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こ
れ
ま
で
2
回
に
わ
た
っ
て
飛
鳥
時
代
と
飛
鳥
地

方
に
つ
い
て
記
し
ま
し
た
。
ど
う
し
て
も
古
代
史
は
、

文
字
資
料
が
多
く
残
り
発
掘
調
査
が
進
ん
で
い
る
近

畿
地
方
を
中
心
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
東と

う
ご
く国

の
記
述
は
少
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
東
国
・
下し

も
つ
け毛

野の

（
下し

も
つ
け
の
く
に

野
国
）
に
も
近
畿
地
方
と
同
様
に
人
々
の
営い

と
な

み
（
歴
史
）
が
あ
り
ま
し
た
。
現
代
の
私
達
が
想
像

し
て
い
る
以
上
に
古
墳
〜
奈
良
時
代
（
１
４
０
０
〜

５
０
０
年
以
上
前
）
頃
に
は
、
当
地
域
と
中
央
、
様
々

な
地
域
は
既
に
強
い
結
び
つ
き
が
あ
り
、
多
く
の
人
・

モ
ノ
・
情
報
が
往
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

5
世
紀
以
降
、
豪
族
（
地
域
の
首し

ゅ
ち
ょ
う長
で
国く

に
ぬ
し主
と
呼

ば
れ
た
か
）
に
支
配
さ
れ
て
い
た
地
域
は
、
6
世
紀

に
な
る
と
ヤ
マ
ト
政
権
の
政
治
制
度
が
地
域
へ
波
及

し
、
新
た
な
「
国く

に
の
み
や
つ
こ
せ
い
ど

造
制
度
」
と
し
て
豪
族
の
中
か
ら

中
央
の
信
認
を
得
た
国

く
に
の
み
や
っ
こ
造
が
新
た
な
地
方
官
と
し
て

選
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
国
造
は
朝
廷
に
お
け
る
役
割

や
国
造
が
統
括
す
る
地
域
の
ラ
ン
キ
ン
グ
な
ど
に

よ
っ
て
、
氏し

せ
い姓
制せ

い
ど度
に
よ
り
臣お

み

・
君き

み

・
公き

み

・
連む

ら
じ

・
直あ

た
え

な
ど
の
姓か

ば
ね

が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
地
方
で
は「
地
域
力
」

の
格
差
に
よ
り
そ
の
地
域
を
統
括
す
る
豪
族
の
格か

く
づ付

け
が
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
ま
た
、「
部べ

民み
ん

制
」

や
「
屯み

や
け倉
制
」
も
こ
の
こ
ろ
導
入
さ
れ
ま
す
。
部
民

制
は
百く

だ
ら済
の
制
度
に
な
ら
っ
て
導
入
さ
れ
た
制
度
で
、

大
き
く
は
（
１
）
王
族
や
皇お

う
じ（
み
こ
）
子
に
関
す
る
名な

し
ろ代
・
子こ

し
ろ代

（
２
）
王
権
に
奉ほ

う
し仕
す
る
職し

ょ
く
の
う能
集し

ゅ
う
だ
ん団
（
３
）
豪
族
が
所

有
す
る
部か

き
べ曲
の
3
種
類
に
分
か
れ
ま
す
。『
日
本
書
紀
』

に
よ
れ
ば
敏び

達だ
つ

天
皇
6
年
（
５
７
７
年
）
に
、
こ
の

名
代
・
子
代
の
中
に
「
壬み

ぶ

べ

生
部
」
が
新
た
に
設
け
ら

れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
壬
生
部
は
「
乳
部
」
と

も
記
さ
れ
、
中
央
王
権
と
直
接
結
び
つ
い
た
部
民
と

考
え
ら
れ
お
り
、
皇
子
に
母
乳
を
与
え
る
人
達
、
皇

子
を
守
り
育
て
る
人
達
、
ま
た
、
そ
の
人
達
の
収
益

の
た
め
の
土
地
と
人
を
指
し
ま
す
。
全
国
的
に
み
て

も
東
国
に
は
壬
生
部
が
多
く
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
お

隣
の
壬
生
町
の
起
源
に
も
関
連
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
余
談
で
す
が
、
壬
生
町
犬い

ぬ
か
い飼
の
地
名
は
、

直
接
の
由
来
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
部
民
制

の
犬い

ぬ
か
い
べ

養
部
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
字

が
示
す
よ
う
に
番
犬
の
ブ
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
と
と
も

に
宮き

ゅ
う
ち
ゅ
う中
の
警
護
を
す
る
軍
事
に
秀ひ

い

で
た
集
団
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
平
城
宮
の
東
門
、
平
安
京
の
大だ

い
だ
い
り

内
裏

の
外が

い
か
く郭
十
二
門
の
う
ち
の
一
つ
が
若わ

か

犬い
ぬ
か
い
も
ん

養
門
と
呼
ば

れ
、
犬
養
部
が
管
理
し
て
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
藤ふ

じ
は
ら
の原

不ふ

ひ比
等と

と
再
婚
し
て
光こ

う
み
ょ
う明
皇こ

う
ご
う后
の
母
と
な
っ
た
県あ

が
た

犬い
ぬ
か
い養
三み

ち

よ

千
代
も
こ
の
犬
養
部
に
関
連
す
る
氏
族
で
す
。

「
屯み

や
け倉
制
」
の
屯
倉
と
は
、
も
と
も
と
「（
敬
語
の
ミ
）

+

（
建
物
・
倉
庫
を
指
す
ヤ
ケ
）
に
よ
る
言
葉
で
、
王

権
が
所
有
す
る
施
設
を
指
す
言
葉
で
、
王
権
が
直ち

ょ
っ
か
つ轄

す
る
拠
点
・
土
地
を
指
し
ま
す
。
屯
倉
に
は
「
田た

べ部
」

と
呼
ば
れ
る
田
地
を
耕
作
す
る
部
民
が
土
地
と
セ
ッ

ト
で
配
置
さ
れ
ま
し
た
。
大
正
時
代
に
『
大
日
本
地

名
辞
書
』
を
編
さ
ん
し
た
吉よ

し
だ田
東と

う

吾ご

の
説
で
は
、
上

三
川
町
の
「
多た

こ
う功
」
は
こ
の
田
部
・
田た

ご
う郷
（「
タ
ゴ
ー
リ
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。）
が
訛な

ま

っ
て
で
き
た
地
名
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
屯
倉
か
ら
の
収
益
は
国
税
と
し
て
収
納
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、そ
の
土
地
と
そ
こ
の
住
民
（
労
働
力
）

も
王
権
直
轄
の
特
別
枠
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
も
し

か
す
る
と
6
世
紀
後
半
か
ら
7
世
紀
に
壬
生
町
周
辺

に
勢
力
を
持
ち
東
国
で
も
最
大
級
の
円
墳
で
あ
る

壬み
ぶ
く
る
ま

生
車
塚づ

か

古
墳
を
築
造
し
た
豪
族
は
、
中
央
と
直
接

結
び
つ
い
た
氏
族
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
上

三
川
町
多
功
も
王
権
と
の
関
連
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
地
に
も
7
世
紀
初
頭
の
東
国
を
代
表
す
る
50
ｍ

級
の
方ほ

う
ふ
ん墳
で
あ
る
多た

こ
う功
大お

お
つ
か
や
ま

塚
山
古
墳
が
築
造
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
古
墳
に
隣
接
し
て
築
か
れ
た
多た

こ
う功
南み

な
み
は
ら原

１
号
墳
（
30
ｍ
級
方
墳
）
の
築
造
が
終
わ
っ
た
直
後

と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
時
期
と
考
え
ら
れ
る
7
世

紀
第
３
四
半
期
頃
に
最
初
の
下
野
薬
師
寺
が
建
立
さ

れ
ま
す
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
「
下
毛
野
氏
」
の
一
族

の
た
め
の
寺
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
下し

も
つ
け毛
野の

朝あ
そ

臣ん

を

名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
下
毛
野
国
造
の
末ま

つ
え
い裔
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
下
野
市
域
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
壬

生
町
周
辺
、
上
三
川
町
周
辺
、
さ
ら
に
当
時
は
那な

す
の須

国く
に

で
あ
っ
た
那
珂
川
町
・
旧
馬
頭
町
周
辺
な
ど
は
古

墳
〜
飛
鳥
時
代
頃
の
東
国
を
代
表
す
る
史
跡
・
遺
跡

の
宝
庫
で
あ
り
、
今
後
も
大
切
に
守
り
続
け
る
べ
き

地
域
で
も
あ
り
ま
す
。

東
の
飛
鳥
（
本
市
と
壬
生
町
・
上
三
川
町
）
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