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「
モ
ノ
」の
移
動
か
ら

「
ヒ
ト
」の
移
動
へ

古
墳
時
代
に
入
る
と（
３
世
紀
半

ば
な
い
し
後
半
）、
当
時
の
日
本
列

島
に
は
な
か
っ
た
高
度
な
技
術
で

製
作
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
器
物（「
モ

ノ
」）が
中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
そ

れ
ま
で
に
も
増
し
て
数
多
く
も
た
ら

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
期

（
５
世
紀
）を
前
後
す
る
頃
か
ら
は
、

最
新
の
技
術
や
知
識
を
持
っ
た
渡

来
人（「
ヒ
ト
」）の
移
動
が
こ
れ
に

加
わ
り
ま
す
。

豊
中
市
上こ
う

津づ

島し
ま

遺
跡
や
利と

倉く
ら

西に
し

遺
跡
、
川
西
市
栄さ

か
根ね

遺
跡
な
ど
で
、

５
世
紀
半
ば
以
降
の
朝
鮮
半
島
系

の
土
器
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
頃
ま
で
に
は
、
猪
名
川
流
域
で
も

渡
来
人
が
加
わ
っ
た
集
落
が
営
ま

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
近
い
将
来
、

池
田
市
域
で
も
そ
の
痕こ
ん

跡せ
き

が
見
つ

か
る
可
能
性
が
高
い
と
、
個
人
的
に

は
思
っ
て
い
ま
す
。

各
種
生
産
の
専
業
化
と

渡
来
人

生
産
の
形
態
も
弥
生
時
代
と
大

き
く
変
わ
り
ま
す
。
武
器
や
農
工

具
と
い
っ
た
鉄
製
品
、
須す

恵え

器き

や

塩
、
さ
ら
に
馬
と
い
っ
た
各
種
生
産

が
専
業
化
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ

れ
を
可
能
と
し
た
の
が
、
最
新
の
技

術
や
知
識
を
持
っ
た
渡
来
人
で
す
。

ヤ
マ
ト
政
権
や
こ
れ
を
支
え
た
有

力
勢
力
は
、
渡
来
人
を
組
織
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
計
画
的
な
生
産

地
配
置
を
行
い
、
素
材
か
ら
製
品

供
給
ま
で
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

例
え
ば
、
そ
れ
ま
で
日
本
列
島
に

な
か
っ
た
大
容
量
の
液
体
を
入
れ

る
須
恵
器
の
大お
お

甕が
め

の
場
合
、
素
材

と
な
る
粘
土
、
成
形
に
必
要
な
豊
か

な
水
、
窯か
ま

を
築
く
の
に
適
し
た
地

形
、
燃
料
と
な
る
木
材
、
製
品
の
搬

出
路
と
な
る
河
川
と
い
う
条
件
を

備
え
た
大
阪
南
部
の
丘
陵
地
帯
が

生
産
地
と
し
て
選
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
、
須
恵
器
の
生
産
技
術

を
持
っ
た
渡
来
人
を
配
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
大
量
生
産
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
。

製
品
の
規
格
化
と

生
産
地
の
拡
散

こ
の
よ
う
な
生
産
の
専
業
化
は
、

さ
ら
な
る
需
要
を
生
む
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
対
応
で
き
た
の
が

製
品
の
規
格
化
で
す
。
規
格
の
存

在
は
、
生
産
に
従
事
す
る
人
び
と
の

間
に
大
き
さ
や
量
な
ど
に
関
す
る
一

種
の
単
位
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
社
会

が
さ
ま
ざ
ま
な
製
品
に
求
め
た
機
能

は
、
同
一
の
規
格
を
持
つ
製
品
と
し

て
現
れ
、
生
産
の
拡
大
と
生
産
地
の

拡
散
に
よ
っ
て
そ
の
需
要
を
満
た
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

５
世
紀
後
半
以
降
、
大
規
模
な

須
恵
器
生
産
を
行
っ
て
い
た
桜
さ
く
ら

井い

谷だ
に

窯か
ま

跡あ
と

群ぐ
ん

が
豊
中
市
北
部
か
ら
箕

面
市
に
か
け
て
広
が
っ
て
い
ま
す
。

規
格
の
統
一
と
生
産
地
拡
散
が
、

大
阪
北
部
の
丘
陵
地
帯
で
始
ま
っ

た
１
つ
の
事
例
で
す
。
ま
た
、
本
市

に
あ
る
五
月
ヶ
丘
古
墳（
五
月
丘
１

丁
目
）は
、
７
世
紀
に
造
ら
れ
た
古

墳
で
す
が
、
破
格
の
大
き
さ
を
持

つ
、
須
恵
器
と
同
じ
手
法
で
作
ら
れ

た
焼
き
物
の
棺（
陶
棺
）が
納
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
被
葬
者
は
、
渡
来
人
の
血
を

引
く
、
あ
る
い
は
須
恵
器
生
産
に
関

与
し
た
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
生
産
の
拡
散
に

伴
う
１
つ
の
事
象
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

古
墳
時
代
は
、
巨
大
な
前
方
後

円
墳
が
造
ら
れ
た
時
代
で
あ
り
、
こ

れ
も
１
つ
の
時
代
像
と
い
え
ま
す

が
、
社
会
全
体
が
大
き
な
飛
躍
を
遂

げ
た
、
ま
さ
に
日
本
列
島
が
初
め
て

経
験
し
た
技
術
革
新
の
時
代
と
い

う
表
現
の
方
が
そ
の
実
像
に
即
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。
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史
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日本列島が初めて経験した大規模な技術革新の時代
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