
                                              

                                              

第
三
章 

古 
 

代 



 
本
章
で
は
、
本
土
の
時
代
区
分
で
は
ほ
ぼ
古
墳
時
代
こ
ろ
か
ら 

平
安
時
代
ま
で
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
沖
永
良 

部
島
の
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
時
代
に
つ
い
て
の
歴
史
記
録
は
ま
っ 

た
く
な
く
、
当
代
の
様
子
は
、
本
土
と
の
関
係
や
南
西
諸
島
の
歴 

史
の
な
か
で
推
測
す
る
し
か
な
い
。 

第
一
節 

本
土
と
の
交
流 

 

わ
が
国
の
歴
史
記
録
（「
日
本
書
紀
」
な
ど
）
の
上
に
南
島
の 

こ
と
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
聖
徳
太
子
が
推
古
天
皇
の
摂 

政
を
つ
と
め
て
い
た
七
世
紀
初
め
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
六
一
六
年
（
推
古
天
皇
二
十
四
）
三
月
か
ら
七
月 

に
か
け
て
掖
玖

や

く

人
が
合
わ
せ
て
三
十
人
来
た
の
で
、
朝
廷
で
は
彼 

ら
を
朴え

の

井い

と
い
う
所
に
置
い
た
が
、
帰
還
し
な
い
う
ち
に
全
貝
死 

亡
し
た
と
い
う
。 

 

こ
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
掖
玖
が
屋
久
島
だ
と
簡
単
に
決
め
て 

し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
掖
玖 

人
は
、
こ
の
年
三
月
に
三
人
、
五
月
に
七
人
、
七
月
に
二
十
人
と 

      

た
と
の
記
事
（「
日
本
書
紀
」）
が
あ
る
。
覩
貨
邏
国
（
吐
火
羅
国 

と
も
書
く
）
と
は
、
ト
カ
ラ
諸
島
で
は
な
く
、
今
の
タ
イ
国
の
メ 

コ
ン
河
下
流
に
あ
っ
た
一
王
国
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
大
化
の
改
新
を
経
て
、
七
世
紀
の
末
、
六
八
二
年
（
天 

武
天
皇
十
一
）
七
月
に
は
、
阿あ

麻ま

弥み

人
が
種
子
島
・
屋
久
島
の
人
々 

と
と
も
に
、
朝
廷
で
禄
を
賜
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
奄
美
の
人
々 

が
朝
貢
し
た
こ
と
が
わ
か
る
最
初
の
記
事
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら 

に
六
九
九
年
（
文
武
天
皇
三
）
七
月
に
は
、
奄
美
・
度
感
等
の
人 

が
種
子
島
・
屋
久
島
の
人
々
と
と
も
に
土
地
の
産
物
を
貢
上
し 

て
、
官
位
を
授
け
ら
れ
、
物
を
賜
わ
っ
て
い
る
。（「
続
日
本
紀
」。 

以
下
同
じ
）
こ
こ
に
見
え
る
度
感
と
は
徳
之
島
の
こ
と
と
考
え
ら 

れ
て
い
る
。こ
の
と
き
に
は
沖
永
良
部
島
の
こ
と
は
見
え
な
い
が
、 

周
辺
の
島
々
の
中
で
は
大
き
い
島
と
し
て
徳
之
島
が
代
表
さ
れ
て 

い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
沖
永
良
部
島
か
ら
の
朝
貢
も
あ
っ
た 

可
能
性
が
あ
る
。 

 

六
九
九
年
の
こ
の
記
事
は
、
前
年
南
島
に
派
遣
さ
れ
た
覔べ

つ

国
使

こ
く
し 

と
関
連
す
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
九
八
年
（
文
武
天
皇 

二
）
四
月
に
、
朝
廷
は
文
忌

ふ
み
の
い

寸み
き

博
士

は
か
せ

ら
八
人
を
覔
国
使
と
し
て
南 

島
に
遣
わ
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
一
行
を
国
を
覔も

と

め
る
使
い 

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
南
島
を
国
土
の
一
部
と
し
て
行
政
区
画
に 

い
う
よ
う
に
三
度
に
も
分
か
れ
て
来
て
い
る
の
で
、
ど
こ
か
に
漂 

着
し
た
可
能
性
が
大
き
い
。
六
二
〇
年
（
推
古
天
皇
二
十
八
）
八 

月
に
も
、
や
は
り
掖
玖
人
が
二
人
伊
豆
島
に
流
れ
着
い
た
と
の
記 

録
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
掖
玖
を
屋
久
島
だ
と
す
る
と
、
な
ぜ
に
屋 

久
島
だ
け
か
ら
次
々
と
漂
着
す
る
も
の
が
出
た
の
か
を
説
明
す
る 

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
掖
玖
を
南
島
全
体
を
指
す
と
考 

え
る
と
、
こ
れ
ら
の
記
事
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
う
る
と
み
ら
れ 

よ
う
。
南
島
か
ら
漂
着
し
た
三
十
人
は
、
衰
弱
が
ひ
ど
か
っ
た
の 

か
、流
行
病
に
で
も
か
か
っ
て
い
た
の
か
、皆
死
ん
で
し
ま
っ
た
。 

 

お
そ
ら
く
、
こ
の
記
事
と
関
連
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
朝
廷 

で
は
六
二
九
年
（
舒
明
天
皇
元
）
四
月
に
田
部
連
ら
を
掖
玖
に
遣 

わ
し
て
い
る
。
南
島
の
情
勢
を
視
察
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
行 

は
翌
年
九
月
に
帰
朝
し
て
い
る
が
、
そ
の
期
間
が
一
年
五
ヵ
月
に 

お
よ
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
掖
玖
は
屋
久
島
で
は
な
く
、 

南
島
と
ひ
ろ
く
解
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。い
ず
れ
に
し
て
も
、 

南
島
は
七
世
紀
以
降
、
よ
う
や
く
朝
廷
の
視
野
の
中
に
は
い
っ
て 

き
た
と
い
え
よ
う
。 

 

奄
美
大
島
が
歴
史
記
録
に
初
め
て
見
え
る
の
は
、六
五
七
年（
斉 

明
天
皇
三
）
七
月
の
こ
と
で
、
覩
貨
邏

と

か

ら

国
の
男
二
人
、
女
四
人
が 

海あ
ま

見み

島
付
近
を
漂
泊
し
た
あ
と
、
筑
紫
（
北
部
九
州
）
に
漂
着
し 

      

加
え
よ
う
と
の
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
遣
唐 

船
の
航
路
と
し
て
も
南
島
路
が
注
目
さ
れ
て
き
た
た
め
、
そ
の
航 

路
開
発
も
兼
ね
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
覔
国
使
一
行
は
翌
六
九
九 

年
十
一
月
に
帰
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
種
子
・
屋
久
両 

島
や
奄
美
・
徳
之
島
か
ら
朝
貢
が
あ
っ
た
の
は
、
覔
国
使
の
成
果 

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

奈
良
に
都
が
遷
っ
て
か
ら
四
年
後
の
七
一
四
年
（
和
銅
七
）
十 

二
月
に
は
、
太お

お

朝の
あ

臣そ
ん

遠
建

お

け

治ぢ

ら
が
南
島
の
奄
美
・
信
覚
・
球
美
な 

ど
の
島
人
五
十
二
人
を
率
い
て
帰
還
し
て
い
る
。
太
朝
臣
遠
建
治 

ら
が
い
つ
南
島
に
出
発
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
や
は
り 

一
年
半
以
上
の
日
程
を
費
し
た
と
想
定
す
る
と
、
前
年
の
春
ご
ろ 

派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
見
え
る
信
覚
は
沖
縄
の
石 

垣
島
、
球
美
は
同
じ
く
久
米
島
だ
と
す
る
と
、
一
行
は
南
島
を
ほ 

ぼ
踏
査
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
と
関
連
し
て
、
翌
七 

一
五
年
（
霊
亀
元
）
の
正
月
に
は
、
奄
美
・
夜
久
・
度
感
・
信
覚
・ 

球
美
ら
の
人
々
が
土
地
の
産
物
を
貢
上
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の 

人
々
の
中
に
も
沖
永
良
部
島
か
ら
の
朝
貢
者
が
ま
じ
っ
て
い
た
可 

能
性
が
あ
ろ
う
。 

 

以
後
、
七
二
〇
年
（
養
老
四
）
十
一
月
に
南
島
人
二
百
三
十
二 

人
が
来
朝
し
、
七
二
七
年
（
神
亀
四
）
十
一
月
に
も
南
島
人
百
三 
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十
二
人
が
来
朝
し
、
そ
れ
ぞ
れ
官
位
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ 

ら
の
記
録
か
ら
み
る
と
、
南
島
か
ら
の
朝
貢
は
定
期
化
し
た
か
に 

み
え
る
が
、
以
後
、
そ
れ
に
類
す
る
記
録
が
な
い
こ
と
か
ら
す
る 

と
、
南
島
か
ら
の
朝
貢
は
一
時
的
な
も
の
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ 

る
。 

 

南
島
に
使
者
な
ど
を
派
遣
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ 

う
に
遣
唐
船
の
航
路
確
保
と
も
関
連
し
て
い
た
。
特
に
、
漂
着
船 

な
ど
へ
の
対
応
に
意
を
注
い
だ
よ
う
で
、
七
三
五
年
（
天
平
七
） 

に
は
南
島
に
牌は

い

を
た
て
さ
せ
て
い
る
。
航
路
に
あ
た
る
島
々
の
要 

所
に
、
島
名
、
船
の
停
泊
で
き
る
場
所
、
水
の
あ
る
場
所
な
ど
を 

書
い
た
札
を
た
て
さ
せ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、七
五
四
年（
天 

平
勝
宝
六
）
に
は
そ
れ
ら
が
す
で
に
朽
ち
壊
れ
て
い
た
の
で
修
復 

さ
せ
た
と
い
う
。
こ
の
時
期
に
は
、
実
際
に
南
島
経
由
の
遣
唐
船 

の
こ
と
が
記
録
に
見
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
僧
鑑が

ん

真じ
ん

一
行
の 

乗
船
し
て
い
た
船
が
七
五
三
年
（
天
平
勝
宝
五
）
十
一
月
に
は
阿 

児
奈
波
島
（
沖
縄
島
）
を
経
由
し
て
、
翌
月
薩
摩
国
阿
多
郡
秋
妻

あ
き
め 

屋や

浦
に
入
港
し
て
い
る
し
（「
唐
大
和
上
東
征
伝
」）、
ま
た
大
宰 

府
か
ら
の
報
告
に
よ
る
と
、
翌
七
五
四
年
三
月
に
は
奄
美
島
を
発 

し
た
遣
唐
船
が
消
息
不
明
に
な
っ
た
こ
と
も
伝
え
て
い
る
。
沖
永 

良
部
島
に
も
海
岸
の
ど
こ
か
に
牌
が
た
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ 

                          

う
が
、
い
ま
で
は
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
南
島
は
古
代
史
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
結 

果
的
に
は
一
つ
の
行
政
区
画
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ 

の
点
で
は
、
種
子
・
屋
久
両
島
が
多た 

島し
ま

と
い
う
一
国
に
準
じ
た 

取
り
扱
い
を
う
け
た
の
と
は
異
な
っ
て
お
り
、朝
廷
と
の
関
係
は
、 

朝
貢
関
係
で
保
た
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
必
ず 

し
も
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
八
世
紀
の 

末
葉
以
後
は
、
そ
の
関
係
が
不
明
確
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。 

 

一
方
、
朝
廷
で
は
阿あ

麻ま

弥み

人
を
夷
人

い
じ
ん

雑
類

ぞ
う
る
い

と
し
て
、
い
わ
ば
異 

種
族
と
み
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
点
で
は
南
部
九
州
に
住
ん
で
い 

た
隼
人
も
同
じ
取
り
扱
い
を
う
け
て
い
た
。  

ね
が 
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