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。





序章　問題の所在

1

序
章　

問
題
の
所
在

一　

古
代
国
家
形
成
と
〈
交
通
〉

　
「
交
易
」
の
進
展
に
と
も
な
う
「
市
場
」「
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」「
統
治
シ
ス
テ
ム
」
の
形
成
は
権
力
の
成
立
に
大
き
く
関
わ
り
、

外
交
交
渉
を
含
む
対
外
関
係
（
国
家
間
の
交
流
）
の
根
幹
を
成
す
重
要
な
研
究
分
野
で
あ
る
と
考
え
る
。「
市
場
」
で
の
秩
序
維
持
の
た

め
に
商
取
引
（
交
換
）
の
実
効
性
を
保
証
す
る
強
制
力
や
、
取
引
に
と
も
な
う
紛
争
を
調
停
・
仲
裁
す
る
法
的
支
配
が
発
生
し
、
こ
れ

ら
が
初
期
国
家
の
権
力
と
し
て
収
斂
し
て
い
く
。
権
力
は
「
計
算
」
や
「
法
」
に
詳
し
い
官
吏
に
税
収
管
理
や
行
政
執
行
を
担
わ
せ
て

「
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
組
織
し
て
い
き
、
こ
れ
が
初
期
国
家
の
官
僚
機
構
と
し
て
王
権
の
権
力
基
盤
と
な
っ
て
い
く
。「
市
場
」
で

形
成
さ
れ
た
「
統
治
シ
ス
テ
ム
」
は
、
最
終
的
に
国
家
運
営
の
基
本
原
則
と
な
り
国
家
の
政
治
的
基
盤
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
動
き
を
総

合
す
る
〈
交
通
〉
概
念
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
古
代
国
家
形
成
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

行
論
の
便
宜
上
、
一
般
的
な
交
通
や
各
論
者
の
説
明
文
中
の
交
通
は
「
交
通
」
と
記
し
、
各
論
者
の
見
解
を
整
理
・
再
定
義
し
た
広

義
の
交
通
概
念
を
〈
交
通
〉
と
区
別
し
て
記
す
こ
と
と
す
る
。



2

二　

石
母
田
正
の
「
交
通
」

　

一
般
的
に
、
人
あ
る
い
は
物
が
、
あ
る
地
点
か
ら
別
の
地
点
ま
で
移
動
す
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
て
い
る
「
交
通
」
に
つ
い
て
、
石
母

田
正
は
複
数
の
側
面
か
ら
新
た
な
概
念
と
し
て
規
定
し
た

（
1
（

。
石
母
田
に
よ
り
概
念
規
定
さ
れ
た
「
交
通
」
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

経
済
的
側
面
で
は
、
商
品
交
換
や
流
通
や
商
業
お
よ
び
生
産
技
術
の
交
流
で
あ
り
、
政
治
的
領
域
で
は
戦
争
や
外
交
を
ふ
く
む
対

外
諸
関
係
で
あ
り
、
精
神
的
領
域
に
お
い
て
は
文
字
の
使
用
か
ら
法
の
継
受
に
い
た
る
多
様
な
交
流
で
あ
る

（
2
（

。

　

石
母
田
に
よ
る
「
交
通
」
の
政
治
的
領
域
（
戦
争
や
外
交
を
ふ
く
む
対
外
諸
関
係
）
に
つ
い
て
は
、
別
に
国
家
成
立
過
程
と
の
関
連
か

ら
論
じ
た

（
3
（

が
、
い
ま
一
度
「
交
通
」
の
〈
政
治
的
領
域
〉
に
関
す
る
石
母
田
の
言
説
を
整
理
し
て
お
く
。
石
母
田
は
、
従
来
の
「
内
政

還
元
主
義
」
が
対
外
関
係
ま
た
は
外
交
を
、
内
政
と
は
別
個
の
性
質
を
も
ち
、
独
自
の
領
域
を
形
成
し
て
い
る
も
の
と
し
、「
内
政
か

ら
相
対
的
に
独
立
し
た
契
機
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
評
価
し
な
い
誤
り
を
お
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
内
政
そ
の
も
の
を
矮
小
化

し
単
純
化
す
る
と
い
う
二
重
の
誤
っ
た
思
考
方
法
に
み
ち
び
く

（
4
（

」
と
批
判
し
た
う
え
で
、
対
外
関
係
と
内
政
の
「
相
互
関
係
と
不
可
分

の
統
一
」
を
強
調
し
、
古
代
国
家
の
初
期
段
階
に
つ
い
て
考
究
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。

対
外
関
係
と
い
う
一
つ
の
契
機
が
一
国
の
内
政
に
転
嫁
し
て
ゆ
き
、
ま
た
逆
に
内
政
が
対
外
関
係
を
規
定
す
る
基
礎
と
な
る
と
い

う
相
互
関
係
と
不
可
分
の
統
一
を
、
そ
れ
が
独
自
の
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
古
代
国
家
の
初
段
階
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
「
対
外
交
渉
史
」
や
「
外
交
史
」
が
、
貴
重
な
学
問
的
貢
献
を
し
な
が
ら
も
、
内
政
と
外
政

と
を
単
純
に
分
離
し
て
き
た
た
め
に
ひ
き
お
こ
し
て
き
た
伝
統
的
思
考
方
法
を
克
服
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る

（
5
（

。

　

卑
弥
呼
は
「
所
与
の
国
際
的
諸
条
件
を
内
政
の
た
め
に
利
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
狗
奴
国
と
の
紛
争
と
い
う
国
内
矛
盾
を
解
決
し
よ
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3

う
と
」
し
た
。「
国
際
関
係
の
中
か
ら
、
自
己
の
政
治
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
可
能
性
を
見
出
し
、
そ
れ
を
内
政
に
転
化
し
現
実
化

す
る
政
治
技
術
が
、「
外
交
」
の
一
つ
の
性
質
だ
と
す
れ
ば
、
女
王
卑
弥
呼
は
素
朴
な
が
ら
こ
こ
で
「
外
交
」
を
お
こ
な
っ
て
い
る

の
」
だ
と
す
る

（
6
（

（
以
下
、
傍
線
部
は
中
野
）。

　

そ
の
内
部
構
造
が
い
か
に
未
開
的
で
、「
呪
術
か
ら
の
解
放
」
が
未
発
達
で
あ
っ
て
も
、
首
長
層
は
、
対
外
的
な
面
に
お
い
て

は
開
明
的
で
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
に
高
度
に
発
達
し
た
国
と
の
対
外
関
係
を
も
つ
に
い
た
る
と
、
後
者
の
側
面
は
後
進

的
な
内
部
構
造
と
対
比
し
た
場
合
、
不
均
衡
に
発
達
す
る
の
で
あ
る

（
7
（

。

　

し
た
が
っ
て
ア
ジ
ア
的
社
会
の
も
と
で
は
、
他
民
族
と
の
交
通
が
重
要
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
機
能
を
独
占
す
る
首
長
制

＝
王
権
は
「
開
明
的
」
と
な
り
、
内
部
的
地
位
は
そ
れ
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
を
も
つ
の
で
あ
る

（
8
（

。

　

注
意
す
べ
き
点
は
、
こ
の
系
列
の
官
が
、
い
ず
れ
も
邪
馬
台
国
と
統
属
下
の
諸
国
と
の
間
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
諸
国
を
ふ

く
む
倭
国
全
体
と
中
国
と
の
間
に
、
成
立
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ニ
＝
共
同
体
の
内
部
に
ま
ず
「
官
」

が
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
相
互
の
間
に
、
ま
た
は
外
国
と
接
触
す
る
場
に
ま
ず
「
官
」
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
前
記
の

首
長
制
の
特
徴
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
9
（

。

　
「
国
家
機
構
の
萌
芽
が
諸
国
間
の
境
界
領
域
の
場
に
ま
ず
成
立
す
る
と
い
う
特
徴
」
は
、「
商
品
交
換
の
場
合
と
同
じ
く
、「
王
」
を

首
長
と
す
る
諸
国
の
内
部
構
造
が
ア
ジ
ア
的
首
長
制
を
根
底
に
し
て
い
る
」、
す
な
わ
ち
弥
生
時
代
末
期
の
北
九
州
の
首
長
層
の
「
司

祭
的
性
格
と
機
能
」
や
卑
弥
呼
の
「
禁
忌
に
緊
縛
さ
れ
た
シ
ャ
ー
マ
ン
的
機
能
が
政
治
に
代
位
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
る

（
（1
（

」
と
す
る
。

　

推
古
朝
の
「
筑
紫
大
宰
」
は
天
武
・
持
統
朝
に
整
備
さ
れ
、
令
制
の
「
大
宰
府
」
の
よ
う
な
、
対
外
交
渉
に
あ
た
り
つ
つ
、
九
国
二

島
を
統
管
す
る
一
大
機
構
（「
四
海
ノ
小
朝
廷
」）
に
成
長
す
る
原
型
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
推
古
朝
の
中
央
の
政
府
組
織
は
、
こ
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の
よ
う
な
純
粋
な
形
の
機
構
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
が
特
徴
的
な
の
で
あ
る

（
（（
（

」
と
す
る
。

　

国
際
的
契
機
に
よ
り
、
外
国
と
接
触
す
る
場
に
ま
ず
「
官
」
が
成
立
す
る
だ
け
で
な
く
、
諸
国
家
間
の
国
際
関
係
も
さ
ま
ざ
ま
な
様

態
（
上
下
関
係
や
傾
斜
関
係
）
を
呈
す
る
こ
と
と
な
る
。

諸
国
の
内
部
構
造
が
支
配
と
隷
属
を
基
礎
に
し
て
い
る
以
上
、
諸
国
間
の
国
際
関
係
も
対
等
で
あ
り
得
ず
、
冊
封
関
係
、
君
臣
関

係
、
朝
貢
関
係
が
む
し
ろ
国
際
関
係
を
規
制
す
る
正
常
な
原
則
と
な
る

（
（1
（

。

　

石
母
田
に
よ
れ
ば
、
国
際
的
契
機
と
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
的
「
交
通
」
形
態
の
一
部
（
政
治
的
領
域
に
お
け
る
も
の
）
で
あ
る

（
（1
（

。
日

本
の
古
代
国
家
成
立
史
に
お
け
る
国
際
的
契
機
の
役
割
を
、
七
・
八
世
紀
の
時
点
で
考
察
し
た
結
果
、
最
大
最
高
の
首
長
で
あ
る
中
央

の
大
王
（
天
皇
）
を
軸
と
し
た
支
配
層
が
、
中
国
・
朝
鮮
の
先
進
的
な
統
治
技
術
・
国
家
機
構
・
法
典
等
を
輸
入
・
継
受
す
る
こ
と
に

よ
り
、「
国
際
的
交
通
か
ら
疎
外
さ
れ
、
共
同
体
的
諸
関
係
に
し
ば
ら
れ
て
い
た
人
民
に
た
い
す
る
階
級
的
優
位
を
体
制
化
す
る
点
」

に
端
的
に
表
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
た

（
（1
（

。

交
通
形
態
の
一
環
と
し
て
の
政
治
面
に
お
け
る
外
交
と
国
際
関
係
を
七
・
八
世
紀
の
国
家
成
立
期
に
限
定
し
て
考
察
す
る
場
合
、

そ
れ
が
三
世
紀
ま
た
は
四
・
五
世
紀
と
異
な
っ
た
国
際
関
係
の
新
し
い
局
面
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
諸
国
の
内
政
に
も
一
つ

の
特
徴
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る

（
（1
（

。

と
す
る
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

　

石
母
田
は
、「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
戦
争
と
内
乱
の
新
し
い
周
期
」
の
特
徴
と
し
て
、
朝
鮮
問
題
が
国
際
関
係
を
規
定
す
る
主
な
領

域
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
七
世
紀
初
頭
は
、
そ
れ
ま
で
数
十
年
間
相
対
的
に
安
定
し
て
い
た
朝
鮮
三
国
間
の
内
戦
が
激
化

し
た
点
で
、
朝
鮮
史
の
新
し
い
局
面
を
ひ
ら
い
た
時
期
で
あ
る
。
ま
た
、
朝
鮮
に
お
け
る
右
の
内
戦
の
激
化
と
諸
国
家
興
亡
の
歴
史
が
、

隋
・
唐
両
王
朝
の
半
島
に
対
す
る
侵
略
戦
争
ま
た
は
干
渉
戦
争
と
、
冊
封
体
制
を
基
礎
と
す
る
外
交
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
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と
不
可
分
の
関
係
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
た

（
（1
（

。
朝
鮮
三
国
に
と
っ
て
倭
国
は
一
つ
の
政
治
勢
力
ま
た
は
「
大
国
」
と
し
て
、
外
交
上
重
要

な
地
位
を
し
め
て
い
た
。
特
に
倭
国
は
、
百
済
と
の
特
殊
な
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
問
題
と
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
関
係
の
中
に
お

か
れ
て
い
た
。
百
済
滅
亡
時
の
海
外
出
兵
が
し
め
す
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
朝
鮮
に
お
け
る
戦
争
に
介
入
す
る
こ
と
と
な
り
、
半
島
の

戦
争
は
、
朝
鮮
三
国
・
中
国
・
倭
国
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
す
べ
て
の
諸
国
家
間
に
お
け
る
戦
争
に
発
展
し
た
こ
と
が
、
こ
の
時
代
の
特
徴

で
あ
る

（
（1
（

。

　

石
母
田
は
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
間
で
の
戦
争
や
外
交
が
「
王
権
の
存
立
の
決
定
的
モ
メ
ン
ト
」
で
あ
り
、
内
政
と
国
制
は
そ
れ
と
不
可

分
の
関
係
に
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
国
内
矛
盾
も
激
し
い
叛
乱
や
政
変
・
ク
ー
デ
タ
と
な
っ
て
表
れ
る
の
が
こ
の
時
期
の
特
徴
だ
と
指

摘
す
る

（
（1
（

。
そ
の
う
え
で
、〈
国
家
の
成
立
の
問
題
は
、
権
力
の
問
題
で
あ
る
〉
と
結
論
づ
け
、「
古
代
王
権
の
基
礎
に
あ
る
生
産
関
係
の

集
約
」
で
あ
り
「
総
括
」
で
あ
る
と
と
も
に
、「
個
々
の
王
権
ま
た
は
支
配
階
級
が
お
か
れ
た
対
外
的
諸
関
係
も
ま
た
権
力
問
題
の
一

つ
の
契
機
と
し
て
、
こ
と
に
古
代
に
お
い
て
は
不
可
欠
の
契
機
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
す
る
。
石
母
田
は
、「
律
令
制
国

家
成
立
の
前
史
」
が
、
こ
の
〈
戦
争
と
内
乱
の
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
事
実
〉
を
、
た
ん
な
る
偶
然
と
は
み
な
し
が
た
い
と
強
調
す
る

（
（1
（

。

　

右
の
よ
う
な
石
母
田
の
言
説
に
基
づ
き
、
国
際
的
契
機
が
日
本
の
古
代
国
家
成
立
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
別
に
論

じ
た

（
11
（

が
、
本
書
で
は
石
母
田
の
別
の
言
説
に
注
目
し
て
論
を
進
め
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
石
母
田
の
「
交
通
」
の
経
済
的
側
面
（
商

品
交
換
や
流
通
、
商
業
お
よ
び
生
産
技
術
の
交
流
）
と
精
神
的
領
域
（
文
字
の
使
用
か
ら
法
の
継
受
に
至
る
多
様
な
交
流
）
で
あ
る
。

　

前
掲
の
よ
う
に
石
母
田
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ニ=

共
同
体
の
内
部
に
「
官
」
が
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
相
互
の
間
に
、

ま
た
は
外
国
と
接
触
す
る
場
に
ま
ず
「
官
」
が
成
立
す
る
こ
と
が
首
長
制
の
特
徴
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
に
続
き
、

以
下
の
よ
う
に
経
済
的
側
面
に
触
れ
る
。

前
記
の
「
国
国
市
有
り
」
と
い
わ
れ
る
場
合
の
「
市
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ニ
の
内
部
の
分
業
と
交
換
の
発
展
の
所
産
と
し
て
の　
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「
市
」
で
は
な
く
、
ク
ニ
グ
ニ
の
間
の
、
あ
る
い
は
倭
国
と
朝
鮮
・
中
国
と
の
間
の
交
換
の
場
と
し
て
の
公
的
な
「
市
」
で
あ
る　
　

こ
と
は
、
女
王
が
と
く
に
そ
れ
を
制
御
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
実
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。（
中
略
）
邪
馬
台
ま
た
は
弥
生
時　
　

代
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
海
峡
は
、
朝
鮮
半
島
・
大
陸
か
ら
倭
国
を
隔
離
す
る
役
割
よ
り
も
、
反
対
に
両
者
を
結
合
さ
せ
、
媒
介
す　
　

る
通
路
を
な
し
て
お
り
、
そ
こ
に
点
在
す
る
大
小
の
島
々
は
、
古
典
古
代
の
成
立
期
に
お
け
る
多
島
海
と
同
じ
役
割
を
は
た
し
た

（
1（
（

。

　

石
母
田
の
「
交
通
」
で
は
、
政
治
的
領
域
（
戦
争
や
外
交
を
ふ
く
む
対
外
諸
関
係
）
に
注
目
し
、
対
外
的
契
機
の
う
ち
〈
外
交
〉
や

〈
戦
争
〉
の
重
要
性
を
強
調
す
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
石
母
田
の
構
想
し
た
「
交
通
」
に
お
い
て
は
、
政
治
的
領
域
と

同
じ
程
度
に
、
経
済
的
側
面
や
精
神
的
領
域
も
重
要
な
の
で
あ
る
。
記
録
に
残
り
や
す
く
、
明
確
な
痕
跡
を
残
す
可
能
性
の
高
い
〈
外

交
〉
や
〈
戦
争
〉
だ
け
で
な
く
、
日
常
的
に
反
復
さ
れ
る
〈
生
産
〉〈
流
通
・
交
換
・
商
業
〉
な
ど
の
経
済
的
側
面
、
社
会
構
築
の

ツ
ー
ル
で
あ
る
〈
文
字
〉〈
法
〉〈
礼
〉
な
ど
精
神
的
領
域
（〈
慣
習
〉〈
仏
教
〉〈
儒
学
〉
も
加
え
る
べ
き
と
考
え
る
）
の
受
容
は
、
古
代
国

家
成
立
を
論
ず
る
際
に
見
過
ご
せ
な
い
要
素
で
あ
る
。

　

石
母
田
が
、

ま
た
そ
れ
自
体
五
・
六
世
紀
の
国
際
関
係
と
交
通
の
所
産
で
あ
り
、
各
種
の
技
術
の
導
入
に
よ
っ
て
王
権
の
物
的
基
礎
を
確
立
す

る
た
め
に
貢
献
し
た
「
帰
化
人
」
の
技
術
は
、
や
が
て
日
本
の
人
民
の
技
術
と
し
て
獲
得
さ
れ
、
そ
の
生
産
力
と
民
富
を
高
め
る

力
に
転
化
し
、
九
世
紀
以
降
に
お
け
る
手
工
業
と
商
業
の
発
展
は
、
律
令
体
制
を
解
体
せ
し
め
て
ゆ
く
一
つ
の
動
因
に
な
る
の
で

あ
る

（
11
（

。

と
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、〈
生
産
技
術
〉
確
立
に
貢
献
し
た
「
帰
化
人

（
11
（

」
た
ち
は
、
精
神
的
領
域
に
お
い
て
も
中
国
・
朝
鮮
の
〈
文

字
〉〈
慣
習
〉〈
仏
教
〉〈
儒
学
〉〈
法
〉〈
礼
〉
の
受
容
に
大
い
に
貢
献
し
た
。

　

本
書
で
は
、
石
母
田
の
「
交
通
」
の
済
的
側
面
・
精
神
的
領
域
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
媒
介
し
た
「
帰
化
人
（
渡
来
系
移
住
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民
）」
の
功
績
に
も
視
野
を
広
げ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三　

妹
尾
達
彦
氏
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

　

妹
尾
達
彦
氏
は
著
書
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

（
11
（

』
に
お
い
て
、
世
界
史
認
識
の
視
座
設
定
に
関
す
る
研
究
史
と
自
説
を
展
開
し

て
い
る
。
当
該
書
は
妹
尾
氏
が
担
当
す
る
講
義
の
教
科
書
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
想
定
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
①
妹
尾
氏
の
膨
大
な
研

究
を
簡
明
に
整
理
し
て
い
る
こ
と
、
②
引
用
さ
れ
る
先
行
学
説
の
質
が
極
め
て
高
く
量
も
多
い
こ
と
、
③
妹
尾
氏
の
最
新
の
見
解
が
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
か
ら
有
用
と
考
え
、
こ
こ
に
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。

1　
「
交
通
」
と
国
家
形
成

　

妹
尾
氏
は
、
交
通
・
都
市
・
環
境
を
分
析
の
「
三
輪
」
と
す
る
と
宣
言
し
、「
人
類
の
歴
史
を
従
来
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
、
よ
り

総
合
的
に
見
て
み
た
い
と
考
え
た

（
11
（

」
と
す
る
。「
人
類
の
歴
史
を
で
き
る
だ
け
大
局
的
に
描
こ
う
と
す
る
時
、
都
市
と
環
境
と
交
通
と

い
う
3
つ
の
こ
と
ば
が
鍵
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
交
通
と
は
、
人
や
モ
ノ
（
財
貨
）
の
空
間
移
動
を
意
味
す
る
狭
義
の
用
法
で
は
な
く
、

人
と
財
貨
に
加
え
て
情
報
・
文
化
の
伝
達
を
含
む
広
義
の
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

　

狭
義
の
交
通
は
、〈
移
動
の
主
体
〉
に
よ
り
旅
客
交
通
と
貨
物
交
通
に
分
か
れ
、〈
移
動
の
場
所
〉
に
基
づ
く
陸
上
交
通
・
水
上
交

通
・
航
空
交
通
が
あ
る
。〈
交
通
機
関
〉
に
は
、
交
通
路
・
運
搬
具
・
交
通
動
力
の
三
要
素
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
交
通
路
」
は
、
道

路
・
航
路
・
鉄
道
路
・
航
空
路
な
ど
を
さ
す
。「
運
搬
具
」
は
、
道
路
の
場
合
は
人
や
家
畜
（
馬
・
牛
・
駱
駝
・
驢
馬
等
）・
車
輌
（
馬

車
・
牛
車
・
荷
車
等
）・
自
動
車
等
を
、
航
路
の
場
合
は
筏
や
舟
・
船
舶
等
を
、
鉄
道
路
の
場
合
は
汽
車
・
電
車
等
を
さ
し
、
航
空
路
の
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場
合
は
、
航
空
機
等
を
さ
す
。「
動
力
」
は
、
人
力
や
畜
力
・
風
力
・
水
力
等
の
非
人
工
的
（
自
然
的
）
な
動
力
と
、
蒸
気
力
や
石
油

燃
焼
爆
発
力
・
電
力
・
原
子
力
な
ど
人
工
的
な
動
力
と
が
あ
る
。「
交
通
手
段
」
は
、
前
近
代
で
は
人
足
・
馬
・
牛
・
ラ
ク
ダ
等
の
家

畜
（
駄
獣
）
で
あ
り
、「
運
搬
具
と
動
力
は
未
分
化
」
だ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
に
な
る
と
蒸
気
力
を
始
め
と
す
る
人
工
の
動
力
が
発

明
さ
れ
、「
運
搬
具
と
動
力
源
が
分
離
し
て
自
然
的
制
約
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る

（
11
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
妹
尾
氏
は
広
義
の
「
交
通
」
の
諸
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。

①
経
済
的
機
能
と
し
て
は
、
経
済
距
離
を
短
縮
し
て
市
場
と
労
働
供
給
圏
を
拡
大
し
、
産
業
の
生
産
力
を
発
達
さ
せ
て
土
地
利
用
の

機
能
分
化
と
分
業
を
進
展
さ
せ
、
自
然
地
域
を
経
済
地
域
に
変
え
る

（
11
（

。

②
そ
の
一
方
で
、
近
代
に
お
け
る
交
通
の
発
達
は
、
交
通
の
要
に
位
置
す
る
大
都
市
の
資
本
の
機
能
を
強
め
、
従
来
は
相
対
的
に
自

立
性
を
も
っ
て
い
た
地
域
を
大
都
市
の
資
本
に
従
属
さ
せ
、
地
域
を
生
産
地
か
ら
消
費
地
に
変
貌
さ
せ
て
地
域
経
済
を
弱
体
化
し
、

経
済
格
差
を
広
げ
る
こ
と
が
あ
る

（
11
（

。

③
思
想
・
社
会
的
機
能
と
し
て
は
、
人
間
の
力
に
よ
っ
て
交
通
路
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
界
に
対
す
る
人
間
界
の
優
位

を
確
立
し
、
社
会
化
さ
れ
た
均
質
的
な
個
人
を
生
み
だ
し
て
社
会
の
緊
密
化
を
進
め
人
間
同
士
を
結
び
つ
け
る

（
11
（

。

④
政
治
・
軍
事
的
機
能
と
し
て
は
、
人
や
モ
ノ
、
情
報
の
流
通
を
容
易
に
す
る
こ
と
で
、
為
政
者
の
行
政
機
能
や
軍
事
力
を
強
化
し

て
、
よ
り
集
権
的
で
大
き
な
政
治
組
織
の
形
成
を
可
能
と
す
る
。
実
際
に
、
交
通
網
の
初
期
整
備
は
、
行
政
・
軍
事
上
の
要
請
か

ら
国
家
が
担
う
場
合
が
通
常
で
あ
る

（
11
（

。

⑤
外
交
的
機
能
と
し
て
は
、
交
通
路
の
整
備
と
管
理
の
維
持
を
前
提
に
し
て
、
異
な
る
国
家
間
の
外
交
関
係
の
締
結
と
継
続
が
可
能

と
な
り
、
国
際
関
係
を
構
築
さ
せ
る

（
1（
（

。

　

人
間
の
生
活
を
な
り
た
た
せ
る
経
済
・
軍
事
・
政
治
・
文
化
は
、
す
べ
て
「
交
通
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
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で
は
な
い
と
さ
れ
、「
交
通
の
歴
史
こ
そ
が
人
類
史
を
読
み
解
く
鍵
の
一
つ
と
な
る
」
の
で
あ
る
。

交
通
の
有
無
や
発
達
の
程
度
は
、
個
人
や
人
間
集
団
の
行
動
様
式
、
地
域
や
階
層
、
身
分
の
構
造
、
機
能
集
団
の
あ
り
方
に
制
約　
　

さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
つ
く
り
あ
げ
る
働
き
も
す
る
の
で
あ
る

（
11
（

。

　

先
述
し
た
石
母
田
正
の
「
交
通
」
概
念
と
、
妹
尾
氏
の
「
広
義
の
交
通
の
諸
機
能
」
を
総
合
し
私
見
を
加
味
す
る
と
、〈
交
通
〉（=

広
義
の
「
交
通
」）
概
念
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

　
〔
政
治
・
軍
事
的
機
能
〕　
戦
争
や
外
交
を
ふ
く
む
〈
対
外
諸
関
係
〉〈
交
通
網
〉

　
〔
経
済
的
機
能
〕　〈
生
産
〉〈
土
地
利
用
の
機
能
分
化
〉〈
流
通
・
交
換
・
商
業
〉〈
分
業
〉

　
〔
思
想
・
社
会
的
機
能
〕　〈
自
然
界
に
対
す
る
人
間
界
優
位
の
確
立
〉〈
社
会
の
緊
密
化
〉

　
〔
精
神
的
機
能
〕　〈
慣
習
〉〈
文
字
〉〈
仏
教
〉〈
法
〉〈
儒
学
〉〈
礼
〉

　

本
書
で
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
交
通
〉
概
念
の
諸
機
能
・
諸
側
面
に
注
目
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

2　

農
牧
複
合
国
家

　

妹
尾
氏
は
、
歴
史
地
理
学
の
観
点
か
ら
「
異
な
る
生
業
の
境
界
（
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
は
遊
牧
地
域
と
農
業
地
域
の
境
界
が
代
表
的
・
典

型
的
）
に
接
す
る
地
域
が
、
交
通
の
結
節
点
と
な
る
こ
と
で
、
都
市
と
国
家
の
形
成
を
促
す
」
と
い
う
仮
説
を
提
示
す
る

（
11
（

。

　

氏
は
、
紀
元
前
三
千
年
紀
（
前
三
〇
〇
〇
～
前
二
〇
〇
一
年
）
に
北
緯
三
〇
度
前
後
の
大
河
川
流
域
（
ナ
イ
ル
川
流
域
、
テ
ィ
グ
リ
ス
・

ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
流
域
、
イ
ン
ダ
ス
川
流
域
、
長
江
・
黄
河
流
域
）
の
複
数
の
都
市
が
連
合
し
、
初
期
国
家
が
生
ま
れ
た
と
す
る

（
11
（

。
前
二
千

年
紀
末
期
～
前
千
年
紀
前
半
に
北
半
球
で
寒
冷
化
と
乾
燥
化
が
進
む
と
、
北
方
に
拡
大
し
て
い
た
農
業
地
域
が
乾
燥
化
し
て
農
耕
が
困

難
と
な
り
、
農
業
の
代
わ
り
に
移
動
す
る
牧
畜
を
生
業
と
す
る
遊
牧
地
域
が
広
が
る
こ
と
と
な
っ
た

（
11
（

。
遊
牧
地
域
の
形
成
は
遊
牧
民
を
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生
み
出
す
。
馬
・
羊
・
山
羊
・
ラ
ク
ダ
な
ど
の
家
畜
や
毛
皮
（「
柔
ら
か
い
宝
石
」
と
呼
ば
れ
た
）・
青
銅
器
・
金
銀
器
な
ど
の
工
芸
品
と
、

農
業
民
が
生
み
だ
す
穀
物
・
服
飾
品
・
絹
・
木
製
器
な
ど
の
工
芸
品
な
ど
の
交
易
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ア
フ
ロ
・
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
の
主
な
交
易
の
場
が
、
大
河
川
流
域
の
北
緯
三
〇
度
前
後
か
ら
、
農
業
地
域
と
遊
牧
地
域
の
接
す
る
北
緯
三
〇
度
～
北
緯

四
〇
度
に
移
動
す
る
こ
と
に
な
る

（
11
（

。

　

そ
し
て
、
前
千
年
紀
の
遊
牧
地
域
に
お
け
る
遊
牧
国
家
の
形
成
が
古
典
国
家
誕
生
の
契
機
と
な
っ
た

（
11
（

。

　

古
代
寒
冷
期
（
前
一
〇
〇
〇
年
～
前
二
〇
〇
年
頃
）、「
遊
牧
国
家
と
農
業
国
家
が
南
北
に
対
峙
す
る
」
古
典
国
家
体
制
が
ユ
ー
ラ
シ
ア

大
陸
に
生
ま
れ
た
。
中
世
寒
冷
期
（
後
二
〇
〇
年
～
七
〇
〇
年
頃
）
に
は
、
再
び
年
平
均
気
温
が
低
下
し
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
全
域
で
大

き
な
人
間
移
動
が
生
じ
た
。
中
国
大
陸
で
は
三
国
・
五
胡
十
六
国
・
南
北
朝
時
代
、
日
本
で
は
古
墳
寒
冷
期
に
あ
た
る

（
11
（

。
四
～
七
世
紀
、

ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
北
緯
三
〇
度
～
四
〇
度
の
地
帯
を
主
要
舞
台
に
、
遊
牧
民
の
移
動
を
契
機
と
し
て
、
人
間
の
大
規
模
な

移
住
と
文
化
の
移
動
が
生
じ
た
。
四
・
五
世
紀
の
寒
冷
化
と
乾
燥
化
に
と
も
な
い
、
遊
牧
民
は
家
畜
と
共
に
枯
渇
し
た
牧
草
地
を
捨
て

て
農
業
地
域
に
南
下
し
た
。
こ
の
変
動
を
経
て
、
農
業
地
域
の
北
端
部
に
位
置
し
て
い
た
北
緯
三
五
度
前
後
の
地
域
は
、「
農
業
と
遊

牧
・
牧
畜
が
複
合
す
る
農
牧
境
界
地
帯
に
変
貌
し
た
」
の
で
あ
る

（
11
（

。

　

古
典
国
家
は
、
四
～
七
世
紀
に
お
け
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
大
規
模
な
人
間
移
動
に
よ
っ
て
解
体
し
、

こ
の
動
乱
の
中
か
ら
、
遊
牧
民
な
い
し
遊
牧
民
の
血
を
引
く
為
政
者
が
、
農
業
地
域
と
遊
牧
地
域
を
広
域
に
支
配
す
る
農
牧
複
合

国
家
を
創
造
し
た

（
11
（

。

と
す
る
。
妹
尾
氏
に
よ
れ
ば
、「
交
通
幹
線
の
変
遷
を
て
が
か
り
に
、
環
境
の
境
域
に
立
地
す
る
境
界
都
市
が
政
権
の
拠
点
地
と
な
」

り
、「
前
近
代
の
世
界
の
構
造
は
、
環
境
遷
移
帯
と
文
化
接
触
帯
に
立
地
す
る
共
同
体
の
間
の
境
界
都
市
と
共
同
体
内
部
の
都
市
と
が

組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
誕
生
す
る
」。「
歴
史
の
舞
台
と
な
る
境
界
都
市
は
、
農
牧
境
界
地
帯
か
ら
沿
海
地
帯
に
移
行
」
し
、「
近
代
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社
会
は
、
内
陸
か
ら
沿
海
へ
の
境
界
都
市
の
移
行
と
と
も
に
出
現
す
る
」
こ
と
と
な
る

（
1（
（

。
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
は
、
四
～
七

世
紀
に
お
け
る
「
遊
牧
民
の
移
動
を
契
機
と
し
て
大
規
模
な
人
間
と
物
産
の
移
動
が
生
じ
た
事
件
」
と
、
十
六
～
十
八
世
紀
に
お
け
る

「
西
欧
諸
国
の
地
球
規
模
の
海
外
進
出
を
契
機
と
し
て
大
規
模
な
人
間
と
物
産
の
移
動
を
経
験
し
た
こ
と
」
と
い
う
二
つ
の
移
動
期
が

あ
る
。こ

の
2
つ
の
移
動
期
の
人
間
と
物
産
の
移
動
は
、
技
術
・
動
物
・
疫
病
等
の
移
動
を
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
で
も
共
通
す
る

（
11
（

。

　

ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
一
度
目
の
「
大
規
模
な
人
間
移
動
」
が
終
わ
る
七
世
紀
か
ら
始
ま
る
日
本
の
律
令
制
国
家
形
成
の
動

き
は
八
世
紀
に
一
応
の
完
成
を
見
せ
る
が
、
そ
の
間
、
人
間
（
渡
来
人
・
帰
化
人
）
や
技
術
（
統
治
技
術
・
手
工
業
技
術
・
築
城
技
術
な
ど
）、

そ
し
て
疫
病
の
移
動
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
お
け
る
一
度
目
の
「
大
規
模
な
人
間
移
動
」
の
動
き
は
、

最
終
段
階
で
倭
国
に
及
び
、
律
令
制
度
の
導
入
・
確
立
期
に
妹
尾
氏
の
指
摘
す
る
諸
特
徴
が
現
れ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

3　

仏
教
（
世
界
宗
教
）・
法
律

　

妹
尾
氏
は
、
農
牧
複
合
国
家
は
世
界
宗
教
圏
と
密
接
に
関
連
し
あ
い
な
が
ら
誕
生
す
る
と
指
摘
し
て
い
る

（
11
（

。
農
牧
複
合
国
家
は
、

「
4
～
7
世
紀
の
大
規
模
な
人
間
と
文
化
の
移
動
を
経
て
誕
生
し
た
。
農
業
地
域
と
遊
牧
地
域
を
包
含
す
る
遊
牧
・
牧
畜
系
国
家
」
と

定
義
さ
れ
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
東
部
で
は
北
魏
・
隋
・
唐
な
ど
が
該
当
す
る

（
11
（

。
農
牧
複
合
国
家
は
、
古
典
国
家
と
は
次
元
の
異
な
る
複

雑
な
種
族
構
成
と
言
語
・
文
化
を
内
包
す
る
が
、
そ
の
存
立
を
世
界
宗
教
が
保
証
す
る
と
同
時
に
、「
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を

東
西
に
連
結
す
る
大
き
な
交
通
圏
と
商
業
圏
を
生
み
だ
し
た

（
11
（

」
の
で
あ
る
。

　

妹
尾
氏
の
見
解
に
よ
る
人
間
関
係
の
変
遷
は
図
1
の（

11
（

よ
う
に
な
る
。
妹
尾
氏
に
よ
れ
ば
、
四
～
七
世
紀
は
、
社
会
秩
序
の
激
変
期
で

あ
っ
た
。
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索引（事項）

索　　引

事　　項

【さ】

執事省牒　　271,�275,�276,�289-293,�295,�
296,�348

史的長期持続　　20
資本主義　　18,�20-22
儒学（儒教）　　6,�9,�14-16,�59,�63,�64,�72,�

195,�248,�341-343
準構造船　　77,�88
小高句麗（国）　　188,�190,�191,�202
　金馬渚の――　　188,�189,�191,�192,�198,�

202
　漢城の――　　189,�191,�192,�198,�202
　遼東の――国　　189,�191,�202
新羅郡　　71,�209,�210,�219-221,�224,�226,�

227,�229-231,�234,�347,�351
壬申の乱　　174,�175,�186,�197-199,�202,�

222
〈世界＝経済〉（経済＝世界）　　21,�22
世界システム　　18,�19,�21,�22,�26,�29
世界システム論　　18,�19,�21,�29
世界史探究　　311,�312,�315-317,�349,�350
世界＝帝国　　21,�22
ソグド人　　15,�16,�72,�316,�342,�344,�350

【た】

太政官牒　　275,�282,�284,�288,�291,�295,�
348

張華　　304,�306

【あ】

アクティブラーニング　　311,�322,�323,�
325,�329,�334,�335,�337

乙巳の変　　69,�185
今城塚古墳　　76,�77,�88,�95,�97
AI　　328,�329,�331,�332,�336
遠隔地交易　　20

【か】

貴国　　42-46
牛宿　　302,�303,�305-308,�349
九
ク

誓
ソ

幢
ダン

　　194,�206
百済王権（小百済国）　　37,�186,�187,�190,�

191,�202
牽牛星（彦星）　　302-308
交易ネットワーク　　22-24,�72,�79,�95,�

100,�343-345,�347,�351-354
〈交換〉　　75,�100
「交通」　　1,�2,�4-9,�341
〈交通〉　　1,�9,�23,�341,�342,�350,�352,�359
交通網　　8,�9,�13,�26,�341,�352-354,�356
貢納―奉仕関係　　34
古典国家　　10-12,�18,�28,�341
午
ご

王
ぼう

山
やま

遺跡　　72
高麗郡　　23,�70,�71,�201,�209-214,�216-

219,�221-223,�225-227,�229,�231-234,�
346,�347,�351
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帝国性　　33,�34,�36,�37,�54,�155,�343
唐・新羅戦争（羅唐戦争）　　23,�185,�186,�

192,�193,�195-200,�202,�205,�346,�350
東部ユーラシア　　23,�72,�100,�344,�345
斗牛（牛斗）　　24,�301-304,�306-308,�349,�

351
都市　　7-11,�13,�14,�19,�26,�341,�342,�

352-354,�356
斗宿　　302,�303,�305-308,�349
都城　　13-15,�25,�26,�182,�229,�342,�352,�

353,�355
渡来系移住民　　15,�23,�28,�59,�61-70,�72,�

73,�331,�342-344,�351
　帰化人　　6,�11,�15,�23,�25,�59-61,�69,�70,�

72-74,�208,�238,�240,�331,�342-344,�351
　渡来人　　11,�15,�23,�25,�41,�59-61,�

72-74,�103,�106,�203,�208,�213,�228,�235,�
237,�238,�240,�319,�331,�342-344,�351

【な】

二十八宿　　302,�306,�308,�349
日本型中華思想（小中華主義・思想・帝国）　　

60,�61,�201,�232-234
日本史探究　　311,�312,�315,�316,�349,�350

日本府　　46-53
農牧境界地帯　　10
農牧複合国家　　9-13,�15,�28,�341,�342

【は】

白村江の戦い　　68,�71,�74,�185,�186,�191,�
197,�198,�203,�227,�346

ヒスイ　　97,�122,�123,�141,�143
報徳国　　189,�191
北斗七星　　302,�303,�305,�307,�308

【ま】

靺鞨　　189-192,�194,�196
文字　　2,�5,�6,�9,�15,�53,�95,�131,�210,�248,�

341

【や】

邪馬台国　　3,�354-356

【ら】

羅唐戦争 → 唐・新羅戦争
領客府　　194-196,�200,�289
礼部　　194-196,�200,�289
歴史総合　　312-316,�349,�350

【か】

元興寺（法興寺・飛鳥寺）　　34,�66,�67,�
99,�156-158,�160,�164,�166,�169,�171,�
173,�175,�177,�182,�183

弘福寺（川原寺）　　156,�159,�160,�164-
166,�168,�169,�171-178,�181,�183,�346

【さ】

坂田寺（金剛寺）　　66,�156,�158-160,�171
崇福寺　　155,�159,�161-165,�168-170,�

172-176,�179,�346

【た】

大安寺（百済大寺・大官大寺）　　96,�156,�
159,�160,�164,�166,�168,�169,�171,�

寺 院 名
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索引（人名・氏族名）

175-178,�181,�273
筑紫観世音寺　　161,�164,�165,�168,�170,�

172-177,�346
豊浦寺　　157,�160,�171,�175,�183

【は】

法隆寺（若草伽藍）　　103,�164-166,�

168-173,�175-177,�180,�181,�183,�346

【や】

薬師寺　　160,�164,�166,�170,�175-177,�179

人名・氏族名

【あ】

哀荘王　　288
阿
あ

莘
しん

（阿花）王　　36,�37,�43
阿
あ

知
ちの

使
お

主
み

（阿智王）　　62
穴太内人　　254,�256
天日槍　　83,�119,�121,�129,�140
安閑天皇　　85,�99
伊岐博徳　　70
韋昭　　44
伊予部家守　　248,�249
磐井 → 筑紫君磐井
斎部浜成　　283,�288
王辰爾　　16,�46,�64,�73,�87
近江臣毛野（近江毛野臣）　　52,�75,�88
大伴岑万里　　283,�288
意
オ

冨
オ

々
ホ

等
ド

王　　78,�82,�95
大神狛

こま

麻
ま

呂
ろ

　　221-223
憶礼福留　　16,�69
忍
おし

坂
さかの

大
おお

中
なかつ

姫
ひめ

　　82,�83
小野篁　　271,�272,�274,�277-280,�289-293,�

296,�348
小野岑守　　293

【か】

蓋鹵王（扶餘慶）　　38,�39

観勒　　67
紀三津　　271-273,�275-277,�279-282,�288,�

290,�293,�295-297,�348,�350
翹
ぎょうき

岐 → 豊璋
欽明天皇（紀・朝）　　41,�46,�48,�49,�52,�

53,�66,�87,�99,�100,�171,�175,�344,�345
百済王敬福　　186,�228-231
百済王善光　　71,�74,�186,�187,�227,�228
鞍作鳥（鞍作止利）　　66,�158,�160,�171
継体天皇（朝・王朝・期・紀）　　23,�46,�

53,�75-79,�81,�82,�84-88,�90-92,�94-104,�
106-111,�113,�123-126,�138,�140,�141,�
146,�153,�344,�345,�351,�354-356,�359

　ヲホド王　　76,�78,�79,�84,�90,�95-97,�99,�
100,�125,�345

高安勝　　189,�191,�193,�194,�198,�233
孝謙（称徳）天皇　　71,�225
瓠
こ

公
こう

　　116,�117,�121,�139
軍
こに

君
きし

（昆
こん

支
き

）王　　38-40
高麗若光　　71,�191,�201,�209,�212-214,�

225,�226,�232,�233,�347
高麗福信　　71,�212,�222,�224-226,�230,�

231
惟宗直本　　70,�243,�264
剣
コン

牟
ム

岑
ゴン

　　189,�191,�198
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【さ】

螺
さだ

（貞）江
え

継
つぐ

人
ひと

　　256,�261
讃岐千

ち

継
つぐ

　　257,�258
讃岐時人　　257
讃岐永直　　257-259
讃岐永成　　257,�258
讃岐広直　　257,�258
沙
さ

良
ら

真
ま

熊
くま

　　220
新
し

斉
せ

都
つ

媛　　37
持統天皇（朝・期）　　3,�34,�41,�53,�72,�

173,�179,�186,�200-202,�219,�220,�227,�
231,�319-321,�347

司
し

馬
ば

達
たっ

等
と

　　66
四
し

比
ひ

福
ふく

夫
ぶ

　　16
称徳天皇 → 孝謙天皇
白猪史　　16,�64
神
しん

文
ぶん

王　　197, 198
推古天皇（朝・期）　　3,�33,�34,�41,�46,�53,�

67,�95,�100,�171,�175,�180,�184,�344,�345
スサノヲ　　115,�130,�137
細
セ

烏
オ

女
ニョ

　　118
宣化天皇　　85
僧旻（新漢人日

にち

文
もん

）　　67-69
蘇我稲目　　87,�157,�160,�171,�175
蘇我入鹿　　69
蘇我馬子　　158,�160,�171,�175
蘇我蝦夷　　69
蘇軾（蘇東坡）　　301,�306,�349
蘇定方　　186

【た】

高向玄理　　67-69
橘奈良麻呂　　225
脱
タ レ イ サ グ ム

解尼師今　　116,�117,�121
長寿王（巨

きょ

璉
れん

）　　39,�62
沈道古　　290,�292

筑紫君磐井　　75,�88,�97,�99,�138,�141,�356
都怒我阿羅斯等　　120,�121,�140
恒貞親王　　294,�295
津史　　16,�64
腆
てん

支
し

（直
と

支
き

）王　　36,�37,�39,�40,�43,�44
天智天皇（朝・期・紀・系）　　16,�23,�34,�

41,�53,�69,�76,�155,�157,�159-169,�
171-177,�179,�185,�197-200,�319,�320,�
346,�351,�354

　中大兄皇子　　39,�68,�159,�169,�176,�177,�
320

天武天皇（朝・期・紀）　　3,�34,�54,�62,�
160,�165,�166,�169,�173,�175,�176,�186,�
199,�200-202,�319-321,�347

東城王　　39-41
答
とうほん

春
しゅんそ

初　　16,�69
伴善男　　257,�294

【な】

中原（物部）敏久　　253,�254,�256
奈
な

勿
もつ

王　　40,�45
額田今足　　253,�255,�259,�261

【は】

秦氏　　15,�63,�70,�319
秦大麻呂　　246
春
はる

澄
すみの

善
よし

縄
ただ

　　271,�293,�295,�296
彦主人王　　79,�80,�82,�83,�96,�141
敏達天皇（朝）　　46,�99,�166-169,�172
比智　　40
卑弥呼　　2,�3,�131,�356
藤原仲麻呂　　71,�72,�223-225
藤原良房　　277,�294
船史　　46,�64
扶余隆　　188,�192,�198,�202
文
ぶん

武
ぶ

王　　185,�193,�194,�197,�198
豊璋（翹

ぎょうき

岐）　　39,�40,�74,�186,�187,�191,�
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索引（史料名）

198,�227,�239
宝蔵王　　188-191,�202
朴堤上　　45,�56

【ま】

末
ま

多
た

王　　38-40
未
み

斯
し

欣
きん

（美
み

海
へ

・未
み

叱
じ

喜
り

・微
み

叱
し

己
こ

知
ち

・微叱許
智）　　40,�45

道康親王 → 文徳天皇
都腹赤　　293
木羅斤資　　41,�43,�44
物部広成　　223
物部敏久 → 中原（物部）敏久
物部守屋　　158
文
もん

斤
こん

王　　39
汶
もん

洲
しゅう

王　　38
文徳（天皇）（道康親王）　　257,�294

文武朝　　34,�319

【や】

山田白金　　246
東漢氏　　61,�62,�319
大和長岡　　246,�250
弓月君　　63
延
ヨ

烏
ノ

郎
ラン

　　118,�121

【ら】

李
り

勣
せき

　　188,�225
劉仁願　　188,�198
劉仁軌　　186

【わ】

王仁（和
わ

迩
に

吉
き

師
し

）　　15,�62,�63

史 料 名

【あ】

『海部氏勘注系図』　　129
『海部氏系図』　　129,�148
『粟

あわ

鹿
が

大明神元
はじめ

記
のき

』　　130,�140,�149
『出雲国風土記』　　121,�123,�134,�135
『伊予国風土記』　　78
『延喜式』　　93,�110,�135,�152,�154,�297
『延暦僧録』　　163,�179
『大中臣本系帳』（中臣氏系図）　　176

【か】

『懐風藻』　　63,�174
『元興寺伽藍縁起幷流記資財帳』　　99,�

157,�175,�178
『菅家文草』　　179

『漢書』　　131,�294
『行基年譜』　　222
『公卿補任』　　224
『百済記』　　33,�41-44,�54,�56,�343
『百済新撰』　　33,�41,�56
『百済本記』　　33,�41,�52-54,�56,�343
『旧唐書』　　203,�204
『高句麗広開土王碑文』（碑文）　　33-35,�

37,�45,�54,�57,�317,�343
『後漢書』　　294
『五教指事』　　229
『国語』　　44
『国司補任』　　221
『古語拾遺』　　283,�288
『古事記』　　53,�54,�57,�62,�63,�81,�85,�86,�

119,�123,�129,�137
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『荘子』　　294

【た】

『大安寺伽藍縁起幷流記資財帳』　　178,�
181

『大日本史料』　　230
『大宝令』　　53,�62,�243,�245,�262
『帝王編年記』　　179
「禰軍墓誌」　　302,�304,�306,�309,�349
「天智天皇建志賀寺語」　　179
『藤氏家伝』　　68,�98,�112
『土佐日記』　　77,�88

【な】

『入唐求法巡礼行記』　　281,�296
『日本紀略』　　163,�179,�210,�248,�277,�278,�

283,�287,�288,�295
『日本後紀』　　283
『日本高僧伝要文抄』　　163,�179
『日本三代実録』　　126,�222,�223
『日本書紀』（書紀）　　33-44,�46-54,�56,�

57,�62,�67-69,�71,�74,�76,�81,�86,�91,�92,�
96,�99,�106,�107,�115,�119,�120,�137,�138,�
140,�141,�155-160,�164,�165,�170-175,��
177,�179,�180,�184,�186,�187,�198-200,�
203,�208,�210,�212,�219,�222,�227,�237,�
299,�342,�343,�346,�354

『日本文徳天皇実録』　　220,�272,�279,�281,�
290,�292

『日本霊異記』　　63,�70,�222,�228
『如意寺旧記』　　184

【は】

『筥根山縁起幷序』　　213
『扶桑集』　　290
『扶桑略記』　　66,�161,�163,�170,�179
『法隆寺伽藍縁起幷流記資財帳』　　180

『高麗氏古系図』　　212
『今昔物語』　　179

【さ】

『冊府元亀』　　189,�191
『三国遺事』　　33,�40,�118,�142
『三国史記』　　33,�36,�39,�40,�44,�45,�54,�56,�

116,�117,�142,�196,�204-207,�288,�343
『三宝絵』　　179
「志賀伝法会」　　179
『資治通鑑』　　203,�205
『釈日本紀』　　78,�79
『十七条憲法』　　177
『宿曜経諸伝授纂要和解』　　307
『周礼』　　52,�249
『荀子』　　83
『春秋』　　248
『上宮記』　　79
『上宮聖徳法王帝説』　　99,�174
『聖徳太子伝暦』　　223
『続日本紀』　　62,�71,�156,�160,�164,�166,�

170,�172,�174,�177,�179,�186,�187,�201,�
203,�210,�211,�213,�216,�219,�220,�
223-226,�228,�236,�237

『続日本後紀』　　271,�272,�275,�282,�288,�
290-296,�299,�348

『晋書』　　294,�304,�309
『新撰姓氏録』　　63,�66,�87,�120,�137,�226,�

251
『新唐書』　　204
『新編武蔵風土記稿』　　71,�72,�212
『崇福寺縁起』　　162
「崇福寺綵

さい

錦
きん

宝
ほう

幢
どう

記
き

」　　179
『政事要略』　　244
『成宗実録』　　122
『千字文』　　15,�62
「前赤壁賦」　　301,�306,�307,�349
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索引（研究者名）

『法隆寺献物帳』　　230,�237
『法曹類林』　　256
『本朝法家文書目録』　　244

【ま】

『民部省式』　　221
『孟子』　　83
『孟子集注』　　83
『文選』　　294

【や】

『養老令（養老律令）』　　62,�70,�243,�250,�
265,�348

【ら】

『礼記』　　195,�249
『令義解』　　244,�247,�253-255,�257,�

259-261,�263,�266,�268,�294
『令集解』　　23,�70,�243-245,�247-249,�251,�

253-256,�258-269,�347,�348,�351
　「跡記」　　247,�250,�251,�258-263,�348
　「穴記」　　251-263,�265-268,�348
　「古記」　　244-247,�249,�253,�262,�265,�

266,�348
　「後讃」　　257
　「讃記」　　255-260,�262,�267-269,�348
　「朱記」（朱）　　251,�259-263,�268,�269,�

348
　「堂讃」　　257
　「令釈」　　247-251,�254,�259,�260,�262,�

266,�348
『類聚国史』　　295,�303
『論語』　　15,�62,�249

【わ】
『和名類聚抄』（和名抄）　　107,�210,�211,�

220-222

研究者名

【あ】

青木和夫　　245,�246,�265,�266
赤木隆幸　　213,�218,�226,�234-236,�238
浅香年木　　136,�152
阿部裕俊　　152
網干善教　　178
海
あま

部
べ

元彦　　148
網伸也　　228,�239
新井喜久夫　　104
新井孝重　　240
荒井秀規　　26,�74,�201,�208,�212,�213,�232,�

235,�237,�239,�240
荒川史　　110

嵐義人　　262,�269
アンドレ・グンダー・フランク　　26,�29
家永三郎　　184
五十嵐基善　　200,�207
池内宏　　205
石井正敏　　152,�271,�283,�288,�297,�298
石野博信　　140,�153
石原進　　103,�105
石母田正　　2,�4-6,�9,�24,�25,�341
伊藤秋男　　104
伊藤雅文　　146
井上辰雄　　247,�248,�250-252,�257,�259,�

266-269
井上主税　　153
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沖森卓也　　112
小口雅史　　55,�264
小澤実　　321,�339
押部佳周　　245-251,�256,�258,�259,�261,�

266-269
小田富士雄　　138,�152,�153

【か】

甲斐孝司　　152
垣田平治郎　　144
柿沼亮介　　232,�240
筧敏生　　39,�56,�192,�203,�204
梶原義実　　181
片多雅樹　　152
片山長三　　108
加藤かな子　　240
加藤謙吉　　73,�81,�103,�212,�225,�235,�238
加藤恭朗　　227,�233,�236,�238,�239,�241
上
か

遠
ど

野
の

浩一　　108
門脇禎二　　91,�102,�106,�107,�115,�116,�

130,�141,�148,�149,�153
鐘江宏之　　208
金子修一　　296,�297,�309,�348
兼康保明　　102-105
上垣外憲一　　106,�142
亀田修一　　73,�74,�152,�153,�169,�182
亀田隆之　　247,�248,�266,�299
カルロス・アントーニオ・アギーレ・ロハ

ス　　30
河合美喜夫　　314,�332,�337
河上麻由子　　100,�113
川北稔　　26,�29-31
河
かわ

野
の

一隆　　145
河野義礼　　145
韓昇　　100,�113
韓茂莉　　26
岸俊男　　81,�245,�265

井上秀雄　　142,�204,�205-207
井上光貞　　74,�207,�245,�246,�248-250,�

254,�255,�258,�260-263,�265-269,�355,�
357

井上洋一　　149
稲葉通邦　　257,�268
荊木美行　　265-269
李
イ

炳
ピョン

魯
ノ

　　204
今尾文昭　　137,�152
今谷明　　106,�111
イマニュエル・ウォーラーステイン　　

18-22,�26,�29-31
岩垣雄一　　147
石見清裕　　297,�309
植田喜兵成智　　205
上田正昭　　106
上原眞人　　183,�228-230,�239
ウォーラーステイン → イマニュエル・

ウォーラーステイン
内田保之　　112
内山敏行　　73
宇野隆夫　　102
梅沢重昭　　73
梅原末治　　102,�149,�150
遠藤慶太　　41,�44,�56,�57,�299
王健群　　35
王連龍　　308
近江昌司　　225,�238
大河内隆之　　180
大隅清陽　　208
大竹弘之　　104,�153
大谷治作　　106
大橋一章　　177
大橋信弥　　74,�102
小笠原好彦　　181
岡村秀典　　150
岡本公樹　　146
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索引（研究者名）

鬼頭清明　　199,�203,�207
木下礼仁　　41,�56
君島和彦　　315,�333,�337
金
キム

恩
ウン

淑
シック

　　296,�298
金
キム

廷
ジョン

鶴
ハック

　　122,�145
金
キム

素
ソ

雲
ウン

　　142
金
キム

天
チョン

鶴
ハック

　　239
木村誠　　205,�207
楠
くす

原
はら

佑介　　357
久保亨　　314,�332,�337
熊谷公男　　37-40,�51,�55-57
蔵中しのぶ　　179
栗原朋信　　44,�45,�57
黒板勝美　　179
黒田晃　　73
ケネス =ポメランツ　　113
計
け

良
ら

勝範　　143
計良由松　　143
河内春人　　296,�356
小島憲之　　290,�298
小林行雄　　145
是沢恭三　　149

【さ】

斎川真　　243,�264,�265,�269
佐伯有清　　45,�55,�57,�280,�288,�290,�296,�

298
早乙女雅博　　145
酒井清治　　38,�56
坂上康俊　　208
坂本太郎　　74,�174,�175,�180,�182,�208,�

245,�265,�295,�299
櫻井信也　　179
笹山晴生　　299
笹生衛　　111
佐藤晃一　　147
佐藤誠實　　252,�254-256,�267

佐藤利行　　306,�309
サミール・アミン　　26
潮崎誠　　144
清水昭博　　183
清水眞一　　144,�145
ジャネット・リップマン・アブー＝ルゴド　　

29
白井忠雄　　103
白石太一郎　　38,�56,�84,�100,�101,�104,�

106,�109,�169
申
シン

敬
ギョン

澈
チョル

　　153
神野清一　　253-256,�258,�259,�263,�267,�

268
末松保和　　53,�57,�206
菅政友　　34
杉原和雄　　147,�148
杉本宏　　110
鈴木治　　203
鈴木景二　　110
鈴木正信　　213,�221-224,�231,�233,�235,�

237,�238,�240
鈴木靖民　　14,�26,�27,�37,�55,�199,�200,�

207,�208,�231,�240,�297,�303,�309,�343
須田勉　　74,�227,�229,�230,�234,�236,�239,�

346
スティーヴン＝トピック　　113
妹尾達彦　　7-19,�23,�25-30,�72,�100,�113,�

341,�342,�344,�352-357,�360
関晃　　61,�69,�72-74
瀬戸谷晧　　149,�150
千田稔　　148
曹喜勝　　151
徐
ソ

栄
ヨン

教
ギョウ

　　205

【た】

高久健二　　153,�343
高田良信　　181
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高橋一夫　　234,�238,�240,�346
高橋克壽　　146
高橋工　　108
高橋徹　　148
高橋昌明　　111
高松雅文　　94,�111
瀧音能之　　140,�151-153
瀧川政次郎　　243-247,�250-252,�254,�257,�

264-269
竹内理三　　179
武澤秀一　　165,�180,�182
武末純一　　152
武田幸男　　40,�45,�55-57
竹原伸仁　　180
武光誠　　166,�167,�172,�181
田島公　　298
田代弘　　143
多田圭介　　299
田中勝弘　　81,�102,�104,�105,�109,�112,�

146
田中晋作　　101,�112,�153
田中卓　　178
田中嗣人　　180
田中史生　　61,�71,�73,�74,�100,�107,�201,�

203,�208,�220,�226,�228,�231,�232,�236,�
238-240

田中義昭　　151
田中良之　　74
玉岡兼治　　295,�299
茅
ち

原
はら

一也　　145
鄭
チョン

淳
ス

一
ニル

　　271,�297
塚口義信　　90,�107,�109
津田左右吉　　205
土田孝雄　　145
都出比呂志　　107,�110
常松幹雄　　150,�151
寺村光晴　　145

東野治之　　100,�113,�297
富元久美子　　213,�216,�217,�225,�233,�235,�

236,�238,�241
虎尾俊哉　　110,�152
鳥山盂朗　　313,�332,�337

【な】

直木孝次郎　　181
中井真孝　　177
長瀬一平　　186,�187,�203
中田薫　　244,�245,�247,�265,�266
中司照世　　110
中平薫　　218,�236
那珂通世　　34-36
中村順昭　　212,�224,�225,�230,�235,�238
西川寿勝　　101,�104,�105,�112,�113
西田俊秀　　107
西宮一民　　246,�266
西本昌弘　　239
仁藤敦史　　42,�56,�75,�99,�100,�174
根本靖　　236
野尻抱影　　307,�310
野尻与之佐　　143

【は】

長谷川修一　　321,�339
畑中英二　　112
畑中誠　　102,�103
土生田純之　　73
馬
ば

部
べ

隆弘　　107
濱修　　110
浜田久美子　　271,�292,�296-298,�309
濱田耕策　　45,�57,�206
濱田清陵（耕作）　　102,�107
早川庄八　　254,�264,�269
早川泰弘　　145
林紀昭　　253-255,�263,�268
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索引（研究者名）

林博通　　102-105,�174,�178,�181,�182
原島礼二　　221,�222,�224,�237,�238,�240
原恵　　307,�310
伴とし子　　148
坂
ばん

野
の

千登勢　　238
比佐陽一郎　　152
菱田哲郎　　183,�184
日野開三郎　　189,�204
平野邦雄　　62,�72,�100
平野寛之　　233,�234,�241
広瀬和雄　　147,�148
福永伸

しん

哉
や

　　111
福永光

みつ

司
じ

　　148
福山敏男　　171,�178
藤岡大拙　　144
藤田富士夫　　139,�146,�148,�152,�153
布施弥平治　　257,�258,�263,�268
ブルース・バートン　　29
古畑徹　　204
ブローデル　　19-22,�30
北条秀樹　　255,�256,�258,�259,�263,�268,�

269
洪
ホン

潽
ボ

植
シック

（홍보식）　　139,�153

【ま】

前島己基　　144
前野直彬　　306,�310
牧野隆信　　143
町田甲一　　184
松井透　　29
松浦宇哲　　95,�111
松岡静雄　　147
松尾光　　61,�73
松田好弘　　197,�207
松葉竜司　　110
黛弘道　　60,�72,�247,�250,�252,�254,�266,�

267

丸山竜平　　103,�105
三池賢一　　207
右島和夫　　73
三品彰英　　41,�56,�142
水谷千秋　　101,�102
水野正好　　109
水本浩典　　264,�269
光谷拓実　　180
三舟隆之　　157,�177,�178
宮川徏　　112,�124,�146
三宅米吉　　34
宮島一彦　　308
宮瀧交二　　201,�208,�220,�221,�232,�237,�

240,�347
村上四男　　189,�204
森郁夫　　156,�166,�171,�176-178,�180-184
森克己　　271,�297
森公章　　53,�57,�113,�149,�203,�271,�296,�

297
森浩一　　87,�102,�106,�107,�115,�116,�142,�

145,�153
森田克行　　77,�78,�88,�89,�91,�100,�101,�

106,�108,�109
森田悌　　237,�240,�253-255,�258-261,�263,�

268,�269,�347

【や】

山尾幸久　　36,�44,�55,�56
山崎雅稔　　297,�298
尹
ユン

善
ソン

泰
テ

　　282,�289,�296,�297
横田洋三　　102,�111
吉田晶　　109,�113
吉田孝　　207,�254,�255
吉村武彦　　35,�55,�61,�73,�110,�113,�180
米田克彦　　144
米田雄介　　256,�268
米山宏史　　312,�313,�332,�337
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【ら】

利光三津夫　　243,�244,�256,�264,�265,�268,�
269

李進煕　　34
ルゴド → ジャネット・リップマン・ア

ブー＝ルゴド
ロハス → カルロス・アントーニオ・ア

ギーレ・ロハス

【わ】

若井敏明　　176,�180
和田萃　　82,�84,�101,�104-107,�109,�110
和田一之輔　　104
割田聖史　　313,�332,�337
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