
た
技
術
を
使
っ
て
世
の
な
か
を

変
え
た
」
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、

「
吉
備
の
経
済
力
を
誇
示
す
る

も
の
の
一
つ
に
鉄
が
あ
り
、
６

世
紀
に
は
製
鉄
が
可
能
に
な

り
、
吉
備
に
と
っ
て
の
鉄
の
存

在
は
大
き
い
」
と
話
し
ま
し
た
。

朴
さ
ん
も
、「
吉
備
か
ら
出
土

し
た
５
、
６
世
紀
の
土
器
を
見

て
も
、
百く

だ

済ら

系
、
新
羅
系
、
加か

耶や

系
と
さ
ま
ざ
ま
で
、
吉
備
は
、

畿
内
、
九
州
に
並
ぶ
地
域
だ
と

分
か
る
」
と
、
ス
ラ
イ
ド
を
使

っ
て
説
明
し
ま
し
た
。

武
田
さ
ん
は
、
古
事
記
の
な

か
に
登
場
す
る
吉
備
の
児
島
の

屯み

倉や
け

と
呼
ば
れ
る
施
設
を
紹
介

し
、「
屯
倉
は
物
資
の
集
散
セ

ン
タ
ー
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
吉

備
の
重
要
性
が
神
話
か
ら
も
う

か
が
わ
れ
る
」
と
し
ま
し
た
。

鬼
ノ
城
に
つ
い
て

鬼
ノ
城
を
訪
ね
、
百
済
の
山

城
の
印
象
を
強
く
も
っ
た
と
い

う
朴
さ
ん
。
韓
国
で
発
見
さ
れ

た
遺
構
を
紹
介
し
、「
神こ

う

籠ご

石い
し

列
石
の
上
に
版
築
を
築
い
て
い

た
遺
跡
が
朝
鮮
半
島
に
も
あ

り
、
こ
れ
が
日
本
に
入
っ
て
き

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
」

と
話
し
ま
し
た
。

上
野
さ
ん
は
、
港
が
あ
り
、

吉
備
の
中
山
を
中
心
と
し
た
生

産
力
の
高
い
空
間
を
統
治
す
る

意
味
で
鬼
ノ
城
は
重
要
だ
と

し
、「
比
較
の
観
点
を
変
え
る

こ
と
で
、
古
代
吉
備
の
風
景
が

ち
が
っ
た
形
で
見
え
る
の
で

は
」
と
話
し
ま
し
た
。

注
目
し
て
ほ
し
い

神
崎
さ
ん
は
、「
行
っ
た
り

来
た
り
と
、
吉
備
と
朝
鮮
半
島

の
交
流
は
盛
ん
だ
っ
た
が
、
大

和
が
入
っ
て
く
る
に
し
た
が

い
、
吉
備
の
影
は
薄
く
な
り
な

が
ら
も
、
半
島
と
の
つ
な
が
り

は
な
お
続
い
て
い
た
」
と
ま
と

め
ま
し
た
。

最
後
に
、「
古
代
史
に
目
を

向
け
て
も
ら
う
た
め
に
総
社
市

は
ど
う
す
べ
き
か
」
と
の
問
い

に
、
亀
田
さ
ん
は
「
遺
跡
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」、
武
田
さ
ん

は
「
国
際
性
の
ア
ピ
ー
ル
」、

上
野
さ
ん
は
「
人
と
人
が
交
流

す
る
民
際
を
」
、
朴
さ
ん
は

「
歴
史
や
文
化
、
娯
楽
を
セ
ッ

ト
に
し
て
人
を
呼
ん
で
は
」
と

し
ま
し
た
。
神
崎
さ
ん
は
、

「
多
く
の
人
に
吉
備
に
注
目
し

て
も
ら
い
、
た
く
さ
ん
の
人
か

ら
の
意
見
と
注
目
が
必
要
」
と

締
め
く
く
り
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ

文
化
課
文
化

振
興
係
（
1
(2
３
４
９
１
）

国
民
文
化
祭
・
お
か
や
ま
２

０
１
０
で
総
社
市
の
主
催
事
業

の
一
つ
と
し
て
開
催
さ
れ
た

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
古
代
吉
備

の
風
景
』」。
会
場
は
歴
史
フ
ァ

ン
や
市
民
ら
で
満
員
に
な
り
、

古
代
吉
備
の
古
墳
群
や
経
済

力
、
朝
鮮
半
島
と
の
つ
な
が
り

な
ど
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。

吉
備
文
化
の
輝
き

基
調
講
演
で
は
、
京
都
大
学

名
誉
教
授
の
上
田
正
昭
さ
ん

が
、「
古
代
吉
備

の
文
化
の
輝
き
」

と
題
し
て
講
演
。

特
殊
器
台
の
分

布
状
況
や
地
域

を
支
配
す
る
長

官
を
指
す
「
大た

い

宰さ
い

」の
記
述
か
ら
、

吉
備
の
勢
力
が
広
い
範
囲
に
及

び
、
大
き
な
勢
力
で
あ
っ
た
こ

と
を
説
明
。
吉
備
の
文
化
は
朝

鮮
半
島
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
と
の

つ
な
が
り
の
な
か
で
輝
き
、
独

自
性
と
国
際
性
を
も
ち
合
わ
せ

て
い
た
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
を

最
も
象
徴
す
る
の
が
朝
鮮
式
山

城
の
鬼
ノ
城
だ
と
し
、「
７
世

紀
後
半
、
唐
・
新し

ら

羅ぎ

と
の
白は

く

村そ
ん

江こ
う

の
戦
い
の

後
、
新
羅
と
は

友
好
的
な
関
係

に
転
じ
た
と
み

ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
日
本
の
軍

事
強
化
の
た
め

に
鬼
ノ
城
は
築

城
さ
れ
た
と
考

え
て
い
る
」
と
、

上
田
さ
ん
は
説

き
ま
し
た
。

続
い
て
行
わ

れ
た
パ
ネ
ル
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
は
、
「
さ
ま

ざ
ま
な
視
点
か

ら
見
た
古
代
吉

備
」
を
テ
ー
マ

に
展
開
。
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

は
、
民
俗
学
者

の
神
崎
宣
武
さ

ん
。
パ
ネ
リ
ス

ト
は
、
奈
良
大
学
の
上
野
誠
教

授
、
岡
山
理
科
大
学
の
亀
田
修

一
教
授
、
大
阪
大
学
の
武
田
佐

知
子
教
授
、
韓
国
の
慶
北
大
学

の
朴パ

ク

天チ
ョ

秀ン
ス

教
授
の
４
人
。
出
土

品
や
鉄
な
ど
の
観
点
か
ら
見
た

朝
鮮
半
島
と
の
関
係
、
鬼
ノ
城
、

観
光
な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換

し
ま
し
た
。

吉
備
の
す
ご
さ

朝
鮮
半
島
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
亀
田
さ
ん
は
、「
渡
来
人

が
地
域
に
定
着
し
、
も
っ
て
い
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
古
代
吉
備
の
風
景
』
が
１１

月
３
日
、
市
民
会
館
で
開
か
れ
、
古
代
吉
備

の
風
景
や
朝
鮮
半
島
と
の
つ
な
が
り
を
メ
イ

ン
に
、
６
人
の
研
究
者
が
多
く
の
謎
や
歴
史

ロ
マ
ン
に
あ
ふ
れ
る
古
代
吉
備
の
姿
に
迫
り

ま
し
た
。

基調講演をする上田正昭さん（京都大学名誉教授）

朴天秀さん
（慶北大学教授）

武田佐知子さん
（大阪大学教授）

上野誠さん
（奈良大学教授）

亀田修一さん
（岡山理科大学教授）

コーディネーター
神崎宣武さん（民俗学者）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
古
代
吉
備
の
風
景
』

国
際
性
を
も
ち

輝
い
て
い
た
古
代
吉
備

福山から望む総社平野

熱心に聴講する皆さん 古代吉備の姿や朝鮮半島とのつながりについて意見交換


