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飛
鳥
時
代
が
お
よ
そ
西
暦
６
０
０
年
〜
７
０
０
年

頃
と
前
回
記
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
も
う
少
し
詳
細

に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。
５
８
７
（
用よ

う
め
い明
２
）
年
4

月
9
日
に
用
明
天
皇
が
崩ほ

う
ぎ
ょ御
す
る
と
蘇そ

が
の
だ
い
じ
ん

我
大
臣
馬う

ま

子こ

は
、
6
月
に
穴あ

な

穂ほ
べ
の部
皇み

こ子
と
宅や

か
べ
の部
皇み

こ子
を
殺
害
し
ま

す
（
奈
良
県
斑い

か
る
が
ち
ょ
う

鳩
町
の
藤ふ

じ

の

き

ノ
木
古こ

ふ
ん墳
の
被ひ

そ
う葬
者し

ゃ

を
こ

の
2
名
の
皇
子
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。）。
7
月
に

馬
子
は
諸
皇
子
や
群ぐ

ん
し
ん臣
と
共
に
物も

の
の
べ部
大お

お
む
ら
じ連
守も

り
や屋
を
滅

ぼ
し
ま
す
。
こ
の
時
の
皇
子
ら
に
は
泊は

つ

瀬せ

べ部
皇み

こ子
（
後

の
崇す

し
ゅ
ん峻
天
皇
）
や
竹た

け
だ
の田
皇み

こ子
（
敏び

だ
つ達
天
皇
の
皇
子
、
母

は
後
の
推す

い
こ古
天
皇
）、

う
ま
や

戸ど
の

皇み

こ子
（
聖
徳
太
子
）
が
い

ま
す
。　
　

　

こ
の
戦
い
に
勝
利
し
、

戸
皇
子
は
摂せ

っ
つ津
（
大
阪
）

に
四し

天て
ん
の
う
じ

王
寺
を
馬
子
は
飛
鳥
の
地
に
法ほ

う

興こ

う

じ寺

（
飛あ

す
か
で
ら

鳥
寺
）
を
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
四

天
王
寺
は
出
土
瓦
か
ら
法
隆
寺
若
草
伽が

ら
ん藍
と
ほ
ぼ
同

時
期
の
７
世
紀
初
頭
と
考
え
ら
れ
て
お
り
伝
記
と
は

一
致
し
ま
せ
ん
。）。
守
屋
を
滅
亡
さ
せ
、
こ
れ
以
前

の
大お

お
と
も
の伴
大お

お
む
ら
じ連
金か

な
む
ら村
の
失
脚
と
併
せ
て
、
馬
子
は
政
治
・

軍
事
の
全
権
力
を
手
中
に
し
ま
す
。
以
後
、
教
科
書

な
ど
で
習
う
馬
子
│
蝦え

み
し夷
│
入い

る
か鹿
の
三
代
に
わ
た
る

政
治
主
導
が
、
６
４
５
年
の
乙い

っ
し巳
の
変へ

ん

（
教
科
書
で

は
大
化
改
新
）
ま
で
続
き
ま
す
。

　

物
部
守
屋
も
蘇
我
氏
も
現
在
の
大お

お
さ
か
ふ

阪
府
南み

な
み
か
わ
ち

河
内
周

辺
に
所
領
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
守
屋
を
滅
ぼ
し

た
こ
と
で
、
蘇
我
氏
は
ほ
ぼ
こ
の
南
河
内
地
方
と
と

も
に
中な

か
か
わ
ち

河
内
地
方
も
す
べ
て
手
に
入
れ
ま
す
。
こ
の

南
河
内
地
域
と
奈
良
盆
地
の
東
南
部
の
磐い

わ
れ余
地
域
（
奈

良
県
桜
井
市
西
南
部
）
か
ら
香か

ぐ

や

ま

久
山
周
辺
の
地
に
6

世
紀
代
、
政
治
の
中
心
と
し
て
王
宮
が
置
か
れ
ま
す
。

こ
の
磐
余
の
地
は
、
水
陸
交
通
の
要よ

う
し
ょ
う衝
で
、
北
は
（
京

都
府
）
宇う

じ治
・
山や

ま
し
な科
方
面
、
東
は
（
三
重
県
）
伊い

が賀
・

伊い

せ勢
方
面
へ
、
西
は
（
大
阪
府
）
河か

わ
ち内
や
住す

み

吉の
え
の
つ津
や

難な

に

わ

つ

波
津
（
港
）、
南
西
は
紀き

し
ゅ
う州
・
紀き

の

か

わ

ノ
川
河か

こ
う口
（
和
歌

山
方
面
）
へ
と
利
便
性
の
高
い
土
地
で
あ
っ
た
わ
け

で
す
。
こ
の
南
の
地
は
後
に
藤
原
京
の
一
部
と
し
て

利
用
さ
れ
ま
す
。
飛
鳥
は
こ
の
磐
余
の
更
に
南
に
位

置
し
、
三
方
が
山
や
丘き

ゅ
う
り
ょ
う陵
に
囲
ま
れ
決
し
て
利
便
性

に
高
い
地
域
で
は
な
い
の
で
す
が
、
防
衛
拠
点
と
し

て
都
を
配
置
す
る
に
は
適
し
て
い
た
地
域
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

５
９
２
年
11
月
、
馬
子
は
崇
峻
天
皇
を
殺
害
し
ま

す
。
翌
12
月
に
は
蘇そ

が
の我
稲い

な
め目
の
娘
と
欽き

ん
め
い明
天
皇
の
間

に
生
ま
れ
た
推
古
天
皇
が
最
初
の
女
性
天
皇
（
女
帝
）

と
し
て
飛
鳥
豊と

よ
ゆ
ら
の
み
や

浦
宮
で
即
位
し
ま
す
。
こ
の
推
古
天

皇
の
即
位
か
ら
皇こ

う
ぎ
ょ
く極
４
（
６
４
５
）
年
（
乙
巳
の
変
）

ま
で
を
飛
鳥
時
代
前
期
と
区
分
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

　

内
乱
の
中
で
権
力
を
手
に
し
た
蘇
我
一
族
は
防
衛

拠
点
と
し
て
優
れ
た
飛
鳥
の
地
（
飛
鳥
川
周
辺
）
に

本ほ
ん
そ
う
け

宗
家
や
一
族
の
屋
敷
を
造
り
ま
す
。
飛
鳥
の
地
は

こ
れ
以
前
か
ら
渡と

ら
い来
系け

い

氏し
ぞ
く族
で
あ
る
倭や

ま
と
の
あ
や漢
氏う

じ

が
入
植

し
、
用
水
や
灌か

ん
が
い漑
施
設
な
ど
の
開
発
を
行
っ
て
い
ま

し
た
。
6
世
紀
後
半
か
ら
末
頃
に
倭
漢
氏
と
結
び
つ

き
が
深
か
っ
た
蘇
我
氏
が
、
守
り
や
す
く
開
発
の
進

ん
で
い
た
こ
の
地
を
拠
点
と
し
ま
し
た
。
有
名
な
「
石い

し

舞ぶ
た
い台
古こ

ふ
ん墳
」
は
蘇
我
馬
子
の
「
桃も

も
は
ら原
の
墓
」
と
推
定

さ
れ
て
お
り
、
蘇
我
一
族
の
氏う

じ
で
ら寺
で
あ
る
「
飛
鳥
寺
」

が
建
立
さ
れ
、
蝦
夷
や
入
鹿
の
家
は
甘あ

ま
か
し
の
お
か

樫
丘
付
近
に

あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

６
０
０
年
頃
に
は
蘇
我
氏
三
代
の
専せ

ん
お
う横
が
目
立
つ

よ
う
に
な
り
、
蘇
我
一
族
の
血
筋
で
あ
る
推
古
天
皇

や

戸
皇
子
も
大
臣
馬
子
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
蘇
我
氏
優
勢
な
中
、
推
古
13
（
６
０
５
）
年
、

戸
皇
子
を
中
心
と
す
る
上じ

ょ
う
ぐ
う宮
王お

う
け家
は
飛
鳥
の
地
を

離
れ
て
斑
鳩
に
斑
鳩
宮
を
造
営
し
ま
す
。
後
に
斑
鳩

に
は
現
存
す
る
最
古
の
寺
院
で
あ
る
法
隆
寺
が
建
立

さ
れ
ま
す
。
政
治
・
文
化
の
中
心
は
飛
鳥
と
斑
鳩
に

二
極
化
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
５
０
０
年
代
後
半
か

ら
６
７
２
（
天て

ん

武む

元
）
年
6
月
の
「
壬じ

ん
し
ん申
の
乱
」
ま
で
、

畿き
な
い内
政
権
で
は
内
乱
が
続
き
ま
す
。
で
は
、
東
国
は

ど
う
で
し
ょ
う
？
『
日
本
書
紀
』
に
記
載
さ
れ
て
い

る
記
事
で
伝
承
性
が
高
い
た
め
真
偽
は
不
明
で
す
が
、

５
３
０
年
代
に
「
武む

さ
し
の
く
に
の
み
や
つ
こ

蔵
国
造
の
乱
」
と
称
さ
れ
る
内

乱
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
下し

も
つ
け
の
く
に

毛
野
国
で
は
記
録
が
な

い
た
め
不
明
で
す
が
、
大
き
な
争
い
は
無
か
っ
た
よ

う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
。（
次
号
へ
つ
づ
く
）

東
の
飛
鳥
（
飛
鳥
時
代
前
期
）
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