
工
法
で
す
が
、大
阪
の
亀
井
遺
跡
、関
東
地
方
の
三
ツ
寺
遺
跡
で
は
、五
世
紀
の
後
半
か
ら
末
頃
に
、堤
（
亀

井
遺
跡
）
や
盛
土
（
三
ッ
寺
遺
跡
）
で
は
草
本
、
粗
朶
、
樹
皮
を
敷
設
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
鞠
智
城
の

事
例
は
国
内
の
伝
統
を
引
い
て
い
る
と
い
う
考
え
も
当
然
成
立
す
る
わ
け
で
、
事
例
の
比
較
だ
け
で
は
単
純
に
結
論
を

出
す
こ
と
は
難
し
い
で
す
。
や
は
り
、
鞠
智
城
の
事
例
を
考
え
る
場
合
、
鞠
智
城
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
な
環
境
の
中

で
出
現
し
た
の
か
、
鞠
智
城
を
と
り
ま
く
歴
史
は
ど
う
な
の
か
な
ど
と
い
う
要
素
が
と
て
も
重
要
に
な
っ
て
ま
い
り
ま

す
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
当
時
の
緊
迫
し
た
東
ア
ジ
ア
情
勢
、
そ
れ
に
対
す
る
倭
国
の
い
ろ
い
ろ
な
対
応
な
ど
を
考

え
ま
す
と
、
や
は
り
鞠
智
城
の
技
術
は
山
城
の
造
営
に
と
も
な
っ
て
新
し
く
入
っ
て
き
た
、
導
入
さ
れ
た
技
術
で
あ
る

と
解
釈
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

佐
藤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
も
鞠
智
城
の
池
ノ
尾
門
の
発
掘
調
査
を
見
た
時
に
、
城
壁
の
下
を
く
ぐ
る
水
路

の
蓋
石
が
並
ん
だ
様
子
を
見
て
、
古
墳
の
天
井
石
の
並
べ
方
と
す
ご
く
似
て
い
る
な
、
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
在
来
の
技
術
も
あ
る
の
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

小
山
田　

は
い
。
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
。
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佐
藤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

で
は
、
海
野
さ
ん
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
今
話
に
な
っ
て
い
る
渡
来
系
技
術
の
多
様
性
を
建
築
の
方
か
ら
お
話
し
い

た
だ
き
た
い
の
で
す
が
。

海
野
聡　

建
築
に
関
し
て
は
、
ま
ず
現
存
す
る
も
の
は
ど
う
し
て
も
数
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
と
こ
ろ
で
法
隆
寺

の
特
殊
性
と
い
う
の
が
際
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
単
に
七
世
紀
、
八
世
紀
と
い
う
切
り
分
け
方
だ
け
で
は
な
く
て
、

や
は
り
八
世
紀
以
降
の
い
わ
ゆ
る
律
令
的
な
技
術
の
体
系
に
対
し
て
七
世
紀
と
い
う
の
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
八
世
紀
以
降
に
も
唐
の
技
術
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
の
影
響
が
な
い
っ
て
わ
け
じ
ゃ
決
し
て
な
い

の
で
す
が
、
限
定
的
で
、
た
ぶ
ん
渡
来
系
の
影
響
が
強
い
と
い
う
も
の
は
七
世
紀
の
段
階
で
の
話
に
な
り
ま
す
。
そ
の

上
で
や
は
り
技
術
的
な
話
で
言
え
ば
、
伝
統
的
な
技
術
に
対
し
て
外
来
的
な
技
術
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
も
の
が
や

は
り
渡
来
系
の
技
術
で
す
。
そ
し
て
、
渡
来
系
の
も
の
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
形
も
、
構
造
的
な
も
の
か
、
あ
る
い
は

そ
の
形
態
が
持
つ
意
味
、
理
念
的
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
点
も
重
要
で
す
。
理
念
的
な
も
の
ま
で
含
め
て
完
全
に
模

倣
す
る
、
あ
る
い
は
摂
取
を
す
る
と
い
う
段
階
、
そ
こ
ら
辺
の
と
こ
ろ
が
渡
来
系
技
術
と
日
本
列
島
で
模
倣
し
た
技
術

の
差
と
な
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
こ
か
ら
自
身
の
中
で
理
解
を
し
て
再
構
築
を
す
る
と
い
う
段
階
に
な
っ

て
く
る
と
、
そ
れ
が
今
度
は
倭
国
あ
る
い
は
日
本
の
伝
統
技
術
と
し
て
昇
華
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス

が
あ
る
前
半
、
初
期
の
段
階
の
も
の
が
渡
来
系
技
術
と
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
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佐
藤　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
八
角
形
の
建
物
に
つ
い
て
も
、
単
一
の
入
り
方
を
し
て
い
る
か
、
重
層
的

な
入
り
方
を
し
て
い
る
か
、
と
い
う
ご
報
告
が
す
ご
く
面
白
か
っ
た
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
建
築
の
場
合
は
必
ず
し
も

最
先
端
の
一
番
新
し
い
工
法
を
用
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
な
く
て
伝
統
的
な
工
法
で
建
て
る
場
合
が
あ
る
、
と
い

う
お
話
。
そ
れ
も
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
八
角
形
の
建
物
に
関
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

海
野　

そ
う
で
す
ね
、
ま
ず
八
角
形
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
や
は
り
信
仰
性
と
い
う
も
の
は
強
い
と
考
え
て
ま
す
。

そ
れ
は
現
存
す
る
建
築
も
そ
う
で
す
し
、
近
年
の
菅
原
遺
跡
の
円
堂
の
発
掘
な
ど
、
さ
ら
に
言
え
ば
建
て
ら
れ
な
か
っ

た
西
大
寺
の
八
角
塔
な
ど
も
含
め
て
、
や
は
り
そ
う
い
う
精
神
的
な
中
枢
部
で
考
え
て
い
く
方
が
現
実
的
で
は
な
い
か

な
、
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
が
、
実
際
に
建
築
が
最
先
端
か
ど
う
か
と
い
う
お
話
が
今
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
う
ど
七
世
紀
の

中
盤
か
ら
後
半
に
か
け
て
と
い
う
の
は
、
日
本
の
中
で
中
国
的
な
宮
殿
と
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
内
裏
の
関
係
で
も
、
内

裏
は
最
先
端
の
施
設
か
と
い
う
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
大
極
殿
を
代
表
と
す
る
よ

う
な
中
国
的
な
建
築
を
導
入
し
て
、
律
令
国
家
の
体
制
を
整
え
て
い
く
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
最

先
端
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
や
は
り
伝
統
的
な
も
の
の
技
術
、
あ
る
い
は
形
態
を
継
承
し
て
い
て
、

そ
れ
に
も
価
値
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
も
の
が
同
時
併
存
し
て
い
る
。
そ
の
時
点
で
、
す
で
に
重
層
し

て
い
る
社
会
の
様
相
が
よ
く
顕
れ
て
い
る
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。
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佐
藤　

確
か
に
、
奈
良
の
平
城
宮
や
そ
れ
以
降
の
平
安
宮
に
お
い
て
も
大
極
殿
や
朝
堂
院
と
い
う
公
的
な
政
務
や
儀
式

の
場
所
は
礎
石
建
ち
瓦
葺
き
の
大
陸
風
の
建
物
で
す
が
、
天
皇
が
日
常
住
ん
で
い
る
内
裏
で
は
伝
統
的
な
掘
立
柱
で
檜

皮
葺
き
の
建
物
を
建
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
同
時
併
存
で
あ
る
こ
と
が
普
通
に
あ
る
と
い
う
の
は
お
っ
し
ゃ
る

と
お
り
で
す
ね
。

　

あ
と
、
鞠
智
城
の
八
角
形
建
物
は
二
棟
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
高
句
麗
で
も
そ
う
い
っ
た
宗
教
的
な
意
味
を
持

つ
よ
う
な
建
物
が
二
棟
セ
ッ
ト
で
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
難
波
宮
に
も
内
裏
の
南
門
の
両
側
に
八
角
形
の
仏
堂

み
た
い
な
建
物
が
二
棟
並
ん
で
い
ま
す
。
あ
れ
も
儀
式
の
場
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
二
棟
並
ん
で
、

二
棟
あ
る
の
も
そ
う
い
う
一
定
の
儀
礼
と
の
関
係
と
い
う
の
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
そ
れ
は
難
し
い
か
ナ
。

海
野　

ち
ょ
っ
と
難
し
い
ご
質
問
な
の
で
す
が
、
鞠
智
城
の
八
角
形
遺
構
、
私
も
少
し
検
討
し
ま
し
た
け
ど
、
な
か
な

か
建
物
配
置
と
遺
跡
内
の
軸
線
が
明
確
に
一
致
し
て
こ
な
い
ん
で
す
。
他
の
部
分
の
、
例
え
ば
倉
庫
群
等
の
規
格
的
な

配
置
に
対
し
て
も
、
ち
ょ
っ
と
ず
れ
て
く
る
と
こ
ろ
が
引
っ
か
か
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。

佐
藤　

こ
れ
ま
で
の
お
話
を
受
け
て
、
吉
村
さ
ん
、
渡
来
系
技
術
の
捉
え
方
に
つ
い
て
広
い
立
場
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

吉
村
武
彦　

は
い
。
実
は
今
や
っ
て
い
る
議
論
は
か
な
り
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
僕
は
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
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在
来
系
か
渡
来
系
か
と
い
う
時
に
、
果
た
し
て
そ
う
い
う
二
分
法
で
い
い
か
ど
う
か
っ
て
い
う
こ
と
で
す
ね
。
と
い
う

の
は
、
最
近
、
国
風
文
化
論
を
ど
う
捉
え
る
の
か
と
い
う
の
が
平
安
時
代
の
方
で
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、

単
純
に
言
い
ま
す
と
遣
唐
使
の
廃
止
以
降
、
国
風
化
す
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
国
風
化
の
内
容
は

ど
う
か
、
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
論
文
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
実
は
単
純
な
古
い
伝
統
で
は
な
く
、
か

つ
て
、
つ
ま
り
渡
来
系
の
人
が
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
技
術
の
再
評
価
を
し
て
、
ま
た
進
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
ら
し
い

ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
在
来
系
か
渡
来
系
か
と
い
う
議
論
の
以
前
に
、
在
来
系
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
で

す
。
あ
る
意
味
で
言
う
と
、
二
分
法
で
考
え
る
場
合
、
渡
来
系
と
い
う
よ
り
最
新
の
渡
来
系
技
術
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、

在
来
系
と
い
っ
て
も
、
本
当
に
伝
統
的
な
手
法
な
の
か
ど
う
か
で
す
。

　

例
え
ば
古
墳
で
言
え
ば
、
前
方
後
円
墳
で
は
竪
穴
式
石
室
は
伝
統
的
と
言
っ
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
横
穴

式
石
室
が
受
容
さ
れ
ま
す
。
こ
の
石
室
は
、
中
国
の
地
下
式
の
影
響
が
あ
る
か
ど
う
か
、
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
朝
鮮
に
入
っ
て
、
や
が
て
日
本
に
入
っ
て
く
る
。
そ
の
時
に
九
州
系
の
人
達
は
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た

よ
う
で
、
竪
穴
式
と
関
係
す
る
横
穴
式
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
百
年
ぐ
ら
い
遅
れ
て
、
近
畿
地
方
の
人
が
大
王
墓
と

か
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
伝
統
的
技
術
と
い
う
場
合
も
、
我
々
、
伝
統
と
い
う
と
何
か
全
て

日
本
人
的
な
も
の
と
理
解
し
や
す
い
の
で
す
が
、
は
た
し
て
そ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
音
楽
な
ん
か
も
そ
う
で
す
ね
。
雅
楽
と
い
い
ま
す
が
、
本
当
に
在
来
系
と
い
う
の
は
吉
野
の
国
栖
儛
と
か
、

あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。
だ
い
た
い
向
こ
う
か
ら
入
っ
て
き
た
呉
楽
だ
と
か
、
高
麗
楽
だ
と
か
。
そ
れ
を
日
本
人
と
い
う
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か
当
時
の
倭
人
は
上
手
く
こ
な
し
て
、
日
本
的
な
も
の
倭
国
的
な
も
の
を
作
る
、
と
い
う
こ
と
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
か
ら
い
う
と
、
議
論
で
あ
ま
り
在
来
系
と
か
渡
来
系
と
か
を
単
純
に
捉
え
な
い
方
が
良
い
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
で
す
。

佐
藤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
渡
来
系
技
術
か
ら
見
た
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
が
、
こ
れ
は
古
代
山
城
を
築

い
た
時
代
の
最
新
の
渡
来
系
技
術
と
い
う
よ
う
に
普
通
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
確
か
に
日
本
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
技

術
は
、
大
陸
や
半
島
か
ら
常
に
渡
っ
て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
こ
ま
で
が
在
来
で
ど
こ
か
ら
が
渡
来
か
と
い
う
よ
り
も
、

い
つ
も
渡
来
を
受
け
と
め
て
上
手
に
こ
な
し
て
い
っ
た
の
が
日
本
の
文
化
の
特
徴
と
い
う
よ
う
に
考
え
た
方
が
い
い
か

な
、
と
思
い
ま
し
た
。

　

今
の
渡
来
系
の
話
に
つ
き
ま
し
て
、
長
谷
部
さ
ん
、
鞠
智
城
を
調
査
し
て
い
る
お
立
場
か
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

長
谷
部
善
一　

鞠
智
城
に
今
年
の
四
月
に
来
た
ば
か
り
で
今
ち
ょ
っ
と
勉
強
し
て
い
る
途
中
の
身
に
は
非
常
に
難
し
い

質
問
で
す
ね
。
で
も
、
鞠
智
城
が
建
て
ら
れ
た
菊
池
川
流
域
と
い
う
の
は
装
飾
古
墳
が
多
く
築
か
れ
て
い
る
地
域
で
も

あ
り
ま
す
。
鞠
智
城
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
版
築
と
い
う
も
の
は
、
装
飾
古
墳
の
築
造
に
も
使
わ
れ
て
き
た
在
来
系
と
も

い
え
る
技
術
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
直
接
、
鞠
智
城
の
渡
来
系
と
言
わ
れ
る
も
の
と
結
び
つ
く
の
か
は
私
の
方
も
ま

だ
、
判
断
が
つ
き
か
ね
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
古
墳
の
石
室
、
石
材
を
押
さ
え
る
た
め
の
版
築
状
の
も
の
を
し
て
き
た
地
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域
で
は
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

佐
藤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
渡
来
系
技
術
の
多
様
性
に
つ
い
て
考
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
渡
来
系
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
の

最
先
端
の
渡
来
系
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
渡
来
系
と
い
う
中
で
も
、
朝
鮮
半
島
で
高
句
麗
・
百

済
・
新
羅
が
あ
る
時
代
、
あ
る
い
は
加
耶
が
あ
る
時
代
、
そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
日
本
列
島
に
渡
っ

て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
ど
う
捉
え
る
か
は
な
か
な
か
大
変
で
す
。
遺
物
を
理
解
す
る
の
も
、
瓦
の
理

解
だ
け
で
も
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
と
ら
え
方
が
あ
る
の
で
、
本
当
に
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
だ

け
東
ア
ジ
ア
の
世
界
が
相
互
に
交
流
し
な
が
ら
、
密
接
に
繋
が
り
な
が
ら
、
お
互
い
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
来
た
の
だ

な
、
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
渡
来
人
あ
る
い
は
渡
来
系
移
住
民
と
い
う
意
味
で
い
く
と
、
日
本
列
島
の
人
も
朝
鮮
半
島
に
渡
っ
て
い
て
、

加
耶
で
前
方
後
円
墳
が
出
て
く
る
の
は
そ
う
い
う
人
達
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
熊
本
の
日
羅
と
い
う
人
は
火
葦
北
国

造
の
息
子
で
あ
り
な
が
ら
百
済
で
二
番
目
の
官
位
の
達
率
を
も
ら
う
高
位
高
官
に
ま
で
昇
っ
て
い
て
、
政
策
顧
問
と
し

て
戻
っ
て
き
て
く
れ
、
と
倭
国
の
大
王
が
日
羅
に
求
め
る
話
が
日
本
書
紀
に
あ
る
ほ
ど
で
す
。
倭
か
ら
向
こ
う
に
行
っ

た
渡
来
系
住
民
、
渡
来
人
も
い
た
。
こ
の
よ
う
に
列
島
・
半
島
間
の
渡
来
に
つ
い
て
は
相
互
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
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そ
れ
で
は
、
も
っ
と
鞠
智
城
に
焦
点
を
当
て
た
形
で
、
鞠
智
城
に
お
け
る
渡
来

系
の
技
術
は
ど
う
か
と
い
う
お
話
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
一
番
初
め
に
長
谷
部
さ
ん
の
お
話
で
、
鞠
智
城
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
渡
来

系
技
術
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
版
築
の
や
り
方
だ
と
か
、
そ
れ
か
ら
貯
水
池
の
あ

り
方
だ
と
か
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
版
築
や
貯
水
池
の
あ
り
方
に

つ
い
て
は
、
小
山
田
さ
ん
の
お
話
も
あ
り
ま
し
た
。
な
お
版
築
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
亀
田
さ
ん
が
お
考
え
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
、
そ
の
版
築
に
つ
い
て

の
お
考
え
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
石
積
み
で
す
ね
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
亀
田
さ
ん
が
研
究
な
さ
っ
て
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
亀
田

さ
ん
か
ら
鞠
智
城
の
技
術
に
つ
い
て
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

亀
田　

ま
ず
版
築
で
す
が
、
実
は
、
定
義
が
最
近
ま
た
難
し
く
な
っ
て
き
て
お
り

ま
す
。
國
學
院
大
學
に
移
ら
れ
た
青
木
敬
さ
ん
と
い
う
方
が
そ
の
辺
を
整
理
さ
れ

て
い
ま
す
。
実
は
海
野
さ
ん
や
青
木
さ
ん
が
奈
良
文
化
財
研
究
所
に
お
ら
れ
た
こ

ろ
、
奈
良
の
薬
師
寺
の
東
塔
を
発
掘
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
に
お
邪
魔
し
た
ん

で
す
が
、
青
木
さ
ん
と
い
う
方
は
、
ま
さ
に
古
代
の
土
木
技
術
に
大
変
詳
し
い
方
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で
、「
棒
で
突
い
て
地
面
を
硬
く
す
る
の
が
版
築
の
基
本
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
僕
た
ち
が
勉
強
し
た
こ

ろ
の
版
築
は
、「
外
側
に
堰
板
を
巡
ら
せ
、
そ
の
中
の
土
を
棒
で
突
き
固
め
る
の
が
版
築
」
と
習
っ
て
い
た
ん
で
す
け

ど
ね
。
結
果
的
に
薬
師
寺
の
場
合
は
外
側
に
堰
板
が
あ
っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の
か
っ
て
い
う
の
は
、
ど
う
な
っ
た
ん

で
し
ょ
う
か
。

海
野　

確
か
明
確
に
は
出
て
い
な
か
っ
た
と
。

亀
田　

明
確
に
は
見
え
な
か
っ
た
の
で
す
よ
ね
。
と
い
い
ま
す
の
が
、
実
は
堰
板
が
あ
れ
ば
そ
の
端
っ
こ
は
、
棒
で
突

く
と
斜
め
に
上
が
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
薬
師
寺
の
東
塔
の
場
合
、
礎
石
の
と
こ
ろ
で
は
突
き
棒
の
痕
跡
は
、
ま
さ

に
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、基
壇
の
端
の
ほ
う
で
は
そ
の
よ
う
な
明
確
な
痕
跡
が
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
で
、
青
木
さ
ん
に
、
こ
の
基
壇
、
堰
板
を
使
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
ね
っ
て
い
う
話
を
し
た
の
で
す
。
実
は
日
本

の
古
代
寺
院
の
場
合
、
基
本
的
に
版
築
っ
て
言
っ
て
い
る
も
の
に
は
、
も
し
か
し
た
ら
堰
板
が
な
い
の
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
、
っ
て
い
う
話
が
建
築
の
方
で
も
あ
る
ん
で
す
か
ね
。

海
野　

ち
ょ
っ
と
記
憶
が
曖
昧
で
す
け
れ
ど
も
、
確
か
可
能
性
と
し
て
考
え
た
の
は
、
堰
板
を
置
い
て
き
ち
ん
と
合
理

的
に
少
な
い
労
働
力
で
や
る
で
あ
ろ
う
と
今
ま
で
我
々
は
考
え
て
き
た
ん
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
完
成
す
る
基
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壇
よ
り
少
し
大
き
い
と
こ
ろ
で
造
っ
て
、
版
築
の
端
を
切
り
落
と
し
て
造
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
考
え
た
と
思

い
ま
す
。
要
は
ケ
ー
キ
の
切
端
を
落
と
す
と
い
う
、
そ
ん
な
よ
う
な
造
り
方
を
し
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
考
え

も
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
が
、
現
場
で
検
討
し
た
考
え
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
ま
す
。

亀
田　

は
い
、
そ
う
し
ま
す
と
今
ま
で
の
定
義
っ
て
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
？
っ
て
こ
と
も
含
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
中
国
で
は
き
ち
ん
と
堰
板
を
使
っ
て
い
る
例
が
あ
り
ま
す
の
で
、
朝
鮮
半
島
に
入
っ
た
と
き
に

変
化
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

少
な
く
と
も
、
岡
山
の
鬼
ノ
城
の
版
築
を
調
べ
た
と
き
に
、
前
面
に
は
当
然
堰
板
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
横
板
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
確
認
を
や
っ
て
い
き
ま
す
と
、
ち
ょ
う
ど
横
板
が
あ
っ
た
と
想

定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
版
築
層
が
や
は
り
上
が
る
ん
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
鬼
ノ
城
の
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
前
面
と

左
右
の
合
計
三
面
に
は
堰
板
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
大
野
城
に
も
堰
板
は
ど
う
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
そ

れ
が
鞠
智
城
に
あ
る
か
ど
う
か
っ
て
い
う
と
実
は
ま
だ
よ
く
判
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
で
鞠
智
城
で
は
、
今
後
、
意

識
的
に
ま
た
掘
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
前
面
の
堰
板
さ
え
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
例
が
岡
山
の
大
廻
小
廻
山
城
で
す
。
こ
の
よ
う

な
見
方
を
す
る
と
版
築
の
仕
方
に
も
幾
つ
か
グ
ル
ー
プ
分
け
が
出
来
そ
う
だ
ね
、
と
い
う
の
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
見
方
で
改
め
て
鞠
智
城
の
版
築
を
調
べ
て
い
た
だ
く
と
、
グ
ル
ー
プ
み
た
い
な
も
の
も
分
か
る
の
か
な
っ
て
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
版
築
の
あ
り
方
っ
て
い
う
の
が
、
先
ほ
ど
海
野
さ
ん
は
じ
め
皆
さ
ん
が
仰
っ
て
い
る
日
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本
化
と
か
い
う
こ
と
な
の
か
、
技
術
者
が
い
な
く
て
そ
う
な
っ
た
の
か
と
か
い
う
の
は
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
例
に
当

た
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
な
っ
て
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
石
積
み
に
関
し
ま
し
て
は
、
鞠
智
城
の
石
積
み
は
ち
ょ
っ
と
ま
だ
難
し
い
状
況
で
す
ね
。
も
う
少
し
調

査
が
進
ま
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
確
実
に
石
積
み
で
古
代
山
城
を
造
っ
て
い
る
例
は
対
馬
の
金
田
城
だ

け
で
す
。
岡
山
の
鬼
ノ
城
も
石
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
い
ま
す
。
復
元
さ
れ
て
有
名
な
西
門
の
横
に
高
石
垣
と
呼
ん
で
い

る
部
分
が
あ
る
ん
で
す
が
、
僕
は
積
み
直
し
だ
と
思
っ
て
ま
す
。
地
元
の
方
と
意
見
が
違
う
ん
で
す
が
、
高
石
垣
は
お

城
が
生
き
て
る
（
使
用
さ
れ
て
い
る
）
段
階
の
積
み
直
し
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
石
垣
の
裏

側
の
掘
方
が
弧
状
に
な
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
一
回
崩
落
し
た
か
ら
積
み
直
し
た
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
言
い

ま
す
と
、
だ
か
ら
こ
そ
正
面
か
ら
み
た
石
垣
の
形
が
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
本
来
で
あ
れ
ば
石
垣
の
左
右
の
端

は
真
っ
直
ぐ
上
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
石
垣
の
壁
が
、
山
な
り
に
な
っ
て
い
る
の
は
積
み
直
し
た
か
ら

だ
と
、
僕
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
野
城
の
石
積
み
に
関
し
て
は
、
比
較
的
多
く
の
場
所
で
積
み
直
し
さ
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
僕
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
含
め
て
、
石
垣
に
関
し
て
は
改
め

て
調
査
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤　

基
肄
城
は
ど
う
で
す
か
。
基
肄
城
の
水
門
。
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亀
田　

基
肄
城
の
水
門
も
、
お
そ
ら
く
皆
さ
ん
、
答
え
が
出
て
な
い
と
思
い
ま
す
。
基
肄
城
に
は
昔
か
ら
の
大
き
な
水

門
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
が
当
初
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
後
世
の
も
の
な
の
か
判
っ
て
い
ま
せ
ん
。
と
言
い
ま

す
の
は
、
水
門
の
向
か
っ
て
左
側
の
崩
れ
た
部
分
を
二
〇
一
〇
年
頃
か
ら
発
掘
し
ま
し
た
ら
、
中
に
小
さ
な
水
門
が
三

つ
見
つ
か
り
ま
し
た
。
あ
そ
こ
も
前
面
は
ほ
と
ん
ど
崩
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
事
情
で
残
念
な
が
ら
も
う
一
つ
よ
く

分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今
回
の
基
肄
城
の
三
つ
の
水
門
も
、
後
ろ
（
城
内
）
側
は
掘
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
石
組
み
の
城
壁
は
や
は
り
前
後
左
右
を
き
ち
ん
と
確
認
し
な
い
と
、
単
に
表
面
か
ら
見
た
石
積
み
だ
け
で
い
ろ

い
ろ
と
発
言
す
る
の
は
、
や
は
り
難
し
い
で
す
。
水
門
の
後
ろ
側
を
掘
っ
て
い
た
だ
き
、
積
み
直
し
が
あ
る
か
な
い
か

も
検
討
し
な
い
と
、
な
か
な
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
基
肄
城
の
門
の
と
こ
ろ
の
大
き
な
、
立
っ
て
で

も
入
れ
る
（
ち
ょ
っ
と
オ
ー
バ
ー
で
す
が
）、
腰
を
屈
め
れ
ば
入
れ
る
、
水
門
で
す
と
、
敵
が
入
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。

実
際
に
小
さ
な
水
門
が
三
つ
出
て
き
ま
し
た
の
で
、
や
は
り
あ
の
辺
も
、
も
う
一
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
石
積
み
に
関
し
ま
し
て
は
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
ま
り
よ
く
分
か
ら
な
い

の
が
現
状
で
す
。

佐
藤　

は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

で
は
小
山
田
さ
ん
、
鞠
智
城
に
つ
い
て
今
日
の
ご
報
告
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
も
う
一
度
今
ま
で
の
話
を
受
け
と
め

て
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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小
山
田　

亀
田
先
生
の
、
新
羅
に
は
南
朝
の
瓦
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
話
は
、
と
て
も
興
味
深
く
拝
聴
し
ま
し
た
。
実

は
新
羅
に
は
「
塢
」
と
呼
ば
れ
る
水
利
施
設
が
あ
り
ま
す
。
慶
尚
北
道
の
菁
堤
と
い
う
溜
め
池
の
碑
文
を
見
ま
す
と
、

新
羅
で
は「
塢
」か
ら「
堤
」に
変
わ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
代
半
島
の「
堤
」は
溜
め
池
を
表
す
言
葉
で
、「
堤
」

の
築
造
技
術
自
体
は
百
済
で
始
ま
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
方
、「
塢
」
は
中
国
の
南
朝
に
多
く
、「
塢
」
が
新
羅
に

出
現
す
る
こ
と
と
、
南
朝
系
瓦
の
出
現
は
共
通
す
る
点
が
あ
り
そ
う
で
、
ち
ょ
っ
と
ゾ
ク
ゾ
ク
し
ま
し
た
（
笑
）。
技

術
の
話
で
す
が
、
私
が
扱
っ
て
い
る
の
は
、
堤
の
補
強
土
工
法
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
の
土
木
技
術
に
な
り
ま
す
。
大

事
な
こ
と
は
、
補
強
土
工
法
を
使
っ
て
堤
を
造
る
プ
ラ
ン
を
鞠
智
城
造
営
の
土
木
技
術
者
が
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
補
強
土
工
法
の
入
手
方
法
な
ど
が
分
か
れ
ば
、
よ
り
具
体
的
に
技
術
の
系
譜
が
辿
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
た

だ
し
、
考
古
学
だ
け
で
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

佐
藤　

日
本
国
内
の
他
の
山
城
と
か
、
あ
る
い
は
溜
め
池
で
も
い
い
の
で
す
け
ど
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

小
山
田　

古
代
日
本
で
は
溜
め
池
を
除
く
と
、
補
強
土
工
法
を
使
っ
て
い
る
堤
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

溜
め
池
で
す
と
、
大
阪
の
狭
山
池
と
久
米
田
池
、
福
岡
県
で
す
と
京
都
郡
の
池
田
遺
跡
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
溜
め
池
の

場
合
、
堤
の
補
強
土
工
法
だ
け
を
切
り
取
る
ん
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
溜
め
池
を
造
る
技
術
体
系
の
一
つ
と
し
て
補
強
土
工

法
を
理
解
・
評
価
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
鞠
智
城
で
も
補
強
土
工
法
を
ふ
く
む
技
術
体
系
が
問
わ
る
こ
と
に
な
り
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ま
す
。

佐
藤　

粗
朶
敷
き
に
つ
い
て
は
、
私
、
福
岡
県
の
大
宰
府
の
水
城
の
西
門
、
あ
る
い
は
御
笠
川
沿
い
、
鉄
道
沿
い
の
と

こ
ろ
の
粗
朶
敷
き
が
一
番
見
本
的
な
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
半
島
と
の
関
係
も
含
め
て
、

粗
朶
敷
き
や
補
強
土
工
法
と
し
て
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

小
山
田　

そ
う
で
す
ね
。
水
城
の
粗
朶
敷
に
つ
い
て
は
、
佐
賀
大
学
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
林
重
徳
先
生
の
ご
研
究
が
あ

り
ま
す
。
水
城
は
真
ん
中
に
御
笠
川
が
あ
り
、
そ
の
近
く
で
地
盤
が
軟
弱
な
と
こ
ろ
は
何
層
に
も
わ
た
り
粗
朶
を
敷
い

て
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
、西
の
丘
陵
に
取
り
付
く
西
門
付
近
は
地
盤
が
固
く
、粗
朶
の
敷
設
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
か
ら
、
水
城
で
は
地
盤
の
状
態
に
適
し
た
工
法
で
施
工
し
て
い
る
と
復
元
で
き
る
わ
け
で
す
。
こ
の

場
合
、
地
盤
の
強
弱
に
応
じ
て
工
法
を
使
い
分
け
る
と
い
う
経
験
が
な
け
れ
ば
、
現
場
で
的
確
に
指
導
・
指
揮
す
る
こ

と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
扶
余
羅
城
で
地
盤
の
強
弱
に
応
じ
て
工
法
を
工
夫
し
て

い
る
百
済
の
情
報
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
す
。

佐
藤　

水
城
の
場
合
は
六
六
三
年
の
敗
戦
の
後
、
六
六
四
年
に
造
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
百
済
の
技
術
を
割
と
直

接
的
に
導
入
し
て
で
き
た
と
思
っ
て
よ
ろ
し
い
で
す
よ
ね
。
渡
来
系
の
技
術
と
い
う
と
、
水
城
の
西
門
な
ど
で
柱
を
埋
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め
殺
し
て
い
る
工
法
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
朝
鮮
半
島
系
の
技
術
と
思
っ
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
ね
。

小
山
田　

ソ
ウ
ル
特
別
市
の
風
納
土
城
は
百
済
最
古
の
王
城
で
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
る
と
、
城
壁
の
版
築
工
事
で
、

堰
板
を
留
め
る
柱
を
抜
き
取
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
埋
め
殺
し
て
い
る
事
例
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
工
法
は

山
城
の
報
告
書
に
も
確
認
で
き
る
の
で
、
韓
国
で
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

佐
藤　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
海
野
さ
ん
、
先
ほ
ど
、
八
角
形
建
物
に
つ
い
て
質
問
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
建

築
史
の
立
場
か
ら
、
鞠
智
城
に
お
け
る
渡
来
系
工
法
に
つ
い
て
、
何
か
コ
メ
ン
ト
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。

海
野　

は
い
。
八
角
形
以
外
に
も
や
は
り
注
目
す
べ
き
点
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
一
つ
が
規
格
性
の
問
題
だ
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
、
大
野
城
を
始
め
と
す
る
他
の
倉
庫
群
で
施
工
精
度
が
相
当
高
い
制
度
で
施
工
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

鞠
智
城
が
ど
う
い
う
精
度
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
遺
構
の
施
工
精
度
と
い
う
と

こ
ろ
と
い
う
と
こ
ろ
と
、
先
ほ
ど
の
在
地
で
実
際
誰
が
施
工
し
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
か
と
思

い
ま
す
の
で
、
一
つ
の
検
討
材
料
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
が
、
や
は
り
城
門
に
関
す
る
と
こ
ろ
、
特
に
柱
間
装
置
、
そ
し
て
扉
を
ど
う
設
置
す
る
か
に
関
連
す
る
と

こ
ろ
で
す
。
建
築
の
側
か
ら
す
る
と
、
古
代
山
城
と
い
え
ば
軸
擦
穴
の
あ
る
礎
石
と
い
う
ぐ
ら
い
、
や
は
り
密
接
に
関
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係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
の
私
の
報
告
で
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
山
田
寺
な
ど
で
は
地
覆
石
に
穴

を
彫
る
例
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、日
本
で
は
基
本
的
に
木
の
部
材
に
穴
を
開
け
る
方
が
一
般
的
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

古
代
山
城
に
関
し
て
は
石
製
の
軸
擦
穴
を
持
つ
も
の
と
な
り
ま
す
。
渡
来
系
の
技
術
で
あ
っ
て
も
少
な
く
と
も
日
本
に

入
っ
て
く
る
と
基
本
的
に
石
じ
ゃ
な
く
て
木
で
で
き
る
も
の
は
木
で
造
る
と
い
う
方
向
に
変
わ
っ
て
く
る
の
が
大
ま
か

な
傾
向
と
し
て
は
多
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
山
田
寺
の
技
術
系
統
と
解
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
古
代
山
城

の
石
製
の
軸
擦
穴
は
着
目
す
べ
き
点
と
思
い
ま
す
。

佐
藤　

鞠
智
城
の
城
門
に
は
、
扉
を
立
て
る
た
め
の
唐
居
敷
が
あ
り
ま
す
。
扉
の
両
側
の
柱
を
据
え
て
、
そ
の
間
に
開

く
扉
を
設
定
す
る
た
め
の
設
備
で
す
ね
。
そ
の
扉
板
を
ギ
ー
と
開
け
る
と
き
の
軸
の
穴
が
大
き
な
石
の
唐
居
敷
に
刻
ん

で
あ
っ
て
、
堀
切
門
の
扉
の
幅
は
三
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
門
の
構
造
自
身
も
知
り
た
い
の
で
す
け
ど
、
扉

の
構
造
が
あ
る
程
度
分
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

海
野　

そ
う
で
す
ね
。
門
に
関
し
て
、
礎
石
の
位
置
か
ら
あ
る
程
度
、
規
模
な
り
、
切
妻
の
屋
根
な
り
、
と
い
う
の
は

想
定
で
き
ま
す
。
扉
を
受
け
る
装
置
が
石
製
と
い
う
と
こ
ろ
に
関
し
て
言
う
と
、
時
代
が
下
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
絵

巻
物
等
に
描
か
れ
る
門
は
、
基
本
的
に
石
製
で
は
な
く
て
木
製
の
唐
居
敷
で
描
か
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
と
い

う
わ
け
で
、
少
な
く
と
も
後
の
時
代
の
資
料
と
比
較
を
す
る
と
、
石
製
と
い
う
の
は
や
は
り
こ
の
時
代
、
す
な
わ
ち
木
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製
の
加
工
よ
り
も
石
製
の
加
工
の
方
に
長
け
て
い
る
時
代
の
特
徴
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
辺
は
、
半
島
系
、
大
陸
系
、

と
い
う
と
こ
ろ
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

佐
藤　

唐
居
敷
は
確
か
花
崗
岩
を
使
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
固
い
石
を
確
保
す
る
だ
け
の
技
術
の
高
さ
も
あ
っ
た
、
と

い
う
わ
け
で
す
ね
。

海
野　

そ
う
で
す
ね
。
よ
く
こ
う
い
う
と
き
に
私
が
お
話
す
る
の
が
、
例
え
ば
高
床
の
正
倉
院
正
倉
で
す
と
、
通
常
、

石
を
平
ら
に
し
て
柱
の
長
さ
を
一
緒
に
す
れ
ば
、
床
の
高
さ
が
き
ち
ん
と
揃
う
、
と
普
通
は
考
え
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

必
ず
し
も
礎
石
の
上
面
を
き
っ
ち
り
高
さ
を
揃
え
て
加
工
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
柱
の
下
面
を
礎
石
の
凹
凸
に
合
わ
せ

て
い
る
ん
で
す
。
石
の
加
工
が
大
変
な
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
平
城
宮
第
一
次
の
大
極
殿
院
と
い
っ
た
中
枢
の
一
角
で

も
自
然
石
を
使
っ
て
い
ま
す
。
木
の
方
を
石
に
合
わ
せ
る
な
ど
、
普
通
で
考
え
た
ら
逆
だ
と
思
う
よ
う
な
方
法
を
と
る

ほ
ど
、
石
よ
り
も
木
を
扱
う
方
が
得
意
と
い
う
の
が
日
本
の
考
え
方
で
す
。
そ
の
た
め
鞠
智
城
の
石
製
の
軸
擦
穴
が
渡

来
系
と
の
関
係
が
強
い
と
い
う
考
え
は
、
こ
う
し
た
背
景
と
す
ご
く
マ
ッ
チ
す
る
と
思
い
ま
す
。

佐
藤　

唐
居
敷
に
見
ら
れ
る
扉
の
構
造
な
ど
は
、
渡
来
系
の
技
術
か
も
し
れ
な
い
。
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海
野　

渡
来
系
の
技
術
の
要
素
が
強
く
出
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
石
の
加
工
な
ど
に
つ
い
て
言
え
ば
、
渡

来
系
の
技
術
と
見
た
方
が
よ
く
、
日
本
の
技
術
で
で
き
た
ん
だ
、
と
す
る
と
逆
に
、
な
ぜ
そ
れ
以
降
の
時
代
に
は
使
っ

て
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
次
に
出
て
き
て
し
ま
う
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。

佐
藤　

扉
を
動
か
す
と
き
の
軸
に
鉄
を
使
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
き
っ
と
、
そ
れ
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

吉
村
さ
ん
、
す
い
ま
せ
ん
。
鞠
智
城
に
絞
っ
た
か
た
ち
で
渡
来
系
技
術
と
い
う
こ
と
を
議
論
し
て
い
る
の
で
す
が
、

一
言
お
願
い
で
き
ま
す
か
。

吉
村　

今
日
、
小
山
田
さ
ん
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
け
ど
、
曲
池
と
か
苑
池
と
か
の
施
設
が
あ
る
と
す
る
と
、
や
は
り

鞠
智
城
の
存
在
理
由
と
も
つ
な
が
り
ま
す
ね
。
鞠
智
城
は
、
大
野
城
・
基
肄
城
と
同
じ
よ
う
に
長
く
存
在
し
ま
す
ね
。

鞠
智
城
の
池
遺
構
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
い
る
水
の
流
れ
が
、
仮
に
苑
池
と
か
曲

池
と
か
の
機
能
に
関
係
す
る
よ
う
で
す
と
、
鞠
智
城
が
な
ぜ
造
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
し
て
く
る
の
で
、
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。
池
と
い
う
公
の
施
設
を
造
っ
た
と
き
、
何
か
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
な
設
備
が
あ
る
と
し
ま
す

と
、
そ
う
い
う
施
設
を
作
っ
た
理
由
が
関
係
し
て
く
る
か
ら
で
す
。

　

実
は
も
う
一
つ
、
八
角
形
の
建
物
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
前
期
難
波
宮
に
も
二
つ
あ
る
の
で
す
が
、
天
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皇
陵
も
八
角
形
な
の
で
す
。
推
古
朝
以
降
、
か
な
り
後
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
意
図
と
意
味
が
気
に
な
り
ま
す
。
八
角

方
面
の
支
配
、
つ
ま
り
八
方
の
支
配
と
か
で
説
明
す
る
人
も
い
ま
す
が
、
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
鞠
智
城
を
建
設
し

維
持
す
る
場
合
、
何
ら
か
の
祭
祀
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
都
で
も
国
衙
で
も
祭
祀

は
や
り
ま
す
ね
。
そ
の
祭
祀
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
の
鞠
智
城
の
議
論
で
は
あ
ま
り
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で
遺
跡
で
は
、
わ
か
ら
な
い
遺
跡
で
も
、
こ
れ
こ
れ
の
遺
構
は
祭
祀
遺
構
だ
、
と
指
摘
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
ね
。
下
総
の
市
川
市
史
編
纂
事
業
の
関
係
か
ら
、
市
川
市
の
北
下
遺
跡
と
い
う
水
辺
の
祭
祀
に
関
心
が
あ
り
ま
す
。

最
近
で
は
各
地
で
水
辺
の
祭
祀
の
遺
構
が
見
つ
か
っ
て
話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
鞠
智
城
の
遺
構
が
水
辺
の
祭
祀
と

関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
池
を
発
掘
す
れ
ば
関
連
資
料
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
関
係
し
て
、
八
角
形

の
建
物
が
持
つ
意
味
で
す
。
今
日
、
八
角
形
の
建
物
に
は
二
つ
の
造
り
方
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
ど
ち
ら
の

造
り
方
を
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の

鞠
智
城
に
お
け
る
八
角
形
建
物
の
意
味
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
曲
池
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
八
角
形
の
建
物
の
用
途
が
明
ら
か
に

な
る
こ
と
、
こ
れ
ら
二
つ
が
わ
か
れ
ば
、
鞠
智
城
の
存
在
理
由
も
か
な
り
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

佐
藤　

は
い
。
大
事
な
お
話
だ
と
思
い
ま
す
。
苑
池
の
場
合
は
、
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
建
物
が
近
く
に
あ
っ
て
も
い
い
か

な
と
思
い
ま
す
。
あ
と
、
池
の
場
合
は
多
分
、
古
代
の
日
本
の
七
世
紀
〜
八
世
紀
の
苑
池
だ
と
、
洲
浜
を
築
い
た
り
、
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立
石
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
遺
構
の
評
価
を
す
る
必
要
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
水
辺
の
祭
祀
を
す
る
よ
う
な
場
所
が
苑
池
と
か
、
今
日
説
明
の
あ
っ
た
水
が
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と

は
あ
り
え
て
、
百
済
の
金
銅
仏
が
出
土
し
た
と
い
う
の
も
関
係
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
に
儀
礼
の
場
を
考
え
る
と
、
後
の
九
世
紀
ぐ
ら
い
の
資
料
だ
と
正
倉
院
の
稲
穀
を
収
め
た
倉
庫
群
も
出
て

き
ま
す
。
古
代
の
正
倉
院
に
も
そ
う
い
う
儀
礼
の
場
は
あ
っ
た
、
と
思
い
ま
す
。
あ
と
、
古
代
の
城
は
、
単
な
る
城
郭

だ
け
で
は
な
く
て
、
辺
境
を
護
る
も
の
で
す
か
ら
、
護
り
の
た
め
の
祈
り
と
い
う
の
は
必
ず
付
い
て
く
る
の
で
す
。
こ

れ
は
お
隣
の
福
岡
県
の
大
宰
府
の
北
の
大
野
城
で
も
、
ち
ょ
っ
と
時
代
が
下
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
四
天
王
が
祀

ら
れ
て
国
境
を
護
る
祈
り
が
あ
る
。
私
は
鞠
智
城
に
も
そ
う
い
う
祈
り
の
施
設
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
思
い
ま

す
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
長
谷
部
さ
ん
、
鞠
智
城
を
護
っ
て
、
ま
た
調

査
研
究
さ
れ
る
お
立
場
か
ら
、
今
ま
で
の
話
を
踏
ま
え
て
、
お
話
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

長
谷
部　

は
い
、
今
、
鞠
智
城
の
城
門
を
ま
ず
復
元
を
し
て
、
今
後
の
検
討
材
料
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
と
い
う
ふ
う

な
と
こ
ろ
で
考
え
て
お
り
ま
す
。
深
迫
門
の
発
掘
調
査
も
今
年
も
や
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今
日
、
話
題
と
な
っ
た
版
築

の
見
方
、
考
え
方
も
し
っ
か
り
と
捉
え
た
上
で
報
告
書
に
き
ち
ん
と
反
映
さ
せ
て
参
り
ま
す
。
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佐
藤　

当
面
、
城
門
に
つ
い
て
の
調
査
成
果
が
報
告
書
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
楽
し
み
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
ち
ょ
っ
と
時
間
過
ぎ
て
い
る
の
で
す
が
、
会
場
に
朝
日
新
聞
社
の
編
集
委
員
の
中
村
俊
介
さ
ん
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
一
言
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
村
俊
介　

朝
日
新
聞
の
歴
史
担
当
を
や
っ
て
い
ま
す
編
集
委
員
の
中
村
俊
介
と
申
し
ま
す
。
も
う
時
間
も
過
ぎ
て
い

ま
す
の
で
、
手
短
に
感
想
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
、
東
京
と
か
大
阪
と
か
福
岡
と
か
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
月
大
阪
か
ら

福
岡
の
西
部
本
社
に
戻
っ
て
き
た
ば
か
り
な
の
で
す
。
生
ま
れ
は
熊
本
市
な
の
で
高
校
ま
で
熊
本
に
お
り
ま
し
て
、
や

は
り
鞠
智
城
と
い
う
の
は
非
常
に
馴
染
み
が
深
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
福
岡
に
お
り
ま
す
と
、
先
ほ
ど
も
何
度
も
出
て

き
ま
し
た
大
野
城
と
か
基
肄
城
と
か
、
あ
る
い
は
水
城
と
か
馴
染
み
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
石
垣
と
か

礎
石
と
か
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
や
は
り
こ
の
鞠
智
城
と
い
う
の
は
非
常
に
情
報
量
が
多
い
。
そ
し
て
話
題
に
も
事
欠
か
な
い
。
溜
め
池

と
い
い
ま
す
か
貯
水
池
も
あ
り
ま
す
し
、
菩
薩
立
像
が
出
土
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
秦
」
と
書
か
れ
た
渡
来
系
の
木
簡

も
出
土
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
今
日
も
た
び
た
び
話
題
と
な
っ
た
八
角
形
の
建
物
は
孝
徳
朝
の
難
波
宮
と
同
じ
時
期
ぐ

ら
い
な
の
で
関
係
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
か
、
あ
る
い
は
長
者
原
伝
説
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
立
地
が
有

明
海
を
向
い
た
も
の
な
の
か
、
大
宰
府
方
面
だ
け
な
の
か
、
あ
る
い
は
南
九
州
の
隼
人
と
か
も
見
据
え
た
も
の
な
の
か
、
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な
ど
い
ろ
い
ろ
と
議
論
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
議
論
、
古
代
の
謎
が
ギ
ュ
ー
ッ
と
凝
縮
さ
れ
た
と
こ
ろ
、

そ
れ
が
こ
の
鞠
智
城
で
は
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
古
代
山
城
の
中
で
、
大
野
城
と
か
か
な
り
山
の
中
で
す
け
れ
ど
も
、
鞠
智
城
は
非
常
に
行
き
や
す
い
。
復

元
建
物
も
あ
り
ま
す
し
、
非
常
に
見
晴
ら
し
も
よ
く
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
も
行
け
る
。
温
故
創
生
館
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
鞠
智
城
は
日
本
の
古
代
山
城
の
中
で
も
非
常
に
そ
の
活
用
に
適
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
か

な
、
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
福
岡
の
西
部
本
社
に
戻
っ
て
き
て
、
い
の
一
番
に
熊
本
城
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
熊
本
城
の
天
守
閣
、
立
派

な
博
物
館
と
し
て
見
学
施
設
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す
し
、確
か
テ
レ
ビ
朝
日
系
列「
歴
史
の
専
門
家
が
選
ぶ
難
攻
不
落
！　

最
強
の
城
総
選
挙
」
の
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
お
城
の
ト
ッ
プ
！　

こ
の
意
味
で
近
世
の
熊
本
城
、
そ
れ
か

ら
古
代
の
こ
れ
も
ト
ッ
プ
級
の
鞠
智
城
が
ご
ざ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
こ
ろ
う
君
も
鞠
智
城
を
ど
ん
ど
ん
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
た

い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
熊
本
に
お
い
て
は
鞠
智
城
と
熊
本
城
の
ツ
ー
ト
ッ
プ
、
古
代
と
近
世
の
二
つ
の
お
城
を

ど
ん
ど
ん
Ｐ
Ｒ
し
て
、
そ
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
報
道
の
人
間
で
す
の
で
、
お
手
伝
い
を
可
能
な
限
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

佐
藤　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
時
間
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
鞠
智
城
を
基
に
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し
て
古
代
史
の
謎
に
迫
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
課
題
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
勉
強
が
全
然
足
り
な
い
な
、
と
い

う
感
じ
が
い
た
し
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
、
こ
う
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ま
た
開
け
る
と
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
皆
様
も
御
期
待
い
た
だ
く
と
と
も
に
御
協
力
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

亀
田
修
一
先
生
の
コ
メ
ン
ト
に
関
す
る
参
考
文
献
と
図
出
典

﹇
軒
丸
瓦
の
系
譜
に
関
す
る
主
な
参
考
文
献
﹈

・
百
済
系
：
島
津
義
昭
・
鶴
嶋
俊
彦
ほ
か
『
鞠
智
城
跡
』（
一
九
八
三
年
）
熊
本
県
教
育
委
員
会
な
ど

・ 

高
句
麗
百
済
系
：
畿
内
経
由
：
小
田
富
士
雄
「
鞠
智
城
創
設
考
」『
古
代
九
州
と
東
ア
ジ
ア
Ⅱ
』（
二
〇
一
三
年
）
同

成
社

・ 

百
済
・
新
羅
系
：
中
山
圭
「
鞠
智
城
出
土
の
軒
丸
瓦

－

朝
鮮
式
山
城
古
瓦
の
一
様
相

－

」『
九
州
考
古
学
』
八
〇

（
二
〇
〇
五
年
）
九
州
考
古
学
会
な
ど

﹇
ス
ラ
イ
ド
図
出
典
﹈（
左
記
以
外
は
、
亀
田
が
撮
影
・
作
成
）

ス
ラ
イ
ド
1
：『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
』（
二
〇
一
二
年
）
熊
本
県
教
育
委
員
会
・『
鬼
ノ
城
』（
二
〇
一
〇
年
）
岡
山
県
立
博
物
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館ス
ラ
イ
ド
2
：
下
列
右
側
3
点
：『
新
羅
瓦
塼
』（
二
〇
〇
〇
年
）
国
立
慶
州
博
物
館

ス
ラ
イ
ド
3
：
1
・
3
：『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
』（
二
〇
一
二
年
）
熊
本
県
教
育
委
員
会
、
2
：『
千
房
遺
跡
』（
一
九
九
六
年
）

公
州
大
学
校
博
物
館
、
4
：『
高
岡
寺
院
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』（
一
九
七
八
年
）
高
岡
寺
院
跡
発
掘
調
査
会
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渡来系技術の導入と古代山城 補足資料

吉 村 武 彦

◇「東アジア世界論」（西嶋定生説）

＊地域 中国・朝鮮諸国・日本・ベトナム

＊指標 ①中国で発明された漢字、②政治思想としての儒教、③政治制度の基礎となっ

た律令法、④中国で翻訳された漢訳仏典に基づく仏教

＊問題点 礼制の扱い、産業技術などの評価

◇ ５世紀の河内湖周辺の渡来系移住民

＊ヤマト王権の経済基盤

・須恵器、韓鍛治、馬飼集団

＊有明海沿岸 （江田船山古墳）

◇ 大宝令と養老令における「才伎」の扱い

＊戸令没落外蕃条を通して ⇒ 史料

◇ 『日本書紀』の渡来系才伎

ａ 百済

＊今来才伎（雄略７年条）、手末才伎（雄略７年条、陶部、鞍部、画部、錦部、訳語）、

手末才伎（雄略14年条、漢織・呉織・衣縫）

ｂ 高句麗

＊巧手者（仁賢６年条）

ｃ 新羅

＊才伎10人（大化５年）、才伎者（斉明元年）

ｄ 大蔵省（百済手部〈雑縫作事〉）、内蔵寮（百済手部〈雑縫作事〉）

◇『類聚三代格』

＊天平勝宝９年⒏月８日太政官謹奏 ⇒ 史料

◇「壬辰年韓鉄□□」木簡

＊元岡・桑原遺跡群（福岡市西部）

＊壬辰年 ６９２年（持統６）

＊筑前国志麻郡韓良郷（加良漢知）

◇ 韓鍛冶

＊養老６年（722）３月辛亥条 ⇒ 史料

・近江、丹波、播磨、紀伊
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㸦�㸧す᪥ᮏྂࡢ௦ᒣᇛΏ᮶⣔⛣ఫẸ

㹟 ⴱཎඞேㄝ

㸨ྛᒣᇛΏ᮶⣔⛣ఫẸ

࣭▼ᇛᒣ ⓒ῭㒊

࣭㨣ࣀᇛ ຍኪࠊ₎㒊ྐࠊᡞ

࣭ᘔᑠᘔ ᅵ⏣ࠊᖭከ

࣭ᇛᒣᇛ ⥤

࣭Ọ⣡ᒣ ၈Ꮚᒣࠊ㧗㯇ụ

㸨ຍኪẶࡸㆭᒱ⥤Ặࡘࡶࡢඛ㐍ⓗ࡞ᅵᮌᢏ⾡ࡀ⠏ᇛ㝿࡚ࡋά⏝ࠋࡿࢀࡉ

㹠 ⟃⣸ࡢᒣᇛ

㸨㔝ᇛ࣭ᇶ⫒ᇛ

㸨㠭ᬛᇛ

㸦�㸧⫧ᚋᅜࡢẶ᪘

㹟 せ࡞Ặ᪘ྡ㸦ྵ᥎ᐃ㸧

⋢ྡ㒆 ᪥⨨㒊ࠊ᪥⨨㒊බ

ᒣ㮵㒆

⳥ụ㒆 క㒊ࠊ㸦⛙ே㸧

㜿⸽㒆 㜿⸽ྩࠊ㫽ྲྀ

ྜᚿ㒆 ⏕㒊ࠊ᪥ୗ㒊ࠊ㫽ྲྀ

ᒣᮏ㒆

㣬⏣㒆 ᘓ㒊බ㸦ྩ㸧ࠊ᪥㒊ࠊ⚾㒊

ク㯞㒆 ὠᏲ㒊

┈ᇛ㒆 ᒣ㒊ࠊకྩࠊᏯ㒊ࠊ⫧බࠊ┿㧥㒊㸦ⓑ㧥㒊㸧

Ᏹᅵ㒆 㢠⏣㒊ྩࠊ㢠⏣㒊

ඵ௦㒆 㧗ศ㒊ࠊⅆྩ

ኳⲡ㒆

ⴺ㒆 ᒣ㒊ࠊฮ㒊ࠊ᪥ዊ㒊ࠊᐙ㒊ࠊ⏣㒊ࠊ┿㧥㒊㸦ⓑ㧥㒊㸧ࠊక㒊

⌫☻㒆 ஂ⡿㒊

㹠 ≉ᚩ

㸨Ώ᮶⣔⛣ఫẸ

㸨ⴺᅜ㐀㸦ⅆⴺᅜ㐀࣭ฮ㒊㠋㒊㜿᪁Ⓩ㸧ⴺ㒆

࣭ฮ㒊

࣭క㒊

㸱㸬ᐓᗓ㠭ᬛᇛ

㹟 ᐓᗓᐁே

㸨ᐓᗓ㠭ᬛᇛ

㹠 ⫧ᚋᅜᅜྖ
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୕ ⫧ᚋᅜⓒ῭

㸯㸬๓௦ࡢ⫧ᚋⓒ῭

㸦�㸧᪥⨶ⅆⴺᅜ㐀

㹟 ᪥⨶

㸨ᩄ㐩��ᖺ�����㸵᭶㓀᮲

ࠊᨾࠋࡾຬ᭷࡚ࡋࡃࡋ㈼ࠊ⨶Ꮚ㐩⋡᪥ࡀⅆⴺᅜ㐀㜿᪁Ⓩࠊࡿᅾ῭ⓒࠕ࣭

ࠊࡢே┦ィࡴࡽḧࡩ ࠋࠖ

㸨ᩄ㐩��ᖺ�����ṓ᮲

⾲ᾏࠊዊⅭࡢᅜᐙࠊక㔠ᮧ㐃ྩࡀᡃࠊୡࡢᱠ㝰ᐑᚚᐯኳⓚ㸦ᐉ㸧ࠕ࣭

⪺ࡍྊࡢኳⓚࠊ⨶㐩⋡᪥⮧ࠊᏊࡢⅆⴺᅜ㐀ฮ㒊㠋㒊㜿᪁Ⓩࠊࡋࡋ

ࠋࡍ࠺ࡲࠖࡾᮅ࡚ࡳ⏽ࡾᜍࠊ࡚ࡲࡓࡁ

㸨 э ྐᩱཧ↷չ

㹠 ⅆⴺᅜ㐀

㸨⫧ᚋᅜࡢᅜ㐀㸦ᅜ㐀ᮏ⣖㸧

࣭ⅆᅜ㐀ࠊ㜿⸽ᅜ㐀ࠊⴺศ㸦ⴺ㸧ᅜ㐀ࠊኳⲡᅜ㐀

㸨ⴺᅜ㐀ⓒ῭ࡢ㛵ಀ

㸨๓᪉ᚋቡ࠸࡞ࢀࡽࡳࡀᆅᇦ

࣭ᅜ㐀๓᪉ᚋቡ

㸦�㸧Ụ⏣⯪ᒣྂቡฟᅵရ

㹟 ෙᖗ࡞

㸨₎ᇛᮇⓒ῭㸦ࠗ ₎ᇛⓒ῭༤≀㤋 㸧࠘

㹠 ྂቡࡢ⿕ⴿ⪅ⓒ῭

㸨ࠕ⋓ຍከᨭ㮮⋤ୡ 㸦ࠖ㞝␎ኳⓚ㸧ࡢ௦

㹡 ⫧ᚋ㒊༡㒊

㸨Ụ⏣⯪ᒣྂቡࠊࡣᚋࡢ⋢ྡ㒆ᡤᅾ

࣭ⴺᅜ㐀ࠊࡣ⫧ᚋ༡㒊㸦ᚋࡢⴺ㒆㸧

㸦�㸧⟃⣸ⓒ῭

㹟 ⟃⣸ྩⅆྩ

㸨ḯ᫂��ᖺṇ᭶᮲

ࠋࡾ࡞ከ⏒ࡇࡩ㈷ࢆර࣭Ⰻ㤿࡚ࡾࠋࡍㄳࡴ࡞ࡾ⨮ࠊᏊ⋥ࡢ῭ⓒࠕ࣭

㢖㈹⚘ࡢ⾗ࠋࡩḯࡳḹࡿࡴᡤࠋࡾ࡞ࠊ㜿ಸ⮧࣭బ㐃࣭☻┤ࢆ㐵ࠊ࡚ࡋ

⟃⣸ᅜࡢ⯚ᖌࡾ⾫ࠊ࡚⋠ࢆ㏦࡚ࡾᅜ㐩ูࠋࡴࡋࡽ⟃⣸ⅆྩࠑⓒ῭ᮏグப

⾨ࠊ࡚⋠ࢆຬኈ୍༓ࠊ࡚ࡋ㐵ࢆࠋࠒࡩ࠸ࡾ࡞ᘵࡢⅆ୰ྩࠊඣࡢ⣸ྩ⟄ࠊࡃࡣ

ࡽᏲࢆᆅࡢせᐖࡢ㊰ࡢὠ࡚ࡾᅉࠋࡴࡋࡽ㏦ࠋࠒࡾ࡞ྡࡢὠࡣᘺᘭࠑᘺᘭ࡚ࡾ

ࡴࡋ ࠋࠖ

࣭⟃⣸ྩⅆྩࡢ㛵ಀ

㹠 ⟃⣸ⅆྩⓒ῭

㸨ḯ᫂��ᖺṇ᭶᮲

来

恵

衛
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㸨ኳᬛ㸲ᖺ֠᭶᮲

࣭㔝ᇛ࣭ᇶ⫒ᇛࢆ⠏ᇛ

㸨ኳᬛ��ᖺṇ᭶᭶᮲

࣭ᤵ ࠒࡾ㛩රἲࠑ␃⚟♩᠈ ᒣୗ㸦ᚑ㸴㸧

㸨ኳᖹᐆᏐ㸳ᖺ㸦���㸧㸱᭶᮲

࣭᠈㢗Ꮚ⪁ࡽ��ே▼㔝㐃ࢆ㈷ጣ

㹡 ▼㔝㐃

㸨ࠗ᪂ጣẶ㘓࠘ᕥிㅖⶽ

㸦�㸧ᅄẚ⚟ኵ

㹟 ᒚṔ

㸨ኳᬛ㸲ᖺ֠᭶᮲

࣭㔝ᇛ࣭ᇶ⫒ᇛࢆ⠏ᇛ

㸨⚄டඖᖺ�����㸳᭶㎞ᮍ᮲ 㹙Ώ᮶⣔⛣ఫẸ㈷ጣ㹛

࣭ṇ㸵ୖᅄẚᛅຬ᳝㔝㐃ࢆ㈷ጣ

㹠 ᳝㔝㐃

㸨ࠗ᪂ጣẶ㘓࠘ࡋ࡞

㹡 ฟ㌟ᆅ

㸨ἴἊᇛ㛵ಀࡿࡍᆅྡ

࣭ᐓᗓἴἊᇛ

㹢 ㅖே≀

㸨ᅄẚἙᏲ㸦ྑிே㸧ࠊᅄẚඖᏞ㸦ᕥிᒓ㸧ࠊᅄẚ᪂⣪㸦ᅜ᭷ᬛ㒆ே㸧

㸨᳝㔝㐃㛗ᖺ㸦ⴥ�������㸪��㸧

㸱㸬ⓒ῭ࡢ⋤ᇛᒣᇛ

㸦�㸧ᅄἊᇛᐓᗓ

㹟 ᅄἊᇛ

㸨ᅄẚᇛᢇవᒣᇛ

࣭㠀ᖖࡢ⋤ᇛࡢ࡚ࡋᢇవᒣᇛ

㸨 э ྐᩱཧ↷շ

㹠 ᐓᗓ

㸨 э ྐᩱཧ↷ո

㸦�㸧ⓒ῭ࡢᒣᇛ

㹟 ᅵᇛ▼ᇛ㸦▼⠏㸧

㸨ᒣᇛࡢᙧែ

㹠 ட⏣ಟ୍ࡿࡼⓒ῭᪥ᮏࡢᒣᇛẚ㍑

㸨つᶍࡢẚ㍑ э ྐᩱཧ↷ջ
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㹠 ࠗ᭩⣖࠘ࡢせグ

�㸬ኳᬛ㸱ᖺ᮲

ṓࠊᑐ㤿ᓥ࣭ኍᒱᓥ࣭⟃⣸ᅜ➼ࠊ 㜵 ⠏ࢆሐࠊཪ⟃⣸ࠋࡃ⨨ࢆↂ
ࡾࡶࡁࡉ ࡳࡍࡍ

ࠋ࠺᭣Ỉᇛ࡚ࡅྡࠋࡴࡋ࠼㈓ࢆỈ࡚ࡁ

�㸬ኳᬛ㸲ᖺ㸶᭶᮲

㐩⋡⟅ᮏึࢆ㐵ࠊ࡚ࡋᇛࢆ㛗㛛ᅜ⠏ࠋࡴࡋ㐩⋡᠈♩⚟␃࣭㐩⋡ᅄẚ⚟ኵࢆ

⟃⣸ᅜ㐵ࠊ࡚ࡋ㔝ཬ᳹ࡧ�ᇶ⫒�ࠊᇛࢆ⠏ࠋࡴࡋ

�㸬ኳᬛ㸴ᖺ��᭶᭶᮲

ೖᅜ�ᅜ�ࡢ㧗Ᏻᇛ࣭ㆭྜྷᅜᒣ⏣㒆ࡢᒇᓥᇛ࣭ᑐ㤿ᅜࡢ㔠⏣ᇛࢆ⠏ࠋࡃ

�㸬ኳᬛ㸶ᖺ㸶᭶᮲㸭᮲

ኳⓚࠊ㧗ᏳᕊⓏࠊ࡚ࡋࡲࡾ㆟࡚ࡾᇛࢆಟࠊ࠾࡞ࠋࡍࡴࡵẸࢆࡿࡓࢀ⑂ࡢࡳ
ࡉ࠾ ࡄࡵ

ࠋࡴᨲࢆ⛯⏣ࡢෆ␥ࠊ࡚ࡾಟࢆ㸭㧗Ᏻᇛࠋࡎࡣࡲࡓࡾస࡚ࡵṆࠊ࡚ࡦࡲࡓ
ࡃࡘ

�� ኳᬛ㸷ᖺ㸰᭶᮲

ཪࠊ㧗Ᏻᇛࢆಟ✐ࠊ࡚ࡾሷࠋࡴ✚ࢆཪࠊ㛗㛛ᇛ୍࣭ࡘ⟃⣸ᇛࢆࡘ⠏ࠋࡃ

�� ኳṊඖᖺ㸴᭶᮲ 㸦⏦ࡢ㸧

⟃⣸ᅜࠊࡣඖࡾࡼ㎶㈫ࡢ㞴ࢆᡀࠋࡿࢀᇛࢆᓧࡋࡃ㝴ࠊ࡚ࡋࡃ῝ࢆᾏ࡚ࡳ⮫Ᏺ
ࡓ ࡒࡳ

ࠋࡸࡴࡽ࡞Ⅽࡢෆ㈫㇍ࠊࡣࡿࡍࡽ
࠶ ࡓ࠶

�㸬ኳṊ㸶ᖺ��᭶᭶᮲

ࠋࡃ⠏ࢆᇛ⨶㞴Ἴ࡚ࡾࡼࠋࡃ⨨ᒣ࣭ᆏᒣ⏣❲ࢆ㛵࡚ࡵึ

�㸬ࠗ ⥆᪥ᮏ⣖࠘ᩥṊ㸰ᖺ㸳᭶᮲

ᐓᗓ࡚ࡋࢆ㔝࣭ᇶ⫒࣭㠭ᬛࡢ୕ᇛࢆ⧋ࠋࡴࡋࢃ
ࢁࡃࡘ

�㸬ᩥṊ㸱ᖺ��᭶᮲

ᐓᗓ࡚ࡋࢆ୕㔝࣭✄✚ࡢᇛࢆಟࠋࡴࡋࡽ
ࡃࡘ

㸨ྂ௦ᒣᇛᅗ э ྐᩱཧ↷մ

㸦�㸧ᒣᇛࡢኚ㑄

㹟 ✄⏣Ꮥྖㄝ

㸨ᇛሠิ▼࣭ᇛ㛛࣭Ỉ㛛➼ࡢ▼ࡓࢀࡽ࠸⏝ຍᕤ᪉ἲ࣭ᙧែ࣭ᵓ⠏᪉ἲ➼ࢆ࡞ศ

㢮ᇶ‽ࠋࡿࡍ э ྐᩱཧ↷յ

㹠 ㉥ྖၿᙪㄝ

㸨ฟᅵᅵჾࡽᾘ㛗ࠋࡿ ࢆ э ྐᩱཧ↷ն

㸰㸬⟃⣸ࡢᒣᇛⓒ῭⣔ᐁே 㸫 ᠈♩⚟␃࣭ᅄẚ⚟ኵ

㸦�㸧᠈♩⚟␃

㹟 ኳᬛ㸲ᖺ㸶᭶᮲

㸨㐩⋡⟅ᮏึࢆ㐵ࠊ࡚ࡋᇛࢆ㛗㛛ᅜ⠏ࠋࡴࡋ㐩⋡᠈♩⚟␃࣭㐩⋡ᅄẚ⚟ኵࢆ

⟃⣸ᅜ㐵ࠊ࡚ࡋ㔝ཬ᳹ࡧ�ᇶ⫒�ࠊᇛࢆ⠏ࠋࡴࡋ

㹠 ᒚṔ

㸨ኳᬛ㸰ᖺ�����㸷᭶⏥ᠿ᮲

࣭᪥ᮏΏࡿ

㶱

㶱
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㹠 ⓒ῭⣔ᐁேླྀࡢ

㸨ኳᬛ��ᖺṇ᭶᭶᮲

ෙ  ே ྡ ⫋ ົ

㘊ୗ బᖹవ⮬ಙ࣭ἋᏯ⤂᫂ ἲᐁ㍜ �ᘧ㒊┬�

ᑠ㘊ୗ 㨣ᐊ㞟᪁ Ꮫ⫋㢌 �Ꮫᑅ�

ᒣୗ 㐩⋡㇂㑣㤳 㛩රἲ

ᮌ⣲㈗Ꮚ 㛩රἲ

᠈♩⚟␃ 㛩රἲ

⟅ᮏึ 㛩රἲ

ᮏ᪥࣭ẚᏊ࣭㉙Ἴ࣭⨶㔠㡲 ゎ⸆

㨣ᐊ㞟ಙ ゎ⸆

ᑠᒣୖ 㐩⋡ᚨ㡬ୖ ゎ⸆

ྜྷᑦ ゎ⸆

チ⋡ẕ ᫂⤒

ゅ⚟∹ 㛩㝜㝧

ᑠᒣୗ 㐩⋡➼㸳㸮వே

㸨≉ᚩ

࣭රἲ㛵ಀ⪅ࡢᤵࡀከ࠸

࣭ᚋࡢᘧ㒊┬࣭Ꮫᑅࡢᐁே

࣭⸆ࡢ▱㆑

㸦�㸧ᚊ௧ἲྐ㒊

㹟 Ꮫ௧Ꮫ⏕᮲

㸨ซࡑᏛ⏕ࠊࡣ௨ୖࡢᏊᏞࠊཬࡧᮾすྐࡢ㒊ࡢᏊ࡚ࡾྲྀࢆⅭࠋࡼⱝࡋඵ

௨ୖࡢᏊࠊ㢪ࠋࡏ⫈ࡤࡣᅜᏛ⏕ࠊࡣ㒆ྖࡢᏊᘵ࡚ࡾྲྀࢆⅭࠒ␎ࠑࠋࡼ୪

ᖺ༑୕௨ୖࠊ༑භ௨ୗࠊ࡚ࡋ⪽௧࡚ࡾྲྀࢆ⪅ࡴࡽ࡞Ⅽࠋࡼ

㸨ᮾすྐࡢ㒊

࣭ೖ₎㸦ᮾ₎㸧┤

࣭す㤳

㸨 э ྐᩱཧ↷ճ

 ᐓᗓ㠭ᬛᇛ

㸯㸬ྂ௦ᒣᇛࡢ⠏ᇛ

㸦�㸧す᪥ᮏ㜵⾨ࣛࣥ

㹟 ⓑᮧỤࡢᩋᡓ௨㝆ࡢす᪥ᮏ㜵⾨ࣛࡢࣥᵓ⠏

㸨ኳᬛ㸰ᖺ�����ࠊᮅ㩭༙ᓥࡢⓑᮧỤࠕࠊ࡚࠸࠾ⓒ῭ᩆࠖࡓࡋࡊࡵࢆೖⓒ῭

㐃ྜ㌷ࠊࡀ၈࣭᪂⨶㐃ྜ㌷ᩋࠋࡓࡋೖᅜ࡛ࠊࡣ၈࣭᪂⨶ࡿࡼ㌷ⓗ⬣ጾࡀ

⌧ᐇࠊࡋᑐ㤿ࡽ℩ᡞෆᾏἢᓊࡾ࠾ࢆᅜࡿ⮳す᪥ᮏ㜵⾨ࣛࢆࣥ⠏ࠋࡃ
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ປࢆ௨࡚㐙ᅄࢆᤵࠋࡃᐁࡣ㐀ᮾᑎḟᐁවణ㤿ဨእࠋࡿ⮳ᐆᏐᖺࠊ

ᅜⴱୗ㒆ᅜ୰ᮧᒃࢆࡿ௨࡚ࠊᆅᅉ࡚ࡾẶࢆࡍ ࠋࠖ

㸱㸬ⓒ῭␒ୖࡢࡽ⛣ఫ

㸦�㸧ⓒ῭ࡢࡽ࡞⛣ఫఏᢎ э ྐᩱཧ↷ձ

㹟 ᘪ᭶ྩ㸦⛙Ặఏᢎ㸧

㸨ᛂ⚄��ᖺṓ᮲

ࡾᖐࡾࡼ῭ⓒࠊᘪ᭶ྩࠊṓࠕ࣭ ࠋࠖ

㹠 ⋤ோ

㸨ᛂ⚄��ᖺ֠᭶᮲

ࠋࡴࡋࡣ㣴ᗴࡢᆏୖࡢ㍍ࡕ༶ࠋࡿ㈉ࢆⰋ㤿༉ࠊ࡚ࡋ㐵ࢆ㜿┤ఄࠊ⋥ࡢ῭ⓒࠕ࣭

ᅉ࡚ࡾ㜿┤ᒱࢆ௨࡚ᤸࡾ㣫ࠋࡴࡋࡣ㸦␎㸧ᑐ࡚᭣ࠕࠊࡃࡉ⋤ோࡩ࠸⪅᭷ࠋࡾ

⚽ࡍ࠺ࡲࠖࡾࡓࢀ ࠋࠖ

㸨ᛂ⚄��ᖺ㸰᭶᮲

ࡲࡓࡦ⩦ோ⋥ࢆ⡠ࡢㅖࠋࡩࡲࡓࡋᖌࠊኴᏊ⳱㐨⛶㑻Ꮚࡕ๎ࠋࡾோ⋥ࠕ࣭

ࡾ࡞♽ጞࡢ➼᭩㤳ࠊࡣᡤㅝ⋤ோࠋࡋⳘࡇࡩ࠸ࡎࡽ㐩ࡾ㏻ࠋࡩ ࠋࠖ
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渡来系技術の導入と古代山城

明治大学名誉教授　吉村　武彦

　日本（倭国）は、中国を核とする漢字文化圏の一員として（ほかに朝鮮・ベトナム）、第

一に中国の文字である漢字、第二に政治思想としての儒教、第三に政治制度の基礎として

の律令法、そして第四に中国で翻訳された漢訳仏典に基づく仏教を受容してきた。漢語・

漢文を利用することで、国内外の意志疎通を可能とし、文明社会に入ることができた。こ

れら四項目は、先進に位置する中国で発展してきたものであり、列島人にとって外来の文

化・宗教・思想であった。そして漢字から平仮名・片仮名を発明し、日本語表記を身につ

けて、日本的文化を発展させていった。

　また、社会生活に大きな影響を与えた文物・手工業製品・埋葬施設としての横穴式石室、

鍛冶、須恵器、馬の輸入などをあげることができる。その技術を持つ人々の渡来とともに、

日本列島に伝わった。とりわけ鍛冶・須恵器・馬はヤマト王権にとって重要であり、陶邑

など河内地域に生産基地が設けられた。そして、倭人の墓制・死生観の変化、製造技術の

発展、交通の展開に大きな影響をもたらし、ヤマト王権の発展に寄与した。こうした意味

で、渡来系技術の導入は列島社会の発展になくてはならないものであった。列島の倭人は、

旧来の文化・技能をもとに、こうした新制度・技術を利用しながら、日本的社会を展開し

ていったことになる。

ࡵࡌࡣ

㶱

㶱

関与
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ٗϪϗϩྈ͖Δٗढ़ોஏΝݗ౾ͤΖචགྷ͍͗ΖɽͨͪΌͶͺɼΓΕଡ͚ݻ
େࢃͲ۹ࠬ͗غଶ͠ΗɼҪ͖ߑΔݒٗढ़ർֳݗ౾Ν॑Ζ͞ͳͲɼ٣ஒ
Ҫߑಝ࣯͓ݡͱ͞Γ͑ɽ�
��
̏ʥҐͺళୈ҉େݒͳ͠Ηͱ͏ͪ͗ɼۛ ೧ࠬͶΓΕɼཱིݒ೧େ͗ޔେͶԾΖͳ͠ΗΖɽ�

̐ʥྊ͖Δഁ͠ݥΗͪٗढ़ं͗ଆٸΏଆ౨࢚࣋Ͷॊͪ͢͞ࣆͳ͗எΔΗΖɽΉͪݳଚݒͲɼ

ฑٸ౨ॄಌ͗ডߪ࣋ಌͶҢ͠Ηͱ͕Εɼ๑ཾ࣋ఽ๑ಌͺ٨ਕेΝҢͪ͢Ͳɼ

ਐݒ༹͗ࢢΔ͖Ͷ͵ͮͱ͏Ζɽ͞ΗͶΓΖͳɼ࣋ӅݒͳాٸΏेٳ߅ٗढ़Ͷڠ௪఼͗ଡ͏

͞ͳ͗Δ͖Ͷ͵ͮͱ͏Ζɽ�

̑ʥքʰஏ๏ׯᦲுҮݒ֪ࣞͳݭʗࠅுʀ܌ுਜ਼ాʀࠅۜ࣋ಌർֳ͖Δʗ�ʱ̡ ஏ๏ׯ

ᦲுҮรયͳಝ࣯ʳέώϕϫɼ���� ೧ɼh Ҫ͖ߑΔΊͪ܌ுݒదಝͳؔۯదಝ࣯ʱ̡ ுҮ܌

�����ʳߑؔۯ ೧Ά͖ɽ�

̒ʥքʲྒྷ࣎େݒଆӨରͳң࣍؇ཀྵʳ٤ઔ߄ชؙɼ���� ೧ɽ�

̓ʥ̒ܟॽɽ�

̔ʥޛफ़Γ͑Ͷɼઔ࣋ݬͶϏφϫϱΏ౹ིंӪ͓͖͗͑͗ڻΖɽ�

̕ʥքʲݒ͗ଏΖೖຌྼ࢛ʳ٤ઔ߄ชؙɼ���� ೧ɽ�

̖ʥঘᖔؿʲೖຌݻେٸߑଆڂݜʳ੪ॽవɼ���� ೧ɽ�

̗ʥ͵ͧյͦ͠Ζ͖͗Ͳ͍Εɼ͘͠ΝൔͳͤΖͶ͢ͱɼௗ҈ਜ਼֮͵γθѴΏఽ

๏๑Ͳ͍ΖɽΉͪฑښͶͺ౨෨ͶΕड़͢෨Νͪͯ࣍Όɼௗ҈ͳͺܙয়ͺҡ͵Ζɽ�

̏̎ʥೖຌͲͺڷෳ࣋Γ͑ͶݒΝوͳ͏ͱ͠ݒ࠸ΗΖ͍͗ྭΖɽΉͪ � ޛنൔͶͺґ

ਈٸͶ͕͏ͱࣞ೧યٸ͗ఈΉͮͱ͏Ζɽ�

̏̏ʥքʰࠠͤࡑΖٗढ़ᴹᴹ� ن࣋Ӆͳඊాٸʱ̡ ೖຌݒٝߪ࢛ʳָܵड़൝ऀɼ���� ೧Ά

͖ɽ�

̏̐ʥքʰݻେೖຌͶ͕͜Ζݒށ֪وͳԲࠞՏߑʱ̡ ೖຌݒָճܯժܧชॄʳ���ɼ����

೧ɽߏΝͺͣΌͳͤΖށͺཱྫԾͲଡ͚චགྷͲ͍ͮͪͪΌɼߏوໝΝ֪وԿͤΖ͞ͳͺྖ

ਫ਼ࢊͶ༙ްͲ͍ͮͪͲ͍Θ͑ɽࣰࡏͶघࢃਈऀ็ށͳ౨࣋ຌށܨͺܽߨ �� ऊɼྌؔ �� ऊͳಋ

�Կ͢ͱ͏Ζɽ֪وΝߏໝͲ͍Εɼ૱ௗͶΓͮͱوͣ

̏̑ʥؖۏʰળ࣎ࠅࢀେݒͳ๑ཾۜ࣋ಌ༹ࣞదܧ౹ʱ̡ ɼ߶ྐྵఴʳԟޮླྀݱೈહӅߒ

ඔढ़ड़൝ɼ���� ೧ɽ�

̏̒ʥҶཁʰӤೈͶݡΔΗΖߏଆླྀݱͶͯ͏ͱ�� �ڂݜదݫݒେ ͨ ��ʱ̡ ೖຌݒ

ָճճָढ़ߪԍ伹֕ॄʳ���� ೧ɽ�

̏̓ʥबୣਫ਼ʰࠅ߶জࣞेڋ� �� ͨාʀٓླͶؖͤΖڂݜόʖφʱ̡ ʳࠄๅڂݜଔָദؙཱིࠅ

����ɼ���� ೧ɽ�

̏̔ʥؑٗ๑Ͷ͢ɼҐ߳ٗढ़ͳ͠ΗΖͺಋ߶ؑͲ͍Ζ͞ͳΝΔ͖Ͷ͢ͱ͏Ζʤք

h ڷෳ࣋ՂཡڷͶݡΖݒʬݻʭࢧʱ̡ Ͷ͕͜ΖΨϨζψϩՃݒ ೖrຌݒָճɼ

���� ೧ʥɽ�

ਦ൝Ӏ༽ʀड़ఱ�
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̓ɿݻେࢃోཔٗܧढ़՟ୌ�

Ͳ͍ͮͪͲ͍ΗͻɼͨҪߑҕΝݽΌͱɼॄదͶݗ౾ͤΖ͞ͳ͗Ҫ֪մ
Ͷͯ͵͗Ε͑ΖɽٱͶ࣎େ͗Ծͮͱ͖ΔՅͲ͍Ηͻɼݻେࢃͳ͢ͱؽ͗ร࣯
ͪͬ͢য়ڱΝҪͤࣖ͗͞ߑͳͶ͵ΖɽͨΗΑ͓Ͷɼ܊ށଚ͖ࡑΔɼݻେࢃ͗ඍ
டؽΝ༙ͤΖΓ͑Ͷ͵ͮͪ͞ͳͺ͖֮Ͳ͍Θ͑͗ɼܯժॵؽΝ͖͓͑͗͑͑Ͳ
ͺɼΏͺΕबว෨Ͳͺ͵͚ɼΓΕଡ͚ݻେࢃͲ෨۹ఴ͗ՆܿͲ͍Θ͑ɽ�
ోཔٗܧढ़ͳ͖͖ΚΕͲͺɼݻେࢃͳળൔౣࢃؖܐΝ͓ߡΖ͓͑Ͳɼஏ

ԾஹࢬઅͶͯ͏ͱৰΗͱ͕ͪ͘͏ɽਅৌࠅͶΓΖળൔౣͶ͕͜ΖஏԾஹࢬઅͶؖͤ
Ζ̎̐ڂݜʥͲͺɼᒝܗஹࢬઅͶͯ͏ͱͣͱ͏Ζɽ͞ΗͶΓΖͳɼߓਈۘ̏خɼ
େ࣎ࡃΝ͍͝ɼඨྭࣆخ̏ࢃྰלࢃۍɼخɼీ݆௸ಐҪ̏خҪ̓ࡃඨٸ
ఢͤΖɽ͞ΗΔ༽ͳ͢ͱࢨΝࡑઅଚࢬ୨݂Ν۹ΖஏԾஹܙͶ͕͏ͱɼௗ๏ࢃ
ͺɼށΏՎࣰஹށʀஹਭ༽͵ʹՆ͓͗ߡΔΗͱ͕Εɼݒ෨͗ࡒड़ౖͪ͢ྭࣆ
͍ΖɽٸҪ̑ߺᒝࢬઅͲͺஹՎࣰͳͳͶɼܚ ���FP ఖౕࢮয়
॑͗ࡒ͵ͮͱड़ౖ͢ͱ͏ΖɽΉ݆ͪ௸ಐҪᒝͲͺᒝࢬઅՏߑͶ࢘༽͠Ηͪᑻɼ
ࡒɼಕ۫ณ͗ड़ౖ͢ͱ͏Ζɽ͞ΗΔड़ౖҪͺ٣ஒஹਭஓड़ౖ෨ࡒɼ൚ࡒֱ
ͳڠ௪ͤΖ఼ଡ͏ɽ͑ͪ͢͞ળൔౣࢃͶΊΔΗΖஏԾஹઅඍͺɼೖຌͲ
ͺ֮Ͳͥ͘ɼ٣ஒஹਭஓͶ͕͏ͱɼஏԾߑͺ֮Ͳ͘͵͏ɽ఼͞ͺೖຌ
ౣݻେࢃଆӨͶ͍ͪͮͱɼળൔౣࢃΝͨΉΉण༲ͤΖͲͺ͵͚ɼમ
దण༲͗͵͠Ηͪ͞ͳΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ�
Ήͪ٣ஒൂֱܙҪߑͲ͍Ζ ��ʀ��ʀ��ʀ�� Ͷͯ͏ͱʤਦ̏̐ʥɼҪ֪Ώߺ

ోཔٗܧढ़ͳؖΚΕΝݗ౾ͤΖ॑གྷ͵ҪߑͲ͍ΖɽݻେݳଚݒΝΊΖͳɼيਕΝᜀ
ΖṬॶනݳͳ͢ͱൂֱܙฑ͗༽͏ΔΗͱ͏Ζ̐̏ʥɽҲͺೖؘɼϗφψϞൂֱ
ɼ͢͞౾ݗͳർֳߑҪܙ ΗΔΝࡉͶؖΚΖҪߑͳਬఈ͢ͱ͏Ζ͗̐̐ʥɼࡉᜀͲ͍ΖͳͤΖ
ͳɼΏͺΕݻେࢃؽͳؖܐΝಁΉ͓Ζචགྷ͍͗Ζɽ͢࿘Ώޓ࿘͵ʹΓ͑Ͷ
͠ݡઅͺࢬͲಋ༹ࢃେݻয়ͺҡ͵ͮͱଠܙͲ͍Ηͻɼؽ͵Ͷචགྷࢃେݻ
ΗΖͲ͍Θ͑͢ɼൂֱܙҪ͗ߑ͠ݡΗ͵͏Ͳ͍Ηͻɼؽͺͳ͖͚ͳ͢ͱɼঙ͵͚
ͳൂֱܙݒͺචਤͲͺ͵͏ͳஇ͠ΗΖɽΉͪಋࢱͺోཔਕؖ༫ΝࢨఢͤΖ͗ɼ
ోཔਕͳؖܐ͏ࡉᜀҪߑɼݻେࢃܨӨͨͳؖΚΕͤྂߡΖචགྷ
͍͗Ζ̐̑ʥɽ͏ͥΗͶͦΓɼ٣ஒͺ෨߁ҕ༹૮͗Δ͖Ͷ͵ͮͱ͏Ζ͗ɼଠ
�ͳർֳՆͳ͵Ζ͞ͳͲɼΓΕҲɼͨಝ࣯͗Δ͖Ͷ͵ΖͲ͍Ζɽࢃେݻ

��
̔̔ɿɿ͕͕ΚΚΕΕͶͶ��
� ҐΓ͑Ͷɼ� نݒٗढ़Ͷͯ͏ͱͺɼժҲదͲͺ͵͚ɼଡ༹͵ϩʖφ͖Δఽ
͗ଚͤࡑΖɽͨ ͢ͱ࣋Ӆݒٗढ़ఽҐٗढ़ͤ΄ͱ͗ࡰ͠ΗͪΚ͜Ͳͺ͵͚ɼ
ଚକ͍ͪͮͪ͢ͳΊΔΗΖɽٗढ़ఽͶ͍ͪͮͱɼోཔٗܧढ़ͤ΄ͱΝوͳ
ͤΖͲͺ͵͚ɼમదण༲͗͵͠ΗͪՆ͍Ζɽݻେࢃݒٗढ़Ͷؖ͢ͱͺɼ
͑ͪ͢͞য়ڱΝಁΉ͓͓ͪ͑ͲɼߑଆʀқঌΝݒઅܯ͵ʹ߶࣏ٗढ़ͳՅ͵ʹ
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͗ࣨΚΗɼժҲదͶ͵Ζɽܑͨͺฑ҈࣎େҐ߳ͶӀ͗͘ܩΗɼஏ๏ͶݳଚͤΖฑ҈
Ͷࣖͪ͢ΓىΔΗΖɽ͞ΗͶଲ͢ͱɼݡ఼ଡ͚ࣇͳྪݒΖԟͶݒେ࣎
͑Ͷ � نݒ͖ྭࣆΔͺɼଡ༹͵ٗढ़ଚ֮͗ࡑͲ͘ɼͨ͞ͶͺժҲదͲͺ͵͏
͖Δٗढ़ఽϩʖφ͖͓͗͑͗Ζɽ�
ٗݒͶࣨΚΗͪޛ͵͖Ͳ࢛Ͷ༽͏ΔΗͪؑΓ͑ͶɼྼݒେҐ߶জ࣎กݻ

ढ़͍ͮͪՆ͍͗Εɼ࣋ీࢃԥͶ͗߁ΖඞͨৄࠪͲ͍Ζɽඊ࣋Γ͑͵
ળൔౣ͖Δٗढ़ͳͺพೈ๏ܧٗढ़͗͵ΞΔ͖ܙͲͮͱͪ͘ՆΝࣖ͢ͱ͏Ζɽ�
Յ͓ͱݒށͶؖ͢ͱɼ࣋ӅݒͳΚͦͱળൔౣܨ༟Ͳͮͱͪ͘ՆҐ

ϩʖφً͠ΗΖɽ͞Γ͑Ͷྒྷ࣎େͶ͵Ζͳٗ͗ׯढ़ंঢѴΝࢾΊΖ͗ɼ� 
ͱ͏͢ࡑࠠ͗౹ܧͳ͏͑Γ͑Ͷ਼ٗढ़࣋Δ๑ཾ͵࣋ɼ๑ཾ࣋ࢱΔ͵࣋ࢱஊͶͺن
Ґ౹ܧٗढ़ͺժҲద͵Ͳͺ͵͚ɼঙ͵͚ͳ̒ݒͲ͘ΖɽͨΗΔ֮͗ࢢ༹ͪ
ٗढ़ܧ౹͍͗Εɼ͠Ή͡Ή͵ϩʖφΝܨ༟͢ͱͮͱͪ͘Ͳ͍Ζɽ�
�

̓̓ɿɿݻݻେେࢃࢃోోཔཔٗٗܧܧढ़ढ़՟՟ୌୌ��
� ҐΝಁΉ͓ɼݻେࢃݒͶؖͤΖోཔٗܧढ़Νݗ౾ͪ͢͏ͳ͞ΘͲ͍Ζ͗ɼύʖ
χϩͺ߶͏ɽͽͳͯͺݻେࢃસରܯժͶؖͤΖࡒ౾ݗྋଏͲ͍Ζɽݻେࢃ՟
ୌͺౖྦྷΝৼͳͤΖԓ෨ͶଲͤΖ۹Ώڂݜͺଡ͏ɼ಼෨ߑͶؖͤΖڂݜ
͗ΞͲ͏͵͏Ͷ఼Ͷݻେࢃڂݜ՟ୌ͍͗Ζɽ఼͞Ͳͺɼ෨ଡ͚۹͗
ΊɼݒഓΏߑΝ͖͑͗͑͞ͳͲ͘Ζ٣ஒͺ॑ي͵ଚࡑͲ͍Ζɽ�
ͺΞͲ͏Ζ̖͗̏ʥɼ౾ݗʀౖٗढ़Ͷͯ͏ͱɼ൝ΝৼͶౖྦྷͶؖͤΖݒพݺ

͞ͳݒͶͯ͏ͱͺે੶ʀ۹ཱིญ༽ݒͶؖͤΖઁ͍͗ߚΖఖౕͲ̗̏ʥɼଏ͢ͱ͏Ζɽ
͞Η෨Ͷٶ۹ࠬ͗ঙ͵͚ɼ۹Ҫ͖ߑΔݒٗढ़Ͷͯ͏ͱݗ౾ͤΖౖৗ͗ܙ
͠Ηͱ͏͵͏ͳ͏͑য়ڱͶًҾ͢ͱ͏Ζɽ͞͞ͲͺݒҪߑ͑ͬɼർֳదɼ۹ྭࣆ
ଡ͏ށͳஹࢬઅΝͳͶɼٗढ़ܧොͳण༲͍Ε๏Ͷͯ͏ͱफ़΄ͪ͏ɽ�
ݒށͺΆ͖ɼଡ͚ݻେࢃͲ֮͠Ηͱ͕Εɼݻେࢃ֪Ν͓ߡΖ͑

͓Ͳ॑གྷ͵ݒͲ͍Ζ͗ɼݒށͺݒඬ६અܯΏ֪وΝ͓ߡΖࡒ͵॑يྋͲ͍Ζɽ
ྭ͓ͻ٣ஒͲͺܽؔ̒ߨɼྌؔ̑ߨે੶ݒ૱ݒ਼͗ଡ͏͗ɼ͞ΗΔؔ
๑ͺ ���ʛ̖ऊͳҲఈͲͺ͵͏ɽ͍ΖఖౕɼતΝἩ͓ͪݒഓ͗ΊΔΗΖ͗ɼΆ
ܧැɼ͍Ζ͏ͺԟɼోཔ࠽ᡖͲͺخΔɼΏ͖ڱͲͺ͵͏ɽ͑ͪ͢͞য়ືݭʹ
ٗढ़ं͵ʹͳؖ࿊Ν͚کӒ͓Ζ֪وΏࢬౕ߶֮͗͠Ͳ͘Ζͳർ΄ɼ٣ஒ
ͺࡑஏٗढ़ɼ͍Ζ͏ͺࠅޛܧ౹ٗढ़͵ʹɼҡ͵Ζٗढ़ܧොͶΓΖͲ͍ͮͪՆ
͖͓͗͑͗Ζɽ�
ͨ͢ͱށཱིݒͶؖ͢ͱɼغཱི࣎ݒͶؖͤΖࢻ఼Νܿ͏ͱͺ͵Δ͵͏ɽಋغ࣎Ͷ߶͏

ͱ͕͚ྂ͢ߡɼଁઅ͠ΗͪՆ࣎ΗͪͲͺ͵͚ɼཱི͠ݒժΝͮͱܯͳ֪و
΄͘Ͳ͍Θ͑ɽ͞ΗͺҪΏݒͶͯ͏ͱɼܯժ࣎ऀճয়ڱͳ࣎ࢬɼ͍Ζ͏ͺ࣎
ऀճয়͗ڱҡ͵ΖՆΝඁΌͱ͏ΖͪΌͲ͍Ζɽݻେࢃͳ͢ͱؽΏܯժ͗ॉસ

�
̔ɿ͕ΚΕͶ�
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̒ɿ� نଡ༹͵ٗढ़ͳٗढ़ఽϩʖφ�
̒ɿ̏ɿ� نݒٗढ़�
๑ཾ࣋� �

�࣋ీࢃ �

�࣋ళԨ࢝ �

ΓΕɼ๎ࣻয়Ͷਪ͍͗ͮͪ͞ͳ͗Δ͖ͳ͵ͮͪʤਦ̖ʥɽࣞ͞ܙਪड़ౖͺɼࢃ
ࡑٗढ़ଚݒͳͺҡ͵ΖࣞܙେҐ߳࣎Ώྒྷ࣋ͳಋ͚ͣɽ๑ཾ࠴ௗ͏ඞΏ࣋ీ
Νࣖ͢ͱ͏ΖͲ͍Ζɽ�
༂༂࣋࣋ࢥࢥ�� �� ౨ͺళฑ࣋ࢥ༂ښͺͲ͍Ζ͗ɼฑݒ࣋ࢥຌ༂ښݬ౽ �೧ʤ���ʥ
ཱིݒͳ͠ΗɼݳଚͤΖɽΉͪՂཡഓͺ༂࣋ࢥͳຌ༂࣋ࢥͲ͢ࣇࠇͱ͕ΕɼͶؖ͢
ͱҢ૬ً͗͞ΖΆʹɼྈंฑͺ͢ࣇࠇͱ͏Ζɽ͓ͨ͑Ͳɼ༂࣋ࢥ౨ಝच
͵ٗढ़ΝΊΖͳɼॵͶྈᮩֻͳ͏͑ಆؑԾͶਭฑ֮͗ࡒͲ͘Ζɽٗ͞๑ͺݻେ
ೖຌͲͺາ֮Ͳ͍ͮͪ͗ɼͲͺଡ͚༽͏ΔΗΖٗ๑Ͳ͍Ζʤਦ̗ʥɽ͠ΔͶ༂࣋ࢥ౨
ߑଆΏқঌ͗പ࣎େ༹ࣞͲ͍Ζ͞ͳΝಁΉ͓Ζͳɼຌ༂࣋ࢥ෨ߑଆͺ༂ࢥ
༹ࣞΝݒ౨ͳಋ༹Ͳ͍ͮͪՆ͍͗Ζɽͨ͑Ͳ͍Ηͻɼ࣋ � ޛنൔͶण༲͢
ͱ͏ͪ͞ͳͶ͵Ζɽઔ࣋ݬͳͳͶɼͳؖܐΝ͓ߡΖ͓͑Ͳɼ॑གྷ͵࠴ࢻͲ͍Ζɽ�
ށށݒݒٗٗढ़ढ़�� �� ߏΝͦͪ͠ߏஇܙͺֱݒށେ࣎ଚͤΖྒྷݳ
Ͳɼ͞ߏͶͺಢࣙઅܯ๏๑͗༽͏ΔΗͱ͏Ζɽ௪ݒͲͺؔ๑Ν਼ऊͳ
͢ͱઅ͢ܯͱ͏Ζ͗ɼߏͺɼܽߨ๏ʀྌؔ๏ͳͶҲࡒߏΝૌΊ͝
ͱปΝߑͤΖͪΌɼؔ૱ௗΝخ६ͳ͢ͱઅ͢ܯͱ͏Ζ ��ʥɽߏͶؖ͢ͱͺɼ� 
ߖ߶ۡྐྵຓ៑ن � ࣞ͗ඵ͖Ηͱ͕Εʤਦ̏̎ʥɼߏਦͶ߶জݒปժฺߺ
༟ܨٗढ़ͺળൔౣݒߏͳ͠ΗΖ̏̑ʥɽ͖͞͞Δࣞܙ౨ஏ๏Պኖͳಋࠅ
Ͳ࣋ӅݒͳͳͶఽͪ͢Ն͖͓͗͑͗Ζ͗ɼͨઅܯघ๑ͺۜಌ͵ʹؔઅܯ
ݒͳ͚͘ҡ͵ΖɽΉͪߏଆΏ߶জݒͶͯ͏ͱͺɼӤೈ෨ঙ਼ଔߏ
ଆ͗ๅ͠ࠄΗͱ͏ΖΆ͖̏̒ʥɼࠅ߶জࣞेڋාͶؖͤΖๅ͗ࠄ͵͠Ηͱ͏Ζ̏̓ʥɽ
ΉͪӤೈड़ౖେड़ౖҪΝΊΖͳɼಖحΏஹ۫ඵࣺͶԥΝͦͪ͠
͵େघ๑͗߶ۡྐྵͶఽΚͮͪՆ൳ఈͲ͘Ͳ͘Ζʤਦ̏̏ʥ֮͗ށଆ࠼
͏͗ɼஏཀྵదɼؔ࣎దͶΗͱ͏Ζ͞ͳΝͤྂߡΖͳɼพܧ౹Ն͍Ζɽ�
௪ͪؑ͗͢ࡒͶؑয়ࡒେҐड़ౖ෨࣎กݻͶͯ͏ͱɼݒೖຌ߶জҐߏ

ͳΊΔΗΖ͍͗ΖɽؑͺҐ߳ٗढ़ͳ͓ߡΔΗͱ͏ͪ͗ɼҐ߳࣋Ӆݒٗ
ढ़ͳͺҡ͵Ζٗढ़ܧො͖͓͑͗Ζ̏̔ʥɽ͞ݻก࣎େҐݒށٗढ़ � ن
Ґ߳Ͷࡰʀ໕ࣨͪ͢Κ͜Ͳͺ͵͚ɼॄཚঘوໝ͵͵ʹͲ༽͏ΔΗͪՆ͍͗Ζɽ�
͞Γ͑Ͷೖຌߏͥ͏͗ݱΗͲ͍Ζ͖Ͷͯ͏ͱ֮ͪݽΖࠞڎͺ֮Ͳͥ͘ɼ߶

ۡྐྵɼࠅೈ๏͵ʹ਼ϩʖφ͗ఈ͠ΗΖ͗ɼ͞ͳ߶জށͶͯ͏ͱͺɼߏඵࣺ
ͶͳͰ͏ͱਜ਼Ӆਜ਼ͳؖܐ͖Δળൔౣܨ༟࣋Ӆݒٗढ़ͳಋϩʖφͶݸఈ
ͤΖ֘ષͺఁ͏ɽಋ༹Ͷ߶জͳ͏఼͖͑Δೈ๏ܧͶݸఈͤΖ͞ͳͶୌ͍͗Ζ̏̕ʥɽ
͢Θݻେೖຌݒށͺঀࠅਜ਼੭ீͶΓΖͳɼߏͳΊΔΗΖߗΆ͖ɼ൚ʀ؛
ʀ൚ߗ͵ʹଡ༹͵ࣞܙ͍ͪͮ͗͞ށͳ͗எΔΗɼ਼ϩʖφ͖Δݒށ
ٗढ़͗ͪΔ͠ΗͪՆً͢ͱ͕͚චགྷ͍͗Θ͑ɽ�
̒̒ɿɿ̐̐ɿɿ͖͖ΔΔٗٗढ़ढ़ఽఽଡଡ༹༹��
� نҐཱ߳ྫର͗ͮͪغ࣎ݳଚݒͲͺɼࡋ෨қঌΝΌͱಢࣙଡ༹
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ಖ � ೧ʤ���ʥͶયͪ͢ฑښͲͺ᮪ܗͲɼ͠ΔͶాٸ๏ͶԕஓΝ࣍
ͬɼௗ҈ܙয়ͳྪͤࣇΖ఼ଡ͏ɽΉͪฑښΝ �� ౕյͦ͠ͱௗ҈ͳർֳͤΖ
ͳوໝͺͬΒ͑ʹൔ͘͠Ͷ͵Ζ̗ʥɽܜӤݫ೧ʤ���ʥͶؾͪ͢ݥ࢘ͶΓΖๅ͗
ฑښݒઅͶ͖͠ΗͪͳΊΔΗɼͳިླྀͶΓΖӪڻ͖͓͗͑͗͘͠Ζɽ�
ҢৣΝಁΉ͓Ζͳɼཀྵ೨ద͵ଈ͘͏ഓܯժͶͯ͏ͱͺɼળൔౣͳؖݡ͗ܐ

͓ΖͶଲ͢ͱɼӪڻͺݡड़͚͗ͪ͢ɼ౽ښݬϕϧϱͶනΗͱ͏ΖɽഓϪϗϩ
பেద͵֕೨Ͳͺوͳͤ΄͘ଲেΝͶٽΌΖͶͺͮࢺͱ͏͵͖ͮͪՆ͍Θ͑ɽ�
�
̒̒ɿɿ�� ننଡଡ༹༹͵͵ٗٗढ़ढ़ͳͳٗٗढ़ढ़ఽఽϩϩʖʖφφ��
̒̒ɿɿ̏̏ɿɿ�� ننݒݒٗٗढ़ढ़��
๑๑ཾཾ࣋࣋�� �� ⌧Ꮡᘓ⠏ࡣ㝈ࠊࡀࡿࢀࡽⓎ᥀㑇ᵓࡸฟᅵ㒊ᮦࠊࡵྵࢆ� ୡ⣖ࡢᘓ⠏ᢏ⾡ࡢከᵝ
ᛶࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺ࡀ࠺ࢆ� ୡ⣖ᚋ༙ᘓࡓࢀࡉἲ㝯ᑎす㝔ఞ⸛ࡢㅖᘓ⠏ࠊࡿࡳࢆ

㧗ḍࡢ༜ᔂࡸࡋேᏐᆺ᮰ึࡣ၈ᮤࡢᑑቨ⏬☜ㄆ࡛ࡿࡁ㸦ᅗ㸱㸧ࣥࢨࢹࡢࡇࡋࡔࡓࠋ

ቨࡢ㨯ࡶᩯ─ࡢᩯୗࡢ⸛ἲ㝯ᑎす㝔ఞࠊࡁㄆ࡛☜ࡶ❍▼㞼ᓵࡢ㨯㸦���㹼���㸧ࡣ

㸵ୡ⣖ᚋ༙௨㝆࡛ࡣᘓࡢἲ㝯ᑎす㝔ࡢᅾ⌧ࡾࡲࡘࠋ㸦ᅗ㸲㸧ࡿࢀࡽぢࡃࡼ࡞❍▼ࡸ⏬

࠶࡛ࡢࡓࢀࡽ㐀࡛ࣥࢨࢹ࡞ᘧྂࡾࡼࠊࡃ࡞ࡣᵝᘧ࡛ࡢ၈ึࡿ࠶࡛➃ඛ᭱ࡢᙜࠊࡀࡿ࠶

ࡓࢀࡉᘓࡀἲ㝯ᑎ㔠ᇽࠊᵝྠཎி⸩ࠋࡿ � ୡ⣖ᚋ༙ࡣ၈ࡢሗࢆᦤྲྀ࡛ࡗ࡞ࡁ

ⱝࠊࡾ࠶࡛᫂ࡣᘓ⠏⣽㒊ࡢ⸛ⱝⲡఞࡢ๓㌟ࠊࡣ࡚ࡋ࠼⪄ࡢࡘ୍࠺ࡶࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡓ

ⲡఞ⸛す㝔ఞ⸛ࡢఞ⸛㓄⨨ࠊࡀࡿ࠶࡛ࢇࢁࡕࡶࡣࡇࡿ࡞␗ࡀ๓㌟ᘓ≀ࢆつ⠊ࡓࡓࡋ

ࠊྂࡵ ᘧྍࡓࡗ࡞ࣥࢨࢹ࡞⬟ᛶ̎̏ࡿ࠶ࡶʥ࠾࡞ࠋἲ㝯ᑎす㝔ఞ⸛࡛ぢࡿࢀࡽேᏐᆺ᮰

࡚ࡍࢆ⾡ᢏࡸሗࡢࡽ㝣ࡶࡇࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀ㛫ᩯ᮰ࠊࡎࡏᒎ㛤ࡣ᪥ᮏ࡛ࡣ

ཷᐜྲྀࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᤞ㑅ᢥࡀ☜ㄆ࡛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ�

��࣋࣋ీీࢃࢃ �� ͺ࣋ీࢃ � نൔͻͶଆӨΝ࣋ͪ࢟͢Ͳɼ࣋ీࢃ౨յ࿕͖Δड़ౖͪ͢෨ࡒ
ΝݡΖͳɼ๑ཾ࣋ͳͺҡ͵Εɼ� نҐ߳ӪڻΝणͪٗ͜ढ़ͳڠ௪఼͗ଡ͚͓ݡɼ
� ޛنൔٗढ़ఽ༹૮͖͓͗͑͗Ζʤਦ̓ʥɽಋ࣎Ͷ � نҐ߳ٗढ़Ͷͺ͵͏ಝ
ద͵ٗढ़͓͗ݡΖɽ๑ཾ࣋ͲͺௗԣͶ݂ࡴΝἧͮͱ͏Ζ͗ɼ࣋ీࢃͲͺɼಆؑͶ࠴ͳ
͏͑൸Νण͜ΖͪΌࡒΝพͶ͜ɼԾ෨ͺஏ੶Ͷં݂Νͮͱͨ͞Ν݂ࡴͳ
͢ͱ͏ΖɽՅ͓ͱ͖࣋͞ీࢃΔड़ౖͪ͢ඞͶͺҲൢࢀΝ͚ඞΓΕௗ͏
֮͗͠Ηͱ͕Εɼ͞ௗ͏ඞͺહभ༹ૌปඞͶΊΔΗΖʤਦ̔ʥɽಋ͚ͣࢃ
ड़ౖ͢ͱ͏Ζʤਦ̕ʥɽ͗͞࠴Ͳͺ൸Νण͜Ζ࣋ీ ΗΔ๏๑ͺೖຌҐ߳
ٗढ़ܧೈ๏ࠅ௪ͤΖ͞ͳ͖Δɼڠͳ͠ΗΖ༹Ώહभ༹ٗढ़ͳڻೈ๏͖ΔӪࠅ
ͳؖࢨ͗ܐఢͲ͘Ζ̏̏ʥɽ�
��࣋࣋ళళԨԨ࢝࢝ �� ��೧ʤݫߘళݻͺਬ࣋ళԨ࢝� ೧ʥͶଆཱི͗࢟͠Ηͪ࣋Ͳɼड़ౖͪ͢ਪ
ܙয়͗ಝचͲ͍ΖɽҐԲଆΏر౫ଆݳଚݒΝΊΖͳɼԲࠞਪͺͤ
΄ͱฑߨͶֽ͖ΖࣞܙͲ͍Ζɽ͞ΗͶଲ͢ͱɼਪΝ๎ࣻয়ͶഓͤΖખਪͺɼહ
भ༹ɼ͍Ζ͏ͺ༹Ґ߳Ͷ߁Ήͮͪٗढ़ͳ͠Ηͱ͏ͪɽͳ͞Θ͗࢝ళԨ࣋۹ࠬͶ

༂࣋ࢥ� �

ށݒٗढ़� �

̒ɿ̐ɿ͖Δٗढ़ఽଡ༹�

資料編 21



－ 23－

̐ɿ̐ɿోཔٗܧढ़ंͳ౹ིं�

͘͵ಝ͗නΗͱ͕Εɼ౹ིंͳઅܯؖ࿊͖͓͗͑͗Ζ̔ʥɽ�
�

̑̑ɿɿસસରରܯܯժժͶͶΊΊΖΖ͖͖ΔΔӪӪڻڻ��
ՂՂཡཡഓഓ�� �� ඊ࣋ʀ࢝ళԨ࣋ʀ༂࣋ࢥͨՂཡഓ͖Δળൔౣͳືં͵ؖ͑͗ܐ
͖͓͗ɼࠅͳؖܐ͖ͮͪඨͫ͜ࡃͲͺ͵͚ɼདʀ߶ۡྐྵͳؖܐࢨఢ͠Ηͱ͏
Ζɽ̕ޛنൔ౨ΠζΠͺࠠ໐͢ͱ͕Εɼ��� ೧ͶདͶΓͮͱඨ͗ࡃ໕·͠Ηɼ
ި͖ͮͪࠅͺඨࡃҪͳͳͶ ��� ೧Ͷപଞߒક͏ͶேΞͫ͗ɼʀད
࿊܋ͶഌકͤΖɽͨޛɼདͺ ��� ೧Ͷͺ߶ۡྐྵΝ໕ͦ͠ɼળൔౣΝ౹Ҳͪ͢ɽ�
ͶΓΕɼبߘ೧ʤ���ʥͶͺళళ̗ߘയͤΖ౨ΠζΠͲɼళళەͪ͑͢͞

ΗͪͲ͍Ζ͗ɼ࢟͞͠ଆཱི͗࣋ࢥͶຌ༂ښݬ౽ ՂཡͺࣞՂཡഓͲ͍ͮͪɽ
͞ՂཡഓͺඨࡃΏ߶ۡྐྵͶͺΊΔΗͥɼདͶϩʖς͗ΊΔΗΖɽ��� ೧Ͷ͠ݒΗ
ͪདܜय࢝ళԨ࣋Ώ ��� ೧ಛ͗࣋ಋࣞܙࣞՂཡഓͲ͍Ζɽ͞ΗΔ
ͳಋࣞܙՂཡഓͺད͖ΔӪڻΝࣖ͢ͱ͏Ζɽͤ͵Κͬപଞߒક͏Ґܻ߳ಊ
౨ΠζΠ͵͖Ͳɼད͖ΔਟଐͶๅΝघ͢ͱ࠹࣋Ӆݒٗढ़Ν͢
ͱ͏Ζ͞ͳΝࣖ͢ͱ͏ΖͲ͍Ζ̕ʥɽ�
ಋغ࣎࣋ӅՂཡഓͲͺઔ͍͗࣋ݬΖɽઔ࣋ݬͺ � ޛنൔͶ੬ళߘเΝூ

͑ͪΌͶళஒళߘͶΓͮͱཱི͠ݒΗͪͳΊΔΗΖɽՂཡഓͺҲ್ۜಌಝच͵Ͳɼ
ͳۜಌΝյ࿕ͲҕΊɼյ࿕ͺۜಌͶͯ͵͗Εɼߪಌͺͨ๏Ͷ͖Ηͪɽۜ͞
ಌͳ͗͑͏͖Ղཡഓͺɼ࠽ැ؏Խ࣋Ͷ͓ݡɼళஒళ͗ߘ੬ళߘ௧વ
เΝூ͑ͪΌͶళஒߘͺ੬ళ࣋ݬफ़Γ͑Ͷɼઔޛͱͪͳ͠ΗΖɽݒͪΌͶڛ
ళߘͶΓͮͱཱི͠ݒΗͪͳΊΔΗɼҲ್ۜಌಝच͵Ͳɼ㕫࿕͗ͳۜಌΝҕΞ
ͲۜಌͶͯ͵͗Εɼߪಌͺͨ๏Ͷ͖Ηͪɽ͞ ۜಌͳ͗͑͏͖Ղཡഓͺɼ
࠽ැ؏Խ࣋Ͷ͓ݡɼళஒళߘͶΓΖ੬ళߘ௧વڛͳ͏఼͑Ͳڠ௪ͤΖɽͤ
͵Κͬଲద͵ؖܐͫ͜Ͳͺ͵͏Ղཡഓ͓ݡΖͲ͍Ζɽઔ࣋ݬͺड़ౖע؏఼͖
Δͳؖ࿊ࢨఢ͠ΗΖ͗ɼ಼ࠅͲϏφϫϱΏ౹ིंӪ͓͖͗͑͗ڻΖͲ͍Ζɽ�
͞Γ͑Ͷ࣋ӅՂཡഓͺೖຌͳިླྀනड़Ͳ͍ΕɼͨՂཡഓྪࣇ͖

Δͳިླྀ͠Ώๅఽୣਟଐ͠ΝगͲ͘ɼඨࡃͳື͵ިླྀ͖Δདͳ
ިླྀͳรԿͪ͢͞ͳ͗Κ͖ΖͲ͍Ζɽ�
��ىىߡߡͳͳʲ̡बबླླʳrښښݬݬ౽౽ �� ङ̖೧ʤ���ʥͶ౽ښݬͶયͪ͗͢ɼͨܙয়ͺߡࢂ࣎
Ͷͤ΄͘Ͳ͍ͮͪͲ͍Θ͑ௗ҈ͳ͚͘ҡ͵Ζܙয়ͲɼԟͶ͗ాٸ͖ΗΖյܗ࣊
͍̖ͮͪʥʤਦ̏ʥɽݻ࠹ࠅٗढ़ॽʲबླʳىߡͶ͠ىΗͪཀྵԨਦࢡͳ͢ࣇࠇ
ͱ͏Ζʤਦ̐ʥɽ̡ बླʳͺࠅܨॽͽͳͯͲɼક࣎ࠅେҐ߳ͶबԨཀྵద͵ౕ
Ͷͯ͏ͱͪ͢ىͳΊΔΗɼ͑ͬ͞ىߡͺେͶึΚΗͪͳ͠ΗΖɽͨߑ
ͺৼͶٸΝ͘ɼͨೈͶभṬʀऀᜢɼͶࢤΝഓͤΖͳ͏͑ܯࢤժΝཀྵͳ͢
ͱࣖ͢ͱ͏Ζɽ͞౽ښݬͲ࣎࠹Ͳ͍Ζௗ҈Νࢂলͦͥɼ̡ बླʳىߡ
ٸΝߡࢂͳ఼ͪ͢Ͷͺɼ͖Δંద͵ๅघࠖೋ͵য়͓͖͗͑͗ڱΖɽ�
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ͨΗΑ͓ͶಋͣؽΝ༙ͤΖࢬઅͲ͍Ηͻઅܯ๏๑ͺྪ͢ࣇɼർֳݗ౾͗Նͳ͵ΖɽՂ
ཡഓΏాٸߑɼۜಌΏߏ͵ʹಋͣؽΝ༙ͪ͢ݒർֳ༙͗ް͵ࢨඬͳ͵Ζ
ͺͨͪΌͲ͍Ζɽ�
Ήͪઅܯཀྵ೨Ͷݺʓ෨ࡒ͖ܙΔɼݒસରߑͶࢺΖΉͲɼ͠Ή͡Ή͵ऊౕͲ

ҩ͏͍͗ΖɽΚ͖ΕΏͤ͏ྭͲ͏͓ͻɼݻେؔ๑Νخ६ͶઅͤܯΖ๏๑ͳۛԲ
ཀྵ೨ܯཀྵ೨͗સ͚ҡ͵ΖͲ͍Ζɽͨ͢ͱઅܯଆ͖ΔҒΝ݀ΌΖ๏๑Ͳͺઅߑࠞ
ݒ͗ҡ͵ͮͱ͏ͱɼ௪ఊͤΖؽཀྵ೨Ώܯͱ͏Ζɽ͏ͮΈ͑Ͳɼઅ͓ࢩԿΝٗ͗ݳ۫
ٗढ़ͺଚ͢ࡑɼాٸͶ༽͏ΔΗΖٗढ़ͳ࣋ӅͶ༽͏ΔΗΖٗढ़Ͷͺڠ௪఼͗ଡ͏̐ʥɽͨ
ΗΑ͓ɼݺʓݒٗढ़Ͷؖ͢ͱͺɼ࣋Ӆݒٗढ़ΝخຌͶ͓ߡΖ͞ͳͶଧ͍͗Ζɽ�
̐̐ɿɿ̐̐ɿɿోోཔཔٗٗܧܧढ़ढ़ंंͳͳ౹౹ིིंं��
ඨ͖ࡃΔگޮఽͳͳͶɼ࣋ӅݒͪΔ͠Ηͪ͗ɼે੶ʀע෬ݒͺͨΗҐ

ࠅݒͳͺસ͚ҡ͵ΖͲɼݒٗढ़Ң͵͚͢ͱɼཱིݒͺࠖೋͲ͍ͮͪ
Ͳ͍ΖɽͨͪΌʲೖຌॽنʳͶΓΖͳɼॠళݫߘ೧ʤ���ʥͶͺಌΝݒͱΖͪΌͶඨ
ദעɼ໌̏࢞ɼᮉ൭ദ໌̐࣋ΔࣹཤΏͳͳͶٗढ़ं͗ૻΔΗͱ͏Ζɽ಼༃ͺ͖ࡃ
ढ़ɼԲࠞΝ෬ٗࡠͲ͍Ζɽ૮ྡྷ࿒൭ΝଆΖͪΌۜ໌̏ɼժ໌̒࢞
Ͷɼ̡ͺ͢͏ٗढ़ͺٗढ़ंҢಊͶΓΕɼఽͪ͢ͳΊΔΗΖɽٗढ़ंҐʹ͵ע͚ ݫ
फ़ͶΓΖͳɼۜಌʰຌ༹ʱ͗ఽཔىͶؖͤΖཱིݒ࣋ʳඊீࡔࣁىՂཡԓًኄླྀ࣋ڷ
ͪ͢ͳ͏͑ɽh ༹ʱͺ܉ಣΊͲʰͪΌ͢ʱͳಣΊɼໝܗΏઅܯਦ͵ʹͳΊΔΗͱ͏Ζɽ�
͑ͪ͢͞๏๑ͶΓΖٗढ़ఽͺଲద͵ΊͳͺݸΔ͵͏ɽ̡ କೖຌن ళrฑ็࣊

� ೧�����೧ �� ݆າʤ� ೖʥড়ʰԾࠅ್࣋ਦԛళԾঀࠅɽɦ ͳ͍ΖΓ͑ͶɼਦͶΓ
Ζԟ͖Δஏ๏ఽୣͺ֮Ͳ͘Ζɽͪͫ͢ɼࠅ࣋ΝͺͣΌɼࠅுʀ܌ுʀ܌ᦲਜ਼
͵ʹɼಋͣؽΝ༙ͪ͢ݒͲ͍ͮͱɼ֮͵અ֪وܯͺ͖͓͑͗ͥɼͨوౕ
ͺ߶͏Ͳͺ͵͏̑ʥɽ̖نҐ߳ͶͺྊΝৼͶోཔٗܧढ़ं਼͗ఁԾ͢ɼͨ
ༀׄͺఁԾͪ͢ͳݶΚΗͱ͏Ζ͗ɼғષͳ͢ͱɼࢨదཱིͶోཔٗܧढ़ं֮͗Ͳ͘ɼ
ҲཏΝ୴ͮͱ͏ͪ̒ʥɽ�
Ήͪోཔٗܧढ़ंҐΝΌɼௗׯέϧη౹ིंΏϏφϫϱͳؖܐ͘͏ɽݻେ

Ͳ͏͓ͻɼ̡ࢃ ೖຌॽنʳͶΓΖͳళஒళߘ � ೧ʤ���ʥ� ݆Ͷඨࡃׯ帯ॡॵ͗
ௗɼԳླෳཻʀ࢝ർෳΔ͗ஞࢷͶʀخᡖΝͪ͢͞ͳ͗எΔΗΖɽಋ
͚ͣࠦതࠕਕͺଆ౨࢚࣋ௗׯ͵ʹΝྼͪ͢ଆӨؖܐׯଡ͏ਕͲɼࣆ܋ͳଆ
Өືં͵ؖܐΔ͖Ͷ͵ͮͱ͕ἘʥɼዋౖଆӨͶॊ͢ࣆͱ͏Ζɽళฑঋ็ � ೧
ʤ���ʥͶዋౖͪΌɼ࠽٤ඍਇඍ͗ׯͶ͠ׯΗɼళฑਈݫޤ೧
ʤ���ʥͶ࠽ࠦതࠕਕ͗ዋౖஎׯͶ͠ׯΗɼਈܢޤӤ � ೧ʤ���ʥͶ
ͪ͢ɽ͞ዋౖͺࢃࣞࠅͳ͠ΗΖɽ�
͞ΗΔ౹ིंͳ۫ରద͵ݒઅܯͳؖ࿊ͺ֮Ͳͺ͵͏͗ɼዋౖͶؖ͢ͱͺ � 

͖Δฑஏ෨ࢃͳΊΔΗɼڻฎ๑Ͷ௪ͣͪ٤ඍਇඍͶΓΖӪࠅͲ͍Ζ͞ͳ͍Ζ͗ɼن
Ͷ͖͜ͱ͚߁ҕִΝܙ͢ͱ͏ΖɽΉͪࢃ͖ΔඎࠞͶ͖͜ͱ࿘͵ʹ͗અ͜ΔΗɼ

̑ɿસରܯժͶΊΖ͖ΔӪڻ�
Ղཡഓ� �

�ىߡͳʲबླʳښݬ౽ �
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�ढ़ٗܧͳోཔݒେݻ

̏̏ɿɿͺͣͣͅΌΌͶͶ��
ೖຌݒชԿΝ͘͝ͱͪٗ͘ढ़Ͷͯ͏ͱͺɼ࣋ӅݒΝৼͶ͖ΔӪڻͺ

ঙ͵͚͵͏ɽݻେݒͳోཔٗܧढ़Ν͓ߡΖͶ͍ͪͮͱɼΉͥͺࡒ౾ݗྋΝݡͱ͕ͪ͘͏ɽ
ೖຌͶͺֆݻ࠹๑ཾۜ࣋ಌΝͺͣΌɼྒྷ࣎େҐݳଚݒ͗༁ �� ౫ओͳർֳద
ଡ͚Ζɽࠅେݒ͗ݻ࠹ࢃೈહ࣋ాʤ��� ೧ʥΝͺͣΌɼ߁ਖԨṬ
ాʀޭ࣋౨ాʀ࣋ݫৌ࿘̒౫ͶݸΔΗΖ͞ͳͳർ΄ͱͲ͍Ζ̏ʥɽ͏ͮΈ
͑Ͳɼྒྷ࣎େҐݒٗढ़Ͷͯ͏ͱɼͳӪܐؖڻΝৄͤΖͶͺೖຌʀࠅʀ
ݳΚ͡ΖΝಚ͵͏ɽΉͪೖຌݶ਼ͺॉͲ͍Ζͳݒଚݳ͏ͥΗͶ͕͏ͱࠅؘ
ଚݒͤ΄ͱ͗࣋Ӆݒͳ͏͑ยΕ͍͗Ζɽͪͫ͢ɼگΏ࣋Ӆݒͺݻେ౨ΠζΠ
ଚݳΝ༫͓ͪ͞ͳͶҡͺঙ͵͖Θ͑ɽڻ൭Ͳ͍Εɼٗढ़ఽͶ͘͵Ӫخ௪ชԿదڠ
͢ྋ͖ΔಚΔΗΖๅଡ͚ɼ͞ΗΝึࣁྋʀֈժ࢛ݛʀชߑͶՅ͓ͱɼ۹Ҫݒ
ͱ͏Ζɽ͞ Γ͑ͶࣁڂݜྋͺݸΔΗΖ͗ɼݻେݒͳోཔٗܧढ़Ͷͯ͏ͱɼݗ౾ͪ͢͏ɽ�
�
̐̐ɿɿݒݒઅઅܯܯʀʀٗٗढ़ढ़ͳͳٗٗढ़ढ़ंंʀʀ౹౹ིིंं��
̐̐ɿɿ̏̏ɿɿݒݒઅઅܯܯͳͳٗٗढ़ढ़��
ͨͨݒଆӨͶͺଆӨܯժةਦɼॶમఈɼݒઅܯɼ࿓ಉྙ֮ฯ͵ʹɼ

६ඍͶͺௗ͏͖͖͗ؔ࣎ΖɽΉͪݒઅܯͶ͕͏ͱɼ͚͟Ҳ෨ಝच͵ྭΝঈ͏ͱɼ
ͤࣆͶॊۂࡠΏྖࡒΖͤ༼࢘Ͱ͏ͱخͶܯචགྷͲ͍Ζɽͨઅ͗ܯพઅݺຌదͶͺخ
Ζ࿓ಉྖࢋड़ɼӣ൘ܨ࿑֮ฯ͵ʹࣰແͲ͍Ζɽ͑ͪ͢͞६ඍΝܨͱɼଆӨͺ
ṁͤΖɽͨΗΑ͓Ͷઅܯ͵ʹΝ୴͑ٗढ़ंͳݳͶ͕͜ΖࢬΝ୴͑ٗंྈ͖Δ
ఽΝ͓ߡΖචགྷ͍͗Ζɽ�
Ήͪݒٗढ़ఽͶͺɼಝच͍͗Ζɽܵͳͺҡ͵ΕɼࣰҢಊ͗ࠖೋ͵ݒ

Ͷ͍ͮͱͺɼυϓΧϩϟͪ͢ໝܗΏਦ͵ʹͶΓΖٗढ़ఽɼ͍Ζ͏ͺٗढ़ंࣙਐҢ
ಊͳ͏͑ܨ࿑ΝචགྷͳͤΖɽ͠ΔͶंɼυϓΧϩϟͤΖஊɼͨ͢ͱण༲ଈմ
ए � ౕͶΚͪΖఽύʖχϩ͍͗ΖɽυϓΧϩϟͶΓΖๅࣨͺͬΘΞͫ͗ɼ
ण༲Ͷ͕͏ͱɼਜ਼͢͏ཀྵմ͵͏ΉΉޣմΏण༲ଈқਦద͵મͶΓΕɼఽਜ਼
֮Ν͚ܿ͞ͳঙ͵͚͵͏ɽ�
͑ͪ͢͞ଆӨϓϫʖɼٗढ़ఽͶ͕͜ΖυϓΧϩϟͳण༲Ͷ͕͜ΖޣಣʀखࣼમΝ

ಁΉ͓ɼช࢛ݛྋ͖ΔஎΔΗΖోཔٗܧढ़ఽཔ༹ࢢΝࣖͤɽͨ͢ͱݺพٗढ़Ͷͯ͏
ͱͺɼસରܯժͶ͍ͪΖՂཡഓϪϗϩɼݺʓݒٗढ़͖Δోཔٗܧढ़Νݗ౾ͪ͢͏ɽ�
ͪΌཀྵ೨Ώਫ਼گӅͲ͍Ηͻभ͚࣋ɼ͗ܐͳؖؽͶ͕͏ͱͺܯઅݒ

ͱΔΗΖɽݒઅͺࢬͶԢͣͱɼঀؽ͵దͲ͍Ηͻɼແʀٓླɼਫ਼͵ʹɼాٸઅɼࢬ

古代建築と渡来系技術

東京大学大学院工学系研究科准教授　海野　聡
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ᵓ ấỪụỆ

અࢬ ఊౖ ٣ஒۢغ࣎

ඡʟ ᡢ൦ޖ ᪕؉ḩ

ᝪஙئ ᡢ൦ޖ ᪕؉ḩ῍Ḫ

൷ᾎ ɧᡢ൦ޖ ᪕؉ḩ῍Ḫ

൦ὉถѬ ɧᡢ൦ޖ ᪕؉ḩ

ᾀ ሂỉᆰ᧓ᚘဒ

ᾁ ሂႆỉםங২ᘐऴإỊẆҞኒऴإỉᙐӳ˳

ᙀםࢍඥίඡʟỉءὸ ᪕؉ỊẆٻ؉Ὁ൦؉ὉؕᎵ؉ễỄểӷಮỉ᧸ࣂᚨ ḵ ႊฎኒऴإ

൷ᾎ ᪕؉ḪểẴủịẆ؉ϋૢͳỉɟᾎ
൷Ịૼ፠ኒẻầẆޛ؉ỆỊ̊ầễẪẆဴϋửʼẲẺӧᏡࣱầ᭗ẟ

ᆰ᧓ᚘဒ ᭗ӟᰯίޛ؉ٻٓ؉ẆᵓὉᵔɭኔὸὉૼ፠ίᇦ߸ޛ؉ẆᵔὉᵕɭኔὸỆ̊

ắฌᎮẝụầểạắằẟộẲẺ

טࡊួܷשʮɤவʚʮ؉

ấờễӋᎋ૨ྂ

ຓ̀ঙݱ ᵐᵎᵐᵏ Ẑޛ؉Ể൦ửếẦạὊӞˊޛ؉ỉ൦เὊẑ ẒࡅܸٻӪួਦܭᵏᵎᵎ࠰ể ᄂᆮỉഩỚẓ

ɟܨဋޛݱ ᵐᵎᵏᵖ ẐӞˊଐ᪡ᙀםࢍඥỉ̳ყႎૢྸẑ ẒጽӼܖᄂᆮẓᵔ

ɼᆋᒍࣈ ᵐᵎᵏᵗ Ẑଐ᪡Ӟˊޛ؉ỉ൦ᧉನᡯẦỤỚẺ᪕؉ẑ Ẓ᪕؉ểӞˊᅈ˟ẓᾆ

ᙱ˰ഐɟᢹ ᵐᵎᵏᵒ Ẑ᪕؉ួᝪ൦൷ួỆếẟềẑ Ẓ᪕؉ួḪὊᛯᎋዻᾀὊẓ

ჵᅎʼ ᵐᵎᵏᵔ Ẑ᪕؉ỉሰᡯὊᝪ൦൷Ὁثםửɶ࣎ỆὊẑ ẒܓБᎋӞܖẓᵏᵑᵔ

μ ឣؕ ᵐᵎᵐᵏ Ẑ᪡ỉӞˊޛ؉ỉᨼ൦ᚨẦỤỚẺ᪕؉ỉᄂᆮᛢ᫆ẑ Ẓ᪕؉ểӞˊᅈ˟ẓᵏᵎ

ίᝠὸ ᪡ႉ૨҄ᝠᄂᆮᨈ ᵐᵎᵏᵐ Ẓܤ؉ᇦ߸ޛ؉ ᵐ῍ᵒഏႆᛦ௹إԓẓ
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ᵒḗᵏ ૼ፠ޛ؉ሂỉМ൦ể൦ỉᆰ᧓ᚘဒ ʮဴᢊࠊ؉ܤ ᇦ߸ޛ؉ᵔɭኔɶ῍ᵕɭኔࢸҞ

Ͷɼ۔୫ླྀܤഓ༁ࣥʀౕޱ
੶ૌ؝ޤΝΌ͛Δͤ๏ܙͳବԃܙ
અʤ̪̏ʛ̪̔ʥΝஊࣞͶഓͤΖࢬॄਭخޔ

М൦
൦ᚨ ආຕửጮụᡉẲề൦ửảỦ

൦
ถѬ ව൦ỉửɦỦນ්ẦỤ

ሂɦ්ỉ؉ُίிᧉὸửܣỦ

ிᧉួ ᪡ႉ૨҄ᝠᄂᆮᨈ
ᵐᵎᵏᵐ Ẓܤ؉ᇦ߸ޛ؉ ᵐ῍ᵒഏႆᛦ௹إԓẓɟᢿь

ᵒḗᵐ ൦ᧉ˄ᡈỉ൦؉ޛˊӞ͔

᪕؉൷ἠރᧉួ

ᡫ൦ไ

൦ไݰ

؉ُ

൷ཞᓳẼᡂỚ

Ⴎם

ίݱຓ̀ঙᵐᵎᵐᵏὸ

᭸ἠ؉ᇹᵓ൦ᧉểםཞᢡನᾀ

൦ӝ
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ᵑḗᵑ
ᵔὉᵕɭኔỉႊฎỉᙀםࢍඥ

ৣ˷፠؉ிᧉ˄ᡈࣙฌҤᢊৣ˷ᵔɭኔ

᭸ἠ؉ỉݱ൦؉
൷ἠɦעࠋỉثםޛޢჄዮᅈࠊᵕὉᵖɭኔቫ

൦؉ᅦޢჄࠊࡅܸٽᵕɭኔቫ

২ᘐᆆ᠃

ӑ҅ᢊቫ

ᢼ≒6ɭኔɶ᪭≒ᒬஜ∝ႝ∝ஙቇܤҤᢊԷݵঅ≓؉ޛޛ؉

ऑ͖൷ অ҅ݵᢊࠊ߸ݵ≒ ɭኔࢸҞ≒ቫ

ᕤඦء᧸ ᔴࠊ؏࠼ޛ≒ ɭኔ≒ቫ

ᩌޛ؉≒ʮဴᢊМ߷6≓ࠊɭኔࢸҞ≒ቫ∝ႝ

ˮᑣ൷ অݵҤᢊ݅ᨗࠊ≒ ɭኔЭҞ≒ቫ

ᵑḗᵒ
ᵔὉᵕɭኔỉૼ፠ỉᙀםࢍඥ

ᚨޖ
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൶Ⴞ˷ࠊۂ

ᇹᾀ ඕںบ૨҄ଔίЭᵒᵕᵎᵎ῍Эᵒᵓᵎᵎ࠰ὸ
ᇹᾁ ඕںบ૨҄ୌίЭᵑᵕᵎᵎ῍Эᵑᵑᵎᵎ࠰ὸ
ᇹᾂ ᑣต૨҄ίЭᵐᵗᵎᵎ࠰῍Эᵐᵓᵎᵎ࠰ὸ

ғဒ൦ဋ ᆖဋែίٻဧဝὸ
ᵐᵐவὉᧈᵐᵎ῍ᵐᵎᵎᾼὉࠢᵏ῍ᵒᾼὉ᧓ᨠᵏᵓ῍ᵒᵎᾼ

ἫὊἋ ථޖ
ᚨ ቫẆᇦ ࢍႴᙀע

⦡ᢡួ

ίإᢊϙჇὸ ίẒᵐᵎᵐᵎɶᙲᎋӞႆᙸẓᵐᵎᵐᵏᴾὸ

ஔᮗˊ ฯҤᵑٻᝪ൦൷ίᄤᭌءὉᚦءὸ
Ӟˊ ᧸ກءᾎ
ء ᘙ᩿ẦỤὼኖᵒᵌᵗᾼẆࠢኖᵐᵐᾼעᢿỊྵࡁؕ
ᚨ ᒬஜ ࢍႴᙀע
ᵟᵫᵱЎௌ ኔΨЭᵒɭኔ᪭

᰾ႇء μ፠҅ᢊႩࠊޛ

ႩࠊޛὉίᝠὸμ҅૨҄ᝠᄂᆮᨈᵐᵎᵐᵏẒ᰾ႇءء᧸ᄩᛐႆᛦ௹ဦإࡸԓẓ©ᵥᶍᶍᶅᶊᶃ
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ίޛݱဋܨɟᵐᵎᵏᵖὸ

≔ ↂ↻↭↖↝Ӹᆅ ቫඥ⅚ᓶඥ⅚᪡ئ˓ࠎٕ≝⅚ɶ≝ᒬඥ

≕ ನᡯཋ עૢ⅚ᢊ⅚ء൷⅚ء൦᧸⅚ثם⅚ُ؉

≖ ᚨ ቫ⅚ஙᓶ⅚ᒬஜ⅚ႝ⅚⇧⇩⇽⅚ᆝཋ↝⅚ᭌ༾↙↘

≗ Ӹᆅ↗ೞᏡ

ඥࢍႴᙀע ↺↰Ⴔૅਤщ⇁᭗ע⅚ࢍႴ↝ᙀעࢊ᠂

ᙀࢍႮםඥ ⅚↹↷↚↝Ⴛʝ˺ဇࢍᙀ↗ם Ⴎࡇࢍ∝ࣱܭܤ↝ם⇁᭗↰↺

ᵑḗᵏ ᙀםࢍඥ

ᄤᭌءẆᒬஜ

ޛ൷Ẇቫ

ᵑᵋᵐ ਘẴỦᙀםࢍඥ இӞỉʙ̊ ᑣต૨҄Ẇ⦡ᢡួ
Эᾃɭኔ᪭ ɶ൶ҤḵҞ Ⴉޛ᰾ႇء
ᾃὉᾄɭኔ᪭ ρஔḵႊฎ ኛם؉Ẇء߷፯൷Ẇءᄤᭌء

ίޛݱဋܨɟᵐᵎᵏᵖửɟᢿ̲ദὉьᇿὸ
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ங௸

ૺ᩿

ิ൦൷ỉஙኵỚ

ỉૺ᩿ء

Ὁ ᡢ൦ޖộỂЪẲẆิ൦ửᄩ̬
Ὁ ίᢊὸםỊẆิ൦൷ửғဒẴỦء
Ὁ ඥỆợỦםࢍỉɟᢿỊẆቫửᚨẴỦᙀם
Ὁ ங௸ỊםသỜᾎ

ء

ቫ

ᵐḗᵓ ิ൦ỉ൦ൽỚئίඡʟὸ

ங௸

ᆵᢿὉ߾ჽ

൦ὉถѬ

ẟ൦؏

ᝪஙئ

ඡʟ

ᐯ්ែửМဇ
ẲẺ൷ᾎ

൦
ถѬ

ቫửᚨẴỦ
ᙀםࢍඥ

ᵐḗᵔ
᪕؉ᝪ൦൷ỉϐ౨᚛

ᆰ᧓ᚘဒ
ሂỉ࢟עὉޖעỆẸẪẲề
Ӳᚨử᨞െࡸỆᣐፗẴỦ

᨞െࡸᣐፗ
ዬ࣯
൦јௐ

บίểịẺụὸί҅ᧉὸ

ሂί҅ᧉὸỉ൦ửॖᜤẲẺᆰ᧓ᚘဒ

൦
ถѬ
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ὸםὉᆢ࢟ޛעụЈẲίࢌ

ᵑᾀഏ ἚἾὅἓᾃᾀ

්൦ỉࢨ᪪ỉẝỦකඑע

ᵐḗᵑ ẟ൦؏

ޖỊɧᡢ൦ࡁ
ᐯ්ែửМဇẲẺ൷ᾎ
൦เ ᝪஙئỉ˷൦

ᵐᵎഏӕ൦ӝ

ႊฎᓗᕡᇌ

ᵐᵒഏ ἚἾὅἓᵒᵎ

්ủỉࢨ᪪ầݲễẟഥ൦؏

ᵐᵒഏإԓ
ỆӞˊỉᢡཋίኬẦễỊɧםᛆᆢ࢘ ଢὸử
ѼԃẲềấụẆ࢘ᛆᢡನỊẆо࢘ИẦỤẝỦɟ
ỉửኺềನሰẰủẺӧᏡࣱầ᭗ẟܭ

᪕؉ḪỆɦỦᾎ
ӕ൦ӝ

ᵒޖჿᅃޖ

Јעםໜӕ൦ӝ

ᵐḗᵒ
ᝪஙئ

ཞ࢟ ࡁ⇁࠘ཞ↚Мဇↈ↺
ನᡯ ჿᅃޖ≋ᡢ൦ޖ≌↭↖↹ⅾ↫↰↕

ิ൦⇁ᄩ̬ↆ⅚ሰ⇁ᝪஙↈ↺
൦เ ิ൦‚ᘙ᩿ේЈ≌

ඡʟ↝˷൦
ӕ൦ӝ

 ᪕؉ⅻɶ࣎
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ίჵᘽʼᵐᵎᵏᵔẐ᪕؉ỉሰᡯẑẒܓБᎋӞܖẓᵏᵑᵔὸ

ᵐḗᵏ ᪕؉ỉᝪ൦൷
ίإԓỉࣄΨὸ

ᡯ ሂửМဇ

ር ൦ቬםỉؚᆢޖẦỤࣄΨ

᩿ᆢ ኖᵓᵊᵑᵎᵎὮ

ൔ᭗ Ҥ҅ኖᵗᶋ

ء ử᨞െཞỆᣐፗẲềᝪ൦ء

ᚨ ᝪ൦൷Ẇᝪஙئ

൦เ ɼỆิ൦

ᵐḗᵐ
൦
ถѬ

ءؤႴЪޥ

ᇹᵏ൦ែ

ᇹᵐ൦ែ

ჽ፭߾

ჽᵆᜱެὸ

ჽίᜱެὸ
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Ⴘ ഏ

ᾀ ỊẳỜỆ
ᾁὊᾀ ᪕؉ỉᝪ൦൷
ᾁὼᾁ ൦ὉถѬ
ᾁὼᾂ ẟ൦؏ίᐯ්ែửМဇẲẺ൷ᾎὸ
ᾁὼᾃ ᝪஙئ
ᾁὼᾄ ิ൦ỉ൦ൽỚئίඡʟὸ
ᾁὼᾅ ᪕؉ᝪ൦൷ỉϐ౨᚛Ὂሂỉᆰ᧓ನ
ᾂὼᾀ ᙀםࢍඥ
ᾂὼᾁ ਘẴỦᙀםࢍඥ
ᾂὼᾂ ᵔὼᵕɭኔỉႊฎỉᙀםࢍඥ
ᾂὼᾃ ᵔὼᵕɭኔỉૼ፠ỉᙀםࢍඥ
ᾃὼᾀ ૼ፠ޛ؉ሂỉМ൦ể൦ỉᆰ᧓ᚘဒ
ᾃὼᾁ ൦ᧉ˄ᡈỉ൦؉ޛˊӞ͔
ᾄ ấỪụỆὊሂỉᆰ᧓ᚘဒỉኒᜧ

ᵏ ỊẳỜỆ

ẋ ᪕؉ỊிỴἊỴႎ૨҄ᢡင
ẋ ນѣẴỦிỴἊỴऴѬỉᚰʴ
ẋ ഭӪႎ̖͌ử᭗ỜẆМဇử̟ᡶẴỦ
ᨥႎᄂᆮỉᔛᆢầẝỦܖ

ẋ ஜإԓỊẆᝪ൦൷ểẰủỦሂửЎௌẲềẆ
᪕؉ỉםங২ᘐኒᜧỉɟᇢỆẶộụẺẟ

ẮỨạӽỉݩஹỉٹ
᪕؉ầờẾểஊӸỆễỦẮể

渡来系の土木技術とため池・山城

大阪府立狭山池博物館館長　小山田　宏一
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ᖺ㸧⇃ᮏ┴❧㣭ྂቡ㤋ศ㤋�Ṕྐබᅬ㠭ᬛᇛ࣭ ᨾ⏕㤋�

࣭ ࠗ㠭ᬛᇛ㊧ϩ࠘㸫ㄽ⪃⦅㸯㸫� ᖹᡂ ��㸦����㸧ᖺ㸱᭶� ⇃ᮏ┴ᩍ⫱ጤဨ�

࣭ ࠗ㠭ᬛᇛ㊧ϩ࠘㸫ㄽ⪃⦅㸰㸫� ᖹᡂ ��㸦����㸧ᖺ �� ᭶� ⇃ᮏ┴ᩍ⫱ጤဨ�

�
�� ʰળݻେ͖࢛ΔΊͪ٣ஒʱʘപଞߒഌક͖Δਕʀೈౣͳདքଓଲࡨʘʲݻେࢃ�٣ஒ
Ν͓ߡΖʳ٣ஒ౨ښεϱϛζΤϞๅࠄॽ� ฑ ��ʤ����ʥ�݆�
�� ʰݻେࢃͳ͢ͱ٣ஒʱ̡ ٣ஒΝ͓ߡΖʳ���� ౨ښεϱϛζΤϞى� ฑ ��ʤ����ʥ೧�
�ઔड़൝ऀࢃ
�� ʰؘࠅݻେࢃॄਭࢬઅ͖ΔΊͪ٣ஒڂݜ՟ୌʱྫ �೧ౕ٣ஒʲಝพڂݜʳชॄ�
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ଈౖྦྷત�

�

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ�

࣭ ࠗྐ㊧㠭ᬛᇛ㊧ಖᏑ⟶⌮ィ⏬᭩࠘ᖹᡂ �� ᖺ㸦���� ᖺ㸧�

࣭ ࠗ➨㸱ḟ㠭ᬛᇛ㊧ಖᏑᩚഛᇶᮏィ⏬࠘ᖹᡂ �� ᖺ㸦���� ᖺ㸧�

࣭ ࠗ㠭ᬛᇛ㊧ϩ㸫㠭ᬛᇛ㊧➨㸶ḟ㹼➨ �� ḟㄪᰝሗ࿌㸫࠘ᖹᡂ �� ᖺ㸦����㸧�

࣭ ࠗ㠭ᬛᇛྂ௦♫࠘➨㸯ྕ㸦ᖹᡂ �� ᖺᗘ࣭���� ᖺᗘ㸧㹼➨ �� ྕ㸦௧㸱ᖺᗘ࣭���� ᖺᗘ㸧�

࣭ ࠗ⠏ᇛᢏ⾡㑇≀ࡽぢྂࡓ௦ᒣᇛ࠘㸫Ⓨ⾲㈨ᩱ㞟㸫� ྂ௦ᒣᇛ㛵ࡿࡍ◊✲� �

ᖹᡂ ��㸦����㸧ᖺ� ⇃ᮏ┴ᩍ⫱ጤဨ�

࣭ ࠗ㠭ᬛᇛࡢࡑ௦ 㸫࠘ᖹᡂ ��㹼�� ᖺᗘࠕ㤋㛗ㅮᗙ �グ㘓㸫ࡢࠖ ᖹᡂ �� ᖺ㸦���� ᖺ㸧

⇃ᮏ┴❧㣭ྂቡ㤋ศ㤋�Ṕྐබᅬ㠭ᬛᇛ࣭ ᨾ⏕㤋�

࣭ ࠗ㠭ᬛᇛࡢࡑ௦㸰࠘㸫ᖹᡂ ��㹼�� ᖺᗘࠕ㤋㛗ㅮᗙࠖࡢグ㘓㸫� ᖹᡂ �� ᖺ㸦����

ೈೈଈଈౖౖྦྷྦྷતતφφϪϪϱϱοοஇஇ��
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�

ଈଈౖౖྦྷྦྷતત��

ೈଈౖྦྷતφϪϱοஇ�
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٣٣ஒஒ֦֦ஏஏۢۢ�� ҪҪߑߑഓഓ��

ஹஹਭਭஓஓ��

ೈೈଈଈౖౖྦྷྦྷતત��

ଈଈౖౖྦྷྦྷતત��

٣ஒ֦ஏۢ� Ҫߑഓ�

ஹਭஓ

ೈଈౖྦྷત�

ଈౖྦྷત�
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٣ஒ֦ஏۢ� Ҫߑഓ�

ஹਭஓ

ೈଈౖྦྷત�

ଈౖྦྷત�

᥀ࡶࡽࡕࡇࠊࡾᕠ୕㔜ࡀᰕࡓࢀࡉ㓄≦ඵゅᙧ୰ᚰࢆᚰᰕࠊࡣ༡ഃ࡛ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀ

ᘓᰕࡢ▼♏ࡽᘓ࡚᭰ࡀ࠼☜ㄆࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉඵゅᙧᘓ≀ࡣ㸶ୡ⣖๓༙ࠊ㠭ᬛᇛ➨ϩ㹼Ϫᮇ

ᙺᡤⓗࡽ⬟ᣦᶵᇛࡢᙜึࠊ࡞ࡪ୪ࡕ❧ࡀ⩌≀ᘓࡘᣢࢆᐁ⾦ⓗᙺࢀࡽࡅ࡙⨨

ᶵ⬟ኚࡿࡍᮇᙜࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡓ࠸࡚ࡗࡓ㏆ᖺࠊከゅᙧᘓ≀᳨ࡢฟࡣᅜෆ࡛ᐁ⾦

ⓗᛶ᱁ࢆᣢࡘ㑇㊧➼ᩘࡽ᳨ࡢฟྂࠊࡀࡿ࠶ࡀ௦ᒣᇛ᳨ࡢࡽฟࡣ㠭ᬛᇛึࡀ

ฟ࡛ࠋࡿ࠶�

㸦㸳㸧ฟᅵ㑇≀�

ձ ⎰�

㠭ᬛᇛ࡛ࡣ㺂㌺⎰㺂⎰㺂ᖹ⎰ࡢ � ✀㢮ࡀ⎰ࡢ㺂ᑠྜ࡚ࡵྵࢆ∦◚ࡢィ⣙ � 

��� Ⅼฟᅵࡿ࠸࡚ࡋ㹿㌺⎰ࠕࠊࡣ༢ᘚඵⴥⶈ⳹ᩥࠖࡿࢀࡤⶈࡢⰼࡗࡓࢆ

�ࠋࡿࢀࡽぢࡢࡶࡓࡅཷࢆᙳ㡪ࡢᵝᩥ⎰ࡢᮅ㩭༙ᓥࡣࢀࡇࠊࢀࡉࡀᵝᩥࡓ

ղ 㖡〇⸃❧ീ�

㖡㐀⸃❧ീࡣ㺂㈓Ỉụ㊧ࡢụᑼ㒊ࡽฟᅵࠋࡓࡋᰆ㸦ୗ㒊ࡢ✺㉳㒊ศ㸧ࡴྵࢆ㧗

�����FP㺂ᖜࡉ ���FP࡛㺂ᶓࡽぢࡿయ㒊6ࡀᏐ᭤⥺ࢆᥥࡿ࠸࡚࠸㹿㢦ࡢ⾲ࡣࡳ

ࡶ࡞⾰ኳࡓࢀࡽࡅ⫪ᆶ㧥㺂୧ࡓࡋࡽᆶ࡛ࡲ⫪ࠊᐆෙࡢ୕㠃ࠊ࡛ࡸ✜ࡧᖏࢆ

࠼๓࡛୧�ᡭ࡛ᢪࡢࡑ㺂ࢆ≀ᣢࡿࢀࡽ࠼⪄㺂⯋ᐜჾࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡃࡼ

�ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢ࠺ࡼࡿ

�ࠊࡣീࡢࡇ ୡ⣖ᚋ༙ࡢⓒ῭ࡢ≉ᚩࢆᣢࠊࡽࡇࡘᮅ㩭༙ᓥࡢⓒ῭࡛ࡃࡘ

�ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪄࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡓࢀࡲ㎸ࡕᣢ᪥ᮏࢀࡽ

㸱� Ⓨ᥀ㄪᰝࡽぢࡓࡁ࡚࠼㠭ᬛᇛ㑇ࡿΏ᮶⣔ᢏ⾡�

� 㠭ᬛᇛࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝⠏ᇛᢏ⾡୪ࡧฟᅵ㑇≀࡛ࡲࢀࡇࡣከࡢࡃΏ᮶⣔ᢏ⾡ࡢᏑ

ᅾࡀㄪᰝࡽ✲◊ࡸศ≉ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㠭ᬛᇛࡣᅜෆྂࡢ௦ᒣᇛ࠸࡞ࡣඵゅᙧᘓ≀ࡸ

�ࠋࡿ࠶௦ᒣᇛ࡛ྂࡍṧࡃከࢆవᆅࡢ✲◊ࠊࡔࡲ࡞Ꮡᅾࡢ㈓Ỉụ㊧࠸࡞ᑡࡢࡶࢀࡇ

᭱ᚋࠊᮏ┴࡛ࠊࡣ⌧ᅾࠊᾏእࡽୡ⏺ⓗ༙࡞ᑟయཷク〇㐀ᡭࡢ⳥㝧⏫㐍ฟࡀỴࠋࡓࡗࡲ

㠭ᬛᇛ࡛ࡲࢀࡇࠊࡀࡢᅇࠋࡢࡓࡋ㑅ᆅࢆᮏ⇃࡚ࡋ㐍ฟඛࠊࡐ࡞ࡀᴗࡢࢀࡇ

ࡉ࠼⪄࠸ࡢࡓࡋ㑅ᆅ࡚ࡋ⠏ᇛඛࢆ⡿ཎྎᆅࡿ㊬ᒣ㮵ᕷ࣭⳥ụᕷࡢᅾ⌧ࡐ࡞ࡀ

�ࠋࡓࢀࡃ࡚࠼ࢆࡅࡗࡁࡿࢀࡽࡏ

⌧ᅾࠊ㐍ฟඛ࿘㎶ࡣ⇃ᮏ┴▱ࡾࡼุ᩿ࡢഃศ᪉㠃ᕞ⦪㈏㐨ࡪ⤖ࢆ㧗つ

᱁㐨㊰ࡢ㏻ᩚࡢࣛࣇࣥഛࠊࡓࡲࠊ⇃ᮏ┴ࠊ࿘㎶ᕷ⏫ᮧࡀຊࡏࢃྜࢆ㛗ᖺᩚഛࡓࡁ࡚ࡋᕤ

ᴗᅋᆅཬࡇࡑࡧ㐍ฟࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡋᅜෆ㛵㐃ࡢ࣮࣮࣓࢝Ꮡᅾࠊ࡞ᆅᇦẚ㐍ฟࡍ

�ࡿ࠼⪄ࡿ࠶࡛⏤⌮ࡓࢀࡉ㑅ᆅࡀᆅࡢᮏ⇃ࡀࡇࡓ࠸࡚ࡗᩚࡀ௳᮲ࡁ

⦌⤒ࡓࢀࡉ⠏ᇛࠊࢀࡉ㑅ᆅᒣ㮵ᕷ࣭⳥ụᕷࡢᅾ⌧ࡀ㠭ᬛᇛ㸵ୡ⣖௦ࠊࡣ᪉ࡾᅾࡢࡇ

ᐓᗓ࡞ഛᩚࡢἙᕝ㏻ࡿࡍ୰ᚰࢆụᕝ⳥ࠊഛᩚࡢᐁ㐨࡞㌴ᆅࠋࡿ࠼⪄ࡿࡍ「㔜ࡶ

㠭ᬛࠊࡀࡿ࡞ㄢ㢟ࡢᚋࡣࢀࡇࠊࡇࡓ࠸࡚ࡗᩚࡀഛᩚࡢࣛࣇࣥࡓࡋ㏵┠ࢆ㐃ᦠࡢ

ᇛࡀ⠏ᇛࡿࢀࡉ㸵ୡ⣖௦࿘㎶㠭ᬛᇛ㐃ᦠࢆᅗࡿᐁ⾦ⓗᏑᅾࡀࡇࡓࡗ࠶ࡀ⌧ᅾࡢ㠭

ᬛᇛࡀ㑅ᆅࡓࢀࡉせᅉ࡛ࠋࡿ࠼⪄ࡿ࠶�

٣ஒ֦ஏۢ� Ҫߑഓ�

ஹਭஓ
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㔝ᇛ࣭ᇶ⫒ᇛྠᵝࠊᇛ㛛ࡣ༢⊂࡛Ꮡᅾࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᅵሠ⥺ୖࡾ࠶ᅵሠ㐃ᦠࡿࡍ

㇂࠺ࡼࡴ㎸ࡳᣳࢆᇛ㛛ࡣ㏕㛛࡛῝ࠋࡿ࠶ᇛ㛛࡚ࡋᏑᅾࡿࡍ᭷ࢆ⬟ᶵࡢ࡚ࡋᇛ࡛ࡇ

ᆅᙧࡢ୰࡛ࡲᅵሠࡀ㏕ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗᘏ㛗࡚ࡋᇛ㛛ࡀ㐀ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ�

ᇛ㊧࡛ୖࡿ࠼⪄ࢆ㔜せࡿ࡞ᐃ⩏ࠊࡘ୍ࡢᒸ⏣ⱱᘯẶࠕࡓࢀࡉ♧ࡀ�ᇛ㊧ࠖࡿࡍุ᩿

ᇶ‽ࠕࠊࢆ㜵ᚚⓗᵓ㐀≀㸻⮬⏤࡞ฟධࢆつไࡿࡍタࡢ㑇ᵓࡢᏑᅾࠖࠊࡿࡍᇛ㛛ᅵሠ

ࠊྠࡋࡔ࠸ぢࢆ㜵ᚚⓗᛮ࠸ᙉࠊ㐃⥆ᛶࡢ ᙜࡢࡇᵝྠ㔝ᇛ࣭ᇶ⫒ᇛࡘᣢࢆᵓ㐀ࡌ

ࢆ᪉ࡾᅾࡢタࡘᣢࢆࢶ࣮ࣝᮅ㩭ᘧᒣᇛࠊࡃ࡞ࡣタ࡛ࡓࡋ⏕ὴࡽ⠏ᇛᛮࡢᅜෆࡢ

ぢ࡚ྲྀࠋࡿࢀ�

㸦㸱㸧 ᅵሠ⥺�

� 㠭ᬛᇛࡢᅵሠ⥺࡚ࡋ༡ഃ࣭すഃᅵሠ⥺ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡀඛ㏙ࠋࡓࡋᅵሠᇛ㛛ࡳ⤌ࡀ

௦ᒣᇛྂࠊࡣ୧ᅵሠࡢࡇࠊࡽࡉࠋࡿ࡞ᇛࡢ࡚ࡋ≀㜵ᚚⓗᵓ㐀ࠊࡾࡼࡇࡿࡉࢃྜ

࡛ጞࡾྲྀ࡚ࡵධࡓࢀࡽࢀ⠏ᇛᡭἲ࡛ࠕࡿ࠶∧⠏ ᢏࠖ⾡ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀᇛቨࡪ┦ᛂ

�ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡽⓎ᥀ㄪᰝ࡛᫂ࡀ⠏ᇛᢏἲࡢ୰ᅜ࣭ᮅ㩭༙ᓥ࠸ࡋ

༡ഃᅵሠ⥺ࠊࡣᇼษ㛛㊧ࡽす᪉ྥᘏࡿࡧᶆ㧗 ���㹫㹼���㹫ୣࡢ㝠㡬㒊⨨ࠊࡋ⥲

ᘏ㛗 ���㹫ࡢ༊㛫࡛ࠋୣࡿ࠶ 㝠༡ᩳ㠃ࠊࡣ〈㒊ࡢẚ㧗ᕪࡀ ��㹫㹼��㹫ཬࠊࡧ㜿⸽⁐⤖จ

⅊ᒾࡢษࡓࡗ❧ࡾᓴࢆᙧᡂࠕࡾ࠾࡚ࡋᒊ㢼ᒾࣛࠖࣥࡿࢀࡤᆅⅬࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࡶ�

す➃㸦ᶆ㧗ࡢ㛗⪅ཎᆅ༊ࠊࡣୖ⥺すഃᅵሠࠊࡓࡲ ���㹫㸧ࡽ᪉ྥᘏࠊࡧᶆ㧗 ���㹫

㹼���㹫ୣࡢ㝠㡬㒊⨨ࠊࡋ⥲ᘏ㛗⣙ ���㹫ࡢ༊㛫࡛ࠋࡿ࠶ᅵሠ⥺ࡣ㤿ࡢ≦⫼ࡢᑿ᰿ࠊࡀ

㏻⛠ࠕ⅊ሯ ᚚᡤࣨࡳᾴࠕࠖ ᶆࠎᚎࡽ༡ࡋ⥆㐃࠺ࡼࡄ⧄ࢆ㡬ࡓࡗ࠸ࠖࢇబᐁࠕࠖ

㧗ࠋࡃ࠸࡚ࡆୖࢆⓎ᥀ㄪᰝ࡛ࠕࡣబᐁ࡛ࠖࢇ∧⠏ᅵሠࡀ☜ㄆࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ�

㸦㸲㸧 ㈓Ỉụ㊧�

� 㛗⪅ཎᆅ༊ࡢᮾഃࠊ⡿ཎ㞟ⴠࡢすᡤᅾࡿࡍ㇂㒊ࠊࡽᖹᡂ㸶㸦����㸧ᖺㄪᰝ╔ᡭࠊࡋ

ᅜෆྂࡢ௦ᒣᇛ࡛ࠊࡣᒸᒣ┴ࡢ㨣ᇛᒣ㸦ྐ㊧㨣ᇛᒣ㊧࣭ᒸᒣ┴⥲♫ᕷ㸧㠭ᬛᇛ࡛ࡋ☜ㄆ

㠃✚⣙⥲ࡣ㠭ᬛᇛ࡛ࠊᯝ⤖ࡢㄪᰝࠋࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆ㈓Ỉụࡿࡍᡤᅾᇛෆࠊ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ

����� �ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟᅵࡶ≀㑇࡞ከᙬࡀࡿࢀゐᚋࡣࡽụ㊧ࠊࡧཬ੍

ྂ௦ᒣᇛࡿࡅ࠾㈓Ỉụࠊࡣ�㉪ᇶ�Ặྂࡾࡼ௦ᒣᇛࡢ㢮ྂࡽ௦ᮅ㩭ࡢᒣᇛࡅ࠾

ࢶ࣮ࣝࡢࡑࠊ࡚ࡏࢃྜࡶᚩ≉ࡢ≀ฟᅵ㑇ࡢࡽụ㊧ࠊࡋࡿ࠶㑇ᵓ࡛ྠ㞟Ỉ㑇ᵓࠖࠕࡿ

�ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋࡘ୍ࡢ⾡⠏ᇛᢏࡢ௦ᮅ㩭ྂࡣ

࠾ప‵ᆅࡿࢀࡽࡳ⢒ᮕᕤἲࠖᩜࠕࡽ㠃᩿ࡢሐ㜵≧㑇ᵓࠊࡣㄪᰝ࡛ࡢ㈓Ỉụ㊧ࠊࡓࡲ

ᣦᑟࡢΏ᮶⣔ᐁேࡋ⾜ඛࡢ㠭ᬛᇛࡣ⾡ᢏࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆ☜ࡶ⾡ᢏࡿࡍᙉࢆ┙ᆅࡿࡅ

Ỉᇛ㸦≉ูྐ㊧Ỉᇛ࣭ࡿṧࡢグ㘓ࡓࢀࡉ⠏ᇛࡾࡼ ኴᐓᗓᕷ㸧࡛ ࠊࢀࡽ࠸⏝ࡀᢏἲࡢࡇࠊ

㌾ᙅᆅ┙ୖሐࡀ⠏ࡿ࠸࡚ࢀࠋࡿ࠶ࡀ�

㸦㸳㸧 ᘓ㐀≀➼�

㠭ᬛᇛ࡛☜ㄆࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛗⪅ཎ࣭ୖཎᆅ༊᳨ࡢࡽฟᩘࠊࡏࢃྜࢆ�� Ჷࡢᘓ㐀≀ࢆ☜ㄆ

ࡢഃࠋࡿ࠸࡚ࡋ㸲Ჷ☜ㄆࢆ㸰ࣨᡤ࡛ඵゅᙧᘓ≀㊧ࡕ࠺ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ ��࣭�� ྕᘓ≀࡛ࠊࡣ

ᚰᰕࢆ୰ᚰඵゅᙧ≧㓄ࡓࢀࡉᰕࡀ㔜ᕠࠊࡾ᥀ᘓᰕࡢ▼♏ࡽᘓ࡚᭰ࡀ࠼☜ㄆࡉ
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▼㐨㑇㊧㸦⳥ụᕷ㸧ࡢㄪᰝࠊ࡞ࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀ㠭ᬛᇛྲྀࡾᕳࡃ㑇㊧ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡽ▱ࡀ�

ࡍ㑅ᆅࢆᖹᆠᆅࡢจ⅊ᒾྎᆅࠊ࡚ࡍࡣ㑇㊧ࡘᣢࢆᐁ⾦ⓗࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ᅾ⌧࡞࠺ࡼࡢࡇ

㞟ࡸᙺᡤࡢࠊࡃ࡞እࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᆅ❧࡚ࡋ⏝ࢆᖹᆠᆅࡢụᕝἙᓊẁୣ⳥ࠊࡿ

ⴠࢆぢ㏻ࡍ⨨ࢆ㑅ᆅࠊࡾ࠾࡚ࡋ㌴ᆅࢆ㏻ࡌ㐃ᦠ࡛ࡿࡁ⨨㑅ᆅࠋࡿ࠸࡚ࡋ�

ࡇࠊ࡞⩌≀ᘓࡢ⡿ཎྎᆅࠊࡾࡼࡶࡣᇛ㛛ࡢࡘ㸱ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ᅾ⌧ࡣ㠭ᬛᇛẚࢀࡑ

ࢆↂྎࠖࠕ࡞ሯ⅊ࠊ㛗⪅ᒣ࡚ࡌ࠺ࢁࠊࢀࡉᘓタሙᡤࡢࡿࡍ㐽᩿ࢆどⅬࡢࡽࡽࢀ

ࡣࡇࡿࡵồ☜ṇࢆ⨨ࡢࡑࡽእ㒊ࠊࡀࡿࡁ㐲ᮃ࡛ࢆ࿘㎶ࡀࡅࡔሙᡤ࠺ࢁ࠶࡛ࡓ࠸⨨

㞴ࠋ࠸ࡋ�

ࡶࡓࡁ࡚ࢀࡽసἙᓊẁୣୖࡸᆅྎ࡞࡚࠺ࡀᣐⅬ㞟ⴠࡸ⾦ᐁ࡞㔜せࠊࡐ࡞ࡣ࡛ࢀࡑ

ࡇ㑅ᆅࡢࡇࠊࡃࡽࡑ࠾ࠋࡢࡓࢀࡉ㑅ᆅపᒣᆅෆ࠸࡞࠼ぢࡽእࡣࡅࡔ㠭ᬛᇛࠊࡎࡽࢃ

�ࠋࡿ࠼⪄ࡘ୍ࡢ㑅ᆅᛮࡿࡼΏ᮶⣔ᐁேࠊࡀࡑ

� ℈⏣⪔⟇Ặࡣᖹᡂ �� ᖺࡢ㠭ᬛᇛࠕࠊ࡛�࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ㠭ᬛᇛࠖࡕࡃࡃࠕࢆㄞࠗࡴ᪥ᮏ᭩

⣖ ࡍ㐃ᦠᒣᇛࡢࡘࡢ⣸⟄ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᐹ⪄࡚࠸ࡘ⠏ᇛ⪅ᒙࡢ㠭ᬛᇛ⣒ཱྀࢆカྂࡢ࠘

㠭ᬛࠕࡢ㠭ᬛᇛࡢࡇࡿ ᇛྡ࡚ࡋ࣮ࢼࣥࣛࣉ⠏ᇛࡿࡲጞ㑅ᐃࡢᅵᆅࡢࡑ࡚ࡋ㝿⠏ᇛࡀࠖ

ࡿ࠼ࡽ࠼⪄ࡢࡶࡓࡋ࡞ࢆ⫣㈉ࡢࡍ㑇ࢆྡ ࢆᐁࡢୖࡶࢀࡑࡢⓒ῭ᐁேࠊࡋࠖ

ᣢࠊࡕబᖹࡸ㐩⋡ࢆᖏࡓࡧஸᐁேࡢ㛵ࢆᣦࠊࡽࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㠭ᬛᇛࡶ᭱ࡢ

㛵ࡢΏ᮶⣔㸦ⓒ῭㸧ᐁேࠊࢀࡉࡿ࠼⪄ࡢࡶࡢࡑ㑅ᆅࡢ㠭ᬛᇛࡣ⾡Ώ᮶⣔ᢏࡢ࡚᭱ࡋࡑ

ࢆ♧၀ࠋࡿ࠸࡚ࡋ�

㸦㸰㸧 ᇛ㛛�

⌧ᅾࠊ㠭ᬛᇛෆ࡛▱ࢀࡽ㉸⫼ࡾࡼ☜ᐃࡿ࠸࡚ࡋᇛ㛛ࡣ㸱ࣨᡤ࡛ࡶࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶ᇛᇦࡢ༡

ഃᅵሠ⥺ୖࠊᮾࡽ῝㏕㛛ࠊᇼษ㛛ࠊ༡ഃᅵሠ⥺すഃᅵሠ⥺ࡢ᥋Ⅼ㏆ࡃụࣀᑿ㛛࠶ࡀ

ࠊࡁᮾྥࡣ㏕㛛῝ࠊࡣ᪉ྥࡿࢀࡉᐃࡣࡃࡋࡶᐃ☜ࡀࡁྥࡢⓎ᥀ㄪᰝ࡛ᇛ㛛ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ

ᇼษ㛛ࡣ༡ྥࠊࡁụࣀᑿ㛛ࡣすྥࠊ̔̀ࡕ࠺ࡢࡇࠋࡿ࡞ ㏕㛛ᇼษ㛛ࡣໟ㇂ᘧࡿྲྀࢆ㑅ᆅࡢ

᮲௳ࠊࡽ࿘ᅖࡢᖹᆠᆅࡣࡃࡋࡶ㌴㊰ᢤࢆ㇂࠸῝ࡣୖࢺ࣮ࣝࡿࡅ᭷ࠋࡿࡍ၏୍ࠊすྥࢆ

ᮌ㔝ᕝࡸụᕝ⳥ࡿࡁᐃ࡛ࡀ‖ᕝ࡚ࡋἙᕝ㏻ࠊࡸ㌴㊰ࡿᶓษࢆ㮵┅ᆅ⳥ࡣᑿ㛛ࣀụࡃ

ࡣࢆ⡿ࡿࢀࡉᦙධᇛෆࡣࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿ࠶ᇛ㛛࡛ࡿࢀࡽࡇ࡚ࡗධࡃ࡞ࡇࡿ㝸࡚ࢆ㇂ࡽ

㈓Ỉࠊࡀࡿࡍሗ࿌ࡕࡢࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡓ࠸࡚ࡗᢸࢆᙺࡢ࡚ࡋᦙධཱྀࡢ㈨≀ࡿࡍࡵࡌ

ụ㊧ࡽฟᅵࡓࡋ㠭ᬛᇛึᩥࡢᏐ㈨ᩱ࡛ࡿ࠶ᮌ⡆ࡶⲴᮐ࡚ࡋࡓࢀࡽࡅ≧ែ࡛ࡢࡇᇛ㛛

�ࠋࡿ࠼⪄ࡢࡶࡓࢀࡲ㎸ࡕᣢࡋ⏤⤒ࢆ

㊥▷᭱ࡿ㎺ࢆ㇂ࡿࡍ⏤⤒ࢆᅜ㐨㸱ྕࡽᒸ┴ඵዪᕷ⚟ࡢᅾ⌧ࠊࡣᑿ㛛ࣀụࡢࡇࠊࡓࡲ

㞳࡛ᐓᗓ᪉㠃ࠋࡿ࡞ࢺ࣮ࣝࡪ⤖ࢆ⌧ᅾ▱ࡿ࠸࡚ࢀࡽ㌴㊰࣭ᘏ႐ᘧᐁ㐨࡛ᐃ࠸࡚ࢀࡉ

ࣝࡢࡇࡿ࠼⪄ࢆᙺࡢ࡚ࡋᚋ᪉ᨭᇶᆅࡢ㔝ᇛ࣭ᇶ⫒ᇛࠊࡀ࠸࡞ࡽࡣୖࢺ࣮ࣝࡿ

⡿ཎ㞟ⴠࡢᅾ⌧ࠊഃࡢᇛᇦࡣ㠭ᬛᇛࠊ᭦ࠋ࠺ࢁ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡁ⏕ࡶᏑᅾࡢࢺ࣮

㏆ࡃ㛛ࡢᏑᅾࡶᣦࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᰝ࡛ࡣ☜ㄆࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⚟ᒸ┴᪉㠃

�ࠋࡿ࠼⪄࠸࡞ࡣࡃࡋ࠾ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀᇛ㛛ࡢ࡚ࡅྥ

ࠊྠࡀࡔࡿ࠼⪄⾡ᢏࡢΏ᮶⣔ࠊࡐ࡞ࡀᇛ㛛࡛ࡇࡑ ࡓࢀࡉ⠏ᇛ࡚ࡋᮅ㩭ᘧᒣᇛࡃࡌ
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�

㸯� �ࡵࡌࡣ

㠭ᬛᇛ㊧ࡢಖㆤ⟇ࠊࡣ �� ᖺ㸦���� ᖺ㸧ࡢ㛗⪅ᒣ♏▼⩌ࠊ῝㏕㛛♏▼ࡢ☜ㄆࡅཷࢆ

ࠊࡾษ⓶ࢆ㊧ᣦᐃྐࡢ┴࡚ࡋఏ㠭ᬛᇛ㊧ࠖࠕ �� ᖺ௦ࡢⓎ᥀ㄪᰝᡂᯝࢆ㋃ࠊ࠼ࡲ

 �� ᖺ㸦���� ᖺ㸧㠭ᬛᇛࡢ⨨ࡀ☜ᐃࠊࡾ⮳ࡿࡍᣦᐃྡ⛠ࠕࢆఏ㠭ᬛᇛ㊧ࠖࠕࡽ㠭

ᬛᇛ㊧ࠖኚ᭦ࠋࡓࡋᖹᡂ �� ᖺ㸦���� ᖺ㸧ࡣᅜࠕࡾࡼᡃࡀᅜࡢṔྐࢆㄒ࡛࠼࠺ࡿ㔜せ

�ࠋࡓࢀࡽᅗࡀಖㆤࡿࡼࡳ㧗ࡿ࡞᭦ࠊࢀࡉᣦᐃ㊧ྐࡢᅜᣦᐃࠊ࡚ࡋ㑇㊧ࠖ࡞

ᮏ✏࡛ࡢࡽࢀࡇࠊࡣಖㆤࡢ㐣⛬࡛᫂ྂࡓࡁ࡚ࢀࡉࡽ௦ᒣᇛࡢ࡚ࡋ㠭ᬛᇛࡢ౯್ࢆ

�ࠋࡿࡍሗ࿌ࡶࢆᡂᯝ✲◊ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸ࡘࠖ⾡Ώ᮶⣔ᢏࠕࡍ♧

㸰� 㠭ᬛᇛ㑇ࡿΏ᮶⣔ᢏ⾡�

� 㠭ᬛᇛ㊧ࡢⓎ᥀ㄪᰝࡣ ��㸦����㸧ᖺᗘࡢ➨㸯ḟㄪᰝ௨㝆ࠊ௧㸲㸦����㸧ᖺᗘ࡛࡛ࡲ

�� ḟࠊ࠼ᩘࢆᇛ㛛㊧ࠊᅵሠ⥺ࠊ⟶⌮࣭⾜ᨻᶵ⬟ࡿྖࢆᘓ≀⩌ࡿࡍ᧦ࢆᖹᆅᘓ≀⩌࡚ࡋࡑࠊ

ᅜෆྂࡢ௦ᒣᇛ࡛ࡢ࡚ࡵึࡣ☜ㄆࡿ࡞㈓Ỉụ㊧࡞ከࡢࡃㄪᰝᡂᯝࡀᚓࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽ�

� ࠖ✲◊ู≉ࠕ㠭ᬛᇛ㊧ࡧཬ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ㠭ᬛᇛࠊࡸᯝ⤖ࡢⓎ᥀ㄪᰝࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡛ࡇࡇ

ࠊྛࡓࡁ࡚ࢀࡉᣦ࡚ࡋ⾡Ώ᮶⣔ᢏࡿࡍ᮶⏤ᮅ㩭༙ᓥࠊ࡛ 㑇ᵓ࡚࠸ࡘ⤂ࡢࡇࠊࡋᚋ

�ࠋ࠸ࡓࡆ࡞ࡘሗ࿌ࡢ

㸦㸯㸧 㠭ᬛᇛࠕࡢ㑅ᆅࠖ�

� 㠭ᬛᇛࠊࡣ⳥ụᕝἢࡢ࠸⳥ụᖹ㔝ෆ⏣ᕝἢࡢ࠸⳥㮵┅ᆅࡢ୧᪉ࢆᮃࡴ⨨ᡤᅾࠋࡿࡍ

㠭ᬛᇛࡀ⠏ᇛࢀࡉᙺࡿ࠼⤊ࢆᮇࠊࡣ㸶ୡ⣖㹼㸷ୡ⣖௦ࢆ୰ᚰࠊ㠭ᬛᇛࢆᮃࡴᆅᇦ

ᐁ⾦ⓗせ⣲ࢆ᭷ࡿࡍ㑇㊧ࡀ⌧ᅾࠊ࡛ࡲ㸲ࣨᡤ▱ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࠊᐜࡣᢕᥱ࠸࡚ࢀࡉ

ࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆⅆⴿࡸ≀ᰕᘓ❧᥀ࠊ࡚ࡋ㑇㊧࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍ᭷ࢆᐁ⾦ⓗせ⣲ࡀ࠸࡞

㉥ᫍ⚟ᅵ㑇㊧㸦⳥ụᕷ㸧ࠊ❿✰ᘓ≀ࠊ᥀❧ᰕᘓ≀ࡀ☜ㄆࠊࢀࡉ㉺ᕞ❔⣔㟷☢ࡀฟᅵࡿ࠸࡚ࡋ

㉥ᫍỈ⁀㑇㊧㸦⳥ụᕷ㸧ࠋࡿࡾ࠶ࡀ㠃ㄪᰝࡣᩘࡢࡑ࠺࡞ࡇ࠾ࢆቑࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿࡃ࡚࠼�

ụ㒆ᐙ⳥ࠕࡋฟᅵࡀ⎰┠ᕸࡢከ㔞ࡾᕠࡀᅵሠࠊࡣ⨨࠸㏆ࡶ᭱㠭ᬛᇛࡕ࠺ࡢࡑ ᥎ࠖ
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