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●（公開講演会２）　

●
（
公
開
講
演
会
２
）　

ア
ク
セ
サ
リ
ー
か
ら
見
た
新
羅
と
倭
の
交
渉�

���������� �

━�

五
世
紀
前
半
を
中
心
に�

━�

総
研
大
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
准
教
授
　�

高
田
　
貫
太

小
島　

続
き
ま
し
て
、
も
う
一
人
の
講
演
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
高
田
貫
太
さ
ん
に
「
ア
ク
セ
サ
リ
ー
か

ら
見
た
新
羅
と
倭
の
交
渉
─
五
世
紀
前
半
を
中
心
に
─
」
と
い
う
題
で
ご
発
表
い
た
だ
き
ま
す
。

高
田
さ
ん
は
、
千
葉
県
、
現
在
の
旭
市
の
ご
出
身
。
岡
山
大
学
文
学
部
、
修
士
課
程
を
卒
業
後
、
韓
国
の
慶
北

大
学
に
行
か
れ
ま
し
て
、
そ
ち
ら
で
博
士
号
を
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
奈
文
研
の
都
城
発
掘
調
査
部
な
ど
を
経
て
、

現
在
、
歴
博
と
総
研
大
の
准
教
授
と
し
て
活
躍
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
考
古
学
の
方
法
を
用
い
た
、
先
史
・
古
代
の

日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
の
交
渉
史
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
高
田
さ
ん
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
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高
田　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
総
研
大
日
本
歴
史
研
究
専
攻
の
准
教
授
の
高
田
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。（
拍
手
）

先
ほ
ど
金
跳
咏
さ
ん
が
象
嵌
と
い
う
も
の
を
素
材
に
し
て
、
百
済
や
加
耶
、
そ
の
中
で
も
大
加
耶
と
倭
の
関
係

に
つ
い
て
ご
発
表
さ
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。
非
常
に
細
か
い
観
察
の
中
か
ら
論
を
立
ち
上
げ
て
い
く
の
が
、
考
古

学
の
一
番
の
醍
醐
味
と
い
う
か
、
大
切
な
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
基
づ
い
て
今
後
、
金
跳
咏
さ
ん
は
新

し
い
歴
史
観
を
立
ち
上
げ
て
い
か
れ
る
の
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

そ
の
金
跳
咏
さ
ん
の
発
表
を
受
け
ま
し
て
、
百
済
や
大
加
耶
と
倭
の
関
係
と
は
、
ま
た
別
の
交
渉
の
流
れ
が
あ

る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
新
羅
と
倭
の
交
渉
に
つ
い
て
、
金
工
技
術
が
駆
使
さ
れ
る
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
素
材
と

し
て
、
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

私
は
岡
山
大
学
の
修
士
課
程
を
修
了
し
、
そ
の
後
に
韓
国
の
慶
北
大
学
校
、
金
跳
咏
さ
ん
の
母
校
な
の
で
、
彼

の
先
輩
で
あ
り
指
導
教
授
に
も
な
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
と
も
あ
れ
慶
北
大
学
校
で
博
士
の
学
位
を
取
っ
て
、
今

に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
一
貫
し
て
私
が
追
究
し
て
き
た
の
が
、
古
墳
時
代
の
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
の

関
係
史
に
な
り
ま
す
。

な
ぜ
そ
れ
が
重
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
も
い
ろ
い
ろ
な
機
会
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

端
的
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
か
つ
て
一
九
七
〇
、

八
〇
年
代
く
ら
い
ま
で
に
日
本
と
朝
鮮
半
島
の
関
係
を
、
倭
と

百
済
、
あ
る
い
は
加
耶
の
よ
う
に
一
対
一
の
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
朝
鮮
半
島
か
ら
の
文
化

の
受
容
の
契
機
と
し
て
倭
に
よ
る
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
軍
事
的
な
活
動
を
重
視
し
て
き
た
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
枠

組
み
で
は
古
墳
時
代
の
日
朝
関
係
を
把
握
し
に
く
く
な
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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近
年
の
研
究
の
成
果
で
は
、
当
時
の
日
朝
関
係
は
非
常
に
複
雑
で
、
倭
の
側
の
交
渉
主
体
も
、
倭
王
権
だ
け
で

は
な
く
て
い
ろ
い
ろ
な
地
域
社
会
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
相
手
も
、
百
済
や
加
耶

だ
け
で
は
な
く
て
、
新
羅
や
栄
山
江
流
域
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
属
す
る
地
域
社
会
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
多
角
的
な
個
々
の
交
渉
関
係
を
一
つ
一
つ
た
ど
っ
て
行
く
と
、
網
の
目
状
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
の
中
で
、
時
間
の
流
れ
に
そ
っ
て
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
移
り
変
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
を
き
ち
ん

と
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
れ
が
今
後
の
先
史
・
古
代
の
日
朝
関
係
史
の
研
究
に
と
っ
て
必
要

で
す
し
、
か
つ
、
今
の
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
に
住
ん
で
い
る
人
々
の
交
流
関
係
に
も
役
立
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
研
究
を
進
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
金
跳
咏
さ
ん
を
学
生

と
し
て
、
一
緒
に
勉
強
し
な
が
ら
教
育
で
き
た
と
い
う
こ
と
も
、
私
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
き
な
意
義
が
あ
り
ま

し
た
。

今
日
お
話
し
す
る
地
域
は
、
新
羅
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
金
跳
咏
さ
ん
が
お
話
し
し
た
の
は
、
百
済
、
そ
し
て

大
加
耶
と
の
関
係
が
中
心
で
し
た
。
そ
れ
ら
と
は
ま
た
別
の
動
き
方
を
し
て
、
倭
と
交
渉
に
の
ぞ
ん
だ
新
羅
の
動

き
方
、
も
し
く
は
、
そ
れ
に
対
す
る
倭
の
動
き
方
と
い
う
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
羅
に
つ
い
て
で
す
が
、
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
も
し
か
し
た
ら
日
本
列
島
と
、
倭
と
仲
の
悪
い
新
羅
み
た
い
な

イ
メ
ー
ジ
が
お
あ
り
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
く
は
、
百
済
・
加
耶
に
比
べ
た
ら
、
交
流
関
係
で
疎
遠
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
最
近
の
考
古
学
的
な
調
査
の
中

で
、
新
羅
は
百
済
・
加
耶
と
は
ま
た
別
に
、
倭
と
密
接
な
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

新
羅
の
首
都
で
あ
っ
た
慶
州
の
皇
南
洞
古
墳
群
は
、
五
世
紀
、
六
世
紀
前
半
く
ら
い
ま
で
の
王
や
有
力
貴
族
が
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葬
ら
れ
て
い
た
墓
域
で
す
。
こ
の
よ
う
な
新
羅
の
墓
を
発
掘
調
査
し
て
み
る
と
、
積
石
木
槨
と
い
う
埋
葬
施
設
の

中
か
ら
、
非
常
に
き
ら
び
や
か
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
が
出
土
し
ま
す
。
冠
、
帯
金
具
、
飾
履
、
耳
飾
な
ど
、
い
ろ
い

ろ
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
が
出
土
す
る
わ
け
で
す
。

当
時
の
新
羅
は
政
治
的
に
成
長
を
遂
げ
て
い
く
中
で
、
新
羅
の
王
権
が
社
会
を
統
合
し
て
い
く
と
き
に
、
同
じ

よ
う
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
地
域
社
会
へ
分
配
し
、
そ
の
中
で
同
質
性
を
高
め
て
、
新
羅
と
い
う
政
治
社
会
へ
ま
と

め
て
い
く
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
近
年
よ
く
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
政
治
的
な
意
味
合
い
を
込
め
る
た
め
に
、
か
な
り
技
術
的
に
高
い
金
工
技
術
を
使
っ
て
、
製
作
し

た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
が
、
実
は
日
本
列
島
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
説
明
を
し
て
い
く
耳
飾

や
帯
金
具
に
な
り
ま
す
。

図
面
が
見
に
く
く
て
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
図
１
は
百
済
、
加
耶
、
新
羅
な
ど
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
、
も
し

く
は
海
を
渡
っ
た
朝
鮮
半
島
の
工
人
が
日
本
列
島
で
製
作
し
た
垂
飾
付
耳
飾
を
集
め
た
も
の
で
す
。

か
つ
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
百
済
、
加
耶
系
の
も
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
最

近
の
研
究
に
よ
っ
て
、
一
つ
一
つ
細
か
い
説
明
を
し
て
い
く
と
時
間
が
な
い
の
で
省
き
ま
す
が
、
図
２
の
よ
う
に

新
羅
圏
の
類
例
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
、

図
１
の
★
が
付
い
て
い
る
も
の
は
、
百
済
・
大
加
耶
と
い
う
よ
り
は

新
羅
系
の
耳
飾
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
製
作
で
き
る
渡
来
系
工
人
が
日
本
列

島
へ
や
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
く
は
製
品
自
体
が
渡
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。



図
１

に
示
し
た
Ⅰ
期
は
、
だ
い
た
い
五
世
紀
の
前
半
か
ら
後
半
ぐ
ら
い
で
す
。
Ⅱ
期
が
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
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図１　日本列島出土の垂飾付耳飾（★：新羅系と推定しえる資料）

1：宮山古墳第2石室　2：カンス塚古墳　3：西塚古墳　4：津頭西古墳　5：宮山古墳第3石室　6：向山1
号墳　7：下北方5号地下式横穴　8：天神山7号墳　9：新沢千塚109号墳　10：大谷古墳　11：祇園大塚
山古墳　12：江田船山古墳（初葬段階）　13：新沢千塚126号墳　14：金子山古墳　15：島田塚古墳　
16：セスドノ古墳（追葬段階）　17：井関3号墳　18：三昧塚古墳　19：立山山8号墳　20：割塚古墳　
21：一須賀B7号墳　22：保子里車塚古墳　23：半田・宮の上古墳　24：江田船山古墳（追葬段階）　25：
郡川西塚古墳　26：西宮山古墳　27：八幡大塚2号墳　28：大坊古墳B　29：長畑1号墳　30：鴨稲荷山
古墳　31：福岡県下月隈天神森1号墳
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前
半
く
ら
い
な
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
長
期
に
わ
た
っ
て
断
続
的
に
日
本
列
島
の
古
墳
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
状

況
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
奈
良
県
新
沢
千
塚
12
号
墳
の
垂
飾
付
耳
飾
は
、
慶
州
皇
南
大

塚
南
墳
で
出
土
し
た
も
の
と
、
基
本
的
に
は
同
じ
技
術
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
新
羅
と
倭
の
交
渉
を
示
す
特
徴
的
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
が
、
帯
金
具
で
す
。
帯
金
具
の
中
で
も
、
基
本
的

図２　洛東江以東地域における類例

1・2・4：慶州皇南大塚南墳　3：慶州士方里10号積石木槨墓　5：慶州チョ
クセンC-8号石槨墓　6：慶山林堂6A号墳　7：義城塔里古墳Ⅱ槨　8：尚
州新興里ラ地区28号墳　9：江陵柄山洞B地区14号墳
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に
龍
、
も
し
く
は
一
部
に
鳳
凰
を
銙
板
に
透
し
彫
り
し
た
龍
（
鳳
凰
）
文
透
彫
帯
金
具
や
馬
具
な
ど
が
、
高
句
麗

や
新
羅
、
そ
し
て
日
本
列
島
に
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
の
資
料
を
集
成
し
た
の
が
、
図
３
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
新
羅
と
倭
の
龍
（
鳳
凰
）
文
透
彫
帯
金
具
の
共
通
性
を
よ
く
示
す
写
真
を
写
真
１
に
挙
げ
て
お
き

ま
し
た
。
右
が
新
羅
圏
の
慶
山
林
堂
洞
７
Ｂ
号
墳
の
例
、
左
が
大
阪
府
七
観
古
墳
の
例
で
す
。
両
者
を
見
比
べ
て

い
た
だ
き
ま
す
と
、
透
か
し
彫
り
を
し
た
一
つ
一
つ
の
部

位
が
共
通
し
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
図
柄
が
一
緒
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
製
作
し
た
人
や
工
房
が
一
緒
か
も
し

れ
な
い
し
、
図
柄
の
下
図
を
共
有
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
と
も
あ
れ
、
私
は
こ
の
七
観
古
墳
の
例
は
、
製
品
自

体
が
新
羅
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
高
句
麗
、
新

羅
、
倭
の
関
係
に
早
く
に
気
づ
か
れ
た
の
が
、
著
名
な
東

潮
先
生
や
、
韓
国
の
李
漢
祥
先
生
で
す
。

図
３
〜
５
は
帯
金
具
の
図
柄
、
文
様
の
変
遷
を
示
し
た

も
の
で
、
話
が
非
常
に
細
か
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

こ
こ
で
述
べ
た
い
こ
と
は
、
龍
の
文
様
が
時
間
の
流
れ
に

そ
っ
て
徐
々
に
変
化
し
て
い
き
、
龍
の
文
様
が
崩
れ
て
唐

草
文
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。「
退

写真１　龍文透彫帯金具
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図３　各種の龍文・草葉文透彫製品

1・18：新沢千塚126号墳　2：江陵草堂洞A-1号墓　3：慶山林堂洞7B号墳主槨　4：七観古墳　5・9：
慶州皇南大塚南墳　6・19：月岡古墳　7・8：五条猫塚古墳　10：菊隠コレクション　11・12・21：伝誉
田丸山古墳　13：集安万宝汀75号墓　14：伝高霊出土品　15：集安太王陵　16・20：新開1号墳南遺
構　17：宮山古墳第2主体
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図５　龍文透彫製品の編年（番号は図5と同じ）

図４　龍文透彫製品の分類（左：龍文様の部分名称　中：肢の構成による型式系列　右：小系列の設定）



34

化
」
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
う
い

う
退
化
の
動
き
が
、
新
羅
と
倭
で

共
通
し
て
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
は
、
一
度
だ
け
の
交
渉
で

帯
金
具
が
倭
に
も
た
ら
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
相
互
の

交
流
の
中
で
、
工
人
や
製
品
が
断

続
的
に
渡
っ
て
き
た
た
め
に
、
同

じ
よ
う
な
退
化
が
起
こ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
だ
け
、
新
羅

と
倭
の
交
流
関
係
が
密
接
な
も
の

だ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
倭
と
新
羅
の
交
渉

を
示
す
帯
金
具
が
あ
り
ま
す
。
図

６
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
は
草
葉
文
透
彫
帯
金

具
と
い
う
も
の
で
、
龍
文
透
彫
帯

図６　草葉文透彫帯金具の類例

1：遼寧省朝陽王子墳山腰而營子M9001墓　2：遼寧省北票西溝村採集資料　3：集安洞溝山城下M330号墓　
4：慶山林堂EⅢ-2号墳主槨　5：慶州皇吾里82号墳東槨　6：陜川玉田M1号墳　7：慶山北四里1号墳　8：
小倉コレクション　9：奈良県新沢千塚126号墳
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金
具
と
は
異
な
る
帯
金
具
の
系
統
な
の
で
す
が
、
草
葉
を
透
か
し
彫
り
で
表
現
し
、
二
葉
文
や
三
葉
文
と
呼
ば
れ

ま
す
。
こ
れ
も
基
本
的
に
は
、
中
国
遼
寧
省
の
三
燕
と
い
う
社
会
か
ら
、
高
句
麗
、
新
羅
、
倭
と
い
う
よ
う
に
、

系
譜
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
本
列
島
出
土
の
龍
文
透
彫
帯
金
具
と
草
葉
文
透
彫
帯
金
具
の
資
料
と
出
土
古
墳
の
分
布
図
を
図
７
、
図
８
に

載
せ
て
お
き
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
帯
金
具
、
そ
し
て
龍
文
透
彫
を
施
し
た
馬
具
な
ど
を
副
葬
し
た
古
墳
に
葬
ら
れ
た
人
（
被
葬

者
）
の
姿
を
た
ど
る
こ
と
で
、
当
時
の
倭
の
対
新
羅
交
渉
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
少
し

は
推
測
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。



図
８

の
出
土
古
墳
の
分
布
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
基
本
的
に
は
畿
内
地
域
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
ポ
ー
ン
と
飛
ん
で
、
福
岡
県
月
岡
古
墳
、
九
州
で
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
兵
庫
県
で
も
出
土
例
が
あ
り
ま

す
が
、
基
本
的
に
は
倭
王
権
の
本
拠
地
、
畿
内
地
域
が
中
心
に
な
る
わ
け
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
帯
金
具
が
盛
ん
に
製
作
さ
れ
た
五
世
紀
前
半
の
新
羅
と
倭
の
交
渉
の
一
つ
の
主
軸
は
、

倭
王
権
と
新
羅
王
権
、
両
王
権
間
の
外
交
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
外
交
に
、
倭
の
側
で
は

ど
の
よ
う
な
人
々
が
参
加
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
お
そ
ら
く
倭
王
が
葬
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
大
阪
府
誉
田
御
廟
山
古
墳
や
大
阪
府
上
石
津
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳

な
ど
、
超
大
型
前
方
後
円
墳
に
付
き
従
う
よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
中
型
、
小
型
の
円
墳
、
こ
れ
は
「
陪
塚
」
と
呼
ば

れ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
古
墳
（
七
観
古
墳
や
伝
誉
田
丸
山
古
墳
資
料
）
に
龍
文
透
彫
の
帯
金
具
や
馬
具
な
ど
が
、

副
葬
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（

図
８

－

１
、２

）。
こ
の
よ
う
な
陪
塚
の
被
葬
者
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
研
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図７　日本列島出土の龍文・草葉文透彫帯金具

（1〜3：龍文透彫帯金具　4〜7：草葉文透彫帯金具）  
1・7：福岡県月岡古墳　2：奈良県五條猫塚古墳　3：大阪府七観古墳（第2槨）　4：滋賀
県新開1号墳（南槨）　5：福岡県櫨山古墳　6：兵庫県宮山古墳（第2主体部）
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究
が
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の
倭
王
権
の
実
務
を

執
行
し
て
い
た
官
僚
的
な
人
物
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

陪
塚
に
新
羅
系
の
帯
金
具
や
馬
具
な
ど
の
外
来

の
副
葬
品
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
被
葬
者
は
、
倭
王
権
の
外
交
を
実
質
的
に

担
っ
て
い
た
人
物
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に

図
８

－

３

番
と
４
番
、
奈
良
県
五
條
猫

塚
古
墳
と
滋
賀
県
新
開
１
号
墳
で
す
。
そ
の
立

地
に
注
目
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
古
墳
は
倭
王
権
の
基
盤
と
な
る
地
域
の
周
縁

に
位
置
し
、
か
つ
陸
路
や
河
川
路
、
そ
し
て
湖

上
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
古
墳
に
新
羅
系
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
が
副
葬

さ
れ
る
わ
け
で
す
。
お
そ
ら
く
そ
の
被
葬
者
は
、

河
川
や
湖
上
の
交
通
に
長
け
た
王
権
周
縁
の
首

長
層
で
、
倭
王
権
が
主
導
す
る
外
交
を
外
か
ら

補
佐
す
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
、
と

図８：龍文・草葉文透彫製品の分布

1：大阪府堺市七観古墳　2：大阪府羽曳野市誉田丸山古墳（伝）　3：奈良県五條市五條猫塚古墳　4：滋賀県
栗東市新開1号墳　5：福岡県うきは市月岡古墳　6：兵庫県姫路市宮山古墳第2主体部  

（以下、関連古墳）  
7：福岡県朝倉市堤蓮町1号墳　8：香川県東かがわ市原間6号墳
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思
い
ま
す
。

そ
し
て
、

図
８

－

５

番
、
北
部
九
州
地
域
の
有
力
首
長
墳
で
あ
る
月
岡
古
墳
で
も
、
龍
文
透
彫
帯
金
具
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
実
は
月
岡
古
墳
は
、
畿
内
的
な
色
彩
が
非
常
に
色
濃
い
古
墳
で
す
。
埋
葬
施
設
に
畿
内
地
域
の
有

力
層
の
古
墳
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
石
棺
、
長
持
形
石
棺
を
採
用
し
た
り
、
埴
輪
の
形
や
製
作
技
法
に
畿
内
的
な
要

素
が
認
め
ら
れ
た
り
し
ま
す
。
倭
王
権
が
実
際
に
新
羅
と
の
交
渉
に
の
ぞ
ん
で
い
く
際
に
は
、
北
部
九
州
の
地
域

社
会
の
な
ん
ら
か
の
助
け
と
い
う
か
、
仲
介
が
な
け
れ
ば
、
難
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
月
岡
古
墳
の
被
葬

者
も
北
部
九
州
地
域
の
有
力
首
長
と
し
て
、
倭
王
権
の
対
新
羅
交
渉
に
参
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

ま
す
。

最
後
に
、
倭
王
権
の
外
交
に
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
も
参
与
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
示
す

資
料
が
図
９
、
奈
良
県
新
沢
千
塚
126
号
墳
に
な
り
ま
す
。

図
９

を
み
て
い
た
だ
け
る
と
一
目
瞭
然
の
よ
う
に
、
冠

飾
、
垂
飾
付
耳
飾
、
草
葉
文
透
彫
帯
金
具
、
指
輪
、
腕
輪
な
ど
、
精
巧
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
が
一
そ
ろ
い
で
、
し
か

も
死
者
に
着
装
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
で
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
系
譜
を
細
か
く
検
討
し

て
い
く
と
、
高
句
麗
・
新
羅
系
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
す
べ
て
新
羅
で
製
作
さ
れ
た
か
ど
う
か
ま
で
は
、
断
言
で

き
ま
せ
ん
が
、
被
葬
者
の
姿
と
し
て
一
番
し
っ
く
り
く
る
の
は
、
新
羅
か
ら
の
渡
来
人
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
、
倭
王
権
の
本
拠
地
の
中
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
、
渡
来
人
の
墓
の
可
能
性
が
高
い
の
が
、

図
８

－

６
番
、
兵
庫
県
宮
山
古
墳
で
す
。
そ
の
第
二
主
体

部
に
も
、
草
葉
文
透
彫
帯
金
具
が
副
葬
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
古
墳
の
埋
葬
施
設
は
、
朝
鮮
半
島
系
の
竪
穴
式

石
室
で
す
。
ま
た
、
主
被
葬
者
に
と
も
な
っ
て
そ
の
人
物
と
関
連
す
る
よ
り
下
位
の
人
物
が
一
緒
に
葬
ら
れ
る
、
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「
殉
葬
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
可
能

性
が
高
い
古
墳
で
す
。
殉
葬
は
古
墳
時

代
の
日
本
列
島
で
は
一
般
的
で
は
な
い

慣
習
で
す
の
で
、
被
葬
者
は
朝
鮮
半
島

か
ら
の
渡
来
人
、
あ
る
い
は
彼
、
彼
女

ら
と
非
常
に
深
く
か
か
わ
り
を
も
つ
人

物
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
渡
来
系
の
人
び
と
が
、

お
そ
ら
く
倭
王
権
の
対
新
羅
交
渉
に
か

な
り
深
く
参
与
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
五
世

紀
前
半
に
お
け
る
新
羅
と
倭
王
権
の
交

渉
の
担
い
手
と
し
て
は
、
倭
王
権
主
導

の
外
交
に
従
事
す
る
初
期
官
僚
、
王
権

周
縁
に
位
置
し
て
河
川
や
湖
上
交
通
に

長
け
た
首
長
層
、
北
部
九
州
の
有
力
な

首
長
層
、
そ
し
て
、
倭
に
渡
来
し
て
き

図９　新沢千塚126号墳の装身具

1：金製螺旋状垂飾　2：金製方形板　3：金銅製帯金具　4：銀製指輪　5・6：金製指輪　7：金製垂飾付耳飾　
8：金箔入ガラス玉　9：翡翠製勾玉　10：金製腕輪
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て
定
着
し
、
そ
の
中
で
政
治
経
済
的
な

動
き
を
す
る
渡
来
人
集
団
の
首
長
層
な

ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
倭
王
権
は
こ
の

よ
う
な
人
び
と
を
登
用
し
て
外
交
組
織

と
し
て
編
成
す
る
こ
と
で
、
新
羅
と
の

外
交
を
行
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
当
た
り
前
と
い
え
ば
当
た

り
前
な
の
で
す
が
、
倭
王
権
だ
け
が
新

羅
と
交
渉
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
か
ら
の
話
は
ち
ょ
っ
と
時

期
を
ず
ら
し
ま
す
が
、
五
世
紀
後
半
か

ら
六
世
紀
前
葉
に
お
け
る
北
部
九
州
地

域
に
お
い
て
、
地
域
社
会
主
体
の
対
新

羅
交
渉
の
内
実
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。

図
10
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
考
古
学

的
な
事
実
と
し
て
、
北
部
九
州
地
域
の

遠
賀
川
上
流
域
、
嘉
穂
と
呼
ば
れ
る
地

図10　遠賀川上流域の埋葬施設と副葬品

1：小正西古墳　2：櫨山古墳（横穴墓）　3：セスドノ古墳　4：猫迫1号墳　5：長畑1号墳　
6：勝浦井ノ浦古墳　7：山の神古墳
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域
や
田
川
盆
地
な
ど
に
新
羅
系
の
資
料
が
、
か
な
り
濃
厚
に
認
め
ら
れ
ま
す
。

最
も
特
徴
的
な
の
が
、
福
岡
県
櫨
山
古
墳
（
横
穴
墓
？
）
で
出
土
し
た
金
銅
製
の
三
葉
文
透
彫
帯
金
具
（

図
10

－

２
）
で
す
。
こ
れ
は
典
型
的
な
新
羅
の
帯
金
具
で
す
。
こ
れ
が
慶
州
な
ど
で
出
土
し
て
も
、
お
そ
ら
く
「
あ
あ
、

い
い
資
料
が
出
土
し
た
ね
」
と
な
る
よ
う
な
新
羅
圏
の
資
料
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
福
岡
県

セ
ス
ド
ノ
古
墳
で
出
土
し
た
金
銅
製
の
杏
葉
、
馬
に
と
り
つ
け
る
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
よ
う
な
装
飾
で
す
が
、
こ
れ
も

新
羅
に
特
徴
的
な
偏
円
魚
尾
形
の
杏
葉
で
す
（
３
）。
ま
た
、
セ
ス
ド
ノ
古
墳
や
福
岡
県
猫
迫
１
号
墳
の
竪
穴
系

横
口
式
石
室
も
そ
の
構
造
が
、
新
羅
の
石
室
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
３
、４
）。
す
な
わ
ち
、
石

壁
に
大
き
い
板
石
を
立
て
て
、
そ
の
間
に
割
石
を
埋
め
て
い
く
と
い
う
つ
く
り
方
が
、
新
羅
圏
の
大
邱
地
域
に
あ

る
達
城
古
墳
群
の
石
室
の
つ
く
り
方
と
共
通
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
遠
賀
川
上
流
域
で
は
、
新
羅
系
の
い

ろ
い
ろ
な
資
料
が
濃
厚
に
分
布
し
て
い
ま
す
。

こ
の
地
域
の
も
う
一
つ
重
要
な
点
は
、
朝
鮮
半
島
系
の
資
料
が
新
羅
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、
百
済
系
・
大

加
耶
系
の
資
料
も
出
土
し
て
い
る
点
で
す
。
福
岡
県
山
の
神
古
墳
か
ら
出
土
し
た
初
期
の
ｆ
字
形
鏡
板
付
轡
や
剣

菱
形
杏
葉
（
７
）、
あ
る
い
は
福
岡
県
小
正
西
古
墳
で
出
土
し
た
刀
身
式
鉄
鉾
（
１
）
な
ど
、
新
羅
系
の
副
葬
品

と
と
も
に
、
百
済
・
大
加
耶
系
の
副
葬
品
も
あ
わ
せ
て
確
認
で
き
ま
す
。

お
そ
ら
く
北
部
九
州
の
地
域
社
会
が
、
新
羅
や
百
済
、
大
加
耶
な
ど
を
交
渉
相
手
と
し
て
、
多
元
的
で
主
体
的

な
交
渉
を
行
っ
て
い
た
こ
と
の
証
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
相
対
的
に
見
る
と
北
部
九
州
地
域
は
、
新

羅
と
の
つ
な
が
り
が
や
は
り
強
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
お
そ
ら
く
六
世
紀
の
前
半
ま
で
続
い
て
い
き

ま
す
。
今
日
は
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
日
本
書
紀
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
五
二
七
年
の
い
わ
ゆ
る
「
筑



42

紫
君
磐
井
の
反
乱
」
記
事
に
あ
る
よ
う
な
、
新
羅
と
磐
井
の
関
係
は
、
あ
る
程
度
考
古
学
的
に
も
事
実
で
は
な
い

か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
倭
王
権
だ
け
で
は
な
く
て
、
北
部
九
州
地

域
、
そ
し
て
他
の
地
域
社
会
も
新
羅
と
交
渉
し
て
い
た
可
能
性
は
か
な
り
あ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
お
話
し

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
ま
で
の
話
は
、
倭
の
側
か
ら
新
羅
と
の
交
渉
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
を
検
討
し
て
き
た

と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
視
点
を
変
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
新
羅
の
側
は
ど
の
よ
う
に
倭
と
交
渉
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
時
に
、
重
要
と
な
る
地
域
が
、
東
萊
、
今
の
釜
山
の
地
域
で
す
。
現
在
で
も
そ
う
で
す
が
、

釜
山
や
金
海
の
地
域
は
日
本
列
島
と
深
い
関
係
に
あ
り
、
当
時
の
新
羅
王
権
の
対
倭
交
渉
を
考
え
る
時
に
、
慶
州

地
域
と
東
萊
地
域
は
ど
ん
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
。

再
び
、
五
世
紀
前
半
に
話
を
戻
し
ま
す
が
、
新
羅
と
倭
の
交
渉
が
活
発
だ
っ
た
五
世
紀
前
半
に
は
、
東
萊
地
域

に
有
力
な
古
墳
群
が
営
ま
れ
続
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
東
萊
福
泉
洞
古
墳
群
で
す
。
今
も
保
存
、
活
用
さ
れ
、
博

物
館
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
訪
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
加
耶
的
な
古
墳
群
と
い

い
ま
す
か
、
一
つ
の
丘
陵
に
王
・
貴
族
の
墳
墓
を
連
綿
と
築
い
て
い
く
古
墳
群
で
す
。
そ
の
中
の
21
・
22
号
墳
や

10
・
11
号
墳
が
、
お
お
む
ね
五
世
紀
前
半
の
古
墳
に
な
り
ま
す
。

東
萊
地
域
は
、
か
つ
て
は
、
金
官
加
耶
の
一
部
と
み
る
の
が
通
説
で
し
た
。
東
萊
福
泉
洞
古
墳
群
か
ら
出
土
す

る
副
葬
品
と
よ
く
似
た
資
料
が
、
日
本
列
島
で
も
多
く
出
土
し
ま
す
。
そ
の
系
譜
は
金
官
加
耶
系
と
判
断
さ
れ
、
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加
耶
と
倭
の
交
渉
の
結
果
を
示
す
も
の
と
認
識
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
近
で
は
、
洛
東
江
下
流
の
東
岸
に
位
置
す
る
東
萊
地
域
は
、
四
世
紀
後
半
ま
で
に
は
新
羅

王
権
の
政
治
的
な
干
渉
を
受
け
て
、
早
い
段
階
で
新
羅
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
が
、
韓
国
学
界
で
は

有
力
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
今
ま
で
金
官
加
耶
と
の
交
流
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
福
泉
洞
古
墳
群
の
副
葬
品

に
系
譜
を
追
え
る
資
料
が
、
金
官
加
耶
で
は
な
く
て
新
羅
と
の
交
流
を
反
映
す
る
も
の
と
、
考
え
る
必
要
性
が
生

じ
て
き
た
わ
け
で
す
。
結
論
的
に
申
し
ま
す
と
、
私
は
、
東
萊
地
域
が
新
羅
王
権
の
政
治
的
な
干
渉
を
受
け
て
い

た
可
能
性
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
大
き
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
か
と
い
っ
て
東
萊
地
域
は
新
羅
王
権
に
完
全
に

服
属
し
て
い
て
、
王
権
に
言
わ
れ
る
が
ま
ま
に
倭
と
の
交
流
を
重
ね
て
い
た
の
か
と
な
る
と
、
そ
の
点
は
慎
重
に

な
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
ま
す
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
福
泉
洞
古
墳
群
を
造
営
し
た
集
団
は
、
対
内
的
、
そ
し
て
対
外
的
に
も
主
体
的
で

独
特
な
動
き
を
み
せ
て
い
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
図
11
の
上
に
示
し
た
青
銅
製
の
三
塁
環
頭
と
い
う
大
刀
の
柄

頭
の
飾
り
で
す
が
、
こ
の
分
布
の
中
心
は
慶
州
で
は
な
く
東
萊
地
域
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
倭
に
つ
た

わ
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
新
羅
圏
の
各
地
で
は
、
高
大
な
墳
丘
を
も
つ
高
塚
が
群
を
成
し
て
古
墳
群
を
形
成
す
る
の
で
す
が
、
福

泉
洞
古
墳
群
で
は
そ
の
よ
う
な
動
き
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

図
11
の
下
の
よ
う
に
、
一
つ
の
大
き
な
丘
陵
上
に
大
型

の
竪
穴
式
石
室
を
連
綿
と
築
く
墓
制
を
維
持
し
続
け
ま
す
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
加
耶
的
な
要
素
で
す
。

さ
ら
に
、
新
羅
の
社
会
統
合
の
表
象
物
で
あ
る
金
銅
製
の
出
字
形
冠
を
副
葬
し
た
福
泉
洞
１
号
墳
を
み
る
と
、
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こ
の
資
料
は
東
萊
地
域
が
早
く
に
新
羅
化
し
た
と
い
う
大
き
な
根
拠
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
図
12
の
よ
う
に
、
慶

尚
南
道
西
部
、
小
加
耶
の
土
器
（

図
12

－

９

）、
百
済
・
大
加
耶
的
な
垂
飾
付
耳
飾
（
２
）、
大
加
耶
的
な
馬
具

（
４
〜
６
）、
そ
し
て
倭
系
の
木
装
剣
（
１
）
な
ど
、
外
部
の
社
会
と
の
交
渉
で
入
手
し
た
多
様
な
副
葬
品
が
出
土

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
（
新
羅
王
権
か
ら
見
れ
ば
）
新
羅
に
編
入
し
た
と
し
て
も
、
福
泉
洞
古
墳
群
の
造
営
集

団
は
、
多
元
的
か
つ
主
体
的
に
対
外
交
渉
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
の
交
渉
相
手
の
一
つ
と
し
て
、

倭
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
実
際
に
示
す

日
本
列
島
側
の
資
料
が
、

図
13
、
香
川
県
原
間
６

号
墳
で
す
。
ま
ず
、
東

萊
福
泉
洞
10
、
11
号
墳

か
ら
出
土
し
た
青
銅
製

の
三
塁
環
頭
と
同
形
の

も
の
が
、
出
土
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
東
萊

地
域
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
と
考
え
る
の
が

    図11　 東萊福泉洞古墳群（中心域）と 
　青銅製三累環頭

1：福泉洞10・11号墳　2：福泉洞（東）8号墳　3：大
邱汶山里M1号墳　4：蔚山下三亭2号積石木槨墓　
5：原間6号墳　6：堤蓮町1号墳
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自
然
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
原
間
６
号
墳
の
埋

葬
施
設
は
木
槨
と
い
う
特
殊

な
構
造
を
し
て
い
ま
す
。
木

槨
と
は
、
簡
単
に
説
明
す
る

と
、
長
い
板
材
を
用
い
て
密

閉
さ
れ
た
空
間
を
つ
く
り
、

そ
こ
に
棺
を
納
め
る
施
設
の

こ
と
で
す
。
木
槨
と
い
う
埋

葬
施
設
は
、
日
本
列
島
に
は

定
着
し
な
い
の
で
す
が
、
原

間
６
号
墳
に
採
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
先
進
の
農

工
具
、
大
型
の
鉄
斧
や
Ｕ
字

形
刃
先
な
ど
も
副
葬
し
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
原

間
６
号
墳
の
被
葬
者
は
、
東

図12　東萊福泉洞（東）1号墳出土の各種副葬品
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図13　香川県原間6号墳の埋葬施設と副葬品

図出典（個々の資料の発掘調査報告書は、高田2013・2014を参照）  
図1〜4・8・9・11・13：高田2014  
図5〜7：高田2013  
図10：高田2014　九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室2015 
図12：高田2014　諫早2012　金宇大2017
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萊
地
域
と
非
常
に
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
人
か
、
も
し
く
は
当
地
か
ら
渡
っ
て
き
た
渡
来
人
自
体
の
可
能
性

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
五
世
紀
前
半
の
新
羅
と
倭
の
交
渉
は
、
主
軸
と
し
て
新
羅
王
権
と
倭
王
権
の
外
交
で
は
あ
る
の

だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
方
で
、
東
萊
地
域
の
側
も
主
体
的
に
対
外
交
渉
を
行
っ
て
い
て
、
新
羅
王
権
の
対
倭
交
渉

を
積
極
的
に
仲
介
す
る
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。

み
ず
か
ら
の
利
益
を
優
先
的
に
考
慮
し
な
が
ら
多
角
的
な
対
外
交
渉
を
お
こ
な
う
中
で
、
新
羅
王
権
の
対
倭
交

渉
を
仲
介
す
る
、
こ
の
よ
う
な
東
萊
地
域
と
同
じ
よ
う
な
動
き
を
、
倭
の
側
で
み
せ
る
の
が
、
例
え
ば
海
峡
を
隔

て
た
北
部
九
州
地
域
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
他
の
地
域
社
会
も
そ
こ
に
参
与
し
て
い
く
、
そ

の
よ
う
な
錯
綜
し
た
動
態
こ
そ
が
、
五
世
紀
前
半
の
新
羅
と
倭
の
交
渉
の
内
実
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
は
新
羅
だ
け
で
は
な
く
て
、
大
加
耶
、
百
済
、
さ
ら
に
は
栄
山
江
流
域
と
の
間

で
も
認
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
王
権
間
の
一
対
一
の
関
係
で
は
な
く
て
、
王
権
や
地
域
社
会
、
ひ
い
て
は
地
域

集
団
や
個
人
が
多
角
的
に
往
来
し
つ
つ
交
渉
を
重
ね
て
い
た
状
況
が
、
古
墳
時
代
の
日
朝
関
係
の
特
質
だ
と
考
え

ま
す
。

後
半
ち
ょ
っ
と
早
口
に
な
っ
て
申
し
訳
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
の
古
墳
時
代
の
倭
と
新
羅
の
関
係
に
つ

い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
少
し
は
変
わ
っ
て
く
れ
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
当
然
、
加
耶
や
百
済
と
の
関
係

は
、
金
跳
咏
さ
ん
の
発
表
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
き
わ
め
て
重
要
で
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
、
当
時
の
日
朝
関
係

の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
た
と
は
、
決
し
て
言
え
ま
せ
ん
。

ま
た
、
当
時
の
日
朝
関
係
の
基
本
は
、
王
権
間
の
外
交
だ
け
で
は
な
く
て
、
地
域
社
会
、
そ
れ
も
倭
の
中
の
地
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域
社
会
、
朝
鮮
半
島
の
中
の
地
域
社
会
、
そ
し
て
社
会
に
属
す
る
集
団
や
個
人
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑

を
持
っ
て
参
与
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
思
惑
を
考
古
資
料
か
ら
丁
寧
に
読
み
取
ろ
う
と

す
る
と
、
か
な
り
複
雑
な
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
複
雑
さ
こ
そ
が
、
逆
に
当
時
の
関
係
の
実
態
を
反
映

し
て
い
る
、
こ
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

倭
、
新
羅
、
百
済
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
王
権
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
地
域
社
会
の
多
元
的
な
対
外
交
渉
を
ど
の
よ

う
に
掌
握
し
て
い
く
か
が
、
現
実
的
な
政
治
課
題
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
日
お
話
し
た
倭
の
王
権
と
北
部

九
州
な
ど
の
各
地
域
社
会
、
新
羅
王
権
と
東
萊
地
域
、
ま
た
は
百
済
と
栄
山
江
流
域
、
そ
し
て
諸
加
耶
と
新
羅
、

百
済
の
関
係
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
関
係
が
政
治
経
済
的
に
再
編
さ
れ
て
、
と
り
あ
え
ず
は
王
権
間
の
外
交

が
日
朝
関
係
の
大
き
な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
六
世
紀
中
葉
以
降
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
大
枠
の
中
で
、
古
墳
時
代
に
お
け
る
新
羅
と
倭
の
交
渉
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
、

ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

小
島　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
出
土
し
た
遺
物
か
ら
、
非
常
に
多
様
な
交
流
の
歴
史
、
あ
る
い
は
、
そ

の
地
域
の
主
体
性
と
い
っ
た
、
か
な
り
大
き
な
と
こ
ろ
ま
で
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら

少
し
時
間
を
取
っ
て
鼎
談
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
中
で
、
先
ほ
ど
の
金
さ
ん
の
お
話
と
も
併
せ
て
、

古
墳
時
代
の
日
韓
の
交
流
史
、
ど
ん
な
像
が
描
け
る
の
か
、
少
し
ご
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。


