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立
早

原

• 

古

代
目

-

第
第

節

房
総
半
島
の
生
成

関
東
平
野
の
南
東
部
に
突
出
し
た
半
島
を
房
総
半
島
と
い
う 。

な
だ
ら
か
な
丘
陵
と
平
野
で
形
成
さ

れ、

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
こ
の
半
島
も 、

昔
は 、

日
本
列
島
と
同
様
に
海
の
底
に
あ
っ

た。

学
説

に
よ
れ
ば 、

数
十
億
年
も
遡
る
古
世
代
の
こ
と
で
あ
り 、

わ
れ
わ
れ
の
と
う
て
い
知
る
由
も
な
い
話
で

あ
る 。地

質
学
者
の
定
説
に
よ
れ
ば 、

房
総
半
島
の
丘
陵
地
帯
の
高
層
部
が 、

徐
々
に
そ
の
頂
部
を
海
中
か

ら
出
し
は
じ
め
た
の
は 、

地
質
学
上
の
時
代
区
分
で
い
う

新
世
代
の
新
第
三
期
の
中
ご
ろ
(一
五
O
O

万
年
以
前)

そ
し
て、

第
四
紀
の
洪
積
世
の
初
期
(一
0
0
0
万
年
i

五
O
O
万
年
以
前)

か
ら
鮮
新
世
(一
O
O
O
万
年
以
前)

に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る 。

に
は 、

土
地
が
隆
起

し、

現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
小
段
丘
や
台
地
が
露
出
し
た
と
あ
る 。

当
時
は 、

陸
上
・

海
中
の
火
山
活

動
が
激
烈
を
き
わ
め 、

付
近
の
海
底
に
火
山
灰
が
堆
積
し
た。

俗
に
い
う

三
浦
層
で
あ
る 。

つ
ま
り

新
世
代
第
三
紀
の
終
期
に
な
る
と、

海
は
い
っ

せ
い
に
後
退
し、

他
方 、

著
し
い
地
殻
変
動

が
起
こ
っ

た。

第
四
紀
洪
積
世
の
幕
あ
け
を
意
味
す
る
隆
起
時
代
で
あ
る 。
こ
れ
に
よ
っ

て一
房
総
は

園地質学上の時代区分

代 紀 年 代

三 畳 紀 19.000万年
中 15.000万年
世 ジ ュ ラ 紀
代 12.000万年

白 亜 紀
7.000万年

古� 始新世
5.000万年

第 期 漸新世
新 . 3.500万年

市己 新第 中新世
世 1. 500万年

其月 鮮新世
代 • 1. 000万年

第 洪積世 (箱根 ・ 富士火山噴火)
四 ー l万年
市己 沖積世 ー ・ ・現在
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、、

浦
半
島
と
陸
続
き
に
な
っ

た。
だ
が 、
ほ
ぼ
同
時
に
一
大
陥
没
地
が
生
ま
れ、

そ
こ
に
九
十
九
里
方
面

か
ら
海
水
が
流
入
し
た。
い
わ
ゆ
る
「
古
東
京
湾」
の
形
成
で
あ
る 。
こ
の
と
き 、

房
総
南
部
と
銚
子

付
近
だ
け
が
陸
地
と
し
て
残
り 、

銚
子
付
近
は
古
東
京
湾
の
出
口
に
孤
立
し
た
島
で
あ
っ

た
と
い
う 。

そ
の
時
代
に
は 、

日
本
列
島
は
あ
る
部
分
で
大
陸
と
陸
続
き
に
な
っ

て
い
た。

そ
れ
を
証
明
す
る
も

の
と
し
て、
大
陸
に
棲
息
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ナ
ウ
マ
ン
象
の
化
石
が 、
こ
の
君
津
を
は
じ
め
富
津 、

木
更
津 、

東
金 、

佐
倉
な
ど
の
広
い
範
囲
で
発
見
さ
れ
て
い
る 。

巨
獣
が
闇
歩
し、

咽
肌
し
て
い
た
絵

図
を
考
え
る
と、

な
ん
と
も
壮
大
で
あ
る 。

洪
積
世
最
後
の
氷
期
(
第
四
氷
期)
に
向
う
に
つ
れ
て、

古
東
京
湾
の
海
水
は
東
方
に
退
き 、

に一
大
平
野
が
形
成
さ
れ
た。
富
士
・

箱
根
方
面
の
火
山
活
動
が
活
発
化
し
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る 。

噴
出
し
た
火
山
灰
は
西
風
に
運
ば
れ、
堆
積
を
重
ね 、
現
在
の
関
東
台
地
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る 。

関
東
平
野
な
ら
び
に
房
総
半
島
が
今
と
近
い
形
に
作
り

あ
げ
ら
れ
た
の
は 、

洪
積
世
の
後
半 、

す
な

わ
ち一
O
万
年
ほ
ど
前
の
こ
と
だ
と
い
う 。
関
東
平
野
の
地
層
を
み
る
と、
成
田
層
の
上
に
厚
さ
六
メ
l

ト
ル
前
後
の
火
山
灰
層
か
ら
な
っ

て
い
る 。

成
田
層
と
い
わ
れ
る
砂
・

粘
土
の
層
は
古
東
京
湾
の
海
底

堆
積
物
と
み
ら
れ、

ま
た、

そ
の
上
の
火
山
灰
層
を
関
東
ロ
l
ム
層
と
い
う 。

そ
の
ロ
l

ム
層
の
中
か

ら 、

わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
人
類
生
活
の
営
み
を
伝
え
る
遺
物
が
発
見
さ
れ
た。

気
の
遠
く
な
る
よ

う
な
太
古
の
話
で
あ
り 、

驚
異
の
世
界
で
あ
る 。

ヤ」?)

圃
関
東ロ
ー
ム

関
東
地
方
の
丘
陵
や
台
地 、
河
岸
段
丘
の
表
面
に
広

く
分
布
す
る
赤
褐
色
の
土 、
富
士
火
山
な
ど
の
火
山
灰

や
火
山
砂
礁
が
風
化
分
解
し
て
で
き
た
砂
と
粘
土
か
ら

な
る。
厚
さ
は
最
大一
五
メ
ー
ト
ル 。
有
機
物
に
富

み、

現
在
は
纏
物
の
生
育
に
適
し
て
い
る。
赤
土 。
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第
二
節

石
器
時
代
か
ら
人
が
住
ん
だ
房
総

人
類
の
歴
史
を
生
活
に
使
用
し
た
道
具
の
製
作
と
そ
の
使
用
で
分
類
す
る
と
石
器
時
代 、

青
銅
器
時

代 、

鉄
器
時
代
に
区
分
で
き 、

石
器
時
代
は
さ
ら
に
旧
石
器
時
代
と
新
石
器
時
代
に
大
別
さ
れ
る 。

石
器
時
代
は
洪
積
世
の
後
半
期
に
あ
た
り 、
こ
の
こ
ろ
の
石
器
は
粗
雑
で 、

細
か
い
加
工
を
ほ
ど
こ
さ

NCょ広ソ内ノ

こ
の
石
器
を
用
い
て
植
物
の
採
集
や
狩
猟 、

漁
拐
な
ど
を

な
い
打
製
の
も
の
で
あ
っ

た。

古
代
人
は 、

行
な
っ

て
生
活
し
た。

遺
跡
か
ら
は
石
器
だ
け
が
出
土
し
て、

土
器
を
伴
っ

て
い
な
い
の
で
無
土
器
文

化
あ
る
い
は
先
土
器
時
代
と
も
呼
ん
で
い
る 。

千
葉
県
下
に
も
こ
の
こ
ろ
の
遺
跡
が
あ
り 、

君
津
市
で

も
昭
和
五
九
年
に
野
馬
木
戸
古
墳 、

星
谷
上
古
墳
の
調
査
を
実
施
し
た
と
き 、

星
谷
上
古
墳
の
下
か
ら

先
土
器
時
代
の
石
器
群
が
発
見
さ
れ
て
い
る 。

ま
た、

紀
元
前
三
O
O
年
ご
ろ
ま
で
の
数
千
年
間 、

わ
が
国
で
は
縄
文
式
土
器
が
作
ら
れ、

使
用
さ

れ
て
い
た。
こ
の
時
代
を
縄
文
時
代
と
い
い 、

普
通 、

早・
前・
中・
後・
晩
期
の
五
期
に
細
分
さ
れ

て
い
ふ 。

考
古
学
上
の
新
石
器
時
代
に
相
当
す
る
が 、
こ
の
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て、

多

く
の
貝
塚
が
作
ら
れ、

千
葉
県
は
そ
の
貝
塚
の
宝
庫
と
い
わ
れ
る 。

君
津
市
で
も 、

小
糸
川
沿
い
の
坂
田
吉
ヶ

作 、

久
保
納
戸
山 、

北
子
安
中
越 、

三
直
津
入 、

上
湯
江

上
野
台
な
ど
の
丘
陵
地
帯
か
ら
多
く
の
土
器
が
発
見
さ
れ、

千
葉
県
下
で
そ
の
数
は
二
六
二
ヵ

所
に
の

ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
る 。

そ
の
貝
塚
か
ら
は 、
い
ろ
い
ろ
な
型
式
の
縄
文
土
器
が
出
土
し、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
型
式
の
数
に 日

圃星谷上古墳と野馬木戸古墳
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直
し
て
集
計
す
る
と、

総
数
で
七
O
O
を
越
え
る
貝
塚
が
あ
る
と
い
う 。

そ
れ
も
後
期
に
は
い
っ

て、

遺
跡
の
数
は
飛
躍
的
に
増
加
し、

貝
塚
文
化
の
繁
栄
が
頂
点
に
達
し
た
こ
と
が
わ
か
る 。

貝
塚
文
化
の
も
っ
と
も
盛
ん
で
あ
っ

た
地
域
は 、

現
在
の
東
京
湾
沿
い
の
台
地一
帯
で 、
こ
れ
に
つ

い
で
利
根
川
沿
い
の
低
地
を
ひ
か
え
た
台
地 、

そ
れ
か
ら
太
平
洋
岸
と
い
う

順
序
に
な
っ

て
い
る 。

つ
ま
り 、

関
東
台
地
が
出
現
し
た
こ
ろ 、

そ
の
周
辺
に
ひ
ろ
が
る
入
江
の
海
は 、

波
が
静
か
で
遠
浅

だ
っ

た
こ
と
か
ら 、

貝
や
魚
の
繁
殖
が
旺
盛
で 、

ま
さ
に
魚
貝
類
の
宝
庫
で
あ
っ

た。

そ
こ
で
人
々
は

漁
勝
や
貝
類
に
依
存
す
る
生
活
を
営
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る 。

そ
し
て、

貝
殻
や
魚
の
骨
あ
る
い
は
使

用
不
能
と
な
っ

た
石
器
や
土
器
を一
ヵ

所
に
捨
て
た。

そ
れ
が
貝
塚
で
あ
る 。
こ
れ
ら
の
貝
塚
は 、

そ
ら
く
数
十
人
が
共
同
生
活
を
営
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る 。

こ
の
貝
塚
も 、

農
耕
や
金
属
器
利
用
な
ど
の
技
術
を
も
た
ら
し
た
弥
生
時
代
に
入
る
と、

急
速
に
減

少
し
て
い
る 。
つ
ま
り 、

農
耕
技
術
の
発
達
に
伴
っ

て、
人
び
と
は
住
み
な
れ
た
貝
塚
の
台
地
を
捨
て、

平
地
に
移
住
し
た
の
で
あ
ろ
う 。

と
も
あ
れ、

縄
文・
弥
生
の
時
代
か
ら 、

と、

な
ん
と
も
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る 。

わ
が
ふ
る
さ
と
に
も
人
類
が
生
活
し
て
い
た
の
か
と
思
う お

6-



第
三
節

弥
生
時
代
と
社
会
の
変
化

房
総
の
随
所
に
発
見
さ
れ
る
弥
生
遺
跡

紀
元
前
三
1一

世
紀
ご
ろ 、
西
日
本
に
新
し
い
文
化
が
現
わ
れ、
そ
の
波
は
日
本
列
島
を
東
上
し
た。

い
わ
ゆ
る
弥
生
文
化
の
は
じ
ま
り
で
あ
る 。

こ
の
文
化
の
特
色
は 、

縄
文
文
化
が
自
然
採
取
経
済
で
あ
っ

た
の
に
対
し、

弥
生
式
と
い
わ
れ
る
新

し
い
土
器
を
標
識
と
し
て、

農
耕
と
金
属
器
の
使
用
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う 。

弥
生
文
化
は 、

次
の
古
墳
文
化
の
発
生
す
る
三
世
紀
ま
た
は
四
世
紀
ま
で
つ
づ
い
た。

千
葉
県
下
で
も
随
所
に
弥
生
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
が 、

な
か
で
も
有
名
な
の
は 、

市
川
市
の
須

す』
』
う

ま
た
木
更
津
市
の
菅
生
遺
跡
な
ど
が
あ
る 。

和
田
遺
跡 、

安
房
郡
鋸
南
町
勝
山
の
田
子
台
遺
跡 、

川

弥
生
式
土
器

弥
生
式
土
器
の
製
作
技
術
は 、

縄
文
土
器
よ
り
い
っ

そ
う
す
ぐ

れ
て
い
る 。

細
か
い
粘
土
を
選
び 、

摂
氏一

、

0
0
0
1

一
、

二
O
O
度
の
高
温
で
焼
い
て
作
ら
れ
て
い
る 。

質
は
堅
く 、

明
る
い
赤
褐
色

〈
し
め

は
け
め

ま
た
は
淡
褐
色
の
も
の
が
多
く 、
模
様
は
ま
っ

た
く
っ
け
な
い
か
櫛
目
や
刷
目
の
簡
単
な
も
の
が
多
い 。

か
め

っ
ぽ

わ
ん

た
か
っ
き

整
形 、

壷
形 、

鉢
形 、

皿
形 、

椀
形 、

高
杯
形
な
ど 、

各
種
の
様
式
が
あ
る 。

川

農
耕
の
開
始

弥
生
時
代
の
お
も
な
生
業
は 、

水
稲
を
中
心
と
す
る
農
耕
で
あ
っ

た。

当
時
の
水
田
の
状
態
は 、

静
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と

ろ

し

岡
県
の
登
自
遺
跡
の
発
掘
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る 。

集
落
の
南
に
発
見
さ
れ
た
水
田
祉
に
よ

あ
ぜ

く

る
と 、

畦
で
矩
形
に
区
画
さ
れ
た
水
田
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
で 、
一

定
の
大
き
さ
を
保
っ

て
い
な
い
こ
と

く
わ

す
き

ず

れ

か
ら 、

ま
だ
田
制
上
の
き
ま
り

は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る 。

農
具
と
し
て 、

木
製
の
鍬 、

鋤 、

田
下l
駄 、

田
舟
な
ど
が
使
用
さ
れ 、

水
田
は
低
湿
地
で
営
ま
れ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る 。

農
法
は 、

な
い
で
直
播
で 、

収
穫
に
は
石
鎌 、

石
包
丁
な
ど
を
用
い
て
穂
刈
り

が
行
な
わ
れ
た
よ
う
だ 。

そ
し
て 、

田
植
を
し

農
耕
が
生
活
の
中
心
に
な
っ

た
こ
と
に
よ
っ

て 、
人
は
潤
い
の
あ
る
土
地
に
定
住
す
る
よ
う
に
な
っ

た 。

金
属
器
の
出
現

弥
生
時
代
に
は 、

金
属
器
の
使
用
が
は
じ
ま
っ

た 。

普
通 、

人
類
の
歴
史
は 、

石
器
時
代

青
銅
器

時
代
|

鉄
器
時
代
ー

と
展
開
し
た
と
い
わ
れ
る 。

日
本
で
は
青
銅
器
時
代
を
経
過
す
る
こ
と
な
く 、

弥

生
文
化
の
初
期
か
ら
鉄
器
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
と
い
え
よ
う 。

お
の

や
り
か
ん
な

と
う
す

ち
ょ
う
な

斧、

鑓
飽、

万
子 、

鎌 、

手
斧、

鉄
器
は 、

腐
食
し
や
す
い
の
で
遺
品
は
少
な
い
が 、

の
み
な
ど
が

製
作
さ
れ
て
い
る 。

E 

階
級
社
会
の
は
じ
ま
り

稲
作
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら 、

弥
生
時
代
の
人
び
と
の
居
住
地
は 、

そ
れ
ま
で
の
台
地

か
ら
海
岸
や
河
川
沿
岸
の
小
高
い
と
こ
ろ
に
住
居
を
作
る
よ
う
に
な
っ

た 。

住
居
は 、

縄
文
時
代
と
大
差
な
く 、

竪
穴
住
居
や
平
地
住
居
で
あ
っ

た 。

ま
た 、

高
床
式
家
屋
も
作

ら
れ 、

こ
れ
は
穀
倉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
だ 。

家
族
形
態
は
は
っ

き
り
し
な
い
が 、

農
耕
に
よ
る
生
活
の
安
定
度
の
向
上
と 、

貧
富
の
差
が
生
じ
た

圃登呂遺跡
静
岡
市
南
部
に
あ
る
弥
生
式
時
代
の
集
落
遺
跡。
一

九
四三一
1一
九
六
五
年
の
発
掘
で 、
一
二
の
住
居
祉
と

二
棟
の
高
床
倉
庫
祉 、
さ
ら
に
矢
板
や
木
さ
く
で
仕
切

っ
た
約一
O
万
平
方メ
ー
ト
ル
の
水
田
祉
な
ど
が
発
見

さ
れ
た。

鉄
器
を
は
じ
め
木
製
の
農
具
な
ど
多
く
の
遺
物
も
発

掘
さ
れ、
当
時
の
農
耕
生
活
を
知
る
貴
重
な
遺
跡
で
あ

る。
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る。
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こ
と
か
ら 、

大
家
族
の
発
生
を
み
た
と
思
わ
れ
る 。

当
時
の
婚
姻
形
態
は
夫
婦
別
居
制
で 、

夫
が
妻
の

も
と
に
通
っ

て
い
た
ら
し
い 。

集
落
の
規
模
も
し
だ
い
に
大
き
く
な
っ

て
い
っ

た 。

集
落
は
分
散
的
な
居
住
で
な
く 、

集
落
を
形
成

す
る
住
居
の
数
は
十
数
戸
か
ら
数
十
戸
に
お
よ
ん
だ 。

指
導
者
を
ム
ラ
オ
サ
と
呼
び 、

祭
り

や
祈
願
に

は
ム
ラ
オ
サ
の
指
導
力
が
大
い
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る 。

こ
の
ム
ラ
オ
サ
の
権
力
が
し
だ
い
に
強
く
な
っ

て 、

や
が
て
そ
こ
に
は
身
分
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ

た 。

階
級
制
度
の
は
じ
ま
り
で
あ
る 。

。
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第
四
節

国
家
の
形
成
と
大
陸
文
化
の
摂
取

I 

小
国
家
の
成
立
と
耶
馬
台
連
合

大
陸
で
は 、

紀
元
前
二
O
二
年
に
漢
が
建
国
し 、

や
が
て
そ
の
勢
力
は
朝
鮮
半
島
に
お
よ
ん
だ 。

半

島
で
は 、

こ
の
こ
ろ
か
ら
小
国
家
群
が
で
き
あ
が
り 、

統
合
と
分
裂
の
消
長
を
く
り

か
え
し
た 。

こ
の
動
き
は
日
本
に
も
影
響
し 、

強
い
ム
ラ
は
弱
い
ム
ラ
を
支
配
下
に
お
き 、

ム
ラ
の
い
く
つ
か
は

ク
ニ
と
な
っ

て
統
率
さ
れ
た 。

ク
ニ
の
中
で
も
ま
た
力
の
差
が
生
ま
れ 、

各
地
に
小
国
家
が
形
成
さ
れ

R-。
+ード

紀
元
前
後 、

北
九
州
の
小
国
家
は 、

漢
の
役
所
(
楽
浪
郡)

に
定
期
的
に
使
者
を
つ
か
わ
し 、

朝
貢

を
し
て
い
た 。

当
時
の
日
本
と
大
陸
と
の
交
渉
の
あ
り
さ
ま
は 、

中
国
の
史
書
に
記
さ
れ
て
い
る 。

わ

じ
ん

『
漢
書』

に
は 、
「
楽
浪
海
中
に
倭
人
あ
り 、

分
か
れ
て
百
余
国
と
な
り 、

歳
時
を
も
っ

て
献
見
す」

わ
の
な
の
く
に

と
あ
る 。

さ
ら
に
『
後
漢
書』

に
は 、

五
七
年
に
倭
奴
国
の
使
者
が
都
の
洛
陽
に
お
も
む
き 、

光
武
帝

い
ん
じ
ゆ

お
う
す
い
じ
よ
う

か
ら
印
綬
を
授
け
ら
れ
た
と
あ
る 。
一

O
七
年
に
は 、

倭
面
土
国
の
王
帥
升
ら
が
奴
隷
一

六
O
人
を
献

上
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る 。

当
時 、

北
九
州
の
小
国
家
は 、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
王
を
た
て 、

さ
ら
に

そ
れ
ら
の
小
国
家
が
結
団
し
て
連
合
体
を
作
っ

て
い
た 。

印
綬
を
受
け
た
奴
国
の
王
は 、

連
合
体
の
盟

主
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る 。

一
世
紀
の
は
じ
め 、

後
漢
が
滅
亡

し
て 、

競
・

呉
・

萄
の
三
国
が
対
立
し
た 。

貌
の

(
二
二
O
年)

日U'EA

 



ぎ

し

わ

じ
ん
で
ん

『
貌
志
倭
人
伝』

二
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
中
ご
ろ
に
か
け
て
の
日
本
の
あ
り
さ

ぞ

ま

た
い

ま
が
記
さ
れ
て
い
る 。

す
な
わ
ち 、

三
世
紀
の
日
本
に
は
耶
馬
台
国
と
い
う
国
が
あ
っ

て 、

約
三
O
の

ア」
今ι、

bv
』

歴
史
を
述
べ
た

を
従
え
て
い
た
と
あ
る 。

ひ

み

こ

こ
の
耶
馬
台
国
の
女
王
が
卑
弥
呼
で
あ
っ

た 。

卑
弥
呼
は
競
に
朝
貢
し 、

競
は
卑
弥
呼
に
「
親
競
倭

ク

(
小
国
家)

王
」

の
称
号
と
金
印
紫
綬
を
与
え
た 。

ま
た 、
『
競
志
倭
人
伝』

に
は 、

倭
i八
の
社
会
や
風
俗
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る 。

そ
れ
に
よ
る
と

男
子
は
大
人
も
子
供
も
み
な
入
墨
を
し 、

作
物
は
稲 、

麻 、

桑
な
ど 、

そ
し
て
麻
布
や
絹
を
織
っ

て
い

た
と
記
さ
れ
て
い
る 。

な
お 、

女
王
卑
弥
呼
は
「
鬼
道
を
事
と
し 、

能
く
衆
を
惑
わ
す」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に 、

呪
術
的
・

宗
教
的
色
彩
の
濃
厚
な
王
で
あ
っ

た
ら
し
い 。

そ
し
て
耶
馬
台
国
が
ど
こ
に
あ
っ

た
か
に
つ
い
て
は 、

大
和 、

北
九
州
な
ど
の
話
説
が
あ
り 、

真
相
は
い
ま
だ
究
明
さ
れ
て
い
な
い 。

E 

大
和
政
権
の
成
立
と
人
見
の
由
来

国
土
統
一

と
大
陸
文
化
の
移
入

耶
馬
台
国
の
位
置
を
畿
内
大
和
だ
と
す
る
と 、

耶
馬
台
国
は
大
和
朝
廷
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う 。

そ

れ
は
と
も
か
く
と
し
て 、

四
世
紀
前
後
に
は 、

皇
室
の
祖
先
を
中
心
と
す
る
大
和
朝
廷
が
統
一

国
家
を

作
り
あ
げ
た 。

『
日
本
書
紀』

や
『
古
事
記』

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

に
よ
る
古
伝
説
に
よ
る
と 、

皇
室
の
祖
先
は
天
照

大
神
と
い
う
日

の
女
神
の
子
孫
で
あ
る 。

大
神
の
子
孫
は
九
州
の
高
千
穂
峯
に
降
り 、

幾
代
か
の
の
ち
九
州
か
ら
東
征

zm
卑
弥
呼

「
貌
志
倭
人
伝」
に
し
る
さ
れ
た
耶
馬
台
国
の
三
世

紀
前
半
の
女
王 。
亙
女
的
性
格
が
強
かっ
た。

夫
は
な
く
弟
が
政
治
を
補
佐
し
た。
縛一
0
0
0
人

に
か
し
ず
か
れ、
大
規
模
な
宮
室
に
住

み、
貌
の
明
帝

か
ら
「
親
貌
倭
王」
の
称
号
を
受
け
た。
死
ん
だ
と
き

に
は、
径一
O
O
余
歩
の
墓
に
葬
ら
れ、
奴
縛一
0
0

余
人
が
殉
葬
し
た
と
い
わ
れ
る。
卑
弥
呼
は
「
日
の
御

子」
「
姫
子」
の
意
味
と
も
い
わ
れ
る。



し、

や
が
て
大
和
を
平
定
し、

紀
元
前
六
六
O
年
に
神
武
天
皇
が
第一
代
の
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
と

い
う
の
で
あ
る。

し
か
し、

紀
元
前
六
六
O
年
と
い
う

早
い
時
期
に
国
土
が
統一
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は 、

学
問
的
に

は
全
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う 。
R-
J-、

宇t
ナー

こ
の
伝
説
が
大
和
朝
廷
に
よ
る
国
土
統一
の
史
実

を
反
映
し
て
い
る
と
い
う

論
は 、

必
ず
し
も
否
定
で
き
な
い 。

大
和
朝
廷
に
よ
る
国
土
の
統一
は 、

四
世
紀
前
後
か
ら
進
め
ら
れ、

四
世
紀
中
ご
ろ
に
は
強
固
な
統

こ
れ
は 、

大
和
朝
廷
に
よ
る
朝
鮮
半
島
出
兵
の
事
実

一
国
家
体
制
が
敷
か
れ
た
と
い
う
見
方
が
強
い 。

に
よ
っ

て
知
る
こ
と
が
で
き
る。

こ
の
朝
鮮
出
兵
に
つ
い
て
は 、

高
句
麗
の
広
開
土
王
の
頚
徳
碑
が
あ
る。

碑
文
に
よ
る
と、
三
九一

日
本
軍
は
百
済
・

新
羅
を
打
ち
破
り 、

平
壌
付
近
ま
で
進
出
し
た
が 、

高
句
麗
軍
に
撃
退
さ
れ
た

年と
あ
る。

み
ま
な

任
那
を
基
地
と
す
る
日
本
の
半
島
進
出
は 、

鉄
な
ど
の
資
源
を
獲
得
す
る
主
要
な
ル
l
ト

を
確
保
し

た。

ま
た
百
済
か
ら
の
帰
化
人
を
多
く
招
来
す
る
結
果
と
な
り 、

大
陸
の
高
度
だ
文
化
を
移
入
し
た
の

で
あ
る。

五
世
紀
に
入
る
と、

大
和
朝
廷
に
よ
る
国
土
統一
は
い
っ

そ
う

進
ん
だ 。

房
総
地
方
に
と
っ

て
避
け

や

ま
と

た
け
る
の

み
こ
と

て
と
お
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
日
本
武

尊
の
東
征
で
あ
り 、

県
下
に
は
そ
の
伝
説
が
多
い 。

日
本
武
尊
の
東
征
と
人
見
の
由
来

大
和
朝
廷
に
よ
る
東
征
は 、

第一
O
代
崇
神
天
皇
の
四
道
将
軍
派
遣
に
さ
か
の
ぼ
る。

そ
の
後 、

第

一
二
代
景
行
天
皇
は
日
本
武
尊
に
命
じ
て
東
夷
征
伐
を
実
行
さ
せ
た。

命
を
受
け
た
日
本
武
尊
は 、

足
柄
か
ら
相
模
に
入
り 、

三
浦
の
観
音
崎
付
近
か
ら
船
に
乗
っ

て
上
総

極大和朝廷による朝鮮出兵

四
世
紀
の
朝
鮮
半
島
に
は、
北
方
に
高
句
麗 、
南
方

に
百
済
新
羅
の
諸
国
が
分
立
し
て
い
た。
三
六
六
年

に
日
本
の
使
者
が
は
じ
め
て
百
済
を
訪
れ、
三
六
九
年

に
は
新
羅
の
圧
迫
を
受
け
た
百
済
を
救
援
し
て
新
車艇
を

討
ち 、
新
緩
百
済
を
支
配
下
に
置
い
た。

ベんかん
みまな

みぞけ

ま
た、
弁
韓
(
任
耶)
を
宮
家
と
し
て 、
こ
こ
に
政

庁
と
し
て
日
本
府
を
設
置
し
た。

は さ 道 圃
吉吋ヒ れ (崇四
備び陸る 山神道
津? は 四 陽 天 将
彦; 大E 人 )皇軍
食i彦; 2丹菌
丹 角i 宅 波 去

波東 山 竺l
t主
同た 海 陰
�rt� �工 ) た
造2 武存 方 め

ち淳E 函
主幻111; に 北
命? BUF ?陸。】 り n通

命; わ 東
し 海

西 た
道 と 西
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の
富
津
付
近
に
向
か
っ

て、
い
わ
ゆ
る
走
水
の
海
を
渡
ら
れ
た。
こ
の
と
き
に
わ
か
に
強
風
が
吹
き
荒

お
と
た
ち
ば
な
ひ
め

れ、

舟
は
遭
難
の
危
険
に
遭
っ

た
の
で
あ
る。

そ
こ
で
海
神
の
崇
り
を
鎮
め
る
た
め 、

妃
弟
橘

姫
は

尊
に
代
っ

て
海
神
の
犠
牲
に
な
り 、

身
を
海
に
投
じ
た。

す
る
と
強
風
は
た
ち
ま
ち
に
治
ま
り 、

舟
は

無
事
に
上
総
へ
到
着
し
た
と
い
う 。

一
種
の
悲
恋
物
語
で 、

日
本
武
尊
の
東
征
は
『
日
本
書
紀』
に
も

明
記
さ
れ
て
い
る。

こ
の
物
語
の
後
日
講
を
含
め
て、

君
津 、

木
更
津 、

富
津
に
は
多
く
の
伝
説
や
伝
承
が
残
さ
れ
て
い

る。

そ
の
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る。

-
姫
が
入
水
さ
れ
た
と
き 、

御
身
に
巻
い
て
お
ら
れ
た
白
布
が
漂
着
し
た。
里
人
は 、

洞
を
建
て
て
手

厚
く

葬
り 、

貴
船
神
社
貴
布
禰
明
神
と
称
し
た。
ま
た
白
布
が
漂
着
し
た
地
を
布
流
津
と
い
い 、
こ
れ

が
現
在
の
富
津
と
な
っ

た。
(
富
津
市
貴
船
神
社
々
記)

-
橘
姫
命
の
御
袖
が
人
見
(
周
西
村)

よ
り

北
方
の
海
岸
に
漂
着
し
た。
こ
の
由
来
に
基
づ
い
て
そ
の

地
を
袖
ヶ

浦
と
称
し
た
:・

(
吉
野
吾
妻
神
社
々
伝)

ふ

と

み

そ

な

は

し

・
命 、

当
山
(
人
見
山)
に
登
り 、

姫
を
追
慕
し、

海
路
を
不
斗
見
曽
奈
波
志
給
ふ
に
起
因
し、
以
来 、

こ
の
地
を
不
斗
見
す
な
わ
ち
人
見
郷
と
称
し
た
(
人
見
神
社
々
伝)

-
君
不い
去
里 。

木
更
津
の
古
称
な
り
:

(
中
略)
:・

武
尊
こ
こ
に
滞
留
し、

姫
を
追
懐
し
て、

数
日 、

去
り

た
ま
わ
ず 。

故
に
こ
の
名
あ
り

(
里
伝)

-
木
更
津
市
の
吾
妻
神
社
に
は 、

弟
橘
姫
命
の
袖
が
柁
ら
れ
て
い
る
(
里
伝)

そ
の
史
実
の
ほ
ど
は
わ
か
ら
な
い
が 、
ロ
マ
ン
は
ロ
マ
ン
と
し
て
そ
れ
を
深
く

詮
索
す
る
の
は
む
し

ろ
野
暮
な
話
で
あ
ろ
う 。

な
お 、

わ
れ
わ
れ
の
住
む
上
総 、

下
総
は
昔
か
ら
フ
サ
の
国
と
い
っ

た。
フ
サ
と
は
麻
の
こ
と
で 、

qJ

 



こ
の
地
方
は
麻
の
産
地
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る。

須
恵
国
造
に
属
し
た
人
見

し

せ
い

皇
室
を
中
心
と
す
る
大
和
朝
廷
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
大
和
国
家
の
支
配
組
織
は 、

氏
姓
制
度
と
呼
ば

れ
て
い
る。

つ
ま
り

大
和
国
家
で
は 、

天
皇
を
首
長
と
し
て、

有
力
な
豪
族
が
支
配
層
を
形
成
し
て
政
治
的
な
支

配
を
行
な
っ

て
い
た。

そ
し
て、

そ
の
聞
の
関
係
を
秩
序
づ
け
た
の
が
氏
姓
制
度
で
あ
っ

た。

氏
は
多

う
じ
の
か
み

う
じ
び
と

く
の
家
か
ら
な
る
同
族
的
な
組
織
で 、

そ
の
族
長
を
氏
上
と
い
い 、

支
配
さ
れ
る
人
た
ち
を
氏
人
と
い

向

ひ

ベ

か
き
べ

っ
た。
お
の
お
の
の
氏
に
は 、
農
耕
や
特
殊
技
術
に
従
事
す
る
奴
稗
や
部
(
部
曲)
が
隷
属
し
て
い
た。

か
ば
ね

ま
た
姓
は 、

諸
氏
の
聞
の
尊
卑
の
等
級
を
示
す
も
の
で 、

公
的
な
地
位
を
示
す
も
の
と
し
て
朝
廷
か

ら
与
え
ら
れ、

世
襲
さ
れ
た。

皇
室
を
中
心
と
す
る
血
縁
関
係
の
遠
近
や 、

朝
廷
内
で
の
職
務
地
位
に

お
み

む
ら
じ

き
み

み
や
っ
こ

あ
た
い

お
び
と

ふ
ひ
と

す
ぐ
り

く
す
の
し

よ
っ

て
名
称
を
異
に
し、

臣・
連
・

君
(
公)
・

造・
直・
首
・

史
・

村
主
・

薬
師
な
ど
の
称
が
あ
っ

お
お
お
み

お
お
む
ら
じ

た。
臣・
連
は
有
力
豪
族
に
与
え
ら
れ
た
高
貴
な
姓
で 、
最
も
有
力
な
も
の
は
大
臣・
大
連
と
呼
ば
れ、

国
政
の
中
枢
に
参
与
し
た。

へ

み
ん

ま
た、

大
和
国
家
の
生
産
組
織
と
し
て
の
基
本
体
制
は
部
民
制
で
あ
っ

た。

す
な
わ
ち 、

当
時
の
社

会
は 、

支
配
階
級
で
あ
る
豪
族
(
氏)

と 、

被
支
配
階
級
で
あ
る
農
民
に
分
か
れ、

さ
ら
に
そ
の
下
に

や
勺
こ

奴
(
奴
隷)

が
い
た。

農
民
は
豪
族
の
私
有
民
と
し
て
部
(
部
曲)

に
編
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る。

さ
ら
に 、

大
和
朝
廷
が
国
家
の
統一
を
な
し
と
げ
て
い
く

過
程
で 、

服
属
し
た
部
族
国
家
の
一
部
は

〈
に
の
み
ぞ
っ
こ

朝
廷
の
直
轄
領
に
な
り 、

一
部
は
国
造

組
織
の
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
た。

あ
が
た
由
し

は
そ
の
地
位
を
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
て
県
主
と
な
っ

た。

こ
の
場
合 、

従
来
の
族
長

あ

わ

な
が
さ

す

え

か
み
つ

こ
の
時
代
の
房
総
半
島
に
お
け
る
国
造
の
分
布
を
み
る
と 、

阿
波
・

長
狭
・

須恵
・

馬
来
日・
上

• 
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う
な
か
み

〈

〈
ま

L

じ
み

む

さ

し
も
つ
う
な
か
み

海
上

菊
間・
伊
甚・
武
社・
下
海
上
な
ど 、

い
ん
ば

さ
ら
に
印
波
・

千
葉
と
い
う
国
造
も
記
録
に
残
っ

て
い

る。わ
れ
わ
れ
の
人
見
は 、

須
恵
国
造
に
属
し
た
よ
う
だ 。

E
 

房
総
は
古
墳
文
化
の
豊
庫

み
ま
な

大
和
朝
廷
が
朝
鮮
半
島
に
任
那
を
置
き 、

大
陸
文
化
が
わ
が
国
に
移
入
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た。

そ
の
代
表
的
な
も
の
は 、

養
蚕
や
機
械
の
技
術 、

漢
字 、

諸
工
芸 、

さ
ら
に
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
に

か
け
て
仏
教
も
伝
来
し
た。

そ
し
て
も
う一
つ
の
大
き
な
特
長
は 、
二一
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
ご
ろ
ま

で
の
聞
に 、

古
墳
と
そ
の
文
化
が
発
展
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う 。

考
古
学
で
は
こ
の
時
代
を
古
墳
時
代
と

呼
ん
で
い
る。

古
墳
は
天
皇・
豪
族
の
墳
墓
で 、

そ
れ
ま
で
の
共
同
墓
地
的
な
葬
法
と
異
な
り 、

原
則
と
し
て
単
独

墓
で
あ
っ

た。

形
式
は 、

円
墳・
方
墳・
上
円
下
方
墳・
前
方
後
円
墳
な
ど 、

横
穴
墳
も
あ
っ

た。

そ

の
う
ち
前
方
後
円
墳
は
わ
が
国
独
自
の
も
の
で
あ
っ

た。

文
化
庁
の
統
計
に
よ
る
と、
千
葉
県
の
貝
塚
や
古
墳
な
ど
の
遺
跡
は一
万一

、
四
O
O
ヵ

所
を
越
え 、

わ
が
国
第一
の
分
布
数
を
も
っ

て
い
る。

な
か
で
も
古
墳
が
多
く 、
一
万
ヵ

所
以
上
に
及
ん
で
い
る
と

、
}。

lv 、44

は 、

東
上
総
の
長
生
郡
長
南
町
芝
町
に
あ
る
能
満
寺
古
墳
で 、

さ
ら

に
東
葛
飾
郡
沼
南
町
の
北
作一
号
墳 、

西
上
総
の
小
糸
川
下
流
に
分
布
す
る
飯
野
古
墳
群
(
内
裏
塚
古

本
県
最
古
の
古
墳
(
四
世
紀)

墳
が
巨
大) 、

市
原
市
姉
ヶ

崎
神
社
周
辺
に
あ
る
古
墳
群 、

東
上
総
の
山
武
郡
栗
山
川
上
流
の
芝
山
町

圃須恵の国造

お
お
ひ
お
み

『
国
造
本
紀』
に
成
務
天
皇
の
世 、
大
布
日
意
弥
命

を
国
造
に
定
め
た
と
あ
る。
小
糸
川
流
域
を
支
配 。
の

す
え

ち
に
周
准
郡
と
なっ
た
地
方
で
あ
る。
湊
川
流
域
の
天

羽
郡
も
支
配
下
に
あっ
た
ら
し
い 。

富
津
市
飯
野
の
内
裏
塚・
九
条
塚
を
中
心
と
す
る
古

境
群
は、
国
造一
族
の
墓
と
い
わ
れ
て
い
る。
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姫
塚
古
墳
な
ど
が
有
名
で
あ
る。

君
津
市
で
は
外
箕
輪
の
八
幡
神
社
古
墳 、
ニ
直
の
四
ツ
塚
古
墳
群 、

北
子
安
の
二
子
塚
古
墳 、

大
和

田
の
花
里
山
古
墳 、

久
保
の
納
戸
山
古
墳
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る。

古
墳
か
ら
は
い
ず
れ
も
直

万 、

石
器 、

耳
輪 、

管
玉
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る。

N 

聖
徳
太
子
の
政
治
と
文
化

り

ち
ゅ
う

は
ん
ぜ
い

い
ん
き
ょ
う

仁
徳
天
皇
の
あ
と、

そ
の
子
の
履
仲
・

反
正
・

允
恭
の
三
天
皇
が
相
つ
い
で
即
位
し
た。

そ
う
し
よ
う

皇
位
の
兄
弟
相
承
で
あ
る。

当
時
は 、

父
子
相
承
で
な
く 、

兄
弟
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
皇
位
に
つ
く

慣
わ
し

い
わ
ゆ
る

が
あ
っ

た。

そ
の
皇
位
継
承
の
背
後
に
は 、

有
力
な
豪
族
の
干
渉
が
あ
り 、

皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ

て
朝

廷
内
の
対
立
が
生
じ
た
り 、

地
方
豪
族
の
反
乱
が
起
こ
っ

た。

西
暦
五
九
三
年
(
推
古
元
年) 、

摂
政
に
就
い
た
聖
徳
太
子
は 、

仏
教
を
国
教
と
す
る
と
と
も
に 、

冠
位
二一
階
を
定
め 、

さ
ら
に一
七
条
憲
法
を
制
定
し、

中
央
集
権
国
家
へ
向
け
て
大
き
く

前
進
さ
せ

た。

そ
し
て
国
史
の
編
纂
を
図
る
と
と
も
に 、

天
皇
と
い
う

称
号
も
採
用
し
た。

お
の
の

い
も
こ

六
O
七
年、

小
野
妹
子
を
遣
惰
使
と
し
て
中
国
へ
派
遣
し
て
い
る。

ま
た、

ハ
O
八
年
に
派
遣
さ
れ

た
第
二
回
遣
惰
使
に
は
多
数
の
留
学
生
・

留
学
僧
が
加
わ
り 、

長
期
間
に
わ
た
り

中
国
に
と
ど
ま
っ

た。

同
使
節
団
は 、

惰
の
次
に
お
こ
っ

た
唐
の
制
度
や
文
物
を
学
ん
で
帰
朝
し、

み
な
ぶ
ち
の
し
よ
う
あ
ん

た
か
む
こ
の
く
ろ
ま
ろ

み
ん

な
か
で
も
南
淵

請
安 、

高
向
玄
理 、

僧
畏
ら
は
大
化
の
改
新
に
大
き
な
役
割
を

日
本
の
政
治
・

文
化
の
発

展
に
寄
与
し
た。

果
た
し
た。

圃仏教の伝来と興隆について

五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て 、
百
済
か
ら
伝
来

し
た。
百
済
の
国
王
が
仏
像
仏
具・
経
論
を
大
和
朝

廷
に
献
上
し
た。
こ
れ
が
仏
教
の
公
伝
の
は
じ
ま
り
で

あ
る。大

和
朝
廷
で
は、
こ
の
仏
教
信
仰
を
め
ぐっ
て
蘇
我

氏
と
物
部
氏・
中
臣
氏
が
は
げ
し

く
対
立
し
た。
そ
し

て 、
蘇
我
氏
が
物
部
氏
を
滅
ぼ
し
て
覇
権
を
確
立
す
る

や
仏
教
は
急
速
に
広
ま
り 、
次
の
飛
鳥
時
代
に
お
い
て 、

最
初
の
仏
教
興
隆
期
を
迎
え
た。

圃冠位一二階
朝
廷
に
仕
え
る
も
の
に
二一
階
の
位
を
定
め、
伎
に

応
じ
て
色
別
し
た
冠
を
与
え
た
も
の
で
あ
る。
二一
階

は、
儒
教
の
徳
目
六
つ
(
徳 、
仁 、
礼 、
信 、
義 、
智)

を
さ
ら
に
大・
小
に
分
け
て一一一
階
と
し
た
も
の。
冠

を
授
与
す
る
基
準
は
個
人
の
才
能
や
功
績
で 、
一
代
限

り
で
あっ
た。
こ
れ
に
よっ
て
門
閥
打
破 、
人
材
登
用

を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る。
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第
五
節

律
令
政
治
の
展
開
と
文
化

I 

大
化
の
改
新
と
周
准
郡
丸
田
郷

六
二
二
年、

聖
徳
太
子
が
没
す
る
と、

蘇
我
氏
の
勢
力
が
強
大
に
な
り 、

一
時
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま

な
か
の
お
お
え
の
お
う
じ

な
か
と
み
の
か
ま
こ

ふ
じ
は
ら
か
ま
た
り

く
ら
や
ま
だ

い
し
か
わ

に
し
た。
だ
が 、

中
大
兄
皇
子
を
中
心
と
す
る
中
臣
鎌
子
(
の
ち
の
藤
原
鎌
足) 、

蘇
我
倉
山
田
石
川

ま

ろ
麻
目
な
ど
の
反
蘇
我
派
が
結
集
し 、

打
倒
を
企
て
た。

ク
ー

デ
タ
ー

は 、

六
四
五
年
六
月
二一
日 、

三
韓
朝
貢
の
日
に
決
行
さ
れ
た。

蘇
我
入
官
は
大
極
駅

で
諒
殺
さ
れ、

翌
日 、

父
の
蝦
夷
も
自
邸
で
自
殺
し 、

蘇
我
本
家
は
あ
っ

け
な
く
滅
亡
し
た。

蘇
我
氏
滅
亡
後 、
孝
徳
天
皇
が
即
位
し 、
中
大
兄
皇
子
は
皇
太
子
と
な
っ

た。
そ
し
て、
六
四
六
年、

大
化
の
改
新
の
詔
が
全
国
に
号
令
さ
れ
た。

大
化
元
年
は 、

日
本
で
初
め
て
正
式
に
年
号
が
定
め
ら
れ

な
に
わ

な
が
ら

と
よ
さ
き
の
み
や

た
と
き
で 、

都
も
飛
鳥
か
ら
難
波
(
大
阪)
の
長
柄
豊
崎
宮
に
遷
さ
れ
た。

大
化
の
改
新
こ
そ
が
真

の
意
床
の
国
家
成
立
を
示
す
も
の
で
あ
っ

た。

大
化
の
改
新
は 、

従
来
の
氏
姓
制
度
に
よ
る
皇
室
お
よ
び
豪
族
の
支
配
を
否
定
し 、

中
国
の
律
令
制

度
に
な
ら
っ

た
国
家
制
度
を
打
ち
樹
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で 、

ま
ず 、

天
皇
や
豪
族
た
ち
の

私
有
地
や
私
有
民
を
廃
止
し 、

そ
れ
ら
を
す
べ
て
国
家
の
も
の
と
し
た。

ふ
さ
の
〈
に

そ
れ
ま
で
総
国
と
呼
ば
れ
て
い
た
房
総
地
方
は 、

大
化
の
改
新
に
よ
っ

て、

上
総
と
下
総
の
二
国
に

分
け
ら
れ
た。

千
葉
県
南
部
を
上
総 、

北
部
を
下
総
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ

た。
こ
れ
は
当
時 、

東
海
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道
は 、
神
奈
川
県
の
三
浦
半
島
か
ら
千
葉
県
富
津
近
辺
に
入
り 、

君
津
近
辺
を
通
っ

て、
市
原 、
千
葉 、

市
川
を
通
過
し
て
常
陸
の
国
へ
抜
け
て
い
た
た
め
で 、

奈
良
の
都
に
近
い
ほ
う

か
ら
上
総 、

下
総
と
つ

け
ら
れ
た
の
で
あ
る。

す
え

須
恵
の
国
も
周
准、

天
羽
の
二
郡
と
な
り 、

周
准
の
郡
所
は
貞
元
村
(
小
字
赤
磯
|

現
在
の
郡)

新
設
さ
れ
た。

大
化
の
改
新
に
よ
っ

て、

郡
の
下
に
郷
が
置
か
れ、
こ
の
郷
の
下
は
庄
と
名
づ
け
ら
れ
た。

周
准
郡

t主
人 九
見 郷
fì Vこ
周 分
准 か
郡 れ
丸わ た
田だ
郷

属
し
た

丸
田
は
海
に
関
連
す
る
名
称
で 、
現
在
の
大
和
田
あ
た
り
を
中
心
と
し
て、
大
堀 、
畑
沢 、
大
久
保 、

坂
田
な
ど
を
含
め
た
郷
と
推
測
さ
れ
て
い
る。

E 

大
宝
律
令
と
上
総
の
防
人

じ
ん
し
ん

六
七一
年
に
天
智
天
皇
が
世
を
去
る
と 、

皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ

て
壬
申
の
乱
が
起
こ
っ

た。

天
皇
の

お
お
あ

ま

お
お
と
も

弟
大
海
人
皇
子
と
皇
子
大
友
皇
子
と
の
抗
争
で
あ
っ

た
が 、

戦
い
の
結
果 、

大
友
皇
子
は
破
れ、

六
七

き
よ
み

は
ら

三
年、

大
海
人
皇
子
が
飛
鳥
の
浄
御
原
で
即
位
し
て
天
武
天
皇
と
な
っ

た。
い
わ
ゆ
る
飛
鳥
時
代
の
到

来
で
あ
る。

そ
の
後 、

六
九
七
年
に
即
位
し
た
文
武
天
皇
は
七
O一
年
に
大
宝
律
令
を
制
定 、

七一
O
年
に
は
平

城
京
(
奈
良)
に
遷
都、

奈
良
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る。

大
宝
律
令
は 、

文
武
天
皇
が
刑
部
親
王 、

藤
原
不
比
等
(
鎌
足
の
子)
た
ち
に
命
じ
て
編
さ
ん
さ
せ

画上総の国府と周准郡と郷

上
総
国
は
今
の
市
原
市
に
国
府
が
置
か
れ
た。
国
は

一
一
郡
に
分
か
れ
た。
す
な
わ
ち
市
原 、
上
海
上 、
畔

t じみ

蒜、
望
陀 、
周
准 、
天
羽、
夷
織、
埴
生 、
長
柄 、
山

辺、
武
射
が
そ
れ
だっ
た。

わ
だ

周
准
郡
は
山
家 、
山
名 、
額
回 、
三
直 、
丸
田 、
湯

坐 、
藤
部、
勝
部、
勝
川
の
九
郷
か
ら
な
り
たっ
て
い

た。
人
見
は
大
堀 、
坂
田 、
大
和
田 、
畑
沢 、
小
浜、

大
久
保 、
上
烏
回 、
下
鳥
田
と
と
も
に
丸
田
郷
に
属
し

た。圃律と令律
は
刑
罰
の
こ
と
を
定
め
た
も
の
で 、
今
日
の
刑
法

に
相
当
し 、
令
は
行
政
上
の
法
規
・
官
制
を
定
め
た
も

の
で 、
今
日
の
行
政
法・
民
法
な
ど
に
相
当
す
る。
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た
国
家
政
治
の
基
本
法
で 、

大
化
の
改
新
で
打
ち
出
さ
れ
た
新
政
策
を
法
制
化
し
た
も
の
で
あ
っ

た。

そ
の
主
な
内
容
を
述
べ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る。

中
央
官
制

(1) 
都

あ
る
中
央
政
府
の
職
制
と
し
て

え
ふ

二
官・
八
省
・

一
台
・

五
衛
府
が
置
か
れ
た。
二
官
と
は
太

政
官
と
神
砥
官
で 、

太
政
官
は
政
治
・

行
政
の
す
べ
て
を
統
括
し、

神
砥
官
は
朝
廷
の
祭
事
を
つ
か
さ

ど
っ

た。

だ
い
な

こ
ん

太
政
官
に
は
太
政
大
臣 、

そ
の
下
に
左
大
臣 、

右
大
臣
が
置
か
れ、

大
納
言
が
大
臣
を
補
佐
し
た。

な
か
っ
か
さ

し
き
ぶ

じ

ぶ

み
ん
ぶ

さ
ら
に
下
表
に
み
る
と
お
り 、

下
部
組
職
と
し
て
左
弁
官
の
下
に
中
務・
式
部・
治
部・
民
部
の
四
省 、

ひ
ょ

う
ぶ

ぎ
ょ

う
ぶ

お
お
く
ら

く

な
レ

右
弁
官
の
下
に
兵
部・
刑
部・
大
蔵・
宮
内
の
四
省 、

合
計
八
省
が
置
か
れ
て
い
る。

だ
ん
じ
よ
う
だ
レ

一
台
と
は
弾
正
台
の
こ
と
で 、

風
俗
の
粛
正
や
官
吏
の
不
法
を
取
締
る一
種
の
行
政
監
察

五
衛
府
は 、

皇
居
諸
門
の
警
衛
・

儀
杖 、

京
中
の
巡
検・
追
捕
を
行
な
っ

た。

ま
た、

機
関
の
こ
と。

」
の
ほ

か
に
都
だ
け
の
政
治
を
行
な
う

京
職
と、

外
交
と
九
州
の
政
治
を
行
な
う
太
宰
府
が
置
か
れ
た。

)
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地
方
官
制

や
ま
と

や
ま
し
ろ

せ
っ
つ

か
わ
ち

い

ず
み

大
和
・

山
城・
揖
津・
河
内・
和
泉
の
五
カ
国
と
な
っ

た)

し
ち
ど
う

と
七
道

全
国
を
畿
内
(
八
世
紀
以
後 、

(
東
海・
東
山
・

北
陸・
山
陽・
山
陰・
南
海・
西
海
の
諸
道)

に
編
成
し
た。

そ
し
て、

国
に
は
国
司 、

郡
に
は
郡
司 、

里
に
は
里
長
を
置
い
た。

国
は
六
O
余
あ
っ

た。

国
の
役
所
を
国
府
と
か
国
衛
と
い
い 、

国
司
は
都
か
ら
派
遣
さ
れ
た。

に
分
け 、

そ
の
な
か
を
国・
郡
・

里

)
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田

告Ij

大
宝
律
令
の
最
大
の
特
徴
は 、

公
地
公
民
制
を
と
り 、

班
回
収
授
法
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る。

き
ん
で
ん

れ
は
唐
の
均
田
制
を
模
範
に
し
た
も
の
で 、

土
地
は
す
べ
て
国
家
の
も
の
と
し、
一
定
年
齢
に
達
し
た ヲー'-

圃大宝律令における中央官制

|中央官制|

省
省
省
省

省
省
省
省

務
部
部
部

部
部
蔵
内

中

式

治

民

兵

刑

大

宮

仁下」

仁下」

官

言

官

弁

納

弁

左

少

右「1下L

納大臣

巨

大

臣

大

政

大

府

府

寮

司

庫

快
活

?

f

I

土

衛

寮

庫

庫

4
E
t肌

吉

衛

兵

馬

兵

兵

官

官

正

門

人
白

白

白

白

砥

政

弾

衛

隼

乞

乞

乞

乞

内

神
太・「ーーーー」

画班回収授法について

班
回
収
授
法
が 、
唐
制
の
単
な
る
模
放
で
あ
る
か、

ま
た
は
古
来 、
日
本
に
こ
れ
に
類
似
し
た
団
地
割
換
慣

行
が
存
在
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
論
議
が
あ

る。
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く

ぶ
ん
で
ん

そ

ち
ょ
う

よ
う

ぞ
う
よ
う

人
民
に一
定
量
の
口
分
田
を
分
け
与
え 、

そ
の
代
償
と
し
て、

租
・

調
・

庸・
雑
倍
な
ど
の
一
定
の
租

税
を
課
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た。

)
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財
政
制
度

国
家
の
財
政
は 、

口
分
田
を
耕
作
す
る
班
田
農
民
の
租
税
に
よ
っ

て
ま
か
な
わ
れ、

そ
の
租
税
に
租

-
調・
庸・
雑
徳
の
あ
っ

た
こ
と
は
前
述
し
た。

そ
く

わ

租
は
口
分
田一
段
に
つ
い
て
二
東
二
把
で 、

収
穫
の
約
三
%
に
相
当
し
た。

あ
し
ぎ
向

調
・

庸
は
成
年
男
子
に
課
せ
ら
れ
た
人
頭
税
で
あ
っ

た。

調
は
絹
・

施
(
織
目
の
あ
ら
い
絹)

糸
(
絹
糸)
-

綿
(
真
綿)
-

布
(
麻
布)
-

農
具
・

海
産
物
な
ど
を 、

そ
の
土
地
の
生
産
事
情
に
応

じ
て
納
め
た。
ま
た
調
副
物
と
し
て、

染
料・
油・
漆・
塩
・

紙
な
ど
も
納
め
て
い
る。

庸
は 、

年
に
一
0
日
間 、

京
に
出
て
労
役
に
服
す
る
代
わ
り
に 、

原
則
と
し
て、

布
二
丈
六
尺
(
約

八
メ
ー
ト

ル)

を
納
め
る
も
の
で 、

調・
庸
を
京
ま
で
運
搬
す
る
の
は 、

負
担
す
る
農
民
の
義
務
で
あ

っ
た。

雑
循
は 、

年
に
六
O
日
以
内
(
の
ち
二一
O
日)

地
方
の
官
舎 、

橋
梁 、

道
路 、

堤
防
な
ど
の
工

事
に
使
役
さ
れ
る
も
の
で 、

農
民
の
負
担
と
苦
痛
は
大
き
か
っ

た。

川

北
九
州
の
防
衛
に
参
加
し
た
上
総
の
防
人

京
に
衛
府
が
あ
り 、

諸
国
に
は
軍
団
が
置
か
れ
た。

せ
い
て
L

一
回
の
正
丁
士
二
1

六
O
歳
の
男
子)

一
軍
団
の
兵
士
は
五
0
0
1一
、

0
0
0
人
で

あ
っ

た。

の
約
三
分
の
一
が
交
代
で
兵
士
と
し
て
軍
団
で
勤

務
し
た。

兵
士
の
食
糧・
武
器
は
自
弁
で 、

そ
の
負
担
は
大
き
く 、

一
兵
点
す
れ
ば
二
戸
滅
ぶ
と
さ
え

い
わ
れ
た。
軍
団
の
兵
士
の
う
ち
か
ら
京
に
の
ぼ
り 、

衛
土
と
し
て
衛
府
で
勤
務
す
る
も
の
が
あ
り

(
期

ま
た
防
人
と
し
て
北
九
州
の
防
衛
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た。

聞
は一
年) 、

天
平一
O
年
(
七
三
八)

に
作
成
さ
れ
た
駿
河
国
の
正
税
帳
に
は 、

防
人
が
帰
国
す
る
際 、

同
駅
を

置
稲幸福

東東
11 
穀

籾上

で
五
升
今
の
升
あ
た
る

圃口分回六
年
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
戸
籍
に
も
と
つ
い
て、
人

は
六
歳
に
達
す
る
と
男
は
二
段
(
約
二
0
ア
ー
ル
)、

女
は
そ
の
三
分
の
二 、
家
人・
奴
に
は
良
人
男
子
の
三

分
の一 、
家
女
・
牌
に
は
良
人
の
三
分
の一
の
口
分
田

が
班
給
さ
れ
た。
口
分
田
は、
一
年
に
限っ
て
他
人
に

貸
し
て
耕
作
さ
せ
る
こ
と
(
貸
租
と
い
う
)
は
許
さ
れ

た
が 、
売
買
は
厳
禁
さ
れ
て
い
た。
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通
過
し
た
人
数
が
記
さ
れ
て
い
る。

そ
れ
に
よ
る
と、

安
房
三
三
名 、

上
総
二
二
三
名 、

下
総
二
七
O

名
で 、
こ
の
三
つ
の
国
で
五
二
六
名
と
な
っ

て
い
る。
防
人
は
常
備
三 、
0
0
0
名
ぐ
ら
い
で 、
毎
年、

三
分
の
一
が
交
替
し
た
と
あ
る。

そ
れ
か
ら
推
測
す
る
と、

防
人
の
半
数
以
上
が
安
房 、

上
総 、

下
総

の
三
国
の
出
身
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る。

事
実 、
こ
の
地
方
か
ら
多
数
の
農
民
が
防
人
と

し
て
派
遣
さ
れ
て
お
り 、

万
葉
集
の
防
人
の
歌
に
も
こ
の
地
方
出
身
者
の
歌
が
残
さ
れ
て
い
る。

な
お 、
こ
の
ほ
か
に
学
制
や
司
法
制
度
な
ど
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
こ
う 。

E

 
天
平
・

平
安
文
化
と
律
令
国
家
の
動
揺

平
城
京
を
中
心
と
す
る
律
令
国
家
は 、

今
か
ら
考
え
て
も
び
っ
く
り

す
る
ほ
ど
の
中
央
集
権
政
治
を

確
立
し
た。

も
ち
ろ
ん 、

そ
の
弊
害
も
あ
っ

た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が 、
一
方
に
は 、

天
平
文
化
と

い
わ
れ
る
文
化
を
築
い
た。

天
平
の
文
化
で
注
目
す
べ
き
は 、

東
大
寺 、

西
大
寺 、

唐
招
提
寺
な
ど
寺
院
建
築
が
盛
行
し
た
こ

と、

彫
刻 、

工
芸
品
な
ど
も
す
ぐ

れ
た
物
が
作
ら
れ
て
い
る。

ま
た 、

天
武
天
皇
の
こ
ろ
に
企
画
さ
れ
た
国
史
の
編
纂
は 、
こ
の
時
期
に
実
を
結
び 、

国
家
意
識
に

あ
ふ
れ
た
史
書
が
で
き
あ
が
っ

た。
『
古
事
記』
『
日
本
書
紀』
が
そ
れ
で
あ
る。

さ
ら
に 、

伝
統
的
文

芸
で
あ
る
和
歌
を
集
大
成
し
た
『
万
葉
集』
二
O
巻
は
天
平
文
化
の
華
で
あ
る。

延
暦
二二
年
(
七
九
四) 、

桓
武
天
皇
は
都
を
奈
良
か
ら
京
都
に
移
し、

平
安
時
代
が
始
ま
っ

た。

唐
の
長
安
を
モ
デ
ル
と
し
た
平
安
京
は 、

以
後 、

鎌
倉
幕
府
が
聞
か
れ
る
ま
で
約
四
O
O
年
に
わ
た

っ
て 、

日
本
の
都
と
し
て
栄
え
る
こ
と
に
な
る。

そ
の
問 、

平
安
文
化
と
称
さ
れ
る
華
麗
な
貴
族
文
化

直上総出身の防人の歌

防
人
の
歌
の
多
く
は、
故
郷
を
想
い 、
父
母・
妻
子

を
思
う
切々
た
る
か
な
し

み
を
う
たっ
た
歌
が
多
い
と

い
う 。
「
万
葉
集」
巻
二
O
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が 、

上
総

出
身
の
防
人
の
歌
二
首
を
紹
介
す
る
と
次
の
と
お

hHノ 。か
|行道| 我 大
天 か の 種すぬ君
羽 む 辺 批4取 の
郡 の a 郡き り命
上 茨� L i. っ か
了 のリ ムヲ き し

末i 丁字て こ
に 7言み
は 物5 ひ出
空 部2 し で
豆 子く
の 竜2な れ
カミ fi f工
ら も
ま
る

君
を
離
れ

はせっかベのとり

丈
部
鳥

圏
平
安
京
略
図
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が
花
聞
き 、

日
本
独
自
の
文
化
が
育
っ

た。

し
か
し 、

奈
良
・

平
安
と
続
い
た
律
令
国
家
に
も 、

や
が
て
影
が
さ
す
こ
と
に
な
る。

公
地
・

公
民
主
義
の
上
に
た
っ

た
班
回
収
授
法
は 、

奈
良
時
代
を
通
じ
て
全
国
に
実
施
さ
れ
て
い
っ

た
が 、

人
口
の
増
加 、

国
家
財
政
の
膨
張 、

貴
族
生
活
の
向
上
な
ど
に
よ
っ

て、

大
規
模
な
開
墾
の
必

さ
ん
せ
レ
レ
勺

し
ん

に
は
「
三
世一
身
の
法」
を
出
し 、

新
た
に
潅
甑
施
設
を

要
が
生
じ
て
き
た。

養
老
七
年
(
七
二
三)

作
っ

て、

開
墾
し
た
者
に
は
子
孫
三
代
の
問 、

私
有
を
許
し 、

も
と
か
ら
あ
る
設
備
を
利
用
し
て
開
墾

し
た
者
に
は
当
人一
代
限
り

私
有
を
許
し
た。
し
か
し 、

こ
ん
で
ん
え
い
だ
い
し

ゅ
う
れ
い

に
墾
田
永
代
私
有
令
を
出
し
た。

」
れ
も
十
分
な
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

ず 、

天
平一
五
年
(
七
四
三)

こ
れ
は 、

面
積
に一
定
の
制
限
を
設

け
て、

開
墾
田
の
永
久
私
有
を
認
め
た
も
の
で
あ
っ

た。

墾
田
永
代
私
有
令
は 、

結
果
的
に
は
貴
族・

豪
族
層 、
ま
た
は
寺
院
・

神
社
な
ど
の
私
有
地
拡
大
を
公
認
す
る
こ
と
に
な
っ

た。
い
わ
ゆ
る
「
荘
園」

の
は
じ
ま
り
で
あ
る。

一
方 、

班
田
農
民
は 、

租・
調・
庸
な
ど
の
租
税
に
よ
っ

て
窮
迫
し 、

田
地
・

宅
地
・

園
地
の
売
却

ゃ 、

有
力
な
農
民
の
隷
属
民
に
な
る
な
ど 、

律
令
制
の
原
則
で
あ
る
公
地
公
民
は
く
ず
れ
る
こ
と
に
な

り 、

武
士
団
の
出
現
と
い
う

新
た
な
時
代
に
入
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る。

圏
平
安
文
化

初
め
唐
の
影
響
が
強
く 、

漢
詩
が
行
な
わ
れ 、

の
ち

和
歌
が
盛
ん
と
な
っ

た 。

ま
た
物
語
・

日
記
な
ど
の
様

式
が
生
ま
れ
た 。
「
も
の
の
あ
わ
れ
」

を
美
の
理
念
と

し 、

優
美
な
情
趣
を
描
い
た
作
品
が
多
く 、

紫
式
部 、

清
少
納
言
を
は
じ
め
宮
廷
女
性
の
活
躍
が
め
だ
っ

た 。

院
政
期
に
は
力
強
い
歴
史
物
語
や
説
話
文
学
が
興
っ

た 。

主
な
作
品
は
「
古
今
和
歌
集」
「
伊
勢
物
語」
「
源

氏
物
語」
「
栄
華
物
語」
「
土
佐
日
記」
「
鯖
蛤
(
か .
け

ろ
う)

日
記」
「
枕
草
子」
「
竹
取
物
語」
「
大
鏡」
「
今

昔
物
蓮
巴

な
ど 。

特
記
す
べ
き
こ
と
と
し
て
仮
名
・

平

仮
名
が
盛
行
し
た 。

仮
名
・

平
仮
名
は
奈
良
時
代
か
ら

平
安
時
代
に
わ
た
っ

て
形
成
さ
れ
た 。
一

O
世
紀
ご
ろ

に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る 。
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