
国
家
形
成
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
古
墳

可、
7
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【
要
約
】
　
国
家
形
成
と
軌
を
一
に
し
て
特
殊
な
構
造
と
豊
か
な
副
葬
品
を
備
え
た
厚
葬
墓
が
登
場
す
る
こ
と
の
追
求
は
、
人
類
史
的
な
課
題
で
も
あ
る
。

本
稿
で
は
弥
生
～
古
墳
時
代
の
倭
王
権
か
ら
倭
国
へ
の
変
化
の
中
に
、
闘
本
列
島
に
お
け
る
神
聖
王
権
か
ら
初
期
国
家
へ
の
移
行
過
程
の
歴
史
的
特
質
が

埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
み
る
視
点
か
ら
、
弥
生
王
墓
や
古
墳
の
変
遷
を
再
整
理
し
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
古
墳
造
営
の
意
義
を
考
察
し
た
。
な
ぜ
、

特
定
個
人
の
墓
の
造
営
に
莫
大
な
社
会
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
集
約
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
が
な
ぜ
国
家
形
成
期
に
登
場
す
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
説
明
と

し
て
、
王
権
の
支
配
領
域
外
か
ら
流
入
す
る
財
を
、
王
権
の
領
域
内
部
で
計
画
的
か
つ
安
全
に
消
費
す
る
た
め
に
、
財
を
威
信
財
へ
と
意
味
転
換
し
、
そ

の
交
換
お
よ
び
消
費
に
伴
う
負
債
関
係
を
、
現
実
の
社
会
政
治
的
関
係
の
基
軸
へ
と
読
み
替
え
る
シ
ス
テ
ム
が
社
会
成
員
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
、
そ
れ
が

社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
と
い
う
視
角
を
提
唱
す
る
。
同
時
に
、
財
に
よ
る
中
心
－
周
辺
関
係
の
形
成
が
、
境
界
を
生
み
出
す
こ
と
で
、
律
令
制
国
家
の
前

段
階
が
す
で
に
古
墳
時
代
中
期
に
は
現
出
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
倭
王
権
に
よ
る
渡
来
系
技
術
者
の
掌

握
・
配
布
に
よ
っ
て
破
綻
し
、
古
墳
造
営
は
公
共
性
の
創
出
機
能
を
喪
失
す
る
。
こ
こ
で
国
家
形
成
に
お
け
る
厚
葬
墓
は
、
そ
の
役
割
を
終
え
る
こ
と
に

な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
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第
「
章
　
王
権
論
か
ら
み
た
問
題
提
起
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ω

葬
送
儀
礼
の
分
析
か
ら
社
会
組
織
や
社
会
構
造
を
追
求
す
る
研
究
は
、
考
古
学
で
は
古
く
か
ら
取
り
組
ま
れ
た
中
心
的
な
課
題
の
一
つ
で
あ
　
3
3



る
。
特
に
埋
葬
法
の
様
式
差
を
社
会
の
階
層
性
の
反
映
と
見
な
し
、
社
会
の
複
雑
化
の
昂
進
過
程
や
国
家
形
成
の
問
題
と
絡
め
た
研
究
は
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

本
考
古
学
の
み
な
ら
ず
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
V
・
G
・
チ
ャ
イ
ル
ド
は
葬
送
儀
礼
が
現
実
の
社
会
構
造
や
社
会
関
係
の
直
接
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
は
間
接
の
反
映
と
し
て
捉
え
、
彼
の
提
唱
す
る
「
都
市
革
命
」
を
定
義
す
る
要
素
と
し
て
葬
祭
記
念
物
を
挙
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
象
徴

考
古
学
に
よ
っ
て
葬
送
資
料
の
考
古
学
的
分
析
か
ら
社
会
構
造
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法
論
が
懐
疑
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
の

古
墳
時
代
研
究
も
、
古
墳
文
化
の
記
述
・
解
明
か
ら
社
会
史
を
志
向
す
る
も
の
へ
と
大
き
な
転
機
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
契
機
と
な

っ
た
都
出
比
呂
志
の
「
前
方
後
円
墳
体
制
論
」
で
は
、
古
墳
時
代
を
ク
ラ
ッ
セ
ン
と
ス
カ
ル
ニ
ッ
タ
が
提
唱
す
る
初
期
国
家
段
階
と
捉
え
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

下
の
三
点
に
着
目
し
て
い
る
。
第
一
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
国
家
論
で
は
未
開
か
文
明
か
と
い
っ
た
二
分
法
の
弊
害
の
た
め
、
国
家
形
成
過
程
の

諸
変
革
に
適
切
な
歴
史
的
評
価
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
は
、
国
家
形
成
過
程
は
国
家
へ
の
過
渡
期
と
し
て
で
は
な
く
、
独
自
の
時

代
的
特
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
評
価
を
与
え
た
こ
と
、
第
三
は
、
鉄
の
獲
得
と
い
う
物
流
機
構
の
掌
握
が
国
家
形
成
の
導
引
と
み
な
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
る
。
か
つ
て
東
ア
ジ
ア
の
国
家
論
を
取
り
上
げ
る
時
、
史
的
唯
物
論
に
よ
る
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
水
力
社
会
論
に
基
づ
い
た
灌
概
農

耕
社
会
の
諸
矛
盾
の
調
整
機
構
と
し
て
現
出
す
る
専
制
君
主
の
存
在
を
解
釈
の
前
提
と
し
て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
巨
大
な
封
土
や
豊
富
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

副
葬
品
を
持
ち
、
特
定
個
人
の
た
め
に
築
か
れ
た
野
葬
墓
こ
そ
が
国
家
成
立
の
物
質
的
な
証
拠
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
か
わ
っ
て
現

在
で
は
、
視
点
の
転
換
が
進
展
し
、
東
ア
ジ
ア
世
界
を
有
機
的
に
関
連
す
る
シ
ス
テ
ム
と
見
な
し
、
中
心
－
周
辺
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

っ
て
威
信
財
交
換
を
評
価
す
る
視
点
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
威
信
を
保
持
す
る
た
め
の
財
の
不
断
の
生
産
－
消
費
の
サ
イ
ク
ル
を

再
生
産
す
る
こ
と
が
、
古
墳
築
造
を
反
復
的
に
維
持
す
る
背
景
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
、
本
稿
で
は
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
元
来
、
社
会
人
類
学
で
の
交
換
論
の
出
発
点
は
、
モ
ー
ス
『
贈
与
論
』
に
お
け
る
贈
与
と
返
済
の
義
務
へ
の
注
目
で
あ
り
、
こ
の
互
酬
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

原
理
と
規
範
に
則
っ
て
、
サ
ー
リ
ン
ズ
は
一
般
的
・
均
衡
的
・
否
定
的
の
三
つ
の
互
酬
制
の
類
型
を
挙
げ
て
い
る
。
次
に
ポ
ラ
ソ
ニ
ー
は
、
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

酬
と
再
分
配
と
い
っ
た
交
換
モ
ー
ド
の
類
型
を
纏
め
、
ワ
イ
ナ
ー
に
あ
っ
て
は
不
可
譲
の
富
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
市
場
経
済
に
対

比
さ
れ
る
べ
き
経
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
贈
与
経
済
が
提
唱
さ
れ
、
互
酬
制
の
規
範
が
強
く
作
用
す
る
社
会
に
対
し
て
は
、
交
換
財
の
非
対
称
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性
と
不
均
衡
性
と
が
、
交
換
行
為
に
関
わ
る
当
事
者
間
の
関
係
を
強
く
規
定
す
る
制
度
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
贈

与
経
済
の
一
種
の
類
型
で
あ
る
威
信
財
経
済
に
お
い
て
は
、
互
酬
制
の
規
範
が
過
剰
な
形
で
シ
ス
テ
ム
と
し
て
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
再
認
識
さ
れ
、
そ
れ
が
厚
葬
散
す
な
わ
ち
王
墓
と
い
う
舞
台
で
威
信
財
を
大
規
模
に
、
か
つ
反
復
的
に
消
費
す
る
と
い
う
、
人
類
史
に
お

け
る
、
一
見
す
る
と
異
常
現
象
の
解
釈
と
し
て
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
弥
生
～
古
墳
時
代
が
帰
属
す
る
倭
の
国
家
形
成
過
程
を
分
析
す
る
た
め
の
視
角
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
第
一
は
緊
密
に
連
携
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

東
ア
ジ
ア
世
界
で
は
一
次
国
家
と
二
次
国
家
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
外
交
と
内
政
の
相
互
規
定
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
る
よ
う
な
国
際
秩
序
が
不

断
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
第
二
は
、
中
国
の
帝
国
的
な
秩
序
の
強
化
と
弛
緩
と
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
領
域
外
へ
と
流
通
す

る
財
に
、
外
部
威
信
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
威
信
財
へ
と
変
換
し
、
そ
れ
を
過
剰
で
反
復
的
な
儀
礼
と
共
に
消
費
す
る
威
信
財
経
済
の
発

現
・
展
開
形
態
と
み
る
認
識
で
あ
る
。
第
三
は
、
威
信
財
が
社
会
の
領
域
を
越
え
て
移
動
す
る
事
実
に
よ
っ
て
、
社
会
成
員
は
社
会
に
対
す
る

実
体
化
し
た
認
識
を
は
じ
め
て
持
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
心
－
周
辺
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
社
会
構
造
観
で

あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
提
起
を
受
け
て
、
弥
生
～
古
墳
時
代
の
王
権
論
を
よ
り
深
化
さ
せ
て
い
き
た
い
。

　
現
在
の
古
墳
時
代
の
研
究
は
、
個
別
遺
物
・
遺
構
の
経
験
主
義
的
分
析
に
基
づ
い
た
文
化
史
的
な
志
向
か
ら
、
社
会
学
や
文
化
人
類
学
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

抽
出
さ
れ
る
一
般
理
論
を
演
繹
的
に
外
挿
し
た
解
釈
論
の
展
開
へ
と
大
き
く
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
背
景
に
は
全
国
的
に
発
掘

調
査
件
数
が
膨
大
な
も
の
と
な
り
個
人
で
の
把
握
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
の
半
面
で
、
従
来
の
標
式
的
な
古
墳
の
調
査
成
果
の
再
検
討
と
款

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
な
重
要
古
墳
の
調
査
結
果
が
提
示
さ
れ
、
古
墳
時
代
像
へ
の
見
直
し
が
厳
し
く
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ら
ば
、
研
究
の
現
状
の
方
向
性
を
一
部
規
定
し
た
北
條
芳
隆
・
村
上
恭
通
・
溝
口
孝
司
に
よ
る
共
著
で
は
、
古
墳
時
代
研
究
に
対
す
る
提
言
と

し
て
、
首
長
制
の
成
立
と
公
権
力
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
、
生
産
財
と
威
信
財
の
交
換
行
為
に
着
目
し
た
権
力
生
成
論
の
再
構
築
、
目
覚
し

い
成
果
を
挙
げ
て
い
る
朝
鮮
半
島
・
中
国
大
陸
の
考
古
学
的
成
果
を
踏
ま
え
た
方
法
論
の
国
際
化
、
資
料
と
モ
デ
ル
の
相
互
批
判
の
必
要
性
な

ど
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
国
家
形
成
過
程
の
研
究
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
解
体
と
首
長
権
力
の
伸
長
の
中
で
、
い
か
に
し
て
公
権
力
が
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生
み
出
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
論
理
を
古
墳
時
代
社
会
の
規
範
に
求
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
場
合
、
と
り
わ
け
現
在
ま
で
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
視
座
は
、
サ
ー
リ
ン
ズ
に
よ
っ
て
社
会
の
別
名
と
さ
れ
た
神
観
念
の
国
家
形
成

過
程
に
お
け
る
位
置
付
け
で
あ
る
。
前
方
後
円
墳
を
必
要
と
し
た
古
墳
時
代
社
会
で
は
、
首
長
の
死
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
が
社
会
の
再
生
産

の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
古
墳
時
代
初
頭
に
は
弥
生
時
代
以
来
の
永
続
的
な
他
界
観
と
遺
骸
の
保
持
が
第
一
に
求
め
ら
れ
た
。
人

類
史
的
な
表
現
で
換
雷
す
る
な
ら
ば
、
古
墳
時
代
社
会
は
首
長
の
死
を
は
じ
め
て
能
動
的
に
受
容
し
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
現
世
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

王
と
来
世
の
王
と
が
協
力
し
て
社
会
の
平
衡
性
を
保
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
も
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
た
の
が
、
王
の
死
後

の
神
格
化
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、
さ
ら
に
神
仙
思
想
や
北
頭
位
、
密
封
と
探
韻
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
中
国
葬
送
思
想
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
、

共
同
体
成
員
に
よ
っ
て
強
固
に
支
持
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
古
墳
築
造
と
い
う
威
信
財
の
反
復
的
で
事
事
的
な
消
費
行
動
を
継
続
せ
し
め
た
理
由

は
、
社
会
成
員
が
王
を
通
し
て
神
を
兇
出
し
、
か
か
る
宗
教
的
情
動
に
も
似
た
共
同
幻
想
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
か
ら
な
の
だ
。
古
墳
時
代

と
は
、
公
権
力
を
創
出
す
る
た
め
に
、
古
墳
築
造
と
そ
の
儀
礼
へ
共
同
奉
仕
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
た
社
会
な
の
で
あ
る
。

　
今
村
仁
司
・
今
村
真
介
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
「
死
せ
る
王
」
に
よ
っ
て
公
権
力
を
生
み
出
す
よ
う
構
造
化
さ
れ
た
社
会
を
、
「
第
三
項
排
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

機
能
」
に
よ
る
「
神
聖
性
」
の
創
出
と
定
義
し
つ
つ
、
そ
れ
を
社
会
構
造
の
歴
史
的
変
遷
に
お
い
て
正
し
く
位
置
付
け
て
い
る
。
歴
史
的
概
念

と
し
て
の
神
聖
王
権
は
、
首
長
制
と
国
家
の
は
ざ
ま
に
位
置
付
け
ら
れ
、
私
は
、
日
本
列
島
に
お
い
て
神
聖
王
権
段
階
を
見
出
す
な
ら
ば
弥
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

～
古
墳
時
代
に
当
て
た
い
と
考
え
る
。
「
神
聖
王
権
」
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
か
つ
て
フ
レ
イ
ザ
ー
が
『
金
枝
篇
』
を

「
森
の
王
」
か
ら
説
き
起
こ
し
た
理
由
も
、
王
権
の
起
源
が
神
聖
王
権
に
あ
る
こ
と
を
喝
破
し
て
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
こ
の
定
義
に
よ
る

と
、
神
聖
王
権
で
は
首
長
に
起
源
神
話
に
よ
る
権
力
統
治
の
正
当
化
が
完
了
し
て
宇
宙
論
的
な
意
味
が
授
け
ら
れ
、
か
か
る
神
聖
な
る
犠
牲
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

で
あ
る
（
死
せ
る
）
王
は
、
生
と
死
の
境
界
の
場
に
位
擦
付
け
ら
れ
た
二
重
の
身
体
を
儀
礼
の
中
で
消
費
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
首
長
制
と

圏
家
の
間
を
繋
ぐ
政
体
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
、
こ
の
視
座
を
重
視
し
つ
つ
弥
生
～
古
墳
時
代
の
考
古
資
料
か
ら
復
原
さ
れ
る
社

会
構
造
や
観
念
を
素
材
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
そ
の
普
遍
性
を
検
証
し
、
史
的
唯
物
論
か
ら
社
会
論
へ
の
転
換
期
に
あ
る
日
本
の
国
家
形
成
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論
に
新
し
い
光
を
当
て
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

　
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
神
聖
王
権
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
王
墓
で
あ
る
古
墳
を
、
歴
史
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倭
の
国
家

形
成
過
程
の
変
化
を
位
置
付
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
古
墳
時
代
と
は
、
威
信
財
交
換
を
重
視
す
る
視
座
か
ら
定
義
す
る
な
ら
ば
、
財
の
消

費
が
政
治
支
配
領
域
の
内
と
外
の
威
信
の
交
換
シ
ス
テ
ム
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
、
古
墳
を
場
と
し
た
集
積
と
分
配
に
よ
っ
て
中
心
－
周
辺
関

係
が
形
成
さ
れ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
と
換
欝
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
可
触
的
な
要
素
と
し
て
古
墳
の
埋
葬
施
設
や
副
葬
品
、
不
可
触

的
な
要
素
と
し
て
儀
礼
や
禁
忌
（
タ
ブ
ー
）
な
ど
、
さ
ら
に
儀
礼
執
行
の
場
と
し
て
の
古
墳
の
築
造
、
こ
れ
ら
三
条
件
が
反
復
的
か
つ
継
続
的

に
累
積
し
た
、
歴
史
的
景
観
の
変
更
な
ど
の
総
体
が
、
社
会
シ
ス
テ
ム
を
複
合
化
、
累
積
化
さ
せ
て
い
く
。
約
書
す
る
な
ら
ば
、
私
は
、
弥
生

～
古
墳
時
代
の
倭
王
権
か
ら
倭
国
へ
の
変
化
の
中
に
、
日
本
列
島
に
お
け
る
神
聖
王
権
か
ら
初
期
国
家
へ
の
移
行
過
程
の
、
文
明
の
中
心
地
で

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
な
く
文
明
交
流
圏
あ
る
い
は
周
縁
圏
と
し
て
の
歴
史
的
な
特
質
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

①
濱
田
耕
作
「
日
本
の
古
墳
に
つ
い
て
」
（
欄
東
亜
考
古
学
研
究
暁
萩
原
星
文
館
）

　
一
九
四
三

　
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
こ
の
四
八
一
頁
に
て
、
濱
田
は
デ
ニ
ス
の
言
葉
を
引
い

　
て
「
歴
史
の
沈
黙
せ
る
と
こ
ろ
墳
墓
之
を
語
る
」
と
い
う
印
象
的
な
表
現
を
使
用

　
し
て
い
る
。
（
O
．
O
霧
巳
9
§
貼
○
ミ
題
§
眠
9
ミ
ミ
ミ
暗
い
駄
藁
葺
、
賞
ピ
O
註
O
ダ

　
』
。
ぎ
ζ
貨
「
嵩
一
。
。
。
。
G
。
）

②
＜
’
ρ
9
ま
ρ
露
①
9
げ
き
幻
Φ
＜
9
毎
。
p
§
§
国
国
§
ミ
薦
沁
§
§
㌔
訂
’

　
昌
ζ
ヨ
く
。
一
．
卜
⊃
レ
O
窃
O
℃
マ
一
刈

③
都
出
比
呂
志
「
日
本
古
代
の
国
家
形
成
論
序
説
－
前
方
後
円
墳
体
制
の
提
唱

　
1
」
（
『
日
本
史
研
究
隔
｝
二
義
軍
、
日
本
史
研
究
会
）
一
九
九
一

④
カ
ー
ル
・
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
訳
）
『
東
洋
的
專
制

　
主
義
一
i
全
体
主
義
権
力
の
比
較
研
究
i
扇
論
争
社
　
｝
九
六
皿

⑤
国
家
形
成
と
巨
大
な
墳
墓
も
し
く
は
葬
祭
記
念
物
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、

　
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
葬
送
儀
礼
が
社
会
の
直
接
的
に
反
映
す
る
か
い
な
か
に

　
つ
い
て
も
、
プ
ロ
セ
ス
学
派
と
ポ
ス
ト
・
プ
ロ
セ
ス
学
派
の
問
で
論
争
が
あ
っ
て
、

　
法
則
的
な
回
答
は
控
え
ら
れ
る
傾
向
だ
が
、
来
解
決
の
ま
ま
置
か
れ
て
い
る
の
が

　
現
状
で
あ
ろ
う
。

　
佐
々
木
憲
一
「
ア
メ
リ
カ
考
古
学
と
日
本
考
古
学
i
そ
の
協
調
の
可
能
性
一
」

　
（
『
考
古
学
研
究
』
第
三
七
巻
第
三
暑
　
考
古
学
研
究
会
・
考
古
学
研
究
会
編
集

　
委
員
会
）
一
九
九
～

⑥
福
永
伸
哉
「
古
墳
の
出
現
と
中
央
政
権
の
儀
礼
管
理
偏
Q
考
古
学
研
究
匝
第
四

　
六
巻
第
一
号
　
考
古
学
研
究
会
・
考
古
学
研
究
会
編
集
委
員
会
）
一
九
九
九

⑦
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
（
有
地
亨
・
伊
藤
畠
司
・
山
口
俊
夫
訳
）
讐
贈
与
論
i

　
太
古
の
社
会
に
お
け
る
交
換
の
諸
類
型
と
契
機
」
（
『
社
会
学
と
入
門
学
』
1
　
弘

　
文
堂
）
一
九
八
○

⑧
マ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ー
リ
ン
ズ
（
山
内
胆
訳
）
『
石
器
時
代
の
経
済
学
』
法
政
大

　
学
出
版
　
一
九
八
四

⑨
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ィ
（
玉
野
井
芳
郎
ほ
か
訳
）
騨
経
済
の
文
明
史
』
筑
摩
書
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房
　
一
九
七
五

⑩
〉
呂
①
g
甲
芝
①
ヨ
Φ
が
写
巴
一
①
暴
ぼ
①
芝
匿
旦
国
§
款
§
轟
轟
§
ミ
蓉
凝
＜
。
ド

　
団
甲
客
。
』
”
〉
旨
9
8
⇒
卑
ぎ
。
♂
σ
q
搾
巴
ω
0
9
Φ
受
6
。
。
㎝
も
℃
』
一
〇
山
ミ
．

⑪
穴
沢
味
光
「
世
界
の
中
の
日
本
古
墳
文
化
」
（
『
江
上
波
夫
先
生
米
寿
記
念
論
集

　
文
明
豊
原
論
匝
山
川
出
版
社
）
～
九
九
五

⑫
河
野
～
隆
「
書
評
転
換
期
に
あ
る
国
家
形
成
論
広
瀬
和
雄
『
前
方
後
円
墳

　
国
家
謡
を
読
ん
で
」
（
『
考
古
学
研
究
瞼
第
五
〇
巻
第
三
号
　
考
古
学
研
究
会
・
考

　
古
学
研
究
会
編
集
委
員
会
）
二
〇
〇
三

⑬
た
と
え
ば
奈
良
県
里
…
塚
古
墳
、
大
阪
府
紫
金
山
古
墳
、
三
重
県
石
山
古
墳
、
兵

　
庫
県
行
者
塚
古
墳
、
奈
良
県
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
、
福
岡
県
番
塚
古
墳
、
稲
童
二
一
号

　
墳
な
ど
が
例
示
さ
れ
よ
う
。

⑭
北
條
芳
隆
・
村
上
恭
通
・
溝
口
孝
司
『
古
墳
時
代
像
を
見
な
お
す
成
立
過
程

　
と
社
会
変
革
撫
青
木
書
店
　
二
〇
〇
〇

⑮
メ
ア
リ
・
ダ
グ
ラ
ス
（
江
河
微
・
塚
本
利
明
他
国
）
『
象
徴
と
し
て
の
身
体
コ

　
ス
モ
ロ
ジ
…
の
探
求
輪
紀
伊
国
屋
書
店
　
一
九
八
三

⑯
今
村
仁
司
・
今
村
真
介
㎎
儀
礼
の
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
臨
講
談
社
二
〇
〇
七

⑰
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
（
メ
ア
リ
ー
・
ダ
グ
ラ
ス
監
修
、
内
田
昭
一
郎
・

　
吉
岡
晶
子
訳
）
『
図
説
　
金
枝
篇
臨
東
京
書
籍
　
一
九
九
四

⑱
広
瀬
和
雄
『
前
方
後
円
墳
国
家
隔
角
川
選
轡
二
〇
〇
王

⑲
小
林
道
憲
『
文
明
の
交
流
史
観
B
本
文
明
の
な
か
の
世
界
文
明
』
ミ
ネ
ル
ヴ

　
ア
鰍
旦
房
　
二
〇
〇
よ
ハ
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第
二
章
　
王
権
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

　
ま
ず
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か
を
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
造
営
を
取
り
上
げ
る
場
合
に
は
、

必
然
的
に
人
知
を
超
え
て
付
与
さ
れ
た
神
観
念
の
変
質
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
社
会
と
の
関
係
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
古
墳
と

古
代
都
城
は
格
好
の
素
材
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
石
母
田
正
は
、
『
古
代
貴
族
の
英
雄
時
代
』
に
お
い
て
、
古
墳
を
以
下
の
よ
う
に
評
価

　
　
　
　
①

し
て
い
た
。（

前
略
）
そ
れ
は
何
よ
り
も
壮
大
な
古
墳
の
存
在
が
暗
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
つ
ぎ
の
言
葉
を
想
起
せ
し
め
る
。

「
い
か
に
し
て
、
運
搬
さ
れ
た
か
驚
嘆
の
ほ
か
な
き
諸
種
の
巨
像
や
膨
大
な
建
築
材
料
を
動
か
す
に
も
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
労
働
の
み
を
惜
し
げ
も
な
く

濫
費
し
た
の
で
あ
っ
て
…
…
労
働
者
の
数
と
か
れ
ら
の
労
苦
の
集
中
の
み
で
、
こ
の
目
的
を
達
す
る
に
十
分
で
あ
っ
た
。
…
…
ア
ジ
ア
の
一
君
主
国
に
お

け
る
農
民
以
外
の
入
々
は
、
か
れ
ら
各
個
の
肉
体
的
労
苦
の
ほ
か
に
提
供
す
べ
き
何
者
を
も
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
か
れ
ら
の
数
の

多
い
こ
と
が
そ
の
力
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
か
か
る
多
数
の
大
衆
を
指
揮
命
令
す
る
権
力
に
よ
っ
て
、
今
日
な
お
、
わ
れ
わ
れ
を
驚
倒
さ
せ
る
よ
う
な
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遺
物
を
与
え
た
諸
種
の
宮
殿
や
神
殿
や
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
や
巨
像
な
ど
が
造
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
…
…
要
す
る
に
、
労
苦
す
る
労
働
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て

　
　
生
き
る
生
活
収
入
が
一
、
二
少
数
者
の
手
に
集
中
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
こ
そ
、
か
よ
う
な
大
企
業
を
可
能
に
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
偏
。
そ
の

　
　
壮
大
さ
に
お
い
て
古
代
東
方
諸
国
の
記
念
物
に
劣
ら
な
い
わ
れ
わ
れ
の
古
代
の
古
墳
も
、
右
と
同
じ
過
程
と
機
構
を
通
じ
て
築
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ

　
　
ら
豪
族
の
社
会
組
織
に
は
英
雄
時
代
的
な
も
の
と
対
立
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
独
立
自
営
農
民
で
は
あ
っ
て
も
、
政
治
的
に
は
ま
っ
た
く
豪
族
に
隷
属
し

　
　
て
膨
大
な
倍
役
労
働
を
提
供
し
た
と
こ
ろ
の
農
民
層
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
後
略
）

　
す
な
わ
ち
、
古
墳
築
造
と
は
豪
族
に
隷
属
す
る
農
民
達
の
莫
大
な
労
働
奉
仕
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
専
制
君
主
が
多
数
の
大
衆
に
指

揮
命
令
す
る
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
の
産
物
と
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
莫
大
な
威
信
財
を
消
費
す
る
王
墓
は
ア
ジ
ア
世
界
の
み
で

見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
新
旧
大
陸
に
広
汎
に
分
布
す
る
人
類
史
的
な
遺
産
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
強
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
史

料
に
も
、
こ
の
よ
う
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
造
営
に
専
制
君
主
が
大
衆
を
強
制
労
働
さ
せ
た
証
拠
は
無
い
。
逆
に
、
民
族
誌
的
事
実
か
ら
類
推
す
る

な
ら
ば
、
神
格
化
さ
れ
た
王
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
社
会
成
員
に
と
っ
て
肉
体
的
労
苦
を
払
っ
て
で
も
見
返
り
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た

可
能
性
が
高
い
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
造
営
と
神
観
念
の
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
象
徴
的
な
記
述
が
、
奈
良
県
箸
墓
古
墳
と
藤

原
宮
造
営
に
あ
る
。
両
者
に
は
若
干
の
差
違
が
う
か
が
え
る
け
れ
ど
も
、
簡
単
に
言
及
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
箸
墓
古
墳
と
は
、
奈
良
県
桜
井
市
に
所
在
す
る
全
長
二
八
O
m
の
前
方
後
円
墳
で
あ
り
、
三
世
紀
中
葉
に
築
造
さ
れ
た
最
初
の
巨
大
前

方
後
円
墳
で
あ
る
こ
と
に
言
を
挨
た
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
崇
神
品
十
年
九
月
に
よ
る
と

　
是
の
後
に
、
倭
遊
遊
日
百
襲
姫
命
、
大
物
主
神
の
妻
と
爲
る
。
然
れ
ど
も
其
の
神
事
に
書
は
見
え
ず
し
て
、
夜
の
み
湿
す
。
（
中
略
）
髪
に
倭
　
遊
姫

命
仰
ぎ
見
て
、
悔
い
て
潜
居
。
落
居
、
此
を
ば
菟
岐
干
と
云
ふ
。
則
ち
箸
に
陰
を
撞
き
て
譲
り
ま
し
ぬ
。
乃
ち
大
蔵
に
葬
り
ま
つ
る
。
故
、
時
人
、
其
の

墓
を
號
け
て
、
箸
墓
と
謂
ふ
。
是
の
墓
は
、
日
は
人
作
り
、
夜
は
神
作
る
。
故
、
大
坂
山
の
石
を
運
び
て
造
る
。
則
ち
山
よ
り
墓
に
至
る
ま
で
に
、
入
民

相
踵
ぎ
て
、
手
遮
傳
に
し
て
運
ぶ
。
時
人
歌
し
て
曰
は
く
、

　
大
坂
に
纏
ぎ
登
れ
る
石
群
を
手
遮
傳
に
越
さ
ば
越
し
か
て
む
か
も
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つ
ま
り
、
古
墳
造
営
は
人
と
神
と
の
共
同
作
業
で
あ
り
、
古
墳
の
被
葬
者
は
神
で
は
な
く
神
と
人
と
を
繋
ぐ
巫
者
的
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
か
し
、
『
万
葉
集
』
に
記
さ
れ
た
「
藤
原
宮
役
畏
作
歌
」
の
場
合
は
、
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
や
す
み
し
し
　
わ
が
大
慰
　
高
照
ら
す
　
日
の
皇
子
　
あ
ら
妙
の
　
藤
原
が
う
へ
に
　
食
す
国
を
　
め
し
賜
は
む
と
　
み
あ
か
ら
は
　
高
知
ら
さ
む
と

　
　
神
な
が
ら
　
念
ほ
す
な
へ
に
　
天
地
も
　
よ
り
て
あ
れ
こ
そ
　
磐
ば
し
る
　
淡
海
の
国
の
　
衣
手
の
　
田
上
山
の
　
真
木
さ
く
　
檜
の
つ
ま
で
を
　
も
の

　
　
の
ふ
の
　
八
十
氏
河
に
　
玉
藻
な
す
　
浮
か
べ
流
せ
れ
　
そ
を
取
る
と
　
さ
わ
ぐ
御
民
も
　
家
忘
れ
　
身
も
た
な
し
ら
し
ず
鴨
じ
も
の
　
水
に
浮
き
ゐ

　
　
て
　
わ
が
作
る
　
日
の
御
門
に
　
知
ら
ぬ
国
　
よ
し
巨
血
道
よ
り
　
わ
が
国
は
　
常
世
に
な
ら
む
　
図
面
へ
る
　
く
す
し
き
亀
も
　
新
た
代
と
　
泉
の
河

　
　
に
　
持
ち
こ
せ
る
　
真
木
の
つ
ま
で
を
　
百
足
ら
ず
　
い
か
だ
に
作
り
　
の
ぼ
す
ら
む
　
い
そ
は
く
見
れ
ば
　
神
な
が
ら
な
ら
し

　
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
大
君
は
神
と
同
～
視
さ
れ
て
お
り
、
王
権
の
神
格
化
が
古
墳
時
代
よ
り
も
一
層
、
進
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち

ろ
ん
、
箸
墓
築
造
記
事
は
記
紀
編
纂
時
に
採
取
さ
れ
た
伝
承
だ
か
ら
、
史
実
を
ど
れ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a

け
反
映
し
た
か
は
検
討
を
要
す
る
け
れ
ど
も
、
古
墳
と
都
城
と
に
つ
い
て
、
若
干
の
差

は
あ
れ
社
会
の
神
観
念
と
の
関
係
に
お
い
て
、
本
質
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
こ
れ
ら
の
史
料
は
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
王
権
ど
神
観
念
の
関
係
は
、
歴
史
学
の
み
な
ら
ず
古
代
文
学
の
研
究
で
も
無
視
し
得

な
い
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
工
藤
隆
は
、
古
事
記
を
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
か
ら
採
集
し

た
神
話
や
歌
垣
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
口
承
伝
承
か
ら
紀
伝
体
の
歴
史
が
成
立
す
る
ま

で
の
変
．
遷
を
八
段
階
に
整
理
し
つ
つ
、
王
・
神
・
人
の
供
犠
と
贈
与
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
歴
史
を
生
み
出
す
ま
で
の
過
程
を
描
き
出
し
た
。
こ
れ
に
な
ら
っ
て
、
社
会
の
存
在

理
由
を
表
象
的
に
説
明
す
る
た
め
の
観
念
的
実
在
で
あ
る
神
観
念
と
、
王
お
よ
び
そ
の

依
代
と
な
る
入
物
（
巫
者
）
、
社
会
成
員
（
人
）
と
の
関
係
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に

神

IT

巫者

／．　T

人々

王権以前

図

L一J癌一1
　王と神の関係の進化模式図

（工藤2003（註③書）を一一部改変）
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国家形成のモニュメントとしての古墳（河野）

な
る
だ
ろ
う
（
第
一
図
）
。

　
a
．
王
権
成
立
以
前
は
王
が
お
ら
ず
、
巫
者
が
神
と
人
と
を
仲
介
し
て
い
る

　
b
．
王
権
の
初
期
に
は
王
が
巫
者
を
兼
ね
て
い
る
。

　
c
．
次
段
階
の
王
権
で
は
王
と
巫
者
と
が
機
能
分
化
し
、
神
と
の
交
流
が
職
掌
化
さ
れ
て
い
る
。

　
d
．
王
が
神
格
化
さ
れ
て
、
神
と
同
一
視
さ
れ
る
。

　
箸
墓
は
。
に
該
当
し
、
藤
原
宮
は
d
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
a
か
ら
d
は
発
展
段
階
と
し
て
必
ず
経
過
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
が
、

古
墳
と
都
城
と
で
は
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
埋
め
込
ま
れ
た
神
・
王
・
人
の
関
係
性
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ず
、
こ
こ
で
は
確
認
す
る

だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

①
　
石
母
田
正
「
古
代
貴
族
の
英
雄
時
代
」
（
『
石
母
田
正
義
山
嵐
邑
第
一
〇
巻
　
岩

　
波
書
店
）
一
九
八
九

②
内
山
進
門
古
代
日
本
に
お
け
る
門
祥
瑞
縣
i
万
葉
集
の
藤
原
宮
役
民
歌
の

第
三
章
　
前
方
後
円
墳
の
登
場
と
時
空
間
座
標
の
再
編

｝
　
出
　
現
　
前
　
夜

　
場
合
」
（
阿
東
ア
ジ
ア
日
本
語
教
育
・
碧
羅
文
化
研
究
㎏
九
　
束
ア
ジ
ア
日
本
語
教

　
出
月
・
門
口
本
文
化
研
究
瀞
ず
ム
耳
）
　
二
〇
〇
山
ハ

③
工
藤
隆
㎎
日
本
神
話
と
歌
の
国
家
』
勉
誠
出
版
二
〇
〇
三

　
前
方
後
円
墳
の
出
現
以
前
、
弥
生
時
代
に
お
け
る
墓
や
副
装
晶
に
表
出
さ
れ
た
有
力
集
団
墓
地
の
成
立
は
弥
生
時
代
前
期
末
の
北
部
九
州
に

あ
る
。
細
形
銅
剣
な
ど
の
武
器
形
青
銅
器
や
多
鉦
細
面
鏡
を
副
葬
し
た
福
岡
県
吉
武
高
木
遺
跡
が
そ
の
㎝
例
で
あ
る
が
、
首
長
墓
系
譜
が
構
成

さ
れ
、
か
つ
広
域
的
な
展
開
を
見
せ
る
の
は
弥
生
時
代
中
期
後
半
に
な
っ
て
か
ら
と
な
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
、
社
会
が
神
聖
王
権
の
段
階
に

入
っ
た
こ
と
の
証
左
と
み
、
弥
生
主
輪
と
名
付
け
て
お
き
た
い
。
弥
生
世
譜
の
例
と
し
て
は
、
福
岡
県
三
雲
南
小
路
遺
跡
・
同
須
玖
岡
本
遺
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跡
・
大
阪
府
加
美
遺
跡
Y
I
～
号
墓
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
背
景
に
は
、
紀
元
前
後
の
新
の
漢
王
権
纂
奪
と
そ
れ
に
伴
う
動
乱
を
契
機

と
し
た
過
剰
な
財
が
そ
れ
ま
で
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
喪
失
し
て
朝
鮮
半
島
や
日
本
列
島
各
地
域
に
不
均
質
に
流
入
し
た
こ
と
が
あ
る
。
財
の
不

均
等
な
蓄
積
を
契
機
と
す
る
社
会
の
不
均
衡
性
の
崩
壊
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
を
威
信
財
と
し
て
位
置
付
け
、
消
費
し
て
公
共
性
を
創
出

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
た
め
に
、
広
い
後
背
生
産
基
盤
を
持
つ
北
部
九
州
と
近
畿
に
、
社
会
の
犠
牲
者
と
し
て
の
王
（
巨
神
聖

王
）
が
擁
立
さ
れ
た
と
私
は
考
え
る
。
し
か
し
、
近
畿
に
お
い
て
は
弥
生
後
期
初
頭
に
は
自
然
環
境
の
激
変
と
後
漢
王
朝
を
後
ろ
盾
と
す
る
流

入
し
た
威
信
財
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
再
開
さ
れ
、
弥
生
後
期
前
半
に
は
社
会
の
均
衡
性
が
再
び
獲
得
さ
れ
た
た
め
に
、
王
気
築
造
の
展
開
は
目

立
た
な
く
な
る
。
こ
の
一
方
で
、
北
部
九
州
で
は
奴
図
面
の
福
岡
県
須
玖
岡
本
遺
跡
や
同
須
玖
坂
本
遺
跡
な
ど
で
青
銅
器
や
ガ
ラ
ス
生
産
な
ど

が
、
北
近
畿
で
も
京
都
府
奈
心
事
遺
跡
な
ど
に
お
い
て
、
玉
作
り
な
ど
の
初
期
威
信
財
生
産
が
継
続
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
少
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
王
権
の
領
域
内
で
は
生
産
で
き
ず
に
輸
入
し
た
威
信
財
（
H
非
生
産
型
威
信
財
）
と
生
産
型
威
信
財
に
よ
っ
て
副
葬
品
組
成
を
構
成
す
る
王
墓

が
、
後
期
前
半
に
お
い
て
も
福
岡
県
井
原
議
事
遺
跡
や
京
都
府
三
坂
神
社
墳
墓
群
な
ど
で
連
綿
と
築
造
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　
弥
生
後
期
後
半
に
な
る
と
、
北
東
ア
ジ
ア
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
の
過
剰
な
財
の
流
入
が
再
開
し
、
国
葬
墓
の
継
続
的
な
造
営
が
可
能
と
な
る
。

朝
鮮
半
島
の
原
三
国
時
代
の
初
頭
に
属
す
る
葦
原
茶
戸
里
墳
墓
群
が
そ
の
噛
矢
で
あ
り
、
金
海
曹
豊
里
墳
墓
群
や
大
成
洞
墳
墓
群
・
釜
山
老
圃

洞
墳
墓
群
・
慶
州
朝
陽
洞
墳
墓
群
な
ど
に
善
玉
墓
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
日
本
列
島
へ
も
玉
突
き
的
に
そ
の
影
響
は
波
及
し
て
、
一
定
の

幅
を
も
っ
た
線
的
か
つ
広
汎
に
車
懸
の
築
造
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
地
域
は
、
北
部
九
州
と
日
本
海
岸
、
北
近
畿
、
瀬
戸
内
東
部
、

近
畿
・
濃
尾
平
野
を
拠
点
と
し
た
帯
状
で
あ
る
（
第
二
図
）
。
す
な
わ
ち
、
弥
生
後
期
後
半
に
お
い
て
は
こ
の
一
連
の
帯
を
主
軸
と
し
て
威
信
財

の
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
、
厚
葬
墓
が
伝
播
・
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
厚
葬
墓
の
様
式
と
は
、
日
本
海
沿
岸
と
東
海
を
中
心
に

分
布
す
る
方
形
原
理
弥
生
墓
様
式
と
、
瀬
戸
内
沿
岸
・
東
海
に
分
布
す
る
円
形
原
理
弥
生
墓
様
式
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
墳

墓
の
外
形
の
差
違
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
徐
々
に
副
葬
品
に
お
い
て
も
質
的
な
差
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
お
り
、
様
式
差
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
。
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第2図　弥生時代の王墓にみる地域間関係
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二
　
前
方
後
円
墳
の
発
生

　
古
墳
前
期
初
頭
（
三
世
紀
中
葉
）
に
は
、
大
和
盆
地

東
南
部
に
最
初
の
前
方
後
円
墳
が
発
生
す
る
。
こ
の
中

に
は
、
前
方
部
が
伸
張
し
た
箸
墓
類
型
の
前
方
後
円
墳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
短
小
な
纏
向
型
前
方
後
円
墳
の
二
者
が
あ
り
、
奈
良

県
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
の
調
査
に
よ
っ
て
、
両
者
の
埋
葬
様

式
の
差
違
が
か
な
り
明
確
化
し
て
き
た
（
笙
二
図
）
。
こ

の
時
期
の
前
方
後
円
墳
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
、
前
方

後
円
墳
は
段
築
・
長
大
な
竪
穴
罐
石
榔
・
割
竹
形
木

棺
・
葺
石
と
埴
輪
な
ど
を
も
ち
、
定
型
化
し
た
形
で
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

生
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
日
本
列

島
の
王
墓
で
あ
る
前
方
後
円
墳
は
、
墳
丘
・
埋
葬
施

設
・
副
装
品
に
各
々
、
比
較
考
古
学
的
な
視
点
か
ら
の

特
質
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
墳
丘
で
は
、
墳
丘
築
造
が

埋
葬
施
設
造
営
に
先
行
し
、
墳
丘
設
計
図
が
他
の
古
墳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
共
有
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
王
と
諸
王
と
の

間
で
墳
丘
型
式
の
共
有
が
あ
り
、
旧
大
陸
の
王
墓
の
よ

う
に
王
の
中
の
王
の
み
が
特
別
な
埋
葬
様
式
を
保
持
し

ノムギ賓墳

　コ　　　コ　ハ

6勝由古墳

i露xax，

10マバカ古墳

甜嫁
　
　
’

7

1

箸
墓
古
墳

　　　　　　　　　　　　鰹働押嘲鱒

3鵜墳略購12黒鷺沢13顯㌶沢・一。・

　　　　　　　　　　　　　第3図　奈良盆地の発生期の前方後円墳

（橋本輝彦「出現期前方後円墳に見る大和と瀬戸内」（『日本考古学協会愛媛大会資料』日本考古学協

会）2006より）

44　（44）



国家形成のモニュメントとしての古墳（河野）

て
い
る
わ
け
で
は
無
い
。
次
に
埋
葬
施
設
に
お
い
て
は
、

北
頭
位
を
志
向
し
、
遺
骸
は
埋
葬
施
設
の
中
で
密
閉
さ
れ
、

埋
葬
儀
礼
は
儀
礼
に
参
加
で
き
る
人
数
が
制
限
さ
れ
た
聖

　
　
　
　
　
　
　
⑥

域
と
な
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
弥
生
墓
か
ら
の
伝
統
で
あ

っ
た
も
の
が
、
前
方
後
円
墳
の
登
場
と
供
に
様
式
化
さ
れ

た
儀
礼
と
し
て
い
っ
そ
う
過
剰
に
な
っ
た
も
の
と
位
置
付

け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
副
葬
品
で
は
、
古
墳
出
現
前
夜
の
各

地
域
で
先
行
し
た
要
素
を
組
み
合
わ
せ
、
新
し
い
埋
葬
様

式
に
統
合
さ
れ
る
点
で
あ
る
（
第
四
図
）
。
こ
れ
ら
、
従
前

の
葬
制
が
再
構
成
さ
れ
た
結
果
と
し
て
新
し
く
創
出
さ
れ

た
古
墳
の
儀
礼
は
、
弥
生
墓
で
見
ら
れ
た
方
形
原
理
お
よ

び
円
形
原
理
の
地
域
へ
と
覆
い
か
ぶ
さ
る
形
で
全
国
へ
波

及
し
て
い
き
、
列
島
各
地
の
地
域
性
が
払
拭
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

三
　
前
方
後
円
墳
の
全
国
波
及

　
古
墳
前
期
後
半
に
は
、
大
和
で
完
成
し
た
大
型
前
方
後

円
墳
が
全
国
各
地
へ
と
日
本
海
岸
・
瀬
戸
内
・
東
海
お
よ

び
東
山
道
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
伝
播
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、

〈墳丘〉

①墳丘先行

②設計図の共有
くt里葬五蓮言≦ヒ〉

③乖頭位志向

④遣骸の密封と儀礼の穣匿

⑤墳丘に比較して狸葬施設の大きさが小さい

く構成要素〉

⑥各地域で先行する要素を複含有に組み繕わせたもの

・方形原理＝環日本海交流

・円形原理＝環瀬戸内交流

反
復
的
な
財
の

、
学
費
シ
ズ
テ
ム

　　　　　　　　　旧　　欄　　　　　　　　脚　醐　　　　　　　胴　煽　　　　　隔　顧　　　　繍　鳳　　縢　鷺　胴　闇隅　醐

－
－
…
神
…
－
』

頷腹
成

謝
完

蒼古

厳
本
列
島

「
l
I
1
1
霧
塞
　
匪
　
I
　
I
　
I
　
I
」

流入

　
　
　
　
　
思
想

　
財工

」
■
」

①中国鏡

②鉄製品

③朱

Je
@　　　l　Li露顕＿」

　　　　　　　　　　Lme　隅　襯　欄　欄　欄　欄　欄　鵜　隅　隅　鱒　＿　齢　　鞘　　撒

第4図　前方後円墳の成立にみる地域間および対外関係

④三段築成

㊧北i須位

⑥密封
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丹
後
半
島
の
京
都
府
網
野
銚
子
山
古
墳
や
西
濃
地
域
の
岐
阜
県
懸
道
長
塚
古
墳
・
昼
飯
大
塚
古
墳
、
下
総
の
千
葉
県
手
古
塚
古
墳
な
ど
に
、
い

わ
ゆ
る
「
畿
内
型
古
墳
」
が
登
場
す
る
の
も
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
全
国
波
及
に
よ
っ
て
弥
生
墓
と
前
方
後
円
墳
の
儀
礼
の
質
的
な

隔
絶
性
が
明
確
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
弥
生
墓
に
お
い
て
は
、
中
国
か
ら
の
財
・
思
想
を
列
島
内
の
要
素
と
複
合
す
る
こ
と
で
、
国
内
に
流
入
す

る
外
部
威
信
の
表
象
で
あ
る
財
を
反
復
的
に
消
費
す
る
社
会
的
な
シ
ス
テ
ム
を
創
り
上
げ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
円
形
原
理
と
方
形
原
理
と
い
っ

た
弥
生
墓
の
地
域
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
土
台
と
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
死
生
観
の
革
新
が
背
景
に
は
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
弥
生
王
墓
で
は
、
王
の
死
後
、
そ
の
復
活
を
試
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
に
埋
葬
さ
れ
、
祓
い
・
喫
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
終

了
す
る
一
連
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
古
墳
の
儀
礼
で
は
、
そ
れ
を
次
王
に
よ
る
大
嘗
祭
儀
礼
と
し
て
変
質
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
数
次
に

わ
た
り
埋
葬
後
に
も
継
続
し
て
墓
前
儀
礼
が
次
王
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
も
祓
い
と
喫
と
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
と
い
っ
た
差
違
が
認
め
ら
れ
る

（
第
五
図
）
。
こ
の
背
景
に
は
、
何
人
も
王
の
遺
骸
を
侵
し
て
は
な
ら
ず
、
葬
送
儀
礼
は
社
会
成
員
の
大
部
分
の
目
か
ら
隠
さ
れ
た
形
で
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
弥
生
新
墓
以
来
の
王
の
遺
骸
の

　
　
　
　
　
⑦

不
可
侵
の
原
則
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
王
は
死
後
に
古
墳

を
入
り
口
と
す
る
海
上
他
界
へ
姿
形
を
保
っ
た
ま
ま
、
死
出
の

旅
路
に
就
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
た

め
に
も
遺
骸
の
殿
損
は
極
力
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

だ
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
古
墳
時
代
中
期
後
半
の
畿
内
系
横
穴

式
石
室
の
導
入
に
よ
っ
て
こ
の
観
念
は
否
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

北
部
九
州
の
弥
生
時
代
の
斗
升
墓
か
ら
継
承
さ
れ
た
こ
の
他
界

観
は
、
前
期
古
墳
で
も
南
海
産
貝
輪
・
腕
輪
形
石
製
品
な
ど
の

　
　
　
　
　
⑧

形
で
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
北
部
九
州
で
は
福
岡
県
珍
敷
塚
古
墳

　　正
　　9

　　g

簾
　　1

團　　
占

　　聾

　，

瓠生王茎で
の葬送骸礼
（単発的な賜の

消費）

　　　王
@　　毘

@　　↓

@　　簾　　　↓

｣
納
い
　
　
　
い
櫻
　
　
　
鞍

盗
鍮
位

共着され

髑ｼ界観

③②①
柱ｭ海
乱瘴繼
Vの他
[手
D侵

↓
謬
1
馨

地方への伝指

古墳儀礼複合の創出
ｼ嬢的な賜の消費）

第5図　埋葬儀礼の過程と機能の変化
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や
熊
本
県
弁
慶
ヶ
穴
古
墳
な
ど
の
装
飾
古
墳
モ
チ
ー
フ
な
ど
に
も
痕
跡
と
し
て
残
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

四
　
神
聖
王
権
と
し
て
の
古
墳
時
代
社
会
モ
デ
ル

国家形成のモニュメントとしての古墳（河野）

　
さ
て
、
弥
生
～
古
墳
時
代
を
王
墓
の
成
立
と
変
質
と
を
鍵
と
し
て
見
た
時
に
は
、
考
古
学
的
諸
要
素
の
諸
要
素
の
消
長
に
基
づ
く
の
と
は
別

の
時
代
認
識
に
基
づ
い
た
区
分
原
理
を
議
論
す
る
こ
と
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
元
来
、
過
去
に
は
古
墳
時
代
は
二
期
区
分
か
三
期
区
分
か
論

争
を
み
た
経
緯
が
あ
り
、
古
墳
文
化
を
実
体
と
し
て
の
社
会
の
文
化
と
同
一
視
す
る
三
期
区
分
（
前
・
中
・
後
期
）
に
落
ち
着
い
た
。
し
か
し
、

前
方
後
円
墳
の
消
長
よ
り
も
厚
葬
さ
れ
た
特
定
個
人
墓
の
登
場
か
ら
消
滅
の
方
が
、
よ
り
包
括
的
な
歴
史
的
過
程
を
持
っ
て
い
る
と
私
は
考
え

る
。
以
前
、
日
本
列
島
に
弥
生
王
墓
が
登
場
す
る
弥
生
中
期
後
半
か
ら
前
方
後
円
墳
発
生
ま
で
を
初
期
王
権
、
前
方
後
円
墳
発
生
か
ら
畿
内
系

横
穴
式
石
室
が
登
場
す
る
ま
で
を
「
盛
期
王
権
」
、
畿
内
系
横
穴
式
石
室
が
列
島
に
波
及
し
て
古
墳
の
規
模
縮
小
に
拍
車
が
か
か
っ
て
く
る
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

期
を
「
末
期
王
権
」
と
区
分
す
る
こ
と
を
提
唱
し
、
初
期
・
盛
期
王
権
を
「
倭
王
権
」
、
末
期
王
権
を
「
倭
国
」
と
し
て
、
末
期
王
権
段
階
こ

そ
が
ク
ラ
ッ
セ
ン
お
よ
び
ス
カ
ル
ニ
ッ
タ
が
提
唱
し
た
「
初
期
国
家
」
概
念
の
特
徴
と
合
致
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
る
（
第
六
図
）
。

王
権
が
萌
芽
す
る
初
期
王
権
で
は
富
の
破
壊
の
た
め
に
共
爵
号
首
長
が
選
別
さ
れ
た
が
、
前
方
後
円
墳
の
発
生
以
降
に
は
、
神
と
交
流
し
、
財

を
反
復
的
に
消
費
す
る
た
め
の
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
神
聖
王
権
的
な
社
会
組
織
が
一
層
強
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。
こ
の
段
階
の
社
会

構
造
は
、
支
配
共
同
体
と
農
業
共
同
体
と
に
分
離
さ
れ
、
支
配
共
同
体
間
は
亙
酬
交
換
、
支
配
共
同
体
と
農
業
共
同
体
と
の
問
は
再
分
配
構
造

に
よ
っ
て
財
の
物
流
構
造
が
確
保
さ
れ
る
。
王
と
神
観
念
お
よ
び
盈
者
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
王
権
の
形
成
と
の
対
応
を
図
式
的
に
ま
と
め
て

み
た
い
。

　
ま
ず
、
王
が
巫
者
を
兼
ね
て
い
る
段
階
と
し
て
の
初
期
王
権
は
弥
生
中
期
後
半
の
弥
生
王
春
か
ら
発
生
期
の
前
方
後
円
墳
ま
で
が
該
当
す
る
。

こ
の
段
階
で
滑
落
の
被
葬
者
は
非
生
産
型
威
信
財
の
消
費
を
目
的
と
し
て
社
会
か
ら
選
別
（
聖
別
）
さ
れ
た
犠
牲
者
と
し
て
筆
遣
付
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
特
定
個
人
墓
と
し
て
共
同
墓
地
か
ら
飛
び
出
さ
な
い
事
例
か
ら
、
共
同
体
首
長
が
兼
ね
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
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年代 B，C，　A．D．

五胡＋六鰹　　　　北魏
中国王朝 立 後漢

魏・

瑯
西
習 東習　　　　宋　南斉　　梁　　陳

隔

朝鮮半島 　　　　?繊塵：雛鼻繋難灘
＝…＝き三；襯＝1＄1；紬i：；；三∫…欝蒲耶凝聯…；i：蛾制‘…；三：三言縦言…糊暇暮ξ詫競

王極の区分 初期王権 盛期王権 末期王権

経済システム 威信財経済 再分配経済

王
墓

二三言…ミi；三二…：…＝≡；三：i；：・

｣戸内東部

・．し

・一蝌a輔部大和北部　和泉北部
@　　　　　　　　　　（百舌鳥）

@　　　　　　　　大和北部

神
　
　
　
　
翌
　
　
　
　
王

生
巌
型

画文幣神獣鏡；きi：；：；；醤 一＝角縁神獣鏡　　画文帯紳獣鏡ほか

重
工

一13三：i；一団…凝皐…ミ

@胸飾頚　　御金鼻など

イデオ

鴻Mー
黎層王朝 南朝

王
墓

㌶；1綜1箋…‘i：三星神…歌紳…；紳遮沸…：…ま縮…；…ま神

@　　　　　北部九朔

@　　齢…＊毅麟；i；続きi；三匿紳隷三＝三巴…研謬三ミ零…＝；；1競＊醤‘綜

@　　　　　由陰・近畿北部・牝陸西部

大和西南部

皷ﾍ内中部（古市）
趣三鰍継体）

世
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第6図倭王権の構造

た
。
ま
た
、
九
州
南
部
や
東
北
南
部

な
ど
の
非
古
墳
文
化
と
の
間
に
は
、

接
触
領
域
が
形
成
さ
れ
て
交
易
拠
点

が
登
場
し
、
交
易
（
仲
介
）
者
が
存

ル
ー
）
。
と
同
時
に
階
層
的
に
再
分

配
さ
れ
る
生
産
型
威
信
財
は
、
埋
葬

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
変
質
を
も
た
ら
し

つ
づ
い
て
、
盛
期
王
権
の
段
階
で
は
、

王
と
巫
者
と
が
機
能
分
化
し
て
神
と

の
交
流
が
職
掌
化
さ
れ
、
結
果
的
に

儀
礼
は
様
式
化
し
、
全
国
的
に
波
及

す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
多
く

の
前
方
後
円
墳
（
1
1
首
長
墓
）
系
列

を
生
み
出
し
た
背
景
で
あ
り
、
そ
れ

を
表
象
し
た
他
界
観
が
広
域
的
に
共

有
さ
れ
た
。
こ
の
盛
期
王
権
段
階
で

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
生
産
拠
点
内

部
で
渡
来
工
人
が
主
導
し
た
副
葬
品

生
産
が
実
施
さ
れ
る
（
第
七
図
モ
デ
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在
す
る
よ
う
に
な
る
（
第
七
図
モ
デ
ル
2
）
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
巨
大
な
前
方
後
円
墳
が
境
界
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
築
造
さ
れ
る
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
。
こ
の
よ
う
な
境
界
の
誕
生
も
、
古
代
国
家
へ
と
継
承
さ
れ
る
領
域
支
配
の
前
提
が
据
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
第
七
図
）
。

国家形成のモニュメントとしての古墳（河野）

■
團
　
　
　
　
　
飾

生産拠点中
継
難
山

蟹
藏
信
財

理葬イチオロギー

@再離縁

@　　』1悪晶供霜

豊璽　　　墓地

モ
デ
ル
ー
　
中
心

　　　　　交鳥拠点　　　　　　　　交易者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ランFマーク〔生産拠点．］

モ
デ
ル
2
　
境
界

A口

農

市

モ
デ
ル
3
　
倭
の
社
会
構
造
モ
デ
ル

第7図　古墳時代の社会モデル

①
生
産
型
威
信
財
と
非
生
産
型
威
信
財
の
定
義
に
つ
い
て
は
、

　
河
野
一
隆
「
副
葬
品
生
産
流
通
シ
ス
テ
ム
論
一
畳
威
信
財
消
費
型
経
済
シ
ス
テ

　
ム
の
提
唱
」
（
『
中
期
古
墳
の
展
開
と
変
革
I
l
五
世
紀
に
お
け
る
政
治
的
・
社
会

　
的
変
化
の
具
体
相
（
一
）
』
第
四
四
回
埋
蔵
文
化
財
研
究
集
会
　
埋
蔵
文
化
財
研

　
究
会
）
一
九
九
八

②
河
野
一
隆
「
ク
ニ
の
誕
生
－
1
畿
内
の
政
体
分
析
の
構
造
分
析
か
ら
見
た
倭
王

　
権
の
変
遷
過
程
」
（
『
三
世
紀
の
ク
ニ
グ
ニ
』
考
古
学
研
究
会
岡
山
例
会
第
五
回
シ

　
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
考
古
学
研
究
会
）
二
〇
〇
〇

③
北
條
芳
隆
「
前
方
後
円
墳
と
倭
王
権
」
（
北
條
芳
隆
・
村
上
恭
通
・
溝
口
孝
司

　
『
古
墳
時
代
像
を
見
な
お
す
　
成
立
過
程
と
社
会
変
革
』
青
木
書
店
）
二
〇
〇
〇

④
近
藤
義
郎
『
前
方
後
円
墳
の
時
代
』
岩
波
書
店
一
九
八
五

⑤
岸
本
直
文
「
前
方
後
円
墳
築
造
規
格
の
系
列
」
（
『
考
古
学
研
究
』
第
三
九
巻
第
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二
号
　
考
古
学
研
究
会
・
考
古
学
研
究
会
編
集
委
員
会
）
｝
九
九
二

⑥
こ
れ
は
複
次
葬
を
可
能
と
す
る
埋
葬
施
設
の
採
用
と
密
接
に
関
連
す
る
と
考
え

　
ら
れ
る
。
棉
岡
県
平
原
一
号
墓
・
島
根
県
牛
店
三
号
墓
で
は
埋
葬
施
設
の
上
部
に

　
建
物
跡
が
検
出
さ
れ
、
埋
葬
に
先
立
っ
て
残
の
よ
う
な
埋
葬
前
儀
礼
が
実
施
さ
れ

　
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
竪
穴
系
埋
葬
施
設
を
採
用
す
る
前
期
古
墳
で
も
、

　
埋
葬
施
設
の
周
囲
に
方
形
埴
輪
列
が
囲
み
、
か
つ
埋
葬
後
に
は
被
葬
者
の
姿
形
を

　
目
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
と
い
う
構
造
と
な
る
。
し
か
し
、
横
穴
式
石
室

　
が
導
入
さ
れ
た
以
後
に
は
、
会
葬
者
は
墓
室
に
入
る
た
び
に
先
行
す
る
被
葬
者
を

　
視
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
世
代
を
越
え
た
儀
礼
が
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
結
果
的
に
は
、
横
穴
系
埋
葬
施
設
よ
り
も
埋
葬
儀
礼
参
加
者
の
数
は
、
竪
穴
系
埋

　
葬
施
設
に
比
べ
る
と
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑦
橋
口
達
也
「
甕
棺
と
弥
生
晴
代
年
代
論
臨
雄
山
閣
こ
○
〇
五

　
こ
の
中
で
、
箋
韓
の
採
用
の
背
景
に
は
遣
骸
の
よ
り
良
い
保
持
を
行
な
い
、
再
生

　
を
願
う
観
念
が
あ
っ
た
可
能
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
三
一
頁
）
。

⑧
古
墳
時
代
に
海
上
他
界
観
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
辰
巳
和
弘
『
古

　
墳
の
思
想
－
象
徴
の
ア
ル
ケ
攣
目
ジ
i
臨
（
白
水
社
　
二
〇
〇
二
）
に
詳
述
さ

　
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
舟
葬
遺
構
と
貝
輪
な
ら
び
に
腕
輪
形
石
製
品
の
剛
葬

　
で
あ
り
、
そ
の
系
譜
は
弥
生
時
代
の
甕
棺
墓
に
南
海
産
貝
輪
が
副
葬
さ
れ
て
い
る

　
事
実
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
福
騰
県
沖
ノ
島
、
三
重
県
神
島

　
な
ど
の
古
墳
時
代
の
島
の
祭
祀
遺
跡
の
登
場
も
、
海
上
他
界
観
が
残
存
し
て
い
た

　
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

⑨
河
野
一
隆
「
刺
激
伝
播
と
国
際
秩
序
i
倭
王
権
形
成
過
程
二
つ
の
画
期

　
一
」
（
『
考
古
学
研
究
㎏
第
四
八
巻
第
二
号
考
古
学
研
究
会
）
二
〇
〇
【

⑩
　
河
蟹
一
縫
門
倭
王
権
の
領
域
構
造
」
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
郷
国
家

　
形
成
の
比
較
研
究
』
学
生
社
〉
こ
○
〇
五

se　（so）

第
四
章
　
古
墳
時
代
の
内
的
・
外
的
な
交
流

　
財
の
移
動
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
交
流
の
様
態
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
古
墳
時
代
の
交
流
に
は
、
対
中
国
交
流
と
、
対
朝
鮮
半
島
交
流
の

二
者
が
あ
る
。
古
墳
時
代
の
対
朝
鮮
半
島
交
流
に
は
、
朝
鮮
半
島
西
海
岸
と
東
南
部
か
ら
対
馬
・
壱
岐
（
海
北
道
中
）
を
経
て
博
多
湾
へ
と
到

達
す
る
ル
ー
ト
お
よ
び
、
沿
海
州
や
朝
鮮
半
島
北
東
部
か
ら
直
接
日
本
海
岸
へ
と
到
達
す
る
ル
ー
ト
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
前
者
は
白
井
克
也
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

提
唱
し
た
勒
島
貿
易
・
原
ノ
辻
貿
易
・
博
多
湾
貿
易
の
貿
易
拠
点
の
変
遷
が
あ
り
、
久
住
猛
雄
が
分
析
を
深
化
さ
せ
た
よ
う
に
、
古
墳
時
代
前

半
に
は
博
多
湾
沿
岸
が
物
資
の
集
積
地
で
あ
り
、
交
易
拠
点
と
し
て
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
か
な
り
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
一
方
、
古
墳
副
葬

品
か
ら
朝
鮮
半
島
と
の
交
渉
に
迫
る
研
究
も
進
め
ら
れ
て
き
た
。
大
和
北
部
の
佐
紀
盾
列
古
墳
群
の
台
頭
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
副
葬
品
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

お
け
る
鉄
製
贔
の
比
重
が
高
ま
り
、
そ
の
背
景
に
は
金
蘭
心
密
を
窓
口
と
し
た
畿
内
内
部
の
政
権
交
代
を
想
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
さ
ら
に
、



国家形成のモニュメントとしての古墳（河野）

金
鶏
加
耶
滅
亡
後
の
五
世
紀
に
あ
っ
て
は
、
日
本
列
島
側
の
古
市
・
百
舌
鳥
古
墳
群
の
造
営
主
体
お
よ
び
吉
備
や
日
本
海
岸
諸
地
域
と
、
朝
鮮

半
島
側
の
大
指
耶
を
中
心
と
す
る
加
算
連
合
諸
国
、
こ
の
両
者
間
で
の
密
接
な
対
外
交
渉
ル
ー
ト
が
確
立
さ
れ
、
日
本
列
島
側
に
と
っ
て
は
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

世
紀
に
は
対
百
済
交
渉
へ
と
シ
フ
ト
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
古
墳
時
代
の
中
国
交
流
を
示
す
も
の
は
、
弥
生
時
代
か
ら
継
続
す
る
鏡
の
副
葬
は
書
う
ま
で
も
な
い
。
前
方
後
円
墳
の
発
生
に
伴
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

定
期
的
に
中
国
へ
と
朝
貢
し
て
冊
封
を
受
け
、
鏡
が
威
信
財
と
し
て
日
本
列
島
各
地
へ
配
布
・
副
葬
さ
れ
た
事
実
は
社
会
の
複
雑
化
が
一
層
進

展
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
前
期
半
ば
以
降
に
な
る
と
奈
良
県
新
山
古
墳
や
兵
庫
県
行
者
塚
古
墳
な
ど
で
副
葬
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
西
晋
製
の
竪
文
透
彫
帯
金
具
や
、
中
期
中
葉
以
降
に
副
葬
が
顕
著
と
な
る
神
人
画
像
鏡
や
画
文
帯
同
向
式
神
鼻
鏡
お
よ
び
、
大
阪
府
高
井
田

山
古
墳
や
福
岡
県
塚
堂
古
墳
な
ど
で
見
ら
れ
た
火
慶
斗
な
ど
、
対
朝
鮮
半
島
交
渉
と
比
較
し
て
も
部
分
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

入
手
の
背
景
は
中
国
の
特
定
地
域
と
の
交
易
だ
っ
た
の
か
、
中
国
王
朝
と
倭
王
朝
と
の
王
朝
問
の
関
係
だ
っ
た
の
か
を
も
議
論
す
る
た
め
に
は
、

さ
ら
な
る
資
料
の
増
加
も
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
予
察
を
述
べ
る
な
ら
、
横
穴
式
石
室
の
系
譜
論
の
深
化
に
と
も
な
っ
て
、
古
墳
時
代
中
期
末

以
降
、
畿
内
型
石
室
と
し
て
波
及
す
る
こ
と
に
な
る
右
片
袖
石
室
は
百
済
を
経
由
し
て
ま
ず
畿
内
に
影
響
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
の
源
流
は
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

朝
（
中
国
）
南
部
に
求
め
ら
れ
る
（
第
八
図
）
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
と
系
譜
的
に
異
な
っ
た
構
造
を
持
つ
九
州
系
横
穴
式
石
室
は
、

直
接
的
な
源
流
が
長
ら
く
不
明
で
あ
っ
た
。
近
年
、
和
田
晴
吾
は
近
畿
の
「
閉
じ
ら
れ
た
棺
」
と
は
対
照
的
な
、
九
州
の
「
開
か
れ
た
棺
」
が

北
魏
の
棺
床
墓
と
共
通
す
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
北
朝
か
ら
高
句
麗
を
経
由
し
て
北
部
九
州
に
「
開
か
れ
た
棺
」
の
観
念
が
影
響
を
与
え
た

　
　
　
　
⑧

こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
た
、
「
南
朝
i
百
済
－
畿
内
」
と
「
北
朝
－
高
句
麗
－
九
州
」
と
い
う
基
層
的
な
二
つ
の
地
域
軸
は
、

東
ア
ジ
ア
（
極
東
文
明
）
の
長
期
持
続
的
な
史
観
を
拓
く
も
の
と
私
は
考
え
て
い
る
。
す
で
に
古
墳
時
代
に
お
け
る
北
朝
系
文
物
の
流
入
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
て
は
、
言
様
祐
輔
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
が
、
埋
葬
施
設
と
副
葬
晶
と
を
繋
ぐ
整
合
的
な
理
論
構
築
と
地
域
間
関
係
の
評
価
が
今

後
、
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
古
墳
時
代
の
交
易
拠
点
は
、
対
外
的
な
窓
口
と
国
内
の
沿
岸
交
流
の
拠
点
と
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
現
在
、
対
外
交
渉
の
窓
口
と

51 （51）



し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
地
域
は
博
多
湾
（
第
九
図
）
と
河
内
潟

（
第
一
〇
図
）
で
あ
り
、
国
内
地
域
に
繋
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
結

節
点
と
重
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
博
多
湾
で
は
交
易
的
機
能
の

強
い
港
湾
機
能
を
兼
ね
た
都
市
（
前
原
市
潤
地
頭
給
遺
跡
・
福
岡
市
今

宿
五
郎
江
遺
跡
・
同
西
新
町
遺
跡
・
同
博
多
遺
跡
群
）
と
政
治
的
機
能
の

強
い
都
市
（
前
原
市
三
雲
遺
跡
・
福
岡
市
比
恵
那
珂
遺
跡
群
）
と
が
あ
る
。

一
方
、
後
者
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
渡
来
人
が
集
住
し
た
難
波
と
飛

鳥
と
が
、
交
易
的
機
能
、
政
治
的
…
機
能
を
分
担
し
、
都
市
的
な
景
観

が
各
々
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
後
の
複
都
制
と
い
う
ほ
ど
、

整
備
さ
れ
た
あ
り
方
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
古
墳
時
代
中
期
に

は
後
の
畿
内
制
に
先
行
す
る
よ
う
な
生
産
－
消
費
の
拠
点
が
密
接
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

連
携
す
る
地
域
構
造
が
萌
芽
し
て
、
弥
生
時
代
の
よ
う
な
集
約
性
の

高
い
衛
星
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
機
能
分
化
が
進
ん
だ
都
市
構
造
へ

の
移
行
が
始
ま
っ
て
い
た
と
私
は
考
え
る
。
ま
た
、
須
恵
器
や
玉
作

り
な
ど
の
専
業
的
な
手
工
業
生
産
が
付
随
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
、

政
治
・
経
済
的
な
地
域
間
分
業
に
よ
っ
て
集
約
性
を
高
め
る
地
域
構

造
は
、
す
で
に
古
墳
時
代
中
期
に
は
確
立
さ
れ
た
形
で
現
出
し
て
い

　
　
　
　
　
⑪

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
国
内
交
通
の
拠
点
（
い
わ
ゆ
る
市
）
の
実
体
に
つ
い
て
は
、

北朝

～
　
朝

ノ
　
南

　
／

第8図　中国南朝との交流
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第10図　畿内の交易拠点と都市
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分
か
ら
な
い
点
が
ま
だ
ま
だ
多
い
。
古
く
か
ら
森
浩
一
が
日
本
海
岸
の
古
墳
分
布
が
地
勢
的
に
潟
湖
の
部
分
に
見
ら
れ
る
点
を
重
視
し
て
、
沿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

岸
の
港
を
繋
ぐ
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
想
定
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
西
濃
や
上
毛
野
で
は
東
山
道
交
通
の
要
衝
に
古
墳
が
築
造
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
と
も
、
古
く
か
ら
注
意
さ
れ
て
き
た
。
律
令
制
下
の
交
通
路
整
備
を
視
野
に
入
れ
た
古
墳
時
代
の
交
通
路
研
究
は
未
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

①
白
井
克
也
「
勒
島
貿
易
と
原
の
辻
貿
易
－
粘
土
帯
土
器
・
三
韓
土
器
・
楽
浪

　
土
器
か
ら
み
た
弥
生
時
代
の
交
易
1
」
（
璽
第
四
九
圓
埋
蔵
文
化
財
研
究
集
会

　
弥
生
時
代
の
交
易
i
モ
ノ
の
動
き
と
そ
の
担
い
手
t
誌
埋
蔵
文
化
財
研
究
会

　
第
四
九
回
研
究
集
会
実
行
委
員
会
）
二
〇
〇
　

②
久
住
猛
雄
「
「
博
多
湾
貿
易
」
の
成
立
と
解
体
扁
（
『
考
古
学
研
究
』
第
五
三
巻

　
第
四
号
）
二
〇
〇
七

③
福
永
伸
哉
『
三
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究
』
大
阪
大
学
出
版
会
二
〇
〇
五

④
高
橋
濫
訴
『
金
工
技
術
か
ら
み
た
倭
王
権
と
古
代
東
ア
ジ
ア
蝕
平
成
一
六
一
一

　
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
C
）
成
果
報
告
書
　
一
一
〇
〇
七

⑤
灘
崎
正
彦
「
年
号
鏡
そ
の
他
一
…
古
墳
出
現
年
私
考
の
控
え
扁
（
『
日
韓
古
墳
時

　
代
の
年
代
観
轍
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
韓
国
国
立
釜
山
大
学
校
博
物
館
）
二
〇

　
〇
六

⑥
小
林
行
雄
「
倭
の
五
王
の
時
代
」
（
隅
日
本
書
紀
研
究
撫
第
二
輯
）
㎝
九
六
皿

⑦
河
野
一
隆
「
右
片
袖
の
思
想
」
（
魍
古
代
學
協
會
四
国
支
部
第
九
回
徳
島
大
会
資

　
料
』
）
【
九
九
五

⑧
和
田
懸
念
贋
東
ア
ジ
ア
の
「
開
か
れ
た
棺
」
」
（
『
渡
来
遺
物
か
ら
み
た
古
代
日

　
韓
交
流
の
考
古
学
的
研
究
騙
）
二
〇
〇
七

⑨
桃
崎
祐
輔
「
日
本
列
島
に
お
け
る
騎
馬
文
化
の
受
容
と
拡
散
－
殺
馬
儀
礼
と

　
初
期
馬
具
の
拡
散
に
見
る
慕
容
鮮
卑
・
朝
鮮
三
国
伽
耶
の
影
響
一
」
（
噸
渡
来
文

　
化
の
受
容
と
展
開
－
五
世
紀
に
お
け
る
政
治
的
・
社
会
的
変
化
の
具
体
相

　
（
二
）
一
熱
埋
蔵
文
化
財
研
究
会
）
一
九
九
九

⑩
鼎
坐
仁
志
「
倭
王
権
と
文
物
・
祭
式
の
流
通
偏
（
『
国
家
形
成
の
比
較
研
究
京

　
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
共
同
研
究
報
告
臨
学
生
社
）
二
〇
〇
五

⑪
花
田
勝
弘
「
倭
政
権
と
鍛
冶
工
募
」
（
『
考
古
学
研
究
瞼
第
三
六
巻
第
三
暑
）
一

　
九
八
九

⑫
森
浩
一
『
古
代
の
日
本
海
諸
地
域
1
そ
の
文
化
と
交
流
』
小
学
館
～
九

　
八
四

⑬
　
赤
塚
次
郭
「
野
の
国
縁
起
扁
（
噸
花
園
史
学
』
第
八
号
）
～
九
八
七
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第
五
章
　
古
墳
時
代
中
期
の
大
変
革

　
古
墳
時
代
中
期
（
五
世
紀
）
に
は
、
渡
来
人
に
よ
る
威
信
財
・
必
需
品
生
産
の
大
き
な
変
革
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
。

そ
の
内
容
を
纏
め
る
な
ら
、
渡
来
系
技
術
の
導
入
に
よ
る
高
加
熱
制
御
技
術
（
轡
窯
焼
成
・
竃
の
普
及
）
お
よ
び
金
工
技
術
（
熱
間
お
よ
び
冷
間
鍛

造
）
の
普
及
に
よ
る
生
産
型
威
信
財
の
多
元
的
な
生
産
お
よ
び
威
信
財
の
階
層
的
保
有
の
革
新
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
ま
で
、
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非
生
産
型
威
信
財
の
消
費
の
た
め
に
築
か
れ
て
い
た
王
墓
の
手
段
と
目
的
と
が
逆
転
し
、
威
信
財
を
安
全
に
消
費
し
尽
く
す
（
麹
破
壊
す
る
）

た
め
の
古
墳
築
造
で
は
な
く
、
古
墳
築
造
の
た
め
に
威
信
財
が
生
産
・
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
社
会
構
造
が
変
質
し
た
の
だ
。
同
時
に
、
古
墳
の

儀
礼
は
参
加
者
が
制
限
さ
れ
る
秘
儀
か
ら
、
社
会
成
員
に
公
開
さ
れ
、
芸
能
的
色
彩
の
強
い
も
の
へ
と
変
貌
し
た
ら
し
い
。

　
ま
ず
、
日
本
列
島
に
流
入
す
る
渡
来
系
技
術
は
ど
の
よ
う
に
関
心
か
ら
周
辺
へ
と
波
及
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
古
墳
時
代
中
期
に
な
っ
て

倭
に
受
容
さ
れ
た
渡
来
系
技
術
は
、
地
域
首
長
へ
の
新
来
の
技
術
の
拡
散
を
防
ぐ
た
め
に
王
権
魔
下
の
工
人
集
団
と
し
て
再
編
成
さ
れ
る
。
そ

の
渡
来
系
技
術
者
集
団
は
、
従
来
の
倭
系
の
生
産
組
織
と
複
合
し
つ
つ
生
産
財
・
威
信
財
を
王
権
で
独
占
的
に
供
給
す
る
生
産
体
制
を
構
築
し

て
い
く
。
こ
の
代
表
例
が
大
阪
府
の
阪
南
丘
陵
に
展
開
し
た
陶
邑
古
窯
趾
群
と
鍛
冶
生
産
の
拠
点
た
る
大
阪
府
大
県
遺
跡
、
葛
城
氏
の
膝
下
工

房
と
し
て
推
定
さ
れ
る
奈
良
県
南
郷
遣
跡
群
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
生
産
工
房
群
か
ら
地
方
の
生
産
組
織
へ
技
術
移
植
が
行
わ
れ

る
場
合
、
そ
の
移
植
方
法
は
以
下
の
二
点
に
帰
結
す
る
よ
う
だ
。
第
～
は
、
畿
内
中
枢
工
房
か
ら
技
術
指
導
者
が
派
遣
さ
れ
、
畿
内
と
地
方
の

政
治
的
関
係
を
更
新
し
、
そ
れ
以
前
ま
で
の
首
長
墓
系
譜
の
変
革
や
断
絶
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
っ
た
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
東
海
か
ら
東
海

道
沿
い
に
波
及
し
て
い
く
埴
輪
・
須
恵
器
兼
業
窯
な
ど
が
そ
の
一
例
で
あ
り
、
古
墳
時
代
中
期
後
半
に
お
け
る
三
河
・
遠
江
の
首
長
墓
興
隆
の

～
因
と
も
な
っ
た
。
第
二
は
、
新
来
の
技
術
を
修
得
し
、
口
本
列
島
各
地
に
波
及
さ
せ
る
た
め
の
後
代
の
上
番
制
と
共
通
す
る
よ
う
な
技
術
修

得
（
技
術
研
修
）
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が
、
菱
田
哲
郎
が
早
く
に
指
摘
し
た
陶
邑
古
里
趾
群
に
お
け
る
状
況
で
あ
り
、
窯
趾
の
小

聖
群
で
継
承
さ
れ
る
須
恵
器
端
部
処
理
の
く
せ
や
製
作
技
法
や
特
徴
が
、
地
方
窯
の
特
徴
と
し
て
も
継
承
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
実
か
ら
う
か
が

　
　
①

え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
畿
内
に
お
け
る
技
術
の
習
得
関
係
が
地
方
に
お
い
て
も
、
長
ら
く
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
以
外
に
、
重
要
な
変
革
は
死
生
観
の
変
質
だ
。
古
墳
時
代
中
期
中
葉
以
降
に
は
、
「
王
賜
」
銘
な
ど
の
よ
う
に
大
王
名
を
銘
記
し
て

下
賜
さ
れ
る
銘
文
刀
剣
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
以
降
に
氏
族
制
度
が
整
備
さ
れ
て
、
他
界
で
の
戸
籍
（
タ
テ
系
譜
）
を
擬
制
的
な

同
祖
・
同
族
系
譜
に
読
み
か
え
て
器
物
に
銘
示
し
て
下
賜
し
、
後
世
へ
と
伝
え
る
意
図
が
芽
生
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
王

権
は
現
世
以
上
に
来
世
の
直
接
的
支
配
に
も
こ
の
時
期
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
（
第
＝
図
）
。
こ
の
同
祖
同
族
的
結
合
の
再
確
認
の
場
と
し
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て
導
入
さ
れ
た
の
が
、
五
世
紀
末
頃
に
畿
内
に
導
入
さ
れ
、
六
世
紀
以
降
に
爆
発
的
に
群
集
墳
に
採
用
さ
れ
た
畿
内
系
横
穴
式
石
室
で
あ
る
。

こ
の
歴
史
的
意
義
は
、
以
下
の
二
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
｝
は
、
埋
葬
儀
礼
の
人
々
へ
の
開
放
で
あ
る
。
古
墳
時
代
初
頭
以
来
の
秘
儀
と
し
て
の
姿
を
古
墳
時
代
中
期
以
降
に
失
っ
た
、
古
墳
の
儀

礼
は
、
現
首
長
に
至
る
ま
で
の
首
長
系
譜
を
後
世
ま
で
来
世
の
タ
テ
系
譜
に
再
編
し
て
伝
え
て
い
く
べ
き
こ
と
が
最
重
要
課
題
と
な
っ
た
。
こ

の
た
め
被
葬
者
の
死
の
確
認
が
大
変
重
要
な
行
為
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
畿
内
系
横
穴
式
石
室
の
導
入
後
、
京
都
府
八
幡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

女
谷
横
穴
群
・
大
分
県
上
ノ
原
横
穴
群
な
ど
で
は
岩
松
保
お
よ
び
田
中
良
之
・
村
上
久
和
ら
に
よ
っ
て
被
葬
者
の
死
の
確
認
行
為
、
す
な
わ
ち

解
剖
学
的
な
位
置
関
係
を
意
図
的
に
崩
し
て
配
列
さ
れ
た
人
骨
の
出
土
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
者
と
死
者
と
は
融
然
と
不
可
逆
的

に
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
社
会
成
員
に
強
く
認
識
さ
れ
、
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
こ
れ
ら
は
、
弥
生
時
代
以
来
の
海
上

他
界
観
と
遺
骸
の
保
持
に
対
す
る
全
面
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
二
と
し
て
タ
テ
系
譜
の
登
場
は
、
来
世
に
お
い
て
畿
内
の
大
王
を
神
と
し

て
頂
点
に
君
臨
さ
せ
、
そ
こ
へ
の
奉
仕
と
い
う
形
で
社
会
成
員
全
体
の
供
犠
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
変
質
し
た
。
す
な
わ
ち
、
畿
内
型
横
穴
式

石
室
の
導
入
ま
で
公
共
の
犠
牲
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
古
墳
被
葬
者
（
神

聖
王
）
は
、
古
墳
時
代
中
期
後
半
以
降
に
は
社
会
成
員
に
犠
牲
的
な
労
働
奉
仕
を
強

制
し
つ
つ
古
墳
築
造
を
反
復
的
に
継
続
さ
せ
る
存
在
へ
と
意
味
が
ひ
つ
く
り
返
っ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
の
大
転
換
を
可
能
と
せ
し
め
た
背
景
に
は
、
死
生
観
と
神
観
念
と
が
そ
れ
以
前

と
大
き
な
断
絶
を
経
過
し
た
こ
と
が
あ
る
。
初
期
・
盛
期
王
権
下
の
被
葬
者
は
、
死

後
に
海
上
他
界
へ
と
旅
立
ち
、
神
と
交
通
す
る
た
め
の
、
成
員
の
共
同
作
業
と
し
て

の
古
墳
築
造
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
。
被
葬
者
は
神
と
交
通
す
る
た
め
の
仲
介
者
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
古
墳
時
代
中
期
末
に
な
っ
て
古
墳
の
被
葬
者
が
、
死

古煩前期 儀礼の執骨勢力であった畿内

古墳中期
O半

渡釆系技術者の畿内集住

@　　　　　↓

尅衷ｻ生産および生産様式革
Vの主導春

古墳中期
磨`後期

宵墳儀乱複合が政治的上下§暑
Wを確認する遵具へ転化

　　〈古墳築造のもつ意唾の変質〉

　①杜会成鍾が王を通して神へ連なるた

めの必要行為

　　　　　　　　s
　②豪族＝被葬者が神の筒祖「三族系譜に

　　　　　連なるための行為

　　第11図　古墳築造の意味の変質
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後
に
神
で
あ
る
大
王
を
頂
点
と
す
る
擬
制
的
な
タ
テ
系
譜
へ
と
再
編
成
さ
れ
、
副
葬
品
と
な
る
財
の
生
産
・
供
給
組
織
が
大
き
く
変
わ
る
と
、

現
世
の
政
治
的
序
列
を
死
後
に
も
反
映
す
る
階
層
と
な
っ
た
。
古
墳
の
儀
礼
は
秘
儀
か
ら
公
衆
の
面
前
で
定
期
的
に
演
じ
ら
れ
る
芸
能
へ
と
性

　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

格
を
変
え
て
い
く
。
ち
ょ
う
ど
歌
垣
か
ら
神
話
が
成
立
し
て
原
初
的
な
歴
史
の
成
立
へ
と
歩
み
を
は
じ
め
た
よ
う
に
、
成
熟
国
家
段
階
以
降
と

い
う
歴
史
の
成
立
に
向
け
て
、
末
期
王
権
か
ら
の
離
陸
が
徐
々
に
始
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
①
　
菱
田
哲
郎
「
須
恵
器
生
産
の
拡
散
と
工
人
の
動
向
（
第
三
八
回
考
古
学
研
究
会
　
　
　
　
　
研
究
所
紀
要
』
第
3
9
号
　
九
州
大
学
附
属
図
書
館
付
設
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史

　
　
総
会
研
究
報
告
i
統
一
テ
ー
マ
門
技
術
と
潮
影
」
一
二
一
と
（
明
考
古
学
研
　
　
　
　
資
料
部
門
）
一
九
九
四

　
　
究
馳
第
三
九
巻
第
三
号
考
古
学
研
究
会
と
九
九
二
　
　
　
　
　
　
　
④
水
野
正
好
門
埴
輪
芸
能
論
」
（
欄
古
代
の
日
本
』
二
角
川
書
店
）
一
九
七
一

　
②
岩
松
保
「
黄
泉
国
へ
の
儀
礼
一
骨
を
動
か
す
行
為
扁
（
騨
京
都
府
埋
蔵
文
化
　

⑤
工
藤
隆
欄
古
事
記
の
起
源
－
新
し
い
古
代
像
を
も
と
め
て
暁
中
公
新
書

　
　
財
論
集
睡
第
五
集
（
財
）
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
）
二
〇
〇
六
　
　
　
　
　
二
〇
〇
六

　
③
田
中
良
之
・
村
上
久
和
「
墓
室
内
飲
食
物
供
献
と
死
の
認
定
」
（
『
九
州
文
化
史

国家形成のモニュメントとしての古墳（河野）

第
六
章
　
中
心
－
周
辺
関
係
の
成
立

　
前
章
ま
で
に
、
日
本
列
島
の
王
墓
が
、
弥
生
時
代
以
降
に
過
剰
に
流
入
す
る
威
信
財
を
安
全
に
破
壊
す
る
装
置
で
あ
り
、
威
信
財
交
易
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
も
時
代
と
と
も
に
領
域
を
変
え
て
変
遷
す
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
こ
の
領
域
内
に
は
、
他
の
威
信
財
交
換
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
交
差
す
る
い
く
つ
か
の
結
節
点
を
持
ち
、
そ
こ
に
は
神
聖
王
を
埋
葬
し
た
弥
生
王
墓
や
前
方
後
円
墳
が
築
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
整

理
し
た
神
聖
王
権
か
ら
初
期
国
家
の
成
立
に
至
る
三
段
階
か
ら
、
日
本
列
島
の
国
家
形
成
に
お
け
る
中
心
…
周
辺
関
係
の
成
立
の
問
題
に
つ
い

て
言
及
し
た
い
。

［
　
初
期
王
権
段
階
（
第
一
二
図
　
弥
生
時
代
後
期
後
半
～
古
墳
時
代
前
期
初
頭
）

弥
生
無
燈
が
登
場
す
る
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
地
域
と
し
て
は
、
弥
生
時
代
中
期
後
半
か
ら
継
続
的
に
王
墓
が
造
営
さ
れ
る
博
多
湾
岸
、
前
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第12図　初期EE＃£の地域間構造

象
さ
れ
る
外
部
威
信
が
重
視
さ
れ
た
段
階
だ
っ
た
の
だ
。

て
国
土
や
国
境
の
概
念
も
登
場
し
て
い
な
い
。

こ
の
段
階
で
は
列
島
規
模
で
の
中
心
－
周
辺
関
係
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、

方
後
円
墳
が
発
生
し
た
河
内
湖
沿
岸
か
ら
大
和
盆
地
に
か
け
て
の
地
域
、

前
方
後
方
墳
が
発
生
す
る
濃
尾
平
野
、
北
陸
経
由
の
日
本
海
文
化
と
東

海
経
由
の
東
山
道
の
要
素
が
交
差
す
る
千
曲
川
流
域
な
ど
の
地
域
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
継
続
的
な
特
定
個
人
墓
の
造
営
と
、
威

信
財
の
副
葬
を
維
持
で
き
た
の
は
、
環
日
本
海
地
域
、
環
瀬
戸
内
地
域
、

東
海
道
地
域
、
東
山
道
地
域
な
ど
沿
岸
路
ま
た
は
交
通
路
に
沿
っ
て
線

的
に
展
開
し
た
、
財
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
そ
の
前
代
か
ら
発
達
し

て
い
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
つ
な
が
り

は
、
交
通
路
に
規
制
さ
れ
た
帯
状
の
伝
播
に
す
ぎ
ず
、
中
心
か
ら
周
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

へ
と
広
域
に
広
が
っ
て
い
く
段
階
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
段
階
で
は
港

湾
施
設
な
ど
を
拠
点
と
し
て
威
信
財
が
入
手
さ
れ
、
再
分
配
は
行
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
遠
隔
地
交
易
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
財
に
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
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二
　
盛
期
王
権
段
階
（
第
一
三
図
　
古
墳
時
代
前
期
前
半
～
古
墳
時
代
中
期
中
葉
）

　
仙
台
平
野
か
ら
宮
崎
平
野
に
い
た
る
ま
で
、
畿
内
が
主
導
す
る
前
方
後
円
墳
の
築
造
と
そ
れ
を
舞
台
と
し
た
葬
送
儀
礼
が
波
及
し
た
こ
の
時

期
に
は
、
形
式
化
さ
れ
た
埋
葬
法
と
し
て
の
前
方
後
円
墳
が
墳
形
と
規
模
の
階
層
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
つ
つ
面
的
に
広
が
っ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
の
段
階
で
の
中
心
と
周
辺
と
の
結
節
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
仙
台
平
野
、
宮
崎
平
野
、
博
多
湾
か
ら
対
馬
に
い
た
る
海
北
遵
中
で
あ
る
。



国家形成のeニュメントとしての古墳（河野）

仙
台
平
野
で
は
古
墳
時
代
中
期
初
頭
に
宮
城
県
雷
神
山
古
墳
、
宮
崎
平

野
で
は
宮
蒔
県
生
目
三
丹
墳
と
い
う
一
〇
〇
m
を
超
え
る
規
模
の
前
方

後
円
墳
が
築
か
れ
る
。
海
北
道
中
で
は
対
馬
の
浦
ご
と
に
築
造
さ
れ
る

前
方
後
円
墳
が
特
徴
的
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
、
そ
の

外
側
に
は
前
方
後
円
墳
を
持
た
な
い
非
古
墳
文
化
の
領
域
が
広
が
っ
て

い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
境
界
領
域
に
は
、
こ
の
時
期
以
後
に
独
特
の
埋

葬
法
が
看
取
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
九
州
南
部
で
は
地
下
式
板
石
積
墓

と
地
下
式
横
穴
墓
な
ど
が
、
東
北
北
部
で
は
蓋
石
を
持
た
な
い
横
穴
式

石
室
墓
（
末
期
古
墳
）
お
よ
び
続
縄
文
土
器
を
副
葬
す
る
円
形
土
籏
墓

な
ど
が
、
海
北
道
中
で
は
積
石
塚
古
墳
な
ど
が
境
界
領
域
を
特
徴
付
け

る
埋
葬
法
と
み
な
せ
よ
う
。
し
か
も
、
そ
の
外
側
に
展
開
す
る
非
古
墳

文
化
地
域
で
も
、
古
墳
文
化
に
近
い
側
に
は
厚
葬
墓
傾
向
が
認
め
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
鹿
児
島
県
種
子
島
の
広
田
遺
跡
や
北
海
道
奥
尻
島
の
青

苗
砂
丘
遺
跡
な
ど
は
、
非
古
墳
文
化
に
お
け
る
古
墳
文
化
と
の
交
易
拠

点
に
営
ま
れ
た
厚
葬
墓
傾
向
の
墓
地
遺
跡
で
あ
る
。

語
る
。
す
な
わ
ち
、

が
展
開
し
つ
つ
、

が
登
場
す
る
と
い
っ
た
補
血
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

帰
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、

　　　　　鈴欲化　　　ノ
　　　　　　　＼宇津内・itJi「遺跡

　　　　　　　　　下田ノ沢文化

亦　　　1難文化ン甲

緋

仙台平野

、

古墳時代前期中葉

　　　s

古墳時代申期中葉

苗砂丘遺跡

　　　厚　墓簡向

野

吋倭王権の領域搏r多湾

・冨崎平野

篶ノ峯遺跡

広田遣跡
アンチのk遺跡

　貝塚後期文f

　“　Qel　砺

第13図　盛期王権の地域間構造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
非
古
墳
文
化
の
地
域
で
も
境
界
で
は
接
触
に
よ
る
文
化
変
容
を
来
た
し
て
い
る
こ
と
を
物

　
古
墳
文
化
と
非
古
墳
文
化
双
方
が
接
触
す
る
境
界
領
域
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
た
る
埋
葬
法
と
は
異
な
る
独
特
の
埋
葬
法

共
同
体
再
生
の
た
め
の
王
と
い
う
第
三
項
を
排
除
的
に
創
出
し
、
威
信
財
を
消
費
す
る
手
段
と
し
て
の
王
墓
が
必
要
な
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
墳
を
築
造
す
る
か
否
か
の
差
異
と
は
、
社
会
や
文
化
の
質
的
な
差
と
い
う
理
解
に

　
　
　
　
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
の
墓
に
す
る
か
と
い
っ
た
量
的
な
差
に
起
因
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
よ
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っ
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
境
界
領
域
と
は
半
周
辺
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
形
成
期
に
お
け
る
特
徴
的
な
様
相
と
想
定
し
た
い
。

三
　
末
　
期
　
王
　
権
（
第
一
四
図
　
古
墳
時
代
中
期
後
半
以
降
）

　
古
墳
時
代
中
期
後
半
に
な
っ
て
、
初
期
国
家
的
な
政
体
が
成
立
す
る
と
、

強
め
、
成
熟
国
家
へ
と
禁
さ
れ
る
よ
う
に
な
。
。
．
あ
段
階
ノ
〃

の
国
境
は
、
南
は
川
内
平
野
、
西
は
壱
岐
島
、
北
は
北
上
盆
地
　
　
　
ノ
恥
．

が
該
当
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
厚
葬
墓
を
伴
っ
た
交
易
拠
点
で
あ

る
以
上
に
、
豪
族
居
館
な
ど
に
渡
来
系
技
術
者
が
主
導
す
る
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

産
拠
点
も
が
付
随
す
る
。
た
と
え
ば
岩
手
県
擦
半
入
遺
跡
で
は
、
　
　
羊

竈
を
持
つ
住
居
跡
が
霧
し
・
里
曜
蘂
ス
ク
レ
ー
パ
ー
の
多
　
鵬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庭

量
出
土
は
、
続
縄
文
文
化
と
の
接
点
で
皮
革
加
工
が
行
な
わ
れ
　
　
　
葱

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
成
熟
国
家
の
国
境
に
は
生
産
拠
点
が

　
　
　
　
　
③

伴
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
蟷
矢
が
初
期
国
家
段
階
か
ら
認
め
ら
れ

る
こ
と
は
重
要
だ
。
神
聖
王
権
段
階
に
お
け
る
境
界
で
は
交
易

的
な
性
格
が
前
面
に
出
て
い
た
が
、
初
期
国
家
段
階
で
は
国
家

領
域
外
か
ら
天
然
素
材
を
貢
納
さ
せ
、
国
境
で
そ
れ
を
製
品
お

よ
び
半
製
品
に
加
工
し
て
、
畿
内
へ
と
集
約
さ
せ
る
よ
う
な
流

通
体
制
が
萌
芽
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
が
、
律
令
制
の
集
権
的
な

政
治
体
綱
下
の
物
流
を
支
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

双
方
の
文
化
が
接
触
す
る
境
界
領
域
で
は
国
境
と
し
て
の
色
彩
を

x西島松三跡
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第14図　倭国（末期王権）の領域
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④

　
威
信
財
交
換
に
着
目
し
た
申
心
－
周
辺
関
係
を
図
式
的
に
概
観
す
る
と
、
初
期
王
権
下
の
線
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
結
節
点
か
ら
前
方
後
円
墳

の
階
層
的
構
成
に
よ
る
面
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
成
立
し
、
独
自
の
墓
制
を
持
っ
た
境
界
領
域
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
漁
期
王
権
段
階
で
は
生

産
手
段
を
中
央
か
ら
再
分
配
さ
れ
た
生
産
拠
点
が
国
境
に
築
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
成
熟
国
家
の
成
立
に
向
け
て
経
済
体
制
を
徐
々
に
形
成
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

国家形成のモニュメントとしての古墳（河野）

①
こ
の
典
型
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
弥
生
中
期
に
お
け
る
方
形
当
石
墓
と

　
弥
生
後
期
の
鵬
隅
突
出
型
墳
丘
墓
で
あ
る
。
前
者
は
、
中
国
地
方
の
山
間
部
に
遡

　
源
が
求
め
ら
れ
る
が
、
飛
び
火
的
に
伝
播
し
て
丹
後
地
域
に
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
撫

　
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
は
日
本
海
岸
に
主
と
し
て
分
布
し
て
い
る
が
、
北
近

　
畿
地
域
の
み
は
方
形
台
状
墓
が
主
体
と
な
り
、
四
隅
突
出
型
墳
丘
墓
は
見
ら
れ
な

　
い
。
特
殊
な
様
式
の
埋
葬
様
式
の
採
否
に
当
た
っ
て
、
地
域
の
選
択
の
主
体
性
が

　
重
視
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館

　
『
弥
生
王
墓
誕
生
　
出
雲
に
王
が
誕
生
し
た
と
き
暁
島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博

　
物
館
企
画
農
図
録
　
ハ
ー
ベ
ス
ト
出
版
　
二
〇
〇
七
）
。

②
九
州
前
方
後
円
墳
研
究
会
『
前
方
後
円
墳
築
造
周
縁
域
に
お
け
る
古
墳
時
代
社

第
七
章
　
王
墓
と
社
会
の
基
礎
理
論

一
　
人
類
史
の
中
の
王
墓
（
第
　
五
図
）

　
会
の
多
様
性
油
九
州
前
方
後
円
墳
研
究
会
　
二
〇
〇
三

③
律
令
姻
家
の
辺
境
戦
略
は
、
宗
教
政
策
と
産
業
政
策
と
が
組
み
合
っ
て
進
め
ら

　
れ
て
い
る
（
菱
田
哲
郎
『
古
代
日
本
国
家
形
成
の
考
古
学
幅
京
都
大
学
学
術
出
版

　
会
　
二
〇
〇
五
、
二
四
四
～
二
四
八
頁
）
。
陸
奥
国
府
と
推
定
さ
れ
る
郡
山
遺
跡

　
で
は
官
衙
遺
構
と
付
属
寺
院
が
検
出
さ
れ
、
平
安
時
代
に
出
現
し
て
津
軽
平
野
か

　
ら
北
海
道
ま
で
須
恵
器
を
供
給
し
た
五
所
瑠
原
窯
跡
群
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
挙

　
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
ゆ

④
本
節
で
詳
述
し
た
内
容
に
つ
い
て
は
、

　
河
野
一
隆
「
倭
王
権
の
領
域
構
造
」
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
国
家
形

　
成
の
比
較
研
究
葱
学
生
社
）
二
〇
〇
五

　
本
稿
で
は
、
神
聖
王
権
か
ら
初
期
国
家
の
成
立
に
い
た
る
変
遷
過
程
を
追
求
す
る
中
で
、
王
墓
の
築
造
を
威
信
財
消
費
に
よ
っ
て
解
釈
す
る

枠
組
み
を
示
し
た
。
日
本
列
島
の
古
墳
は
、
畿
内
を
中
心
と
す
る
政
治
的
諸
関
係
を
あ
る
程
度
反
映
す
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以

上
に
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
経
済
的
諸
関
係
や
共
有
す
る
観
念
大
系
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
こ
か
ら
人
類
史
に
お
け
る
王
墓
の
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存
在
理
由
を
追
求
す
る
糸
口
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
狩
猟
採
集
を
生
業
と
す
る
旧
石
器
時
代
社
会
以
来
、
余
剰
の

富
の
破
壊
と
蓄
積
さ
れ
た
財
の
消
費
が
反
復
的
に
行
わ
れ
る
社

会
に
お
い
て
は
、
成
員
た
ち
は
恒
常
的
に
富
の
蓄
積
に
対
す
る

負
債
感
を
胚
胎
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
特
定
個
人
に
富
が
蓄

積
さ
れ
る
と
、
彼
が
社
会
を
代
表
す
る
た
め
の
公
共
性
を
獲
得

す
る
た
め
に
は
、
成
員
に
還
元
す
る
「
気
前
の
良
さ
」
に
よ
っ

て
信
任
を
は
じ
め
て
勝
ち
得
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
信

託
さ
れ
た
社
会
の
意
志
は
、
地
域
集
団
を
越
え
た
公
共
性
を
獲

得
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
共
同
事
業
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
れ

は
、
た
と
え
ば
遠
隔
地
で
の
狩
猟
な
ど
の
生
業
へ
の
協
力
、
豊

穣
を
祈
願
し
社
会
の
存
在
理
由
を
確
認
す
る
た
め
の
諸
儀
礼
な

ど
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
に
は
墓
に
は
投
資
さ
れ
な

か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
王
墓
の
存
在
を
必
然
と
し
た
初
期
王
権

以
前
の
社
会
に
あ
っ
て
、
死
と
は
生
と
の
分
離
で
は
な
く
、
言

う
な
れ
ば
死
者
は
思
慕
の
対
象
以
上
の
意
味
を
持
ち
得
な
か
っ

た
の
だ
。
し
か
し
、
新
石
器
時
代
以
降
に
な
っ
て
、
人
類
社
会

は
食
料
を
は
じ
め
と
す
る
生
存
お
よ
び
生
活
を
維
持
す
る
た
め

に
必
要
と
な
る
財
の
不
均
等
的
分
配
に
よ
っ
て
、
外
部
か
ら
流

公…興性の獲得
王権発生以前

財の消費の反復的・恒久
的な装置としての王権禍剰な財の流入

　　　　　　　　　　　　　　　ロロロロ　ココロコロココロコロココロロコロコロロココロココロロの

瑚灘、し　麟繕襲羅
た騰礼磁←ﾗ書惑箸定蹴
　　　　　　　　　　　　　　　属　　　　　　　　　　　　　　　ロココココココロロロコロロコロロコロコロロコロロコロロロロロ　ロ

　　　　　墓の築造が社会成員の神との交感

交
流
の

活
発
化

古墳の発生期

生産された財の再分配・消費手段

生産糠式の革新
渡来系捜術者の流入と一元的三

ロココのサのの　のロロのロロのロロのロロ　コロコロココロロロコココココロ
ロ

≡他界観とタテ系譜の創出≡
鍾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陰

顯，匹顎口負幽幽瞳■薩置口匿翻匿●糟匿匿稠薩階■6塵■圏■量■■■■，「

隆■・闘臨闘朋■・■開口開瞳圏■圏開■．

二王墓の築造が神瓢穴
ロ

1王系譜に繋がる手段
馨，騨，闘賄脚網開・幽朋．■■．翻編開脚

大王権による

規制の対象

古墳の変質

第15図　神聖王権から初期国家にいたる古壇の発生と変質
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國家形成のモニュメントとしての古墳（河野）

与
す
る
財
の
交
換
の
非
対
称
的
な
構
造
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
は
紀
元
前
後
に
向
け
て
頂
点
に
達
す

る
緊
張
状
態
が
、
文
物
の
交
流
の
活
発
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
皇
帝
が
直
轄
す
る
工
房
で
諸
国
か
ら
朝
貢
さ
れ
た
天
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

素
材
を
加
工
し
て
生
み
出
さ
れ
た
多
彩
な
文
物
が
、
支
配
領
域
内
で
消
費
で
き
る
以
上
に
過
剰
供
給
さ
れ
、
交
換
シ
ス
テ
ム
が
破
綻
し
た
。
こ

の
時
に
、
冊
封
体
制
な
ど
の
皇
帝
に
よ
る
支
配
の
承
認
を
物
象
化
し
た
と
い
う
付
加
価
値
を
と
も
な
っ
て
、
中
国
に
お
い
て
は
そ
う
で
な
く
と

も
受
容
国
側
に
と
っ
て
は
威
信
財
へ
転
化
し
て
、
一
気
に
東
ア
ジ
ア
諸
圏
へ
と
流
れ
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
受
容
国
側
の
支
配
共
同
体

に
と
っ
て
外
部
威
信
を
表
象
す
る
上
で
ま
た
と
な
い
好
機
で
あ
っ
た
。
当
然
、
領
域
外
部
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
固
定
さ
れ
た
支
配
層
に
独
占
さ
れ

て
お
り
、
財
を
受
容
し
た
社
会
に
と
っ
て
も
、
そ
の
域
内
へ
の
再
分
配
に
よ
っ
て
社
会
の
公
共
性
を
創
出
す
る
仕
組
み
は
す
で
に
破
綻
し
て
し

ま
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
か
ら
絶
え
忍
な
く
流
入
す
る
財
を
消
費
す
る
手
段
と
し
て
、
反
復
的
・
恒
久
的
に
威
信
財
の
消
費
す
る
た

め
の
儀
礼
と
そ
の
舞
台
が
支
配
共
同
体
に
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
正
当
に
「
消
費
」
し
た
と
社
会
成
員
か
ら
公
認

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
蓄
財
は
王
と
し
て
正
当
な
行
為
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
野
墓
へ
の
副
葬
行
為
と

い
う
一
種
の
供
犠
に
よ
っ
て
、
領
域
外
か
ら
の
財
の
過
剰
流
入
に
よ
る
社
会
の
均
衡
性
の
破
綻
と
い
っ
た
危
機
を
、
は
じ
め
て
克
服
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
初
期
王
権
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
王
墓
の
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
誤
解
を
恐
れ
ず
に
、
図
式
的

な
表
現
を
す
る
な
ら
ば
、
紀
元
前
後
か
ら
朝
鮮
半
島
や
日
本
列
島
に
厚
葬
墓
を
登
場
さ
せ
る
直
接
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
、
新
代
以
降
の
中

国
王
朝
内
の
貨
幣
経
済
の
破
綻
に
よ
る
財
の
海
外
流
出
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
意
味
で
、
今
村
仁
司
が
喝
破
し
た
よ
う
に
墓
は
貨
幣
の

　
　
　
　
　
　
②

異
な
っ
た
表
現
形
と
し
て
立
ち
現
れ
た
の
だ
。

　
し
か
し
、
日
本
列
島
に
限
定
し
て
み
る
な
ら
ば
、
威
信
財
の
消
費
儀
礼
と
そ
の
舞
台
の
た
め
の
古
墳
築
造
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
、
あ
れ
ほ

ど
全
域
に
古
墳
築
造
が
波
及
し
た
理
由
の
説
明
は
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
社
会
成
員
に
古
墳
築
造
の
意
図
を
了
解
さ
せ
、
共
感
を
得
る
た
め
に
は
、

王
の
死
を
契
機
と
し
て
対
面
す
る
神
観
念
と
他
界
観
が
利
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
古
墳
の
被
葬
者
で
あ
る
王
は
神
と
の
協
力

が
可
能
な
唯
｝
の
媒
介
者
で
あ
る
と
い
う
共
同
幻
想
に
よ
っ
て
、
古
墳
築
造
と
い
う
財
の
消
費
行
為
を
恒
常
的
に
反
復
し
つ
つ
社
会
的
結
合
を
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③

再
生
産
し
、
王
権
の
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。
こ
れ
が
、
古
墳
築
造
を
主
導
し
た
倭
王
権
（
初
期
・
盛
期
王
権
）
の
戦
略
と
も

合
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
古
墳
時
代
中
期
以
降
に
大
変
革
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
主
体
者
は
渡
来
系
技

術
者
た
ち
で
あ
り
、
弥
生
時
代
以
来
、
日
本
列
島
に
形
成
さ
れ
て
き
た
生
産
・
流
通
関
係
を
根
本
か
ら
大
き
く
変
質
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

渡
来
系
技
術
は
そ
れ
を
持
つ
者
に
生
産
効
率
の
飛
躍
的
な
向
上
を
も
た
ら
し
た
の
で
、
そ
の
技
術
者
の
掌
握
は
大
王
権
が
独
占
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
漂
着
す
る
全
て
の
渡
来
人
を
畿
内
の
大
王
権
が
掌
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
西
日
本
に
出
現
す
る
非
陶
画
系

地
方
窯
に
よ
る
須
恵
器
生
産
の
よ
う
に
、
地
方
豪
族
の
膝
下
に
技
術
者
が
編
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、
渡
来
系
技
術
が
飛
び
火
的
に
波
及
し
て
い

く
こ
と
も
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
倭
王
権
を
支
え
て
い
た
生
産
・
流
通
関
係
の
秩
序
は
徐
々
に
崩
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
再

編
す
る
た
め
に
は
、
古
墳
築
造
の
根
幹
と
な
る
観
念
大
系
そ
の
も
の
に
手
を
付
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
こ
で
、
末
期
王
権
段
階
に
お

い
て
、
古
墳
の
被
葬
者
た
る
王
は
神
と
の
伸
介
者
で
は
な
く
、
神
ぞ
の
も
の
へ
と
神
格
化
し
、
そ
の
擬
制
的
な
系
譜
へ
連
な
る
こ
と
が
政
治
的

階
層
関
係
の
表
現
手
段
で
あ
る
と
い
う
新
た
な
死
生
観
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
に
は
、
畿
内
の
死
し
て
神
と
な
る
大
王
を

頂
点
と
す
る
諸
豪
族
の
タ
テ
系
譜
が
正
し
く
再
編
・
整
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
こ
で
は
生
と
死
と
の
裁
然
た
る
分
断
を
確
認
す
る

儀
礼
が
新
に
必
要
と
な
っ
た
の
だ
。
畿
内
系
横
穴
式
石
室
の
導
入
と
は
、
魂
と
肉
体
と
は
す
で
に
分
か
れ
て
お
り
、
横
穴
式
石
室
は
魂
の
抜
け

殻
と
な
っ
た
肉
体
を
保
管
す
る
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
横
穴
式
石
室
は
畿
内
の
大
王
権
か
ら
積
極
的
に
推

奨
さ
れ
て
群
集
墳
の
主
た
る
埋
葬
施
設
と
し
て
全
国
波
及
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
渡
来
系
技
術
と
い
う
生
産
手
段
の
分
配
な
ど
の
見

返
り
も
渡
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ケ
ガ
レ
と
襖
の
思
想
が
こ
の
頃
か
ら
顕
在
化
す
る
こ
と
も
、
こ
の
死
生
観
の
大
変
革
と
密
接
に
関
連
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
海
上
他
界
へ
と
連
続
し
て
い
た
他
界
観
を
全
否
定
し
て
、
生
死
の
分
断
を
強
く
認
識
さ
せ
つ
つ
、
会
葬
者
以
外
に
も
時
間

と
と
も
に
腐
朽
し
て
い
く
遺
骸
を
目
の
当
た
り
に
で
き
る
横
穴
式
石
室
は
、
こ
の
た
め
の
格
好
の
舞
台
装
置
だ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
で
、
倭
王
は

自
ら
を
神
格
化
し
て
、
死
後
の
戸
籍
（
タ
テ
系
譜
）
の
掌
握
と
再
編
へ
と
乗
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
初
期
国
家
段
階
の

倭
国
に
あ
っ
て
は
、
古
墳
築
造
と
は
豪
族
の
大
王
と
の
政
治
関
係
の
表
現
手
段
と
化
し
、
社
会
の
公
共
性
を
獲
得
す
る
た
め
の
装
置
、
す
な
わ
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ち
財
の
大
量
消
費
の
場
、
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
古
墳
は
大
王
権
に
よ
っ
て
政
治
的
に
規
制
さ
れ
得
る

対
象
と
な
り
、
東
ア
ジ
ア
の
動
乱
に
端
を
発
す
る
六
世
紀
の
社
会
不
安
に
応
じ
て
徐
々
に
薄
葬
化
し
、
一
部
の
終
末
期
古
墳
を
除
い
て
は
、
完

全
に
そ
の
命
脈
が
絶
た
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。

二
　
理
論
的
な
展
望

国家形成のモニュメントとしての古墳（河野）

　
本
稿
で
は
、
日
本
列
島
に
お
け
る
王
墓
の
成
立
と
変
質
を
取
り
上
げ
て
、
神
聖
王
権
に
よ
る
威
信
財
の
破
壊
が
な
ぜ
国
家
形
成
期
の
王
墓
築

造
と
な
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
一
般
理
論
か
ら
の
説
明
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
比
較
考
古
学
的
に
研
究
を
進
展
さ
せ

て
い
く
た
め
の
理
論
的
な
展
望
に
つ
い
て
雷
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
文
明
交
流
圏
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
は
、
内
外
交
流
の
活
発
化
に
よ
っ
て
領
域
内
で
必
要
と
さ
れ
る
以
上
の
財
が
流
入
し
、
社
会
の
維
持
の

た
め
に
必
須
と
な
る
財
の
交
換
シ
ス
テ
ム
が
破
綻
を
来
し
た
。
こ
の
た
め
社
会
の
平
衡
状
態
を
調
整
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
薪
た

な
公
共
性
を
反
復
的
に
獲
得
し
続
け
る
た
め
の
儀
礼
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
最
も
有
効
な
方
法
は
、
通
常
の
共
同
体
の
交
易
関
係
で
は
入
手

困
難
な
外
部
威
信
を
表
象
し
た
財
を
威
信
財
へ
転
化
さ
せ
、
公
衆
の
面
前
で
消
費
（
破
壊
）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
初
に
は
人
的
消
費

（
殉
葬
・
犠
牲
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
後
に
形
式
化
し
た
仮
器
に
置
換
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
舞
台
で
あ
る
埋
葬
儀
式
は
秘
儀
的

な
色
彩
を
強
め
、
限
定
さ
れ
た
社
会
構
成
員
と
媒
介
者
で
あ
る
王
と
が
共
に
神
と
交
流
す
る
と
い
っ
た
異
次
元
交
換
を
行
う
場
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
た
の
だ
。

　
し
か
し
、
ひ
と
た
び
王
墓
が
成
立
す
る
と
、
そ
こ
で
の
儀
礼
の
反
復
（
“
古
墳
の
築
造
）
は
社
会
維
持
の
根
本
原
理
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
非
等
質
的
な
社
会
に
お
い
て
公
共
性
を
獲
得
し
、
そ
こ
か
ら
王
権
の
中
心
－
周
辺
関
係
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
は
、
異
次
元
交

換
に
必
然
的
に
伴
う
第
三
者
排
除
の
論
理
と
い
う
暴
力
性
を
、
面
前
大
量
消
費
に
よ
る
副
葬
と
王
の
公
開
埋
葬
と
い
う
王
墓
へ
の
葬
送
儀
礼
に

埋
め
込
む
こ
と
で
、
恒
常
的
に
回
避
さ
れ
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
社
会
構
造
を
否
定
し
た
の
は
、
領
域
外
か
ら
流
入
す
る
生
産
技
術
で
あ
っ
た
。
新
た
な
生
産
関
係
で
結
合
さ
れ
た

地
域
間
関
係
が
現
出
す
る
と
、
古
墳
の
被
葬
者
は
も
は
や
公
共
的
な
異
次
元
交
換
の
犠
牲
者
の
地
位
を
失
う
。
埋
葬
儀
礼
を
社
会
規
範
と
し
て

管
理
・
強
制
す
る
こ
と
で
、
社
会
集
団
を
差
別
化
し
、
統
治
す
る
神
格
化
さ
れ
た
存
在
へ
と
変
貌
さ
せ
た
。
神
聖
王
権
下
の
威
信
財
を
破
壊
・

分
有
す
る
古
墳
時
代
社
会
の
生
産
様
式
は
変
質
し
、
中
央
政
権
下
に
掌
握
さ
れ
た
技
術
集
団
の
派
遣
に
よ
っ
て
、
地
方
へ
と
生
産
手
段
が
再
分

配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
古
代
（
成
熟
）
国
家
の
生
産
様
式
に
む
け
て
大
転
換
を
迎
え
た
の
だ
。
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
築
造
が
本
来
具
有
し
て
い
た
社

会
的
機
能
は
も
は
や
喪
失
し
、
王
墓
は
公
権
力
に
よ
っ
て
存
在
理
由
が
否
定
さ
れ
、
物
象
化
さ
れ
な
い
公
共
機
能
の
創
出
が
希
求
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
国
家
形
成
期
に
王
墓
が
誕
生
し
、
消
滅
し
て
い
く
由
縁
な
の
で
あ
る
。

①
足
立
啓
二
『
専
制
国
家
試
論
－
中
国
史
か
ら
世
界
史
ヘ
ー
撫
尊
書
房
一

　
九
九
八

②
今
村
仁
司
『
貨
幣
と
は
侮
だ
ろ
う
か
』
ち
く
ま
新
轡
一
九
九
四

③
古
墳
時
代
は
威
信
財
を
消
費
す
る
た
め
の
過
剰
な
儀
礼
が
創
出
さ
れ
た
時
代
で

　
あ
り
、
古
墳
築
造
は
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
王
権
と
共
同
体
成
員
の
双
方
か
ら

　
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
本
稿
の
理
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
王
権
は
そ
れ

　
を
統
治
の
た
め
の
道
具
に
転
化
し
、
威
信
財
の
交
換
と
埋
納
と
い
う
富
の
破
壊
と

　
そ
の
代
償
と
し
て
の
政
治
的
序
列
の
獲
得
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
の

　
で
は
な
か
ろ
う
か
。
曲
形
と
規
模
に
よ
る
二
重
支
配
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る

　
「
前
方
後
円
墳
体
制
扁
（
都
出
比
呂
志
「
日
本
古
代
の
国
家
形
成
論
序
説
－
前

　
方
後
円
墳
体
制
の
提
唱
1
」
（
『
日
本
史
研
究
幅
三
四
三
、
日
本
史
研
究
会
）
一

　
九
九
こ
や
副
葬
品
紐
成
の
階
履
的
な
保
有
と
い
う
現
象
も
、
倭
王
権
の
強
権
的

　
な
施
策
だ
け
で
は
成
立
せ
ず
、
社
会
的
な
必
然
性
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
維
持
で
き

　
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

④
河
野
～
隆
「
極
東
文
明
」
（
『
埋
蔵
文
化
財
研
究
会
二
五
周
年
記
念
論
文
集
究

　
班
田
H
　
埋
蔵
文
化
財
研
究
会
）
二
〇
〇
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
州
鰯
立
博
物
館
）
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【
付
記
】
　
本
稿
校
正
中
に
、
朴
天
秀
『
加
耶
と
倭
　
韓
半
島
と
日
本
列
島
の
考
古
学
』
（
講
談
社
、
一
一
〇
〇
七
年
一
〇
月
刊
）
が
、
刊
行
さ
れ
た
。
本
稿

第
四
章
の
内
容
と
触
れ
合
う
部
分
も
多
く
、
特
に
、
加
耶
と
日
本
列
島
の
特
定
地
域
同
士
の
地
域
間
関
係
や
、
両
者
の
互
恵
的
な
関
係
を
考
古
学
的
な
実

証
に
立
っ
て
明
ら
か
に
し
た
内
容
は
刮
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
、
機
会
あ
れ
ば
詳
細
な
議
論
を
し
た
い
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
は
時
間
と
紙
数

の
関
係
上
、
や
む
な
く
割
愛
す
る
こ
と
に
し
た
い
。



Kofun　Tumuli　as　Monuments　of　the　State　Formation　Process

by

KAwANo　Kazutaka

　　Why　royal　tumuli　with　special　burial　structures　and　accompanied　by　many　grave

goods　appeayed　concomitant　with　state　foi7mation　is　a　basic　problem　of　human　his－

tory．　1　argue　that　the　special　characteristics　of　the　historical　shift　fr”om　sacred

㎞gship　to　the　early　state　are　embedded　in　the£ransition仕om　Wa倭，　ancie難t

Japanese，　kingship　to　Wa　state，　which　occurred　during　the　transition　from　Yayoi　to

Kofun　period．　From　this　standpoin£，　1　reconsider　the　transition　from　Yayoi　‘Royal

tumuli’　to　Kofun　mounded　tumuli　and　the　significance　of　the　mounded　structures　as

monuments　of　state　formation．　Why　was　a　great　deal　of　social　energy　concen－

trated　in　mound　buitding　for　a　single　individual　and　why　did　these　tumuli　appear　in

the　period　of　state　formation？　1　propose　the　following　as　explanations　for　these

problems．　ln　order　to　stem　the　flow　of　the　wealth　outside　the　territory　of　the

kmg，　such　wealth　had　to　be　regularly　and　safely　consumed　within　the　territory　of

the　lring，　meaning　that　it　was　converted　into　forms　of　wealth　invested　with　pre－

stige．　A　soclal　system　was　created　by　members　of　this　society　by　revising　these

debt　relations　of　exchange　and　consumption　into　the　basis　for　actual　socio－potitical

relations　and　embedding　them　within　the　society．　At　the　same　time，　the　formation

of　core－periphery　rela£ions　based　on　this　wealth　represented　by　prestige　goods

produced　the　boundaries　of　the　territory　of　the　king．　This　can　be　regarded　as　a

preliminary　step　toward　the　mature　Ritsuryo律令state，　which　appeared　in　the

middle　Kofun　period．　However，　this　mechanism　was　destroyed　by　the　controi　and

cli血sion　of　immigrant　engineers　by　Wa　kings，　and毛he　operation　of　tumuli　lost　the

function　of　a　public　worl〈　projects．　ln　this　way，　the　roie　of　the　royal　tumuli　that

was　characteristic　of　the　process　of　state　formation　came　to　a　close．
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