
古代

5
古
代
と
は
遠
い
昔
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
時
代
の
特
色
は
、
王
ま
た
は
少
数
の
貴
族
が
、
は
ば
を
き

か
せ
て
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
わ
が
国
で
は
平
安
時
代
ま
で
を
古
代
と
し
て
い
ま
す
。
貴
族
の
こ
と
を
書

い
た
文
献
は
か
な
り
あ
り
ま
す
が
、
庶
民
の
資
料
は
い
く
ら
も
あ
り
ま
せ
ん
。
地
方
の
歴
史
を
書
こ
う
と
思

っ
て
も
資
料
が
少
な
い
の
で
、
ど
う
も
は
っ
き
り
書
け
ま
せ
ん
。

つ
な
が
り
の
な
い
断
片
的
な
も
の
に
な

っ

て
し
ま
う
の
は
、
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
す
。

八
代
に
人
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
住
ん

神
様
の
物
語
　
で
い
た
か
を
考
古
学
に
よ

っ
て
見

て
き
ま
し
た
が
、
こ
ん
ど
は
、
ど
ん
な
神
話
が
あ

る
か
を
み
ま
し
ょ
う
。

『播
磨
国
風
土
記
』
と
い
う
奈
良
時
代
に
で
き

た
本
は
よ
く
ご
存
知
で
し
ょ
う
。
こ
の
本
に
は
た

く
さ
ん
の
神
話
が
の
せ
て
あ
り
ま
す
が
、
わ
が
八

代
付
近
で
は
八
丈

岩
山
と
男
山
に
関
す
る
話
が
で

て
い
ま
す
。

「昔
、　
大

汝

命
の
御
子
、　
火

明

命
は
心
も
行

な
い
も
大
変
荒

っ
ぱ
い
神
で
し
た
。
そ
う
し
た
こ

と
か
ら
父
神
の
オ
オ
ナ
ム
チ
は
心
配
な
さ
っ
て
、

息
子
の
ホ
ア
カ
リ
を
捨
て
て
逃
げ
よ
う
と
思
わ
れ

ま
し
た
。
父
神
は
船
で
因
達
神
山

（八
丈
岩
山
）
に

や
っ
て
き
て
、
そ
の
子
に
水
を
汲
み
に
や
ら
せ
、

ま
だ
帰
ら
な
い
う
ち
に
船
を
だ
し
て
逃
げ
去
り
ま

し
た
。

ま
も
な
く
息
子
の
ホ
ア
カ
リ
が
水
を
汲
ん
で
帰

っ
て
き
て
、
船
が
出
て
い
く
の
を
み
て
大
変
怒
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
波
風
を
起
こ
し
、
父
神
の
船
に

追
い
せ
ま
り
ま
し
た
。
父
神
の
船
は
進
め
ま
せ
ん
。

つ
い
に
難
破
し
ま
し
た
。

▲

『
巨
神
と
英
雄
の
故
郷
』
よ
り
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船
が
難
破
し
た
と
こ
ろ
を
朧
琳
毎料仲
■
に
）ヽ
雛

が
落
ち
た
と
こ
ろ
を
琴
榔
耐
（薬
帥
岨
）ヽ
憂
が
落

ち
た
と
こ
ろ
を
ぃ
如
道じ耐
（中
山
）、
製
が
落
ち
た

と
こ
ろ
を
耀
耐
（男
山
）
と
名
づ
け
ま
し
た
。」

笛
の
落
ち
た
所
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
学

者
が
あ
り
ま
す
が
、
男
山
だ
ろ
う
と
い
う
学
者
も

あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

と
い
う
の
は

『播
磨
国
風
上
記
』
は
非
常
に
簡
単

な
文
章
で
、
地
名
も
今
と
は
変
わ

っ
て
し
ま

っ
た

所
が
あ
る
か
ら
で
す
。
ま
た
笛
丘
も
箱
丘
と
、
ち

が

っ
た
字
で
書

い
て
あ
る
な
ど
し
て
、
研
究
に
は

苦
労
が
い
り
ま
す
。

樹
臨
殴
鍬
磨ま
祗
　
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
所
は
兵

因
達
里
　
　
　
　
庫
県
姫
路
市
八
代
○
○
町
で
す
。

兵
庫
県
姫
路
市
と
い
う
よ
う
に
な

っ
た
の
は
明
治

二
十
二
年
か
ら
の
こ
と
、
姫
路
市
八
代
に
な

っ
た

の
は
大
正
十
四
年
か
ら
、
八
代
○
○
町
は
昭
和
三

十
四
年
か
ら
の
こ
と
で
す
。

で
は
、
も

っ
と
吉
は
ど
う
い
っ
て
い
た
の
で
し

ょ
う
。
千
三
百
年
以
上
も
前
の
大
化
の
改
新
の
と

き
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
私
た

船
１１
↓

（景
福
寺
山
）

笛
丘
↓

（男
山
）

Ｈ
女
道
丘
↓

（姫
山
）

芝
崎
山
↓

▲
　
因
達
神
山
か
ら
見
た
因
達
の
里

（昭
――
．１
、
九
　
矢
内

写
）

船

―■
、
宮

―■
、
＝
女
道

―■
は
伊
和
の
■
に

属
す
る
。
そ
こ
か
ら
左

⌒北
）

．
帯
が
因

辻

の
生
だ
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
。

い

ま
は
家
で
理
ま

っ
て
し
ま

っ
た
。

新41家 本‖∫六
「

||、 八丈ガ1山 の束斜 iniか す)の 展望
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II「 代

ち
の
地
方
は
播
磨
の
国
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

国
の
中
は
郡
に
分
け
ま
し
た
。
姫
路
付
近
は
餅
磨

郡
で
す
。
郡
の
中
は
■
、
餅
磨
郡
は
十
八
の
里
に

分
け
ら
れ
ま
し
た
。

八
代
と
い
う
地
名
は
、
そ
の
頃
ま
だ
な
い
の
で

す
が
、
今
の
八
代
は
ど
の
里
に
あ

っ
た
の
で
し
ょ

う
。
こ
れ
が
、
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
問
題
な
の

で
す
。
『播
磨
国
風
上
記
』
の
因
達
神
山

（
八
丈
岩

山
の
こ
と
は
前
項
で
み
ま
し
た
が
、
」ヽの
概
雌
が

解
決
の
糸
日
に
な
り
そ
う
で
す
。

十
八
の
里
の
う
ち
の
因
達
の
里
は
因
達
神
山
の

近
く
に
あ
る
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
神
山
の
西
は

今
は
安
室
で
す
が
、
昔
は
韓
室
の
里
で
あ

っ
た
ら

し
い
。
南
は
伊
和
の
里
。
だ
か
ら
因
達
の
里
は
、

山
よ
り
末
で
あ
る
は
ず
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。だ

が
八
丈

岩
山
よ
り
束
に
あ
る
■
で
、
か
な
り

よ
く
わ
か
る
■
は
枚
野
里
―
今
の
北
平
野
あ
た
り

と
、
大
野
里
―
今
の
野
里
あ
た
り
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
因
達
の
■
は
今
の
新
在
家

。
伊
伝
居

・

八
代

・
坊
主
町

・
シ
ロ
ト
ピ
ア
記
念
公
園
あ
た
り

一
帯
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

の
で
す
。

飾

伽 ,

播
磨
　
大
化
改
新
よ
り
前

は
針
間
と
書

い

て

い
た
。

餅
磨
　
上
日
は
こ
の
字
を
よ
く
か

い
て

い
た
。

明
治
二
九
年
か
ら
飾
磨

に
統

一
し
た
。

因
達
里
　
Ｊ
Ｒ
姫
路
駅

の
南
末
、
北
条

。

南
条
あ
た
り
だ
と

い
う
説
も
あ
る
。
し
か

し
こ
こ
に
は
因
辻
ネ‐‐‐
山
に
相
当
す
る
山
が

外
‘
い
。





古代

し
か
し
何
条
何
里
で
場
所
を
示
す
こ
と
が
で
き
る

八
代
付
近
の
条
里
　
で
は
八
代
付
近
で
条
里
が
残

っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
空
中
写

宣
父
折
込
図
）
で
さ
が
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
ぐ
目

に
は
い
る
の
は
、
姫
路
短
大
の
南
方
と
、
西
高
校

の
北
の
方
で
す
。
八
代
新
道
に
も
少
し
あ
る
よ
う

で
す
。
中
央
部
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、

こ
の
あ
た
り
が
昔
は
市
川
だ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ

て
い
ま
す
。
水
が
流
れ
、
河
原
も
あ
る
な
ど
し
て
、

四
角
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

短
大
の
正
門
前
が
い
ち
ば
ん
は
っ
き
り
し
て
い

る
所
な
の
で
、
こ
こ
を
基
準
に
し
て
条

里
区
画
を

赤
線
で
引
い
て
み
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
洪
水
で

埋
ま

っ
た
で
あ
ろ
う
水
路
も
、
条
里
方
向
に
復
旧

し
た
と
こ
ろ
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
後
世
あ
ら
た

に
作

っ
た
道
も
条
里
方
向
に
な

っ
て
い
る
の
が
見

え
ま
す
。

姫
路
城
北
側
の
坊
主
町
あ
た
り
の
中
濠
や
上
塁

も
条
里
に
そ

っ
て
作

っ
て
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ

は
池
田
輝
政
が
城
を
作
る
と
き
ま
で
条

里
地
割
り

が
、
こ
の
あ
た
り
に
も
残

っ
て
い
た
か
ら
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

八
代
新
道
は
右

一
条

十
三
坊
、
南
八
代
は
右
二

条

十
二
坊
と
い
っ
た
よ
う
で
す
。

六
ノ
坪
の
謎
　
　
Ｐ
の
字
の
地
図
を
見
る
と
、
短

大
の
正
門
前
に
六
ノ
坪
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
を
空
中
写
真
に
重
ね
る
と
、
南
北
二
町

に
な
り
ま
す
。
広
い
道
の
西
は
南
新
在
家
、
そ
こ

の
字
限
図
に
も
南
北
二
町
に
わ
た

っ
て
六
ノ
坪
が

あ
る
の
で
す
。
そ
の
範
囲
は

（折
込
図
）
に
表
し
た

よ
う
に
、
東
西
南
北
と
も
二
町
四
方
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
条
里
制
で
い
う
坪
と
は
、
第

一
図
で
見

る
よ
う
に

一
町

（
一
〇
九
】じ

四
方
で
す
。
そ
れ
な

の
に
、
こ
こ
は
二
町
四
方
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
三
十
六
ノ
坪
の
二
十
を
省
い
て
、　
い
い

や
す
い
よ
う
に
し
た
も
の
で
す
。
短
大
正
門
前
の

一
町
四
方
を
三
十
六
ノ
坪
だ
と
す
る
と
、
そ
の
南

西
は
二
十
六
ノ
坪
で
あ
る
は
ず
で
す
。
こ
の
二
十

も
省
略
さ
れ
、
こ
の
あ
た
り
二
町
四
方
を
、　
い
つ

の
頃
か
ら
か
六
ノ
坪
と
い
う
よ
う
に
な

っ
た
の
で

す
。も

う
い
ち
ど
‐３５
Ｐ
の
地
図
を
見
ま
し
ょ
う
。

第

一
図
　
坪
の
並
び
方

´́
_́― -6田丁 ―_ヽ

lヽ田 ]

7

6 5 4

17 14

7 8 9 11 12
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短
大
構
内
南
東
部
に
も
六
ノ
坪
が
あ

っ
て
南
か
ら

つ
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し

Ｌ■̈
、^′′。

そ
こ
で
第

一
図
を
見
る
と
、
坪
の
位
置
関
係
が

わ
か
り
ま
す
。
三
十
六
ノ
坪
の
右
上
に
は
隣
の
条

の
六
ノ
坪
が
あ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
本
来

「
六
」
と
い
う
数
字
の
つ
く
地
名
が
斜
に
二
つ
連

な

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
形
が
悪
い
し
、

面
積
も
せ
ま
い
の
で
、
明
治
初
期
に
字
を
整
理
し

た
と
き

「
六
ノ
坪
」
を
西

へ
移
し
、
南
の
方
と
ひ

と
ま
と
め
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

坪
の
名
が
、
も
と
の
位
置
か
ら
移
動
し
て
い
る
例

は
他
に
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

と
お

坪
の
中
は
　
　
町
四
方
の
坪
の
中
は
、
十
の

知
に

区
切
り
ま
す
。　
一
つ
の
田
は

一
反
で

す
。
そ
の
区
切
り
方
は
第
二
図
の
よ
う
に
二
種
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
中
ど
こ
で
も
同
じ
で
す
。

短
大
の
南
で
は
、
こ
の
二
つ
の
区
切
り
が
見
え
ま

す
。
日
絵
の
空
中
写
真
を
見
る
と
、
こ
の
田
の
形

に
し
た
が

っ
て
家
が
建

っ
た
の
で
、
条
里
の
形
を

よ
く
残
し
た
家
並
み
に
な

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
珍
し
い
景
観
で
す
。

「私
の
家
は
南
向
き
だ
」
と
思

っ
て
い
て
も
、

や
や
西
向
き
に
な

っ
て
い
ま
す
。
夏
の
朝
、
北
の

窓
か
ら
日
が
さ
し
こ
ん
で
く
る
の
は
そ
の
た
め
で

す
。
千
二
百
年
も
前
に
つ
く

っ
た
条
里
制
が
、　
い

ま
な
お
私
た
ち
の
生
活
に
影
響
し
て
い
る
の
で
す
。

第
二
図
　
坪
の
中
の
川
の
地
割

一　
　
反
　
一

ヽ
ヽ
ロ
ー
町

（
６０
間
Ｔ

′、
／

長 地 形 半 折 形
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布
目
瓦
が
　
昭
和
三
十
三
年
六
月
二
日
、
南
八
代

見
つ
か
る
　
町
の
本
村
病
院
建
設
場
で
、
布
目
瓦

の
破
片
が

一
つ
見

つ
か
り
ま
し
た
（写
宣
■
）。
写
真

の
表
面
に
八
代
宮
跡
と
書

い
て
あ
る
の
は
、
発
見

者
が
当
時
そ
こ
を
字
宮
跡
だ
と
思

っ
た
か
ら
で
し

た
。

‐３５
Ｐ
の
地
図
で
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
は
字

深
田
で
、
発
見
者
中
浜
君
自
身
あ
と
で
訂
正
し
て

い
ま
す
。

こ
の
瓦
は
灰
色
の
堅
い
焼
き
で
、
凸
面
は
斜
格

子
文
を
、
凹
面
は
布
＝
が
少
し
残
る
程
度
に
消
し

て
い
ま
す
。

も
う

一
つ

（写
真
下
）
は
昭
和
三
十
六
年
八
月
、

姫
高
体
育
館
予
定
地
を
発
掘
し
た
と
き
見
つ
か
り

ま
し
た
。
写
真
で
見
る
よ
う
に
両
面
と
も
少
し
消

し
、

含
フ
の
あ
と
も
前
の
も
の
と
似
て
い
ま
す
。

出
て
き
た
所
は
違

っ
て
い
て
も
、
こ
の
二
つ
は
手

法
が
よ
く
似
て
い
る
か
ら
、
同
じ
人
が
作

っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
二
つ
と
も
タ
テ
ヨ
コ
一

〇
彙
ン
の
小
さ
い
も
の
で
す
。
布
Ｈ
瓦
が
ザ
ク
ザ
ク

出
て
く
る
所
は
付
近
に
は
な
い
の
で
、
ど
こ
か
ら

か
運
ば
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

布
＝
瓦
は
八
代
で
は
東
光
寺
山
で
昭
和
三
年
二

月
、
島
田
清
氏
が
破
片

一
コ
発
見
し
て
い
ま
す
。

こ
の
山
に
、
古
代
に
お
堂
で
も
あ

っ
た
の
か
と
想

像
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
瓦
が

出
た
こ
と
を
聞
か
な

い
の
で
、
な
ん
と
も

い
え
ま

せ
ん
。

深
田
の
瓦

『
八
代
深
田
遺
跡
』
姫
路
市
教
育
委
員

会
発
行

瓦
の
写
真
、
拓
本
、
特
徴
が
の
せ
て
あ

２

一

。

hil lllllllrli
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瓦
の
出
土
地
で
近
い
の
は
、
姫
路
短
大
の
西
、

新
在
家
本
町
三
丁
目
３
番
３２
号
の
付
近
、
六
七
二

番
地
の

一
で
す
。
昭
和
六
十
三
年
八
月
、
田
中
敏

博
氏
が
自
宅

へ
の
道
に
下
水
管
を
通
し
た
と
き
、

地
下

一
肝
掘

っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
土
の
中
か
ら

見
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
瓦
は
奈
良
時
代
末
か
平
安

時
代
初
め
の
も
の
の
よ
う
で
す
。
こ
ま
か
い
布
目

が
は
っ
き
り
つ
い
て
い
ま
す
。

で
て
き
た
瓦
を
写
真
に
と

っ
た
り
、
拓
本
に
し

た
り
し
て
お
く
と
、
や
が
て
は
深
田
の
瓦
が
、
ど

こ
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
か
分
か
る
と
き
が
く
る
で

し
よ
つヽ
。

0        5      10m

ll木村病院  ド 41高体育館出土瓦の拓影

東
光
寺
山
の
瓦

『断
金
』
二
九
　
姫
路
師
範
学
校
発
行

新
在
家
本
町
三
丁
目
の
瓦

『文
化
財
だ
よ
り
』
三
二
　
姫
路
市
文
化
財
保
護
協
会
発
行

出
土
状
況
や
瓦
の
写
真
も
の
せ
て
あ
る

▲新在家本町三丁 目出土の瓦
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古代

石器時代―古代年表

く八代のできごと〉

石器時代  芝崎山で石槍が採集されている。

可
‐

縄文時代

弥生時代

古墳時代

奈良時代

平安時代  入代付近は国衛領に属 した。

自河法皇が東光寺をご建立という。

芝崎山で石矢じりが採集されている。

深田遺跡 (南八代町)が発掘調査された。

富士才遺跡 (八代新道)が発見された。

芝崎山など八代の山に古墳が造られた。

深田遺跡でもこの時代のものが出土 している。

条里制がしかれ、六ノ坪 (短大の南)の地名がある。

八代付近は因達里に属 し.た ようだ。

く社会のできごと〉

1万年まえ今の日本列島

ができあがる

239ヒ ミコが中国に使いを

送る

大和朝廷ができはじめる

播磨国風土記ができ里の

名カド載せてある
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