
弥

3
紀
元
前
三
世
紀
か
ら
紀
元
後
三
世
紀
ま
で
の
約
六
百
年
間
を
弥
生
時
代
と
い
い
ま
す
。
中
国
で
は
漢
、　
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
ロ
ー
マ
が
栄
え
て
い
ま
し
た
。
弥
生
時
代
に
は
稲
作
が
は
じ
ま
り
、
金
属
器
も
使
わ
れ
は
じ

め
ま
す
。
八
代
で
も
こ
の
時
代
に
人
口
が
ふ
え
て
き
た
こ
と
が
、
あ
ち
こ
ち
で
見
つ
か

っ
た
ｔ
器
で
想
像
で

き
ま
す
。
し
か
し
こ
ま
か
い
調
査
が
進
ん
で
い
な
い
現
在
で
は
謎
も
た
く
さ
ん
残

っ
て
い
ま
す
。

ぶ
た
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
十
三
年
二
月
の
中
頃
、
　

　

と
め
て
兄
わ
た
し
ま
し
た
。
す
る
と
弥
生
式
上
器

深
田
遺
跡
の
発
見
　

雨
あ
が
り
の
非
常
に
寒
い
Ｈ
、
　

　

の
よ
う
な

一
片
が
お
ち
て
い
た
の
で
、
さ
ら
に
さ

め

っ
た
に
通
ら
な
い
姫
高

穴
‐
の
城
乾
中
）
の
末
の
　
　
　
が
し
て
い
る
と
サ
ヌ
カ
イ
ト
片
が

一
つ
、
弥
生
後

道
を
通

っ
て
西
高

へ
行
く
中
浜
哲
朗
君

（当
時
西
高
　
　
　
期
の
上
器
片
が
多
数
み
つ
か

っ
た
の
で
工
事
の
穴

生
）
は
、
本
村
病
院
の
新
築
基
礎
工
事
で
掘
リ
ｌｌ
げ
　
　
　
の
な
か
を
見
る
と
、
砂
ま
じ
り
の
黒
青
上
に
上
器

た
ｔ
が
黒
褐
色
な
の
で
気
に
な
り
、
自
転
車
を
　

　

　

片
が
ギ

ッ
シ
リ
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
も

つ
づ
い
て
し
ら
べ
る
と
、
三
〇
一
ン
の

表
上
の
下
は
須
恵
器
を
少
し
合
む
三
五
対
の
黒
色

■
層
、　
つ
づ

い
て
粘
上
層
が
三
五
一
ン
、
そ
の
下
が

砂
ま
じ
り

の
黒

青
色

の
土
と
な

っ
て
い
ま
し
た
。

出
上
品
に
は
弥
生
土
器
の
ほ
か
に
石
矢
じ
り
二

つ
、

石
さ
じ
ら
し

い
も
の

一
つ
、
石
く
ず
少
し
、
う
す

▲
八
代
深
田
遺
跡
付
近

十
印
は
本
村
病
院

深
田
遺
跡
の
付
近

こ
の
あ
た
り
は
広
く
ｌｌ
器
が
散
布
し
て

い
た
所
の
よ
う
で
、
男
山
の
西
の
ふ
も
と

山
野
井
町
で
は
明
治
以
後
、
弥
生
■
器
や

石
矢
じ
り
を
発
見
し
た
と
い
う
記
録
も
あ

り
、
近
く
の
住
人
も
城
乾
小
学
校
の
東
方

の
畑

（八
代

．
三
二

。
一
三
二
番
地
）
で

昭
和
三
十
年
代
の
終
戦
ま
も
な

い
頃
、
須

恵
器
の
破
片
を
か
な
り
拾

っ
て
い
る
。
そ

の
須
恵
器
は
表
面
が
磨
耗
し
て
い
る
が
カ

メ

・
ツ
ポ

ｏ
郎

。
高
郎
な
ど
の
破
片
。

く
中
浜
君
が
木
村
病
院
建
設
場
で
見
つ
け

た
石
の
矢
じ
り

⌒実
物
大
）
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て
お
ら
れ
た
と
お
り
土
器
も
か
な
り
出
上
し
ま
し

た
。
弥
生
■
器
を
は
じ
め
、
弥
生
時
代

の
次

の
時

代

の
土
師
器
や
須
忠
器
な
ど
で
す
。

こ
れ
ら
の

一

つ
ひ
と

つ
は
姫
路
市
教
育
委
員
会
発
行
の

『
八
代

深
田
遺
跡
』
に
く
わ
し
く
書

い
て
あ
り
ま
す
。

深
田
遺
跡
の

発
掘
調
査

第

一
次
調
査
　
昭
和
五
〇
年
九
月
二
九
日

～

一
〇
月
二
〇
Ｈ

姫
高
が
辻
井

へ
移
転
し
た
あ
と
は
、
長
ら
く
姫

路
市
役
所
の
分

庁

合
に
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、
や

が
て
城
乾

中
学
校
を
新
築
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の

で
、
校
合
建
築
予
定
地
に

一
辺
三
屑
の
穴
を
十
二

か
所
あ
け
て
調
査
し
ま
し
た
。

土
層
の
よ
う
す
は
、
七
〇
彙ン
下
は
元
の
円
の
耕
作

土
、
そ
の
下
は
粘
質
上
層
で
上
師
器
や
須
恵
器
の

細
片
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
よ
り
下
の
層
を
お
お
ま
か
に
い
え
ば
臼
灰

色
、
黒
灰
色
、
灰
色
の
各
粘
土
層
、
そ
れ
に
砂
礫

層
が
つ
づ
き
、
弥
生
上
器
は
各
粘
土
層
の
中
に
あ

り
ま
し
た
。

土
層

の
よ
う
す

は
、
東
部

で
は
黄

褐
色

粘
土
層

が
あ

っ
て
、
も
と
は
微
高
地
で
あ

っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
が
、
西

へ
い
く
ほ
ど
低
湿
地
特
有

の

▲
発
掘
調
査
地
の
原
状

元
姫
高
運
動
場
の
南
部

（市
教
委
提
供
）

く
男
山
西
麓

前

ベ
ー
ジ
の
中
浜
君
が
見

つ
け
た
遺
跡

は
ア‐１
の
洋
風
の
建
物

・
木
村
病
院
の
と

こ
ろ
、
松
本
君
が
調
査
し
た
遺
跡
は
写

真
の
中
央
部
に
あ
る

（昭
三
四
、
六
、

一　
矢
内

写
）
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一ヾ

藝
．一ヽ

彎ゞ
息
離

＞
城
乾
幼
稚
園
建
設
地
の
発
掘
調
査
状
況

（昭
五
六
、
し
　
矢
内

写
）

で
見

つ
か

っ
た
。
カ
メ
棺
は
高
さ
四
十
一
、́
地
ド
数
十
費
´

付
近
で
出
Ｌ
。
直
立
し
た
か

っ
こ
う
で
埋
め
ら
れ
て
お
り
、

■
器
で
ふ
た
が
し
て
あ

っ
た
。　
一
方

ツ
ボ
棺
は
高
さ
約
Ｌ

十
一
、́
横
倒
し
の
か

っ
こ
う
で
据
え
ら
れ
て
お
り
、
破
片

に
な

っ
た
ツ
ポ
に

ハ
チ

（鉢
）
よ
う
の
Ｌ
器
で
ふ
た
が
さ

れ
て
い
た
。
さ
ら
に
棺
の
付
近
か
ら
小
判
状
の
大
も
み
つ

か

っ
た
。
こ
れ
ら
の
カ
メ
や
ツ
ボ
は
Ｌ
圧
に
押
さ
れ
粉
な

ご
な
に
な

っ
て
お
り
遺
骨
や
副
作
品
は
見
つ
か
ら
な
か

っ

た
。
年
代
は
ツ
ボ
な
ど
の
破
片
か
ら
弥
生
中
期
後
半
。

そ
の
ほ
か
に
も
石
器
、
縄
文

・
弥
生
■
器
、
か
わ
ら
な

ど
の
破
片
が
連
Ｈ
出
Ｌ
、
と
く
に
弥
生
Ｌ
器
片
は
こ
れ
ま

で
の
発
掘
で
コ
ン
テ
ナ
約
百
杯
分
も
出
■
し
た
。

ほ
か
に
も
こ
の
遺
跡
の
周
辺
で
は
兄
ら
れ
な

い
雲
母
人

り
の
弥
生
１１
器
片
も
み
つ
か

っ
た
が
、
こ
れ
は
大
阪

。
河

内
地
方
か
ら
搬
人
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
東
海
地
方
か
ら

の
搬
人
品
ら
し
い
円
窓
■
器
も
見

つ
か

っ
た
。

し
か
し
住
居
跡
は
見

つ
か
ら
な
か

っ
た
が
、
南
北
約
二

十
＝
、
幅

一
＝
、
深
さ
数
十
一
ン、
Ｕ
字
甲
の
溝
状
遺
構
が

み
つ
か

っ
た
。
市
教
委
は
集
落
は
泄
状
遺
構
か
ら
西
側
に

あ
る
も
の
と
推
測
、
満
状
遺
構
は
典
地
と
集
落
の
境
界
を

示
す
も
の
と
み
て
い
る
。

」

く
ツ
ボ
棺

の
出
土
状
況

⌒市
教
委
提
供
）
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