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新

納

泉

【
要
約
】
　
装
飾
付
大
刀
は
、
古
墳
時
代
後
期
に
各
地
の
豪
族
が
権
威
の
象
徴
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
特
別
な
意
味
を
も
つ
遺
物
で
あ
り
、

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
単
竜
・
単
鳳
環
頭
大
刀
も
、
そ
の
よ
う
な
装
飾
付
大
刀
の
一
種
で
あ
る
。
本
稿
は
、
好
意
・
単
鳳
環
頭
大
刀
の
環
内
に
見
ら
れ
る
竜

や
山
雲
の
文
様
と
、
環
に
施
さ
れ
た
竜
文
な
ど
の
型
式
学
的
分
析
を
通
じ
、
そ
の
年
代
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
出
土
の
単
竜
・

単
記
環
頭
大
刀
は
、
百
済
武
鑑
王
陵
出
土
単
品
澱
頭
大
刀
の
系
譜
に
つ
な
が
り
、
し
だ
い
に
そ
の
文
様
が
崩
れ
て
ゆ
く
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
温
習
王
陵
の
年
代
と
、
日
本
出
土
資
料
に
伴
出
す
る
須
恵
器
の
編
年
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
単
竜
・
単
鳳
環
頭
大
刀
の
盛
行
期
は
六
世
紀

中
葉
か
ら
末
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を
双
竜
環
頭
大
刀
や
頭
椎
大
刀
な
ど
、
他
の
種
類
の
装
飾
付
大
刀
の
編
年
と
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
考
察
は

古
墳
時
代
後
期
の
地
方
豪
族
の
動
向
と
兵
制
の
実
態
を
考
え
る
上
で
有
効
な
一
つ
の
材
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
史
林
　
六
五
巻
四
号
　
一
九
八
二
年
七
月

【
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
我
国
で
は
、
古
墳
時
代
後
期
に
築
造
さ
れ
た
古
墳
か
ら
、
時
と
し
て
金
銀
に
輝
く
装
飾
を
も
つ
大
刀
が
嵐
土
し
、
人
々
を
驚
か
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
が
し
ら

こ
の
よ
う
な
装
飾
付
大
刀
の
な
か
で
、
柄
頭
が
環
状
を
な
し
、
そ
の
中
に
一
匹
の
竜
あ
る
い
は
鳳
團
の
頭
部
を
側
面
か
ら
表
現
し
た
装
飾
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぶ
つ
ち

つ
も
の
が
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
単
竜
・
単
語
環
頭
大
刀
で
あ
る
。
双
竜
・
双
鳳
環
頭
大
刀
や
頭
書
大
刀
と
と
も
に
、
古
墳
時
代
後
期
の
装
飾

付
大
刀
を
代
表
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
単
竜
・
単
字
環
頭
大
刀
の
分
布
は
我
国
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
朝
鮮
半
島
で
も
数
例
が
出
土
し
て
お
り
、
む
し
ろ
日
本
出



単竜・単鳳環頭大刀の編年（新納）

土
の
も
の
よ
り
精
巧
で
あ
っ
て
、
年
代
も
や
や
さ
か
の
ぼ
る
例
が
多
い
。
ま
た
、
こ
の
中
に
は
我
国
の
資
料
と
型
式
的
連
続
性
を
も
つ
と
と
も

に
、
絶
対
年
代
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
各
種
装
飾
付
大
刀
の
う
ち
単
竜
・
単
三
環
頭
大
刀
を
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
理

由
は
、
日
本
の
装
飾
付
大
刀
に
年
代
的
基
準
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
適
当
な
資
料
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

稿
で
は
日
本
出
土
の
資
料
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
に
関
資
す
る
朝
鮮
半
島
出
土
資
料
を
加
え
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
装
飾
付
大
刀
を
出
土
す
る
古
墳
は
、
墳
丘
、
石
室
、
副
葬
品
な
ど
の
点
で
す
ぐ
れ
た
も
の
が
多
い
。
墳
丘
に
関
し
て
は
、

前
方
後
円
墳
や
、
円
墳
で
あ
っ
て
も
比
較
的
規
模
が
大
き
い
な
ど
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
横
穴
式
石
室
の
場
合
、
床
面
積
や
石

材
の
大
き
さ
が
、
他
の
古
墳
と
く
ら
べ
て
ぎ
わ
だ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
副
葬
品
も
馬
具
な
ど
の
金
銅
製
品
を
多
量
に
含
ん
で
い
る
例
が
し

ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
古
墳
は
、
各
地
域
に
お
け
る
首
長
墓
と
み
な
し
う
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
文
献
史
学
の
分
野
で
は
、
埼
玉
県
行
田
市
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
文
の
発
見
に
よ
っ
て
、
　
「
杖
野
人
首
」
と
い
う
刀
と
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
あ
る
地
位
の
存
在
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
熊
本
県
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
文
の
解
釈
に
も
再
検
討
が
加
え
ら
れ
、
大
刀
の
も
つ
歴
史

的
意
味
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
書
紀
天
智
三
十
二
月
条
に
は
「
其
の
大
宮
の
晟
上
に
は
大
刀
を
賜
ふ
。
小
氏
の
氏
上
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
小
刀
を
賜
ふ
。
其
の
伴
造
等
の
雲
上
に
は
干
瓢
・
弓
矢
を
賜
ふ
」
と
い
う
記
事
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
っ
て
畿
内
政
権
か
ら
各

地
の
有
力
首
長
層
に
大
刀
が
分
与
さ
れ
た
と
考
え
る
説
が
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ワ
ケ
と
い
う
カ
バ
ネ
を
大
刀
の
分
与
（
ワ
ケ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
結
び
つ
け
る
…
見
解
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
文
献
か
ら
見
て
も
装
飾
付
大
刀
の
も
つ
歴
史
的
役
割
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
装
飾
付
大
刀
の
編
年
と
分
布
の

考
察
は
各
地
の
首
長
層
の
動
向
を
知
る
上
で
重
要
な
資
料
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
資
料
を
用
い
て
首
長
層
の
動
向
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
厳
密
な
年
代
決
定
が
お
こ
な
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
研
究
の
前
提
と
し
て
、
代
表
的
な
装
飾
付
大
刀
の
ひ
と
つ
で
あ
る
単
竜
・
単
管
環
頭
大
刀
を

用
い
て
年
代
決
定
の
方
法
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
装
飾
付
大
刀
の
編
年
は
、
さ
ら
に
後
期
古
墳
の
編
年
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
、
少
な
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か
ら
ぬ
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
装
飾
付
大
刀
の
年
代
に
関
す
る
研
究
史
を
ふ
り
か
え
り
つ
つ
、
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

　
浜
田
耕
作
・
梅
原
末
治
は
、
滋
賀
県
高
島
郡
高
島
町
鴨
稲
荷
山
古
墳
の
調
査
報
告
書
の
中
で
、
装
飾
付
大
刀
に
関
す
る
最
初
の
本
格
的
な
研

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
環
頭
大
刀
柄
頭
の
集
成
図
は
、
柄
頭
の
型
式
的
変
遷
を
考
慮
し
た
配
列
が
な
さ
れ
て
お
り
、
注
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
れ
る
。
続
い
て
後
藤
守
一
や
神
林
淳
雄
が
柄
頭
の
型
式
学
的
研
究
を
進
め
た
。
戦
前
に
お
け
る
装
飾
付
大
刀
の
編
年
研
究
は
、
柄
頭
の
型
式

に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
と
う
が
　
や

　
そ
れ
に
対
し
、
戦
後
新
し
い
視
点
か
ら
研
究
を
進
め
た
の
が
向
坂
鋼
二
で
あ
る
。
向
坂
は
静
岡
県
掛
川
甫
宇
洞
ケ
谷
横
穴
の
発
掘
調
査
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

書
の
中
で
、
静
岡
県
内
の
装
飾
付
大
刀
を
集
成
し
、
あ
わ
せ
て
装
飾
付
大
刀
の
編
年
を
試
み
て
い
る
。
装
飾
付
大
刀
の
編
年
は
、
従
来
柄
頭
に

の
み
目
を
向
け
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
向
坂
は
柄
頭
以
外
の
装
具
に
着
目
し
、
装
具
を
a
～
9
の
七
類
型
に
分
類
し
た
。
た
と
え
ば
、

c
類
は
「
銅
板
を
金
薄
板
で
包
む
金
具
（
金
金
貝
）
と
、
銀
線
（
刻
み
を
斜
交
互
に
入
れ
る
）
で
柄
部
を
巻
き
、
鞘
に
は
金
金
貝
の
責
金
具
で

し
め
る
も
の
」
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
各
類
型
の
大
刀
に
と
も
な
う
須
恵
器
の
年
代
を
検
討
し
、
第
一
表
に
示
す
よ
う
な
編
年
を
提
出
し
た
。

調
革
の
研
究
は
、
装
具
全
体
に
注
目
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
種
大
刀
相
互
の
年
代
的
平
行
関
係
を
示
す
と
と
も
に
、
伴
出
須
恵
器
の
年
代
を
明

ら
か
に
し
た
点
に
大
き
な
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
発
表
さ
れ
た
町
田
章
の
研
究
も
、
こ
の
時
期
の
装
飾
付
大
刀
の
編
年
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
て
は
向
坂
の
も
の
と
大
き
な
違
い
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
向
坂
の
論
考
は
装
飾
付
大
刀
の
研
究
を
新
し
い
段
階
に
進
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
を
一
言
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、

須
恵
器
の
年
代
に
依
存
す
る
編
年
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
向
坂
は
戦
前
の
研
究
の
成
果
で
あ
る
柄
頭
の
型
式
的
変
遷
よ

り
も
、
そ
の
他
の
装
具
の
変
化
に
重
点
を
置
い
て
い
る
が
、
装
具
に
は
柄
頭
の
文
様
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
退
化
と
い
う
方
向
性
の
あ
る
変
化
が

ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
。
類
と
d
類
の
い
ず
れ
が
古
い
か
を
決
定
す
る
根
拠
は
柄
頭
以
外
の
装
具
自
身
に
は
な
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ag　1表　装飾付大刀の編年　（向坂鋼二）
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く
、
伴
出
須
恵
器
の
編
年
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
須
恵
器

に
関
し
て
は
今
日
各
地
で
か
な
り
細
か
い
編
年
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、

な
お
地
域
ご
と
の
平
行
関
係
が
明
確
で
な
い
う
え
に
、
研
究
者
間
の
意

見
の
違
い
も
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
大
刀
の
製
作
年
代
と
伴
出
須
恵

器
の
年
代
に
開
き
が
あ
る
可
能
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
事
態
は
一
層
複
雑

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
や
は
り
、
可
能
な
限
り
大
刀
自
体
に
よ
る
編

年
を
追
求
す
る
必
要
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
穴
沢
啄
光
・
馬
目
順
一
は
、
向
坂
と
は
異
な
っ
た
方

法
を
用
い
て
朝
鮮
半
島
出
土
の
竜
鳳
文
環
頭
大
刀
の
集
成
と
編
年
を
お

　
　
　
　
　
　
⑨

こ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
竜
鳳
文
の
退
化
に
着
目
し
て
五
世
紀
後
葉

か
ら
六
世
紀
後
葉
に
か
け
て
の
三
一
〇
〇
年
を
八
型
式
に
分
け
る
と
い

う
細
か
い
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
出
土
の
資
料
に
つ
い
て
は
、

あ
ま
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
本
稿
で
問
題
に
す
る
単
三
・
三

瀬
環
頭
大
刀
の
編
年
に
関
し
て
は
、
そ
の
概
略
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ぎ
な
い
。
ま
た
、
新
谷
武
夫
の
編
年
は
、
型
式
学
的
な
操
作
に
多
少
の

問
題
が
認
め
ら
れ
、
細
か
い
点
に
関
し
て
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
部

分
が
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
に
、
装
飾
付
大
刀
に
関
す
る
近
年
の
研
究
は
、
編
年
の
細

r
分
が
進
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
型
式
学
の
適
用
方
法
な
ぜ
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に
気
疲
が
あ
り
、
須
恵
器
な
ど
に
く
ら
べ
編
年
の
信
頼
性
が
低
い
と
い
う
評
価
は
、
残
念
な
が
ら
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
で
は
大

刀
を
用
い
て
先
に
記
し
た
よ
う
な
歴
史
的
問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
を
考
慮
に
入
れ
、
本
稿
で
は
よ
り
厳
密
な
方
法
を
用
い
て
単
竜
・
壷
金
環
頭
大
刀
の
編
年
を
お
こ
な

う
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
方
法
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
資
料
の
先
後
関
係
で
あ
る
相
対
年
代
の
決
定
の
た
め
に
型
式
学
的
研
究
法
を
用
い
る
。
装
飾
付
大
刀
は
多
く
の
装
具
が
組
み
合
わ
さ

っ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
分
析
の
要
素
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
型
式
の
連
続
的
な
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
の
で
き
る
要
素
に
着
目
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

一
連
の
型
式
的
連
鎖
を
組
み
立
て
る
。
こ
れ
は
O
・
モ
ン
テ
リ
ュ
ウ
ス
が
型
式
系
列
（
組
列
）
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
型

式
系
列
の
中
に
見
ら
れ
る
退
化
の
要
素
を
検
討
す
る
。
退
化
に
着
目
す
る
と
、
型
式
系
列
の
方
向
性
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
型
式
系
列
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
刀
自
体
の
分
析
に
よ
っ
て
、
須
恵
器
な

ど
他
の
助
け
を
借
り
ず
に
型
式
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
次
に
こ
の
よ
う
に
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
単
竜
・
単
帯
環
頭
大
刀
の
系
列
が
何
世
紀
の
い
つ
ご
ろ
に
あ
た
る
か
と
い
う
絶
対
年
代
の
決
定
を

お
こ
な
う
。
絶
対
年
代
を
直
接
推
定
で
き
る
資
料
は
朝
鮮
半
島
の
一
例
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
文
献
等
に
よ
っ
て
細
か
い
年
代
が
知
ら
れ
て
い

る
百
済
武
孫
王
の
副
葬
品
で
あ
る
単
竜
環
頭
大
刀
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
例
で
は
ひ
と
つ
の
系
列
の
な
か
の
一
点
が
お
さ
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
以
外
は
須
恵
器
の
年
代
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
須
恵
器
に
関
し
て
は
、
す
で
に
お
お
よ
そ
の
絶
対
年
代
が
知
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
手
続
を
経
て
単
竜
・
単
鳳
環
頭
大
刀
の
絶
対
年
代
を
間
接
的
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

①
　
我
国
で
は
単
巻
環
頭
大
刀
と
単
鳳
環
頭
大
刀
が
そ
れ
ぞ
れ
数
十
例
知
ら
れ
て
い

　
る
が
、
本
稿
で
は
可
能
な
限
り
実
深
し
え
た
資
料
を
中
b
に
検
討
を
加
え
る
つ
も

　
り
で
あ
る
。

②
　
埼
玉
県
教
育
委
員
会
編
『
稲
荷
山
古
墳
繊
土
鉄
剣
金
象
嵌
銘
概
報
』
　
（
一
九
七

　
九
年
）
。

③
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
『
日
本
書
紀
』
下
（
『
欝
本
古

典
文
愚
ず
る
く
系
』
六
八
、
　
一
九
六
五
年
）
。

④
川
口
勝
康
「
瑞
刃
刀
と
大
王
号
の
成
立
」
（
『
古
代
史
論
叢
』
上
巻
、
一
九
七
八

年
）
。

⑤
浜
田
耕
俘
・
梅
原
末
治
『
近
江
国
高
島
郡
水
尾
村
鴨
の
古
墳
』
（
『
京
都
帝
国
大
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学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
』
第
八
冊
、
一
九
二
三
年
）
。

⑥
　
後
藤
守
一
「
原
史
特
代
の
武
器
と
武
装
」
　
（
『
考
古
学
講
座
』
第
一
巻
・
第
六

　
巻
、
　
九
二
八
年
）
、
同
「
頭
椎
大
刀
に
つ
い
て
」
　
（
『
考
古
学
雑
誌
翫
第
一
瓢
ハ
巻

　
第
八
母
・
第
一
二
丹
、
一
九
三
六
年
）
。
神
林
淳
雄
「
金
鋼
装
大
刀
と
金
銅
製
柄
頭

　
…
特
に
原
史
時
代
金
銅
製
柄
頭
群
の
形
式
分
類
に
つ
い
て
一
」
（
冊
考
古
学
雑

　
誌
』
第
二
九
巻
第
四
号
、
　
一
九
三
九
年
）
、
同
「
環
頭
柄
頭
雑
説
～
環
頭
大
刀

　
と
そ
の
文
化
～
」
　
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
三
三
巻
第
一
二
号
、
一
九
四
三
年
）
。

⑦
向
坂
鋼
二
「
飾
大
刀
に
つ
い
て
」
（
『
掛
川
市
宇
洞
ケ
谷
横
穴
壌
発
掘
調
査
報

　
告
』
静
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
警
第
一
〇
集
、
一
九
七
一
年
）
。

⑧
町
田
章
「
山
刀
の
系
議
」
（
『
研
究
論
集
』
皿
、
奈
良
園
立
文
化
財
研
究
所
学
報

　
第
二
入
戸
一
、
　
一
九
七
六
年
）
。

⑨
　
穴
沢
味
光
・
馬
目
順
一
「
龍
鳳
文
環
頭
大
刀
試
論
一
韓
国
出
土
例
を
中
心
と

　
し
て
i
」
　
（
『
百
済
研
究
』
第
七
韓
、
　
一
九
七
六
年
）
。

⑩
新
谷
武
夫
「
環
状
柄
頭
研
究
序
説
」
（
『
考
古
論
集
i
慶
祝
松
崎
寿
涌
先
生
六

　
十
三
歳
記
念
論
文
集
i
』
、
一
九
七
七
年
）
。

⑪
　
0
・
モ
ン
テ
リ
ウ
ス
（
浜
田
耕
作
訳
）
　
『
考
古
学
研
究
法
』
　
（
一
九
三
二
年
）
。

　
な
お
、
H
・
J
・
エ
ガ
…
ス
（
田
中
琢
・
佐
原
真
訳
）
『
考
古
学
研
究
入
門
』
（
一

　
九
入
一
年
）
も
モ
ン
テ
リ
ュ
ウ
ス
の
型
式
学
的
研
究
法
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
る
。

二
　
型
式
学
的
分
析

単竜’単鳳環頭大刀の編年（新納）

　
1
　
装
具
の
概
要

　
単
票
・
単
鳳
環
頭
大
刀
の
資
料
総
数
は
決
し
て
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
中
で
装
具
全
体
が
残
っ
て
い
る
例
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
ほ

と
ん
ど
が
柄
頭
を
残
す
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
編
年
に
あ
た
っ
て
は
柄
頭
以
外
の
部
分
も
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
限
ら

れ
た
資
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
装
具
の
概
要
を
述
べ
て
お
き
た
い
（
第
一
図
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
ご

　
柄
は
、
柄
頭
と
柄
頭
に
接
す
る
筒
金
具
と
、
狭
い
意
味
で
の
柄
で
あ
る
握
る
部
分
と
に
分
け
ら
れ
る
。
柄
頭
に
は
茎
が
あ
り
、
目
釘
を
用
い

て
柄
の
木
心
と
結
合
さ
れ
る
。
環
に
は
竜
文
が
施
さ
れ
、
環
内
に
も
竜
と
鳳
鳳
の
頭
部
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
様
は
退
化
が
著
し

い
た
め
、
編
年
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
環
に
接
し
て
筒
金
具
が
あ
る
。
柄
や
鞘
の
断
面
は
卵
形
と
八
角
形
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
筒

金
具
の
断
面
も
そ
れ
に
応
じ
て
卵
形
や
八
角
形
を
な
す
。
筒
金
具
の
表
面
に
は
花
飾
り
を
も
つ
も
の
や
、
竜
と
鳳
風
の
装
飾
を
も
つ
も
の
が
あ

る
。
ま
た
、
筒
金
具
の
両
端
に
責
金
具
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
貴
金
具
の
文
様
に
は
、
い
く
つ
か
、
の
種
類
が
認
め
ら
れ
る
。
柄
頭
の
さ

し
込
み
方
を
見
る
と
、
筒
金
具
や
貴
金
具
に
環
が
食
い
込
む
も
の
と
、
茎
を
さ
し
込
む
だ
け
の
も
の
と
が
あ
る
。
柄
の
握
る
部
分
は
、
多
く
は
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第1図　装飾付大刀の部分名称
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張
，
除
㌧
護
γ
μ
総
塙
、
懸
撤
F
F
鴛
　
、

＠

　
＼

□
6

／
／
、
ρ
、
戸
当
…
県
。
・
．

照
　
柄
の
木
画

勢淵

恋

褒
v

一
口

木
心
に
金
銅
や
銀
の
線
を
巻
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
文
様
を
打
ち
込
ん
だ
金
銅
板
で
つ
つ
ん
だ
も
の
も
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ば
き

　
柄
と
鞘
の
合
わ
せ
方
に
は
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
る
。
鞘
口
金
具
の
中
に
柄
の
線
巻
が
い
く
ら
か
入
り
込
む
も
の
と
、
鯉
の
部
分
の
み
が
鞘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
み
だ
し
つ
ば

口
金
具
に
お
さ
ま
る
も
の
が
あ
り
、
後
者
の
な
か
に
は
数
は
少
な
い
が
、
喰
出
鐸
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
鐸
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
鞘
口
金
具
は

環
に
接
す
る
筒
金
具
と
似
て
い
る
。
鞘
は
鱗
状
文
を
施
し
た
銀
の
薄
板
で
裏
を
つ
つ
み
、
そ
れ
を
表
に
ま
わ
し
て
、
中
央
で
飾
金
具
を
用
い
て

と
め
る
こ
と
が
多
い
。
飾
金
具
の
文
様
に
も
種
類
が
あ
り
、
ハ
ー
ト
形
な
ど
の
透
か
し
を
あ
け
る
も
の
や
、
円
形
の
打
ち
出
し
を
連
ね
る
も
の

が
あ
る
。
鞘
尻
は
先
端
に
蟹
目
釘
と
呼
ば
れ
る
二
本
の
釘
を
打
っ
て
、
地
面
に
接
し
て
も
傷
が
つ
か
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
例
が
多
い
。
侃
用

の
方
法
と
し
て
は
、
鞘
口
金
具
の
裏
側
付
近
に
金
具
を
つ
け
て
、
垂
直
に
近
く
古
用
す
る
場
合
と
、
二
個
の
足
金
具
を
つ
け
て
、
水
平
に
近
く

侃
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
楓
用
方
法
の
違
い
は
重
要
で
あ
る
。



　
刀
身
は
茎
に
目
釘
を
打
っ
て
柄
の
木
心
と
結
合
さ
れ
る
。
刀
身
は
す
で
に
さ
び
て
失
わ
れ
て
い
た
り
、
鞘
か
ら
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど

の
理
由
で
、
細
部
の
わ
か
る
資
料
が
非
常
に
少
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
装
具
全
体
を
見
て
み
る
と
、
変
化
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
要
素
が
き
わ
め
て
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
は
じ
め
に
、
そ
の
な

か
で
最
も
達
続
的
な
変
化
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
環
頭
に
つ
い
て
分
析
し
、
続
い
て
装
具
全
体
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

単竜・単刀環頭大刀の編年（類納）

　
2
　
環
　
頭

第
二
図
に
代
表
的
な
環
頭
を
六
点
示
し
た
。
こ
の
う
ち
ω
か
ら
ω
が
単
竜
環
頭
で
、
㈲
と
⑥
が
単
鳳
環
頭
で
あ
る
。
竜
と
鳳
は
元
来
全
く
別

で
あ
る
が
、
環
頭
大
刀
に
お
い
て
は
類
似
し
た
形
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
通
説
に
従
っ
て
口
先
を
上
下
に
開
い
て
舌
を
出
す
も
の
を
竜
、
口
先

が
開
か
ず
玉
を
噛
む
も
の
を
鳳
幽
と
し
て
区
別
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
ぼ
う
つ
か
　
　
　
　
　
①

　
ω
は
大
阪
府
茨
木
市
海
北
塚
古
墳
出
土
資
料
で
あ
る
。
環
は
銅
を
鋳
造
し
た
上
に
金
箔
を
か
ぶ
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
別
鋳
で
鍍
金
を
施
し
た

竜
頭
を
は
め
こ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
竜
の
頭
部
を
別
づ
く
り
に
す
る
も
の
は
少
な
い
。
こ
の
資
料
に
は
環
に
二
匹
の
竜
が
表
現
さ
れ
て
い

る
が
、
細
部
は
わ
か
り
に
く
い
。
平
面
図
で
見
る
と
、
四
本
の
足
の
他
に
、
左
側
で
は
頭
部
下
半
が
下
を
向
き
、
頭
部
上
半
は
裏
側
に
ま
わ
る

の
で
あ
る
が
、
環
は
表
と
裏
が
同
じ
文
様
で
あ
り
、
頭
部
上
半
が
図
で
は
環
の
右
側
に
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
②
の
岡
山
県
赤
磐
郡
山
陽
町
岩
田
一
四
号
墳
出
土
資
料
は
、
環
と
竜
頭
を
一
度
に
鋳
造
し
て
い
る
。
前
に
述
べ
た
断
面
八
角
形
の
筒
金
具
を

も
ち
、
責
金
具
に
は
環
が
食
い
込
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
の
う
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
③
は
千
葉
県
市
原
市
山
王
山
古
墳
出
土
資
料
で
あ
る
。
筒
金
具
に
は
花
飾
り
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
資
料
を
海
北
塚
古
墳
出
土
資
料
と
比
較

し
て
み
る
と
、
環
と
環
内
の
竜
文
が
い
ず
れ
も
崩
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
¢
O
の
大
阪
府
高
槻
市
塚
原
P
一
号
墳
出
土
資
料
は
、
竜
の
頭
部
を
見
る
と
、
舌
が
の
び
て
お
ら
ず
、
角
の
形
に
も
特
徴
が
あ
る
。
あ
ま
り
例

の
多
く
な
い
資
料
で
あ
る
。
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ひ
は
い
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
単
鳳
環
頭
は
⑤
の
福
岡
祭
春
日
市
日
拝
塚
古
墳
出
土
資
料
が
、
玉
を
噛
む
鳳
鳳
の
頭
部
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
⑥
の
伝
・

　
　
　
　
　
　
は
い
ば
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

奈
良
県
宇
陀
郡
榛
原
町
出
土
資
料
（
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
所
蔵
）
は
、
同
じ
鳳
風
で
は
あ
る
が
玉
を
噛
ん
で
い
な
い
。
頭
部
を
日
曜
塚
古
墳
出

土
資
料
と
比
較
す
る
と
、
文
様
の
崩
れ
が
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
が
単
竜
・
単
寧
環
頭
の
概
要
で
あ
る
。
次
に
文
様
の
細
部
の
分
析
に
移
る
。
ま
ず
環
内
の
竜
と
鳳
圏
の
頭
部
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

単竜・薄切環頭大刀の編年（新納）

　
環
内
の
竜
と
鳳
鳳
　
　
は
じ
め
に
竜
の
頭
部
に
つ
い
て
細
部
を
見
て
み
よ
う
（
第
三
図
）
。
目
は
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
が
、
目
の
後
方
に
あ
る

孔
を
目
と
ま
ち
が
え
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
注
意
を
要
す
る
。
目
の
上
に
は
眉
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
後
方
で
少
し
巻
き
上
が
っ
て
い
る
。

目
の
下
か
ら
う
し
ろ
の
方
に
伸
び
て
い
る
の
が
耳
で
あ
る
。
口
に
は
巻
き
上
げ
ぎ
み
の
舌
と
、
上
下
一
本
ず
つ
の
歯
が
あ
る
。
な
お
、
鳳
鳳
の

場
合
は
舌
や
歯
が
な
く
、
玉
を
噛
む
。
頭
頂
に
は
三
本
の
冠
毛
が
あ
り
、
後
方
に
は
一
本
の
角
が
伸
び
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
下
顎
か
ら
は
顎

ひ
げ
が
垂
れ
、
首
の
部
分
に
は
頸
毛
と
鱗
が
あ
る
。
以
上
が
基
本
的
な
竜
の
頭
部
で
あ
る
。

　
次
に
、
三
内
の
竜
と
鳳
圏
の
頭
部
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
、
代
表
的
な
例
を
あ
げ
て

見
て
み
た
い
。
第
四
図
ω
～
ω
は
単
竜
環
頭
大
刀
の
環
内
の
竜
の
頭
部
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轍

ω
纏
羅
嬉
道
公
州
肇
薩
聖
鵜
で
あ
る
・
玉
筆
薩
に
は
王
と
王
妃
が
葬
　
　
　
・
．
・
，
．
δ
　
紛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
．
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冠

ら
れ
て
い
る
が
、
単
軌
環
頭
大
刀
は
王
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
硯
池
の
竜
が
右

を
向
く
裏
側
の
実
測
図
と
写
真
し
か
公
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
表
側
を
観
察
し
た
結
果

首
の
つ
け
模
の
部
分
に
、
表
裏
で
多
少
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
資
料
で
は

先
に
あ
げ
た
竜
の
要
素
が
欠
け
る
こ
と
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
②
の
大
阪
府
海
北
塚
古
墳
出
土
資
料
は
、
武
三
王
陵
出
土
資
料
と
く
ら
べ
て
、
文
様
に
大

第3図竜頭蒲
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き
な
崩
れ
は
見
ら
れ
な
い
。

目
の
後
方
に
ニ
ヵ
所
多
孔

を
あ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

立
体
感
を
維
持
し
て
い
る
。

し
か
し
、
首
の
側
面
に
あ

る
頸
毛
が
写
実
性
を
失
っ

て
扁
平
に
な
り
、
列
点
の

表
現
に
よ
っ
て
、
羽
毛
の

質
感
が
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
す
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

③
の
大
阪
府
南
河
内
郡
河
南
町
一
須
賀
一
号
墳
出
土
資
料
に
な
る
と
、
目
の
後
方
の
小
器
が
な
く
な
り
、
立
体
感
が
や
や
失
わ
れ
て
く
る
。

口
の
部
分
に
は
上
下
の
歯
と
舌
が
認
め
ら
れ
る
が
、
舌
と
下
顎
の
間
か
ら
異
様
な
も
の
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
こ
と
が
新
し
い
特
微
で
あ
る
。

こ
れ
が
何
を
表
現
し
て
い
る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
ω
の
長
野
県
飯
田
市
平
地
一
号
墳
出
土
資
料
で
は
舌
が
消
え
、
顎
ひ
げ
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
、
お
そ
ら
く
一
須
賀

一
号
墳
出
土
資
料
に
お
い
て
、
口
に
異
様
な
も
の
を
付
け
加
え
た
た
め
に
、
本
来
の
要
素
が
混
乱
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
三
本
あ
っ

た
冠
毛
が
、
互
い
に
く
っ
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
以
上
の
四
例
に
は
製
作
方
法
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
ω
と
ω
は
環
と
胃
内
の
竜
頭
を
い
っ
し
ょ
に
鋳
造
し
て
鍍
金
を
施
し
た
も
の
で

あ
る
。
②
は
環
と
竜
頭
と
を
別
々
に
鋳
造
し
、
金
箔
を
か
ぶ
せ
た
環
に
、
鍍
金
し
た
竜
頭
を
は
め
こ
む
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
⑧
の
場

合
、
全
体
を
一
度
に
鋳
造
し
て
は
い
る
が
、
鍍
金
は
竜
頭
の
部
分
だ
け
で
、
環
に
は
金
箔
を
か
ぶ
せ
て
い
る
。
角
の
先
や
舌
な
ど
が
ω
や
㈲
の
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よ
う
に
環
と
く
っ
つ
い
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
②
や
③
の
よ
う
に
離
れ
て
い
る
か
は
、
こ
の
よ
う
な
技
法
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

金
箔
を
か
ぶ
せ
る
方
法
は
、
鍍
金
を
重
ね
る
の
に
く
ら
べ
、
簡
単
に
厚
み
の
あ
る
金
色
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
は
が
れ
や
す
く
弱
い
。
ま

た
、
新
し
い
も
の
は
薄
い
鍍
金
で
す
ま
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
第
四
図
⑤
～
⑧
は
単
鳳
環
頭
大
刀
の
環
内
の
鳳
鳳
の
頭
部
で
あ
る
。

　
⑤
の
福
岡
県
日
拝
塚
古
墳
出
土
資
料
は
、
目
の
後
方
に
二
孔
を
も
ち
、
口
に
く
わ
え
た
玉
や
顎
ひ
げ
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
頭

頂
の
三
本
の
冠
毛
は
互
い
に
く
っ
つ
き
は
じ
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
⑥
の
山
口
県
萩
市
円
光
寺
古
墳
出
土
資
料
に
な
る
と
、
三
本
の
冠
毛
が
完
全
に
く
っ
つ
き
、
角
の
先
端
も
あ
ま
り
巻
き
上
が
ら
ず
、
環
と
く

っ
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
環
の
内
側
か
ら
首
に
か
け
て
、
刻
み
目
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
環
に
か
ぶ
せ
た
金
箔
を
重
ね
合
わ
せ
た
部

分
を
と
め
る
た
め
に
刻
み
目
を
入
れ
た
も
の
が
、
鍍
金
を
用
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
文
様
と
な
っ
て
残
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
⑦
の
伝
・
奈
良
県
榛
原
町
出
土
資
料
で
は
、
口
は
玉
を
失
っ
て
完
全
に
閉
じ
て
し
ま
い
、
三
本
の
冠
毛
は
段
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
だ
け
と
な

る
。
顎
ひ
げ
の
位
置
が
後
退
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
れ
が
⑧
の
福
島
県
須
賀
川
市
前
原
古
墳
出
土
資
料
に
な
る
と
、
顔
の
構
造
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
単
鳳
環
頭

大
刀
の
最
も
崩
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
鳳
鳳
頭
部
の
変
化
は
竜
の
頭
部
の
変
化
と
ど
う
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
⑤
の
日
韓
塚
古
墳
出
土
資
料
は
製
作
技
法
の

う
え
で
③
の
一
撃
賀
一
三
男
出
土
資
料
と
同
じ
で
あ
る
。
各
部
分
の
表
現
か
ら
見
て
も
、
一
須
賀
例
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
最
も
多
い
で
あ
ろ

う
。
⑥
の
円
光
寺
古
墳
出
土
資
料
は
冠
毛
の
く
っ
つ
き
具
合
や
角
の
先
端
の
形
な
ど
か
ら
見
て
、
ω
の
平
地
一
号
墳
出
土
資
料
に
対
応
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
環
内
の
竜
鳳
頭
部
の
変
化
に
よ
っ
て
、
図
に
示
す
よ
う
に
一
～
W
の
六
つ
の
型
式
を
も
う
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
こ
で
改
め
て
頭
部
の
各
要
素
ご
と
に
変
化
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
戴
は
全
体
を
通
じ
て
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
目
の
後
方
に
あ
る
孔
が
∬
式
で
は
、
単
な
る
丸
い
小
筆
が
ニ
ヵ
所
に
あ
く
だ
け
と
な
る
。
小
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孔
は
皿
式
で
は
日
面
塚
例
に
残
り
、
W
式
以
降
に
は
な
い
。
眉
や
耳
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
が
、
W
式
に
な
る
と
眉
は
消
え
、
耳
も
痕
跡
の

み
と
な
る
。
口
は
、
竜
の
場
合
W
式
ま
で
歯
が
残
る
が
、
舌
は
W
式
に
な
る
と
消
え
る
。
一
方
、
巫
式
で
口
か
ら
異
様
な
も
の
が
垂
れ
下
が
り
、

W
式
で
は
さ
ら
に
そ
れ
が
大
き
く
な
る
。
鳳
騒
の
場
合
、
玉
を
噛
む
の
は
W
式
ま
で
で
あ
る
。
頭
頂
の
冠
毛
は
恥
式
で
三
本
が
互
い
に
く
っ
つ

き
は
じ
め
、
W
式
で
は
冠
毛
の
形
を
失
っ
て
い
る
。
角
は
、
は
じ
め
先
端
が
巻
き
上
が
っ
て
い
る
が
、
y
式
に
な
る
と
巻
き
が
弱
く
な
り
環
と

く
っ
つ
く
。
顎
ひ
げ
は
竜
の
場
合
W
式
で
姿
を
消
し
、
鳳
鳳
の
場
合
は
、
し
だ
い
に
後
退
し
て
首
と
接
す
る
よ
う
に
な
る
。
頸
輪
は
皿
式
以
後

写
実
性
を
失
う
。
製
作
の
方
法
は
1
式
が
環
と
頭
部
を
一
度
に
鋳
造
し
、
全
体
を
比
較
的
厚
く
鍍
金
し
て
い
る
。
H
式
で
は
環
と
頭
部
が
別
鋳

で
、
環
に
は
金
箔
を
か
ぶ
せ
、
頭
部
に
は
鍍
金
を
施
す
。
皿
式
は
環
と
頭
部
を
一
度
に
鋳
造
し
て
い
る
が
、
環
に
は
金
箔
を
か
ぶ
せ
、
頭
部
を

鍍
金
し
て
い
る
。
W
式
以
降
は
環
と
頭
部
を
一
度
に
鋳
造
し
、
全
体
に
薄
く
鍍
金
を
施
す
。
な
お
、
以
上
の
変
化
は
あ
く
ま
で
も
代
表
的
な
資

料
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
資
料
に
関
し
て
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
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環
の
竜
文
　
環
の
竜
文
は
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
は
じ
め
に
年
代
が
さ
か
の
ぼ
り
竜
の
文
様
の
崩
れ
て
い
な
い
資
料
に
ふ
れ
て
お

き
た
い
。
第
五
図
は
、
中
国
出
土
と
伝
え
ら
れ
、
現
在
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
帯
金
具
の
一
部
で
あ
る
。
類
例
か
ら
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

・
四
世
紀
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
竜
と
鳳
鳳
が
向
か
い
合
っ
て
い
る
文
様
が
透
彫
と
毛
彫
で
て
い
ね
い
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
竜
文

を
少
し
く
わ
し
く
見
て
み
よ
う
。
目
は
人
間
の
目
の
よ
う
な
形
で
、
は
っ
き
り
描
か
れ
て
い
る
。
口
に
は
歯
が
あ
る
が
、
舌
は
な
い
。
目
の
後

方
に
は
、
わ
か
り
に
く
い
が
耳
が
あ
る
。
目
の
上
か
ら
角
が
後
方
に
の
び
、
先
端
が
巻
き
上
が
っ
て
い
る
。
冠
毛
は
見
ら
れ
な
い
。
背
中
に
は

鱗
が
列
点
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
部
分
に
は
毛
が
生
え
て
い
る
。
四
本
の
足
の
う
ち
一
本
の
先
端
が
欠
損
し
て
い
る
。
足
の
つ
け
根

付
近
か
ら
羽
毛
が
後
方
に
の
び
て
い
る
。
指
の
数
は
、
こ
の
例
で
は
三
本
で
あ
る
。
以
上
が
三
・
四
世
紀
の
帯
金
具
に
見
ら
れ
る
竜
文
の
構
成

要
素
で
あ
る
。
こ
れ
を
念
頭
に
お
い
て
環
の
竜
文
を
兇
て
み
よ
う
。

　
第
六
図
は
環
の
竜
文
の
展
開
模
式
図
で
あ
る
。
文
様
が
入
り
組
ん
で
い
て
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
竜
の
頭
部
だ
け
を
抜
き
出
し
て
第
七
図
に



単竜・単鳳環頭大刀の編年（新納）

虹
3clll

第5國　帯金具の竜鳳文実測麟

　
こ
れ
ら
の
雪
男
を
先
に
示
し
た
帯
金
具
の
竜
文
と
く
ら
べ
る
と
、

り
そ
ろ
、
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う

　
②
の
大
阪
府
海
北
塚
古
墳
出
土
資
料
は
各
部
分
の
配
置
が
ω
の
武
寧
王
陵
出
土
資
料
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
鱗
の
方
向
に
一

部
混
乱
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
胴
体
の
連
続
性
に
関
す
る
意
識
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
足
の
配
置
や
向
き
が

ω
と
同
じ
で
あ
る
の
は
、
ω
の
よ
う
な
先
行
型
式
を
ま
ね
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
頭
部
を
見
る
と
、
本
来
目
の
下
に
来
る
べ
き

耳
の
つ
け
根
が
目
と
眉
の
問
に
来
て
お
り
、
こ
れ
は
他
に
例
を
見
な
い
誤
り
で
あ
る
。
口
は
、
看
が
同
じ
よ
う
に
巻
き
上
が
っ
て
い
る
が
、
歯

示
し
た
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
ω
～
㈲
の
資
料
は
、
第
四
図
に
示
し
た
環
内
の
竜
鳳
文
の
分
析
で

用
い
た
資
料
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
～
W
の
各
型
式
に
対
応
し
て
い
る
。
環
に
は
す

べ
て
二
匹
の
竜
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
環
内
が
鳳
園
で
あ
ろ
う
と
、
環
に
施
さ
れ
る
文
様

は
変
わ
ら
な
い
。

　
ω
は
韓
国
武
寧
王
難
出
土
資
料
で
あ
る
。
図
の
左
側
に
は
左
向
き
の
竜
の
頭
部
が
、
右
側
に
は

上
下
逆
で
右
向
き
の
竜
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
環
の
表
と
裏
は
同
じ
文
様
に
な
る
の
で

あ
る
。
胴
体
は
分
断
さ
れ
て
お
り
、
中
央
に
意
味
不
明
の
楕
円
形
の
も
の
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
文

様
が
す
で
に
崩
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
先
行
す
る
資
料
の
存
在
を
推
定
さ
せ
る
。
し
か
し
、
鱗
の
向

き
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
二
匹
の
胴
体
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
左
向
き
の
竜

の
前
足
は
、
下
半
部
（
表
側
）
の
中
央
と
右
寄
り
の
二
本
と
な
る
。
頭
部
に
は
目
と
そ
の
上
に
眉

状
の
も
の
が
あ
り
、
臼
の
下
か
ら
後
方
に
の
び
る
の
が
耳
で
あ
る
。
口
は
上
下
に
開
き
、
舌
が
の

び
て
巻
き
上
が
っ
て
お
り
、
そ
の
つ
け
根
に
は
歯
が
見
ら
れ
る
。
頭
頂
に
は
二
本
の
冠
毛
が
あ
り
、

角
が
う
し
ろ
に
の
び
て
巻
き
上
が
っ
て
い
る
。
口
の
う
し
ろ
に
は
顎
猷
げ
と
羊
毛
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
様
に
は
大
き
な
崩
れ
が
認
め
ら
れ
る
が
、
基
本
的
な
要
素
は
ひ
と
と
お

O

123　（597）



が
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
頭
頂
に
は
冠
毛
と
角
が
あ

る
が
、
冠
毛
は
角
が
二
本
枝
分
か
れ
し
た
よ
う
な
形
に

な
っ
て
い
る
。
口
の
う
し
ろ
に
は
．
顎
ひ
げ
が
あ
る
。

　
全
体
と
し
て
ω
を
よ
く
模
し
て
は
い
る
が
、
基
本
的

な
竜
の
構
成
に
関
す
る
認
識
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
感

じ
る
。

　
㈲
の
大
阪
府
一
基
賀
纂
写
墳
出
土
資
料
で
は
、
環
に

か
ぶ
せ
た
金
箔
を
重
ね
合
わ
せ
て
と
め
る
た
め
の
刻
み

目
が
加
え
ら
れ
た
た
め
に
、
文
様
の
幅
が
狭
く
な
り
、

い
っ
そ
う
窮
屈
に
な
っ
て
い
る
。
竜
の
向
き
が
変
わ
り
、

頭
部
が
右
側
で
右
を
向
い
て
い
る
。
足
の
配
置
は
こ
れ

ま
で
の
も
の
と
変
わ
ら
な
い
が
、
向
き
が
一
部
異
な
っ

て
い
る
。
胴
体
は
完
全
に
崩
れ
、
鱗
の
向
き
も
一
方
向

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
中
央
に
あ
る
意
味
不
明

の
楕
円
形
は
残
っ
て
い
る
。
頭
部
を
見
る
と
、
鼠
と
眉

は
あ
る
が
、
耳
は
胴
体
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
口

か
ら
舌
を
出
す
と
こ
ろ
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
。

冠
毛
は
変
形
し
て
い
る
が
二
本
あ
り
、

　
こ
の
よ
う
に
、
本
資
料
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、

｛1＞武蔵正慶
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業
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刷
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鋤
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角
が
後
ろ
に
の
び
て
い
る
。
顎
ひ
げ
は
す
で
に
形
を
な
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
と
て
も
竜
を
表
現
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
こ
れ
を
製
作
し
た
工
人
も
、

、勿講一（《忌

〔6）百∫原註致賞

第6図　環の竜文展開模式図　（約／／2）

竜
の
細
部
を
理

124 （598）



解
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
う
。

　
ω
の
長
野
県
平
地
　
号
墳
出
土
資
料
は
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
や
や
異
な
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
足
の
配
置
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
が
、

向
き
が
変
わ
り
、
単
純
化
さ
れ
て
い
る
。
頭
部
は
目
や
耳
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
③
よ
り
は
る
か
に
わ
か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
購
に
は
舌

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
二
本
の
冠
毛
と
角
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
角
の
先
端
が
中
央
近
く
に
下
が
っ
て
き
て
い
る
。
顎
ひ
げ
は

は
っ
き
り
し
て
い
る
。

　
全
体
と
し
て
㈲
に
く
ら
べ
文
様
が
ず
っ
と
わ
か
り
や
す
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
著
し
く
文
様
を
単
純
化
さ
せ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
⑤
の
伝
・
奈
良
県
榛
原
町
出
土
資
料
で
は
、
こ
れ
ま
で
二
匹
の
竜
の
頭
部
の
間
に
あ
っ
た
四
本
の
足
が
二
本
に
減
少
し
、
し
か
も
文
様
化
し

た
も
の
と
な
る
。
頭
部
の
最
大
の
変
化
は
、
こ
れ
ま
で
側
面
か
ら
見
て
い
た
の
が
、
上
か
ら
見
た
と
こ
ろ
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
目
や
耳
が
対
と
な
り
、
口
は
上
顎
の
み
が
表
現
さ
れ
、
冠
毛
や
角
も
上
か
ら
見
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
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頭
部
は
非
常
に
竜
ら
し
く
な
り
、
全
体
に
す
っ
き
り
し
た
感
じ
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
が
⑥
の
福
島
県
前
原
古
墳
出
土
資
料
に
な
る
と
、
文
様
の
構
成
は
⑤
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
冠
毛
が
省
略
さ
れ
る
な
ど
、
一
層

単
純
化
が
進
ん
で
い
る
。

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
環
の
竜
文
の
変
化
は
単
な
る
退
化
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
退
化
を
食
い
止
め
よ
う
と
す
る
努
力
が
認
め
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
す
っ
き
り
と
し
た
美
し
い
文
様
と
な
っ
て
い
る
部
分
も
た
し
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
足
の
配
置
な
ど
、
工
人
の
努
力

が
お
よ
ぼ
な
か
っ
た
部
分
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
伝
統
の
枠
か
ら
大
き
く
踏
み
出
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
工
人
の
姿
が
想
像

さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
型
式
学
的
方
法
を
用
い
て
編
年
を
お
こ
な
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で

あ
る
。

　
さ
て
、
　
こ
れ
ま
で
検
討
を
加
え
て
き
た
環
の
竜
文
の
退
化
に
基
づ
く
六
つ
の
型
式
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
環
内
の
竜
と
鳳
團
の
文

様
の
退
化
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
環
内
の
竜
と
鳳
團
の
文
様
の
変
化
と
環
の
竜
文
の
変
化
と
は
互
い
に
矛
盾

し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
　
し
た
が
っ
て
、
脳
内
の
竜
と
鳳
鳳
の
文
様
に
関
し
て
設
定
し
た
一
～
M
の
型
式
は
、
　
そ
の
ま
ま
環
の
竜

文
に
も
適
用
で
き
る
こ
と
に
煎
る
。
そ
こ
で
、
両
者
を
合
わ
せ
て
、
以
後
は
環
頭
の
型
式
と
し
て
一
～
W
の
型
式
名
を
用
い
る
こ
と
に
し
た

い
。
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3
　
環
頭
以
外
の
装
具

　
次
に
、
環
頭
以
外
の
装
具
の
変
化
を
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
考
察
に
あ
た
っ
て
二
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
環
頭
の
型

式
変
化
と
は
別
に
、
装
具
自
体
か
ら
新
た
に
型
式
を
設
定
し
、
そ
の
後
で
環
頭
の
変
化
と
つ
き
合
わ
せ
て
検
証
す
る
方
法
で
あ
る
。
第
二
は
、

環
頭
の
型
式
変
化
が
正
し
い
と
い
う
前
提
で
、
そ
れ
を
用
い
て
装
具
の
変
化
を
検
討
し
、
矛
盾
が
生
じ
な
い
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
方
法
で
あ

る
。
多
く
の
資
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
の
方
法
が
有
効
で
あ
ろ
う
が
、
資
料
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
の
方
法



を
用
い
る
と
手
続
き
が
煩
雑
に
な
り
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
厳
密
そ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
際
は
形
式
論
理
に
流
れ
る
危
険
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
第
二
の
方
法
で
、
環
頭
の
型
式
を
用
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
柄
頭
近
く
に
あ
る
筒
金
具
に
は
、
花
飾
り
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
（
第
八
図
②
㈹
）
。
こ
れ
は
柄
頭
を
と
め
る
た
め
の
目
釘
を
隠
す
役

割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
花
飾
り
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
、
大
阪
専
一
須
賀
一
号
墳
出
土
単
竜
環
頭
大
刀
（
盟
式
）
、
福
岡
県
日
野

塚
古
墳
出
土
単
孟
浪
頭
大
刀
（
皿
式
）
、
千
葉
県
山
王
山
古
墳
出
土
単
竜
環
頭
大
刀
（
W
式
）
、
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
資
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、

こ
の
花
飾
り
は
皿
式
か
ら
W
式
に
か
け
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
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筒
金
具
の
両
端
に
は
責
金
具
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
責
金
具
は
柄
以
外

に
鞘
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
一
本
の
大
刀
の
中
で
は
同
じ
文
様
を
も
つ
も
の
が
使

用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
文
様
は
代
表
的
な
も
の
が
三
種
類
あ
る
。
第
一
は
、

珠
文
と
菱
形
文
を
交
互
に
く
り
か
え
し
て
打
ち
込
む
も
の
で
あ
る
（
第
八
図
ω
②
）
。

岡
山
県
岩
田
一
四
号
墳
出
土
単
二
環
頭
大
刀
（
皿
式
）
、
大
阪
府
一
須
賀
一
号
墳
出

土
単
竜
環
頭
大
刀
（
皿
式
）
、
福
岡
県
日
拝
塚
古
墳
出
土
単
身
環
頭
大
刀
（
皿
式
）

な
ど
の
例
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
皿
式
で
あ
る
。
第
二
は
、
菱
形
文
の
み
を
く
り
か

え
す
も
の
で
あ
る
（
第
八
図
㈲
）
。
千
葉
県
山
王
山
古
墳
出
土
単
発
環
頭
大
刀
（
W

式
）
、
静
岡
県
宇
洞
ケ
谷
横
穴
出
土
単
鳳
環
頭
大
刀
（
W
式
）
な
ど
の
例
が
あ
り
、

W
式
に
限
ら
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
珠
文
の
み
を
く
り
か
え
す
も
の
で
あ
る
（
第

八
図
㈲
）
。
大
阪
府
塚
原
P
一
号
墳
な
ど
か
ら
幽
土
し
て
い
る
。
塚
原
P
一
号
墳
の

資
料
は
全
体
に
や
や
特
殊
な
も
の
で
あ
る
が
、
環
の
竜
文
か
ら
W
式
の
段
階
に
相

当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
種
類
の
責
金
具
は
単
竜
・
単
鳳
環
頭
大
刀
に
は
例
が
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少
な
い
が
、
他
の
種
類
の
大
刀
か
ら
考
え
て
も
、
ほ
ぼ
こ
の
段
階
と
み
な
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
責
金
具
の
文
様
は
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
限
定
す
る
の
に
き
わ
め
て
都
合
の
よ
い
要
素
で
あ
る
。

　
柄
頭
の
環
と
筒
金
具
や
責
金
具
と
の
接
合
方
法
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
一
式
の
轟
々
王
陵
出
土
単
竜
環
頭
大
刀
で
は
筒
金
具
に
環
が
食
い

込
ん
で
い
る
（
第
一
〇
図
）
。
一
方
、
瓢
式
の
資
料
で
は
責
金
具
を
用
い
る
た
め
、
責
金
具
に
環
が
食
い
込
ん
で
い
る
（
第
八
図
ω
②
）
。
と
こ
ろ
が
、

W
式
で
は
、
責
金
具
に
環
が
食
い
込
ま
な
い
も
の
が
現
れ
る
（
第
八
図
③
）
。
そ
し
て
、
V
式
で
は
筒
金
具
に
茎
の
み
を
さ
し
こ
む
例
が
多
い
（
第

八
図
ω
）
。
こ
の
型
式
の
筒
金
具
は
V
式
段
階
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
獅
噛
環
頭
大
刀
の
よ
う
な
他
の
種
類
の
大
刀
と
の
平

行
関
係
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
筒
金
具
に
つ
い
て
多
少
補
足
す
る
と
、
第
八
図
㈲
に
示
し
た
大
阪
府
塚
原
P
一
号
墳
出
土
単
竜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

環
頭
大
刀
（
W
式
）
の
筒
金
具
に
は
竜
文
が
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
段
階
の
も
の
と
し
て
は
珍
し
い
資
料
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
第
一
五
図
に

示
し
た
福
島
県
前
原
古
墳
出
土
単
鳳
環
頭
大
刀
（
W
式
）
の
筒
金
具
は
、
金
銅
板
に
列
点
で
文
様
が
施
さ
れ
て
お
り
、
双
竜
環
頭
大
刀
や
頭
椎

大
刀
と
の
平
行
関
係
を
お
さ
え
る
う
え
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

　
柄
の
握
る
部
分
は
、
V
式
ま
で
は
金
銅
線
や
銀
線
巻
で
あ
る
が
、
W
式
に
な
る
と
福
島
県
前
原
古
墳
出
土
資
料
の
よ
う
に
、
金
銅
板
に
唐
草

文
を
施
し
た
も
の
が
現
れ
る
（
第
一
五
図
）
。

　
柄
と
鞘
の
合
わ
せ
方
は
、
鞘
口
金
具
の
中
に
柄
の
線
巻
が
い
く
ら
か
入
り
込
む
例
が
、
一
式
の
武
寧
皇
陵
出
土
単
竜
環
頭
大
刀
と
麗
式
の
千

葉
県
山
王
山
古
墳
出
土
豊
艶
環
頭
大
刀
に
見
ら
れ
る
。
資
料
が
少
な
い
た
め
正
確
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
W
式
ま
で
は
こ
の
方
法
を
と
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ば
き

と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
V
式
で
は
鑓
の
部
分
の
み
鞘
口
金
具
に
お
さ
ま
る
例
が
多
く
な
り
、
W
式
に
な
る
と
福
島
県
前
原
古
墳
出
土
資
料
の

よ
う
に
柄
の
端
に
喰
出
鐸
が
現
れ
る
（
第
一
五
図
）
。

　
鞘
は
、
残
っ
て
い
る
資
料
が
少
な
い
。
千
葉
県
山
王
山
古
墳
出
土
単
竜
環
頭
大
刀
（
W
式
）
と
、
静
岡
県
宇
洞
ケ
谷
横
穴
出
土
単
鳳
環
頭
大

刀
（
W
式
）
で
は
、
鱗
状
文
を
施
し
た
銀
の
薄
板
を
用
い
て
鞘
の
裏
を
つ
つ
み
、
表
は
掛
板
で
そ
の
両
端
を
と
め
て
い
る
（
第
一
三
図
ω
）
。
　
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
よ
う
な
鱗
状
文
を
施
し
た
銀
板
で
鞘
を
つ
つ
む
例
は
、
時
代
が
さ
か
の
ぼ
る
朝
鮮
半
島
の
資
料
に
も
し
ぼ
し
ぼ
見
う
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
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武
寧
王
陵
出
土
単
竜
環
頭
大
刀
に
は
、
こ
の
部
分
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
日
本
で
の
類
例
も
少
な
い
と
こ
ろ
が
ら
み
る
と
、
何
か
他
の
腐
り

や
す
い
材
料
を
用
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
M
式
の
福
島
県
前
原
古
墳
出
土
資
料
の
場
合
は
、
唐
草
文
を
打
ち
込
ん

だ
金
銅
板
で
つ
つ
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
鞘
の
蓑
の
豆
板
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
（
第
九
図
）
。
ω
は
武
寧
王
陵
出
土
単
帯
環
頭
大
刀
（
1
式
）
の
飾
板
で
あ
る
。
②
は
大
阪
府

海
北
塚
古
墳
出
土
単
竜
環
頭
大
刀
（
1
式
）
に
と
も
な
う
。
③
は
W
式
の
静
岡
県
宇
洞
ケ
谷
横
穴
出
土
資
料
で
、
こ
れ
は
千
葉
県
山
王
山
古
墳

出
土
資
料
（
W
式
）
に
類
例
が
あ
る
。
ω
は
京
都
府
竹
野
郡
網
野
町
岡
一
号
墳
出
土
単
組
環
頭
大
刀
（
V
式
）
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
よ
う
や
ま
⑰

OO

無
燈
燈
鶯

単竜・単鳳環頭大刀の編年（漸納）

□
、
□
俺
等
重
日
二
藍

（2）海北塚古墳　（3）宇洞ケ谷横穴　　（4）岡1号墳〈1）武寧王陵

　第9図　 鞘食爺金具多ミ淡U図

例
が
、
千
葉
県
香
取
郡
小
見
川
町
城
山
一
号
墳
出
土
単
鳳
環
頭
大
刀
や
、
栃
木
県
芳
賀
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

益
子
町
天
王
塚
古
墳
出
土
清
潔
環
頭
大
刀
な
ど
に
あ
る
。
い
ず
れ
も
V
式
で
あ
る
。
W
式

の
福
島
県
前
原
古
墳
出
土
資
料
は
、
金
銅
板
に
円
形
浮
文
を
打
ち
出
し
、
間
を
唐
革
文
で

う
め
る
も
の
で
、
双
面
環
頭
大
刀
や
頭
椎
大
刀
に
多
い
飾
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

，
装
具
の
分
析
の
最
後
に
、
単
二
・
単
鳳
環
頭
大
刀
の
偲
用
法
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。

侃
用
方
法
の
わ
か
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
鞘
欝
金
具
の
裏
あ
た
り
に
民
用
の
装
置
が
も
う
け

ら
れ
、
垂
直
に
留
用
し
た
も
の
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
場
合
、
杖
の
よ
う
に

立
て
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
鞘
尻
を
守
る
た
め
に
蟹
国
釘
と
呼
ば
れ
る
二
本
の
釘
が

　
　
　
　
　
⑳

打
た
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
式
は
V
式
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
た
ら
し

い
が
、
W
式
に
な
る
と
楓
用
方
法
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
。
鞘
に
ニ
ヵ
所
足
金
具
が
つ

け
ら
れ
、
水
平
に
侃
用
さ
れ
た
こ
と
が
人
物
埴
輪
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
足
金
具
の
出

現
か
ら
あ
ま
り
遅
れ
ず
に
蟹
目
釘
が
姿
を
消
す
の
は
、
大
刀
を
杖
の
よ
う
に
立
て
る
こ
と

が
な
く
な
り
、
偲
用
方
法
に
変
化
が
生
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
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4
　
各
型
式
の
特
徴

　
こ
れ
で
装
具
の
各
要
素
に
関
す
る
分
析
は
終
わ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
と
め
と
し
て
各
型
式
ご
と
に
代
表
的
な
資
料
を
あ
げ
、
ど
の
よ
う
な
バ

ラ
エ
テ
ィ
…
が
あ
る
か
を
検
討
し
、
さ
ら
に
そ
の
型
式
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
特
微
が
何
で
あ
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
1
　
式
　
　
こ
の
型
式
に
相
聾
す
る
資
料
は
、
韓
国
略
文
王
難
出
土
単
竜
環
頭
大
刀
の
一
点
の
み
で
あ
る
（
第
一
〇
図
）
。
し
か
し
、
幸
い
に

武
寧
王
陵
　
　
2
0
㎝

e，　U

第10図

1式の資料

も
柄
頭
か
ら
鞘
尻
ま
で
全
体
が
よ
く
残
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
大
刀
を
研
究
す
る
う
え
で
基
準
と
な
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
環
や

静
内
の
竜
文
は
、
竜
の
本
来
の
姿
を
よ
く
と
ど
め
て
い
る
が
、
環
の
竜
文
を
細
か
く
見
る
と
、
す
で
に
文
様
の
崩
れ
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
先

行
す
る
型
式
の
大
刀
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
本
例
に
先
行
す
る
型
式
の
資
料
が
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
例
は
筒
金
具
に
施
さ
れ
た
亀
甲
文
の
中
に
鳳
圏
を
表
現
し
た
り
、
責
金
具
に

細
金
細
工
を
用
い
る
な
ど
、
日
本
出
土
の
資
料
に
は
見
ら
れ
な
い
特
微
を
も
っ
て
い
る
。

　
兀
　
式
　
　
こ
の
型
式
に
相
当
す
る
資
料
も
、
大
阪
府
茨
木
市
海
北
塚
古
墳
出
土
単

竜
環
頭
大
刀
し
か
確
認
で
き
て
い
な
い
（
第
＝
図
）
。
し
か
も
、
環
頭
、
筒
金
具
、
鞘

飾
金
具
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
最
も
実
体
の
わ
か
ら
な
い
型
式
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
型
式
を
設
定
し
な
け
れ
ば
、
1
式
と
巫
式
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
く

な
り
す
ぎ
る
た
め
、
あ
え
て
型
式
を
も
う
け
た
も
の
で
あ
り
、
詳
細
は
今
後
の
資
料
の

充
実
を
待
ち
た
い
。
な
お
、
1
式
に
く
ら
べ
環
や
環
内
の
竜
文
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
が

H
式
の
特
徴
で
あ
る
。

　　　　　　　海北塚古寺「

O　5cm　第工1図　韮式の資料
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皿
　
式
　
　
こ
の
型
式
に
含
ま
れ
る
代
表
的
な
資
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
第
一
二
図
）
。

　
　
福
騨
県
春
日
市
日
拝
塚
古
墳
出
土
単
鳳
環
頭
大
刀

　
　
岡
山
県
赤
磐
郡
山
陽
町
岩
田
一
四
号
墳
出
土
単
竜
環
頭
大
刀

　
　
大
阪
府
南
河
内
郡
河
南
町
一
須
賀
一
号
墳
出
土
単
竜
環
頭
大
刀

　
な
お
、
参
考
の
た
め
に
、
慶
応
大
学
所
蔵
の
単
鳳
環
頭
大
刀
を
二
点
図
示
し
て
お
い
た
。
こ
の
な
か
で
装
具
を
も
っ
と
も
よ
く
残
し
て
い
る

の
が
岩
田
」
四
号
墳
出
土
資
料
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
鞘
は
残
存
し
て
お
ら
ず
、
斑
式
の
鞘
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

　
単
竜
環
頭
で
は
、
岩
田
一
四
号
墳
出
土
資
料
と
一
須
賀
一
号
墳
出
土
資
料
と
が
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
後
者
の
方
が
や
や
新
し
い
も
の

と
思
わ
れ
る
。
単
級
環
頭
の
三
例
を
見
る
と
、
環
の
竜
文
は
い
ず
れ
も
一
須
賀
一
号
墳
出
土
資
料
よ
り
や
や
崩
れ
て
い
る
が
、
崩
れ
方
に
バ
ラ

エ
テ
ィ
ー
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
環
内
の
鳳
鳳
頭
部
も
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
が
あ
る
。
製
作
技
法
に
関
し
て
も
、
日
魚
鋤
古
墳
出
土
資
料
の
場

合
は
環
を
金
箔
で
つ
つ
ん
で
い
る
が
、
他
の
二
例
は
す
べ
て
鍍
金
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
三
例
が
時
期
的
に
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
と
す

る
と
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
は
工
人
差
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

　
次
に
、
皿
式
に
共
通
す
る
特
徴
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
環
の
竜
文
は
、
竜
の
頭
部
が
認
定
で
き
な
い
ほ
ど
に
崩
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
環

内
の
竜
鳳
は
、
ま
だ
文
様
が
比
較
的
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
冠
毛
が
互
い
に
あ
ま
り
く
っ
つ
い
て
お
ら
ず
、
角
の
先
も
ま
だ
環
と
つ
な
が
っ
て

い
な
い
。
責
金
具
は
殊
文
と
菱
形
文
を
交
互
に
つ
ら
ね
た
文
様
を
も
つ
。
環
と
接
す
る
部
分
の
責
金
具
に
は
ニ
ヵ
所
に
U
字
形
の
切
り
込
み
が

あ
り
、
環
が
費
金
具
に
食
い
込
む
形
を
と
る
。
環
は
金
箔
で
つ
つ
む
例
が
多
く
、
そ
の
場
合
、
環
の
内
側
に
金
箔
を
合
わ
せ
て
と
め
る
刻
み
目

が
ま
わ
る
。
筒
金
具
の
花
飾
り
は
こ
の
段
階
に
あ
ら
わ
れ
、
W
式
に
も
残
る
例
が
あ
る
。

　
W
　
式
　
　
代
表
的
な
資
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
第
一
三
図
）
。

　
　
山
口
県
萩
市
円
光
寺
古
墳
出
土
単
鳳
環
頭
大
刀

　
　
大
阪
府
高
槻
市
塚
原
P
一
号
墳
出
土
単
竜
環
頭
大
刀
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単竜・単鳳環頭大刀の編年（新納）

　
　
静
岡
県
掛
川
甫
宇
洞
ケ
谷
横
穴
蹟
土
単
鳳
環
頭
大
刀

　
　
長
野
県
飯
田
布
平
地
一
号
墳
出
土
単
竜
環
頭
大
刀

　
　
千
葉
県
市
原
市
山
王
山
古
墳
出
土
単
竜
環
頭
大
刀

　
　
千
葉
県
香
取
郡
小
見
川
町
誠
山
一
号
墳
出
土
単
竜
環
頭
大
刀
（
報
告
書
遺
物
番
号
二
五
五
）

　
こ
の
な
か
で
、
山
王
山
古
墳
出
土
資
料
は
全
体
を
ほ
ぼ
完
全
に
残
し
て
お
り
、
鼻
面
ケ
谷
横
穴
出
土
資
料
も
か
な
り
の
部
分
を
残
し
て
い
る
。

北
内
の
竜
文
を
見
る
と
、
山
王
山
古
墳
出
土
資
料
、
平
地
一
号
墳
出
土
資
料
、
城
山
一
号
墳
出
土
資
料
の
三
点
は
、
し
だ
い
に
文
様
が
崩
れ
て

　
　
　
、
　
　
、

は
ゆ
く
が
　
互
い
に
共
通
し
た
要
素
が
多
く
、

同
一
の
工
人
の
寸
寸
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
塚
原
P
一
号
墳
嵐
土
資
料
は
竜

文
が
異
質
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
V
式
に
は

こ
の
竜
文
の
系
譜
を
ひ
く
数
点
の
資
料
が
見
ら

れ
、
環
頭
以
外
の
部
分
は
他
の
V
式
の
資
料
と

全
く
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
別
の
一
人
の

工
人
に
よ
る
作
品
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
環
内
の
竜
鳳
文
を
兇
る
と
、
冠
毛
が
互
い
に

（2）i⊥1三正i．臼諺1’堆「ヒ

t“．り一ぐt一∫〉一∫㌧‘’全♪
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く
っ
つ
き
、
角
の
先
な
ど
も
環
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
鳳
梨
が
玉
を
噛
む
の
は
こ
の
型
式
が
最
後
で
あ
る
。
皿
式
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
環
に
金

箔
を
か
ぶ
せ
る
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
鍍
金
で
あ
る
。
し
か
し
、
金
箔
を
重
ね
合
わ
せ
て
と
め
る
た
め
の
刻
み
目
が
単
な
る
装
飾
と
な
っ
て
残

る
例
は
あ
る
。
菱
形
を
つ
ら
ね
た
文
様
を
も
つ
責
金
具
は
こ
の
型
式
に
限
ら
れ
る
が
、
他
に
珠
文
を
つ
ら
ね
る
も
の
も
あ
る
。
環
が
責
金
具
に

食
い
込
む
こ
と
は
な
く
な
る
。
鞘
は
鱗
状
文
を
施
し
た
銀
薄
板
で
つ
つ
み
、
表
を
ハ
ー
ト
形
の
透
か
し
を
密
に
あ
け
た
飾
金
具
で
と
め
て
い
る
。

　
V
　
式
　
　
代
表
的
な
資
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
第
一
四
図
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
岡
山
県
赤
磐
郡
山
陽
町
岩
田
一
四
号
墳
出
土
単
竜
環
頭
大
刀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
奈
良
県
吉
野
郡
下
市
町
岡
峯
古
墳
出
土
単
鳳
環
頭
大
刀

　
　
伝
・
奈
良
県
宇
陀
郡
榛
原
町
出
土
単
鳳
環
頭
大
刀
（
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
所
蔵
）

　
　
京
都
府
竹
野
郡
網
野
町
岡
一
号
墳
出
土
単
鳳
環
頭
大
刀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
千
葉
県
木
更
津
市
金
鈴
塚
古
墳
出
土
資
料
（
二
点
　
単
竜
一
、
単
鳳
一
）

　
　
千
葉
県
香
取
郡
小
見
川
町
城
山
一
号
墳
出
土
資
料
（
四
点
　
単
竜
一
、
単
鳳
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
融

　
こ
れ
ら
の
な
か
で
、
岡
一
号
墳
出
土
資
料
が
全
体
を
比
較
的
良
く
残
し
て
い
る
。
そ

の
他
に
も
柄
の
構
造
が
わ
か
る
資
料
は
多
い
。
単
竜
環
頭
は
こ
の
中
に
三
点
あ
る
が
、

環
内
の
竜
文
を
見
る
と
、
そ
の
う
ち
二
点
が
W
式
の
塚
原
P
一
号
墳
出
土
資
料
の
系
統

で
あ
り
、
も
う
一
点
の
金
鈴
塚
古
墳
出
土
資
料
は
他
に
例
の
少
な
い
特
殊
な
も
の
で
あ

っ
て
、
武
寧
王
陵
出
土
資
料
の
伝
統
を
ひ
く
竜
文
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
た
、
単
竜

環
頭
が
減
っ
て
単
鳳
環
頭
が
多
く
な
る
。

　
環
内
の
鳳
鳳
は
、
口
に
噛
ん
で
い
た
玉
を
失
う
な
ど
、
文
様
の
退
化
が
著
し
い
。
柄

髪霧灘醗

”初桜

第14図　V式の資料

134　（608）



の
筒
金
具
は
断
面
八
角
形
で
責
金
具
を
伴
わ
な
い
特
微
的
な
型
式
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
鞘
の
飾
金
具
は
心
葉
形
の
透
か
し
を
間
隔
を

と
っ
て
あ
け
る
も
の
が
多
い
。

　
V
式
は
単
鳳
環
頭
大
刀
の
量
産
段
階
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
W
　
式
　
　
福
島
県
須
賀
川
市
前
原
古
墳
出
土
単
鳳
環
頭
大
刀
が
こ
の
型
式
に
属
す
（
第
一
五
図
）
。
環
頭
の
み
の
例
は
他
に
も
多
い
。
前
原

、

ノ
　
い

　、u｝曽

咽篇心
　　　t

兆’ゼ

詫窺為

前
原
古
謬

20c

o Y
第15図

W式の資料

単二・単刀環頭大刀の編年（新納）

古
墳
出
土
資
料
は
柄
と
刀
身
と
鞘
の
一
部
が
残
っ
て
い
る
。
V
式
と
比
較
す
る
と
心
内
の
鳳
鳳
は
退
化
が
著
し
い
。
喰
出
鍾
と
足
金
具
を
も
つ

こ
と
が
こ
の
資
料
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
鞘
は
魚
文
を
打
ち
出
し
て
そ
の
周
囲
に
列
点
を
施
し
た
飾
金
具
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
双
竜

環
頭
大
刀
や
頭
椎
大
刀
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

①
　
梅
原
末
治
「
摂
津
福
井
の
海
北
塚
古
墳
」
（
『
近
畿
地
方
古
墳
墓
の
調
査
』
二
、

　
日
本
古
文
化
研
究
所
報
告
第
四
、
一
九
三
七
年
）
。
東
京
圏
立
博
物
館
所
蔵
。

②
　
神
原
英
朗
編
『
岩
田
古
墳
群
』
（
『
岡
山
県
営
山
登
新
住
宅
市
街
地
開
発
瑛
業
用

　
地
内
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報
』
第
六
集
、
　
一
九
七
穴
年
）
。
中
顯
古
代
資
料

　
館
所
蔵
。

③
上
総
山
王
山
古
墳
発
掘
調
査
団
編
『
上
総
山
王
山
古
墳
発
掘
調
査
報
図
書
』
（
一

　
九
八
○
年
）
。
千
葉
県
立
上
総
博
物
館
所
蔵
。

④
　
高
槻
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
高
槻
箭
史
』
第
六
巻
考
古
編
（
一
九
七
三
年
）
。

　
高
槻
市
教
育
委
員
会
所
蔵
。

⑤
中
山
平
次
郎
・
玉
娘
大
梁
・
島
田
寅
次
郎
「
三
拝
塚
」
（
『
福
岡
県
史
蹟
名
勝
天

　
然
紀
念
物
調
査
報
告
書
隠
第
五
輯
、
一
九
三
〇
年
）
。
東
京
國
立
博
物
館
所
蔵
。

⑥
　
京
都
大
学
文
学
部
編
『
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
考
古
学
資
料
目
録
』
第
二
部
、

　
日
本
歴
史
時
代
（
一
九
六
八
年
）
。

⑦
　
大
韓
民
園
文
化
財
管
理
局
編
『
武
寧
王
陵
』
（
一
九
七
四
年
）
。
国
立
公
州
博
物

　
館
所
蔵
。

⑧
　
大
阪
府
教
育
委
員
会
編
『
河
南
町
東
山
弥
生
集
落
跡
発
掘
調
査
虚
報
』
　
（
一
九

　
七
〇
年
）
。
大
阪
府
教
育
委
員
会
所
蔵
。

⑨
儒
濃
史
料
刊
行
会
編
『
信
濃
考
古
綜
覧
』
下
巻
（
一
九
五
六
年
）
。
吉
川
庄
三

　
郎
所
蔵
。

⑩
　
弘
津
史
文
「
長
門
国
阿
武
郡
大
井
村
字
円
光
寺
の
古
墳
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第

　
二
〇
巻
第
一
号
、
一
九
三
〇
年
）
。
萩
市
郷
土
博
物
館
所
蔵
。
写
真
よ
り
作
図
。

⑪
江
藤
士
羅
邸
「
福
島
県
須
賀
川
布
前
原
古
墳
群
発
見
の
飾
大
刀
二
題
－
環
頭
・
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方
頭
－
」
　
（
『
福
島
考
古
』
一
八
帯
、
一
九
七
七
年
）
。
安
藤
喜
金
所
蔵
。

⑫
梅
原
末
治
「
金
銅
透
彫
竜
紋
常
金
具
に
就
い
て
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
〇
巻

　
第
四
号
、
一
九
六
五
年
）
。

⑬
　
た
だ
し
、
武
寧
王
陵
で
は
王
妃
（
五
二
穴
年
没
）
の
副
葬
品
で
あ
る
小
刀
の
な

　
か
に
菱
形
文
を
つ
ら
ね
た
責
金
具
を
も
つ
も
の
と
、
濡
文
を
つ
ら
ね
た
責
金
具
を

　
も
つ
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
臼
本
の
出
土
資
料
と
の
県
連
は
不
明
で
あ
る
。

⑭
筒
金
具
に
二
匹
の
竜
が
胴
体
を
か
ら
ま
せ
る
文
様
を
も
つ
も
の
が
朝
鮮
半
島
出

　
土
資
料
に
多
く
見
ら
れ
る
。
本
資
料
は
筒
金
具
の
竜
文
と
し
て
は
最
も
崩
れ
た
も

　
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
直
接
先
行
す
る
資
料
は
不
明
で
あ
る
。

⑮
穴
沢
味
光
・
馬
目
順
一
「
日
ホ
・
朝
鮮
に
お
け
る
鱗
状
紋
装
飾
の
大
刀
」
（
『
物

　
質
文
化
』
第
三
三
号
、
｝
九
七
九
年
）
。

⑯
樋
口
隆
康
「
網
野
岡
の
三
古
墳
」
（
『
京
都
府
文
化
財
調
査
報
皆
L
第
ニ
感
厚
、

　
一
九
｛
ハ
一
年
）
。

⑰
丸
子
亘
編
『
斌
山
第
一
暑
前
方
後
円
墳
』
（
一
九
七
八
年
前
ゆ
一

⑱
栃
木
県
史
編
寄
ん
委
員
会
編
『
栃
木
県
史
』
資
料
編
考
古
ス
　
九
七
六
年
）
。

⑲
小
林
行
雄
「
鏡
・
大
刀
・
玉
の
な
ぞ
」
（
帝
塚
山
大
学
考
古
学
談
話
会
第
二
〇

　
〇
圓
記
念
『
古
墳
の
謎
を
探
る
』
一
九
八
一
年
）
。

⑳
穴
沢
石
菖
・
馬
目
順
一
「
蟹
目
釘
付
鞘
尻
装
具
を
毛
つ
飾
大
刀
と
そ
の
系
統
に

　
つ
い
て
」
　
（
『
福
島
考
古
撫
　
＝
号
、
　
九
八
○
年
）
。

⑳
報
告
霞
に
お
い
て
環
頭
1
と
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
り
、
醸
式
の
も
の
と
は
異

　
な
る
。

＠
　
河
上
邦
彦
編
『
平
群
・
三
富
古
墳
』
（
『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報

　
告
』
第
三
三
冊
、
一
九
七
七
年
）
。

⑭
滝
口
宏
編
『
上
総
金
鈴
塚
古
墳
』
（
一
九
五
二
年
）
。
西
村
強
三
『
上
総
国
木
更

　
豊
州
巾
A
田
野
塚
古
墳
磁
土
口
叩
修
理
報
此
口
書
』
　
（
一
九
六
五
年
）
。
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三
　
単
三
・
単
鳳
環
頭
大
刀
の
年
代

　
こ
れ
ま
で
に
検
討
を
加
え
て
き
た
資
料
の
な
か
で
、
絶
対
年
代
と
の
関
連
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
武
守
備
陵
出
土
資
料
で
あ
る
。

武
諸
王
陵
か
ら
王
の
副
葬
品
と
し
て
単
管
環
頭
大
刀
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
が
、
さ
ら
に
王
妃
に
と
も
な
っ
て
竜
文
の
装
飾
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
①

も
つ
紀
年
銘
銀
製
腕
輪
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
二
点
の
資
料
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
確
実
な
年
代
の
基
準
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
武
寧
王
の
即
位
は
五
〇
｝
年
で
あ
り
、
五
二
三
年
に
没
し
て
い
る
こ
と
が
文
献
や
墓
誌
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
王
の
副
葬
晶

で
あ
る
単
竜
環
頭
大
刀
の
製
作
年
代
が
五
一
一
三
年
を
降
ら
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
一
方
、
王
妃
に
と
も
な
う
銀
製
腕
輪
に
は
、
王
の
副
葬
品
で
あ
る
単
竜
環
頭
大
刀
の
環
と
よ
く
似
た
竜
文
が
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
側
に

は
「
庚
子
年
」
の
作
と
記
さ
れ
た
銘
文
が
見
ら
れ
る
（
第
一
六
図
）
。
庚
子
年
は
五
二
〇
年
に
あ
た
る
か
ら
、
こ
の
銀
製
腕
輪
の
製
作
は
五
二
〇



年
で
あ
り
、
こ
れ
を
最
も
正
確
な
年
代
の
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
竜
文
が
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
ら
見
て
、
単
竜
環
頭
大
刀
の
製
作
も
同

じ
こ
ろ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
設
定
し
た
一
式
の
年
代
は
五
二
〇
年
頃
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
、
須
恵
器
の
編
年
と
の
対
応
関
係
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
先
に
設
定
し
た
単
竜
・
単
鳳
環
頭
大
刀
の
各
型
式
ご
と
に
伴
出
須
恵
器
の

型
式
を
列
挙
し
た
い
。
な
お
、
須
恵
器
の
編
年
は
田
辺
昭
三
に
従
勉
。

　
〔
1
式
〕
須
恵
器
は
伴
出
し
て
い
な
い
。

　
〔
1
式
〕
大
阪
府
海
北
塚
古
墳
で
は
横
穴
式
石
室
か
ら
杯
・
高
専
・
腿
・
台
付
長
軸
壷
・
接
台
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
T
K
四
三
～
T
K

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

二
〇
九
型
式
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
〔
皿
式
〕
岡
山
県
岩
田
一
四
号
墳
で
は
横
穴
式
石
室
か
ら
七
三
が
検
出
さ
れ
、
一
〇
体
以
上
が
葬
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
杯
・
高
杯

．
腿
・
提
瓶
・
台
付
長
頸
壷
な
ど
が
大
量
に
出
土
し
て
お
り
、
T
K
四
三
～
T
K
二
〇

単竜・単鳳環頭大刀の編年（新納）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

九
型
式
が
中
心
で
、
そ
れ
よ
り
新
し
い
も
の
も
少
し
混
じ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
大
阪
府
一
須
賀
一
号
墳
の
横
穴
式
石
室
か
ら
は
、
杯
・
有
蓋
高
杯
・
短
頸
壷
・
台
付

長
頸
壷
が
出
土
し
て
い
る
。
実
測
図
が
一
部
し
か
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
T
K
四
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

型
式
を
含
む
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
〔
W
式
〕
大
阪
府
塚
原
P
一
号
墳
で
は
横
穴
式
石
室
か
ら
杯
・
高
杯
な
ど
が
出
土
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
い
る
。
T
K
四
三
～
T
K
二
一
七
型
式
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
静
岡
県
三
三
ケ
谷
横
穴
は
追
葬
が
な
い
と
推
定
さ
れ
る
。
杯
や
高
杯
な
ど
が
出
土
し

て
い
る
が
、
高
議
が
畿
内
の
も
の
と
共
通
し
て
お
り
、
T
K
四
三
型
式
の
き
わ
め
て
純

　
　
　
　
　
　
⑦

粋
な
資
料
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
y
式
は
T
K
四
三
型
式
よ
り
新
し
く
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

第16図　武寧王陵出土銀製腕輪（径8　cm）
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⑧

　
千
葉
県
城
山
一
号
墳
で
は
横
穴
式
石
室
か
ら
T
K
四
三
～
T
K
二
〇
九
型
式
の
杯
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

　
〔
V
式
〕
奈
良
県
岡
峯
古
墳
は
横
穴
式
石
室
で
あ
り
追
葬
が
考
え
ら
れ
る
が
、
杯
・
高
曇
・
台
付
長
艶
治
な
ど
は
す
べ
て
T
K
二
〇
九
型
式

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
、
時
期
の
幅
が
狭
い
。
し
た
が
っ
て
、
V
式
は
T
K
二
〇
九
型
式
よ
り
新
し
く
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
京
都
府
岡
一
号
墳
で
は
横
穴
式
石
室
か
ら
杯
・
西
国
・
有
蓋
高
杯
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
T
K
二
〇
九
型
式
と
、
そ
れ
よ
り
や
や
新
し
い

も
の
を
含
ん
で
い
る
。

　
岡
山
県
岩
田
一
四
号
墳
の
須
恵
器
は
m
式
の
項
で
、
千
葉
県
城
山
一
号
墳
は
W
式
の
項
で
す
で
に
ふ
れ
た
。

　
〔
W
式
〕
須
恵
器
の
伴
出
例
は
な
い
。

　
以
上
の
須
恵
器
伴
出
例
を
見
る
と
、
大
部
分
が
横
穴
式
石
室
で
、
追
葬
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
共
存
関
係
が
明
確
な
資
料
は
少
な
い
。
し

か
し
、
限
ら
れ
た
資
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
次
の
二
点
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ω
　
T
K
四
三
型
式
よ
り
古
い
T
K
一
〇
型
式
の
須
恵
器
を
共
摂
す
る
例
は
な
い
。

　
②
　
V
式
の
資
料
は
T
K
四
三
型
式
の
須
恵
器
を
共
伴
し
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
伴
出
須
恵
器
か
ら
見
る
と
、
H
・
皿
・
W
式
が
T
K
四
三
型
式
に
平
行
し
、
V
式
が
T
K
二
〇
九
型
式
に
平
行
す
る
と
推
定

さ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
須
恵
器
の
絶
対
年
代
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
田
辺
昭
三
に
よ
る
年
代
の
比
定
と
単
竜
・
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

鳳
環
頭
大
刀
と
の
対
応
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
六
世
紀
前
半
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
世
紀
前
半
）

　
　
　
　
↑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
　
M
T
1
5
一
τ
K
1
0
一
（
整
理
中
）
i
T
K
4
3
－
T
K
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
…
…
　
　
　
　
　
［
「
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
・
皿
・
W
式
　
　
V
式

　
こ
れ
に
従
う
と
、
T
K
四
三
型
式
は
六
世
紀
後
葉
か
ら
末
に
あ
た
り
、
H
・
皿
・
W
式
の
年
代
が
六
世
紀
後
葉
か
ら
末
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 138 （612）



単竜・単鳳環頭大刀の編年（新納）

先
に
武
事
王
手
出
土
資
料
か
ら
1
式
の
定
代
を
五
二
〇
年
頃
と
推
定
し
た
が
、
整
理
中
型
式
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
こ
れ
で
は
一
式
と
1
式
の

年
代
が
少
し
開
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
る
原
因
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
に
は
H
式
や
皿
式
の
資
料
の
製
作
年
代
と
副
葬
年
代

と
の
間
に
開
き
が
あ
る
と
い
う
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
、
須
恵
器
の
絶
対
年
代
比
定
に
も
多
少
の
流
動
性
が
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
伝
世
な
ど
を
全
く
考
え
な
い
と
す
れ
ば
、
T
K
四
三
型
式
の
開
始
を
五
二
〇
年
か
ら
あ
ま
り
降
ら
な
い
時
期
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
場
合
、
単
竜
・
単
鳳
環
頭
大
刀
と
須
恵
器
の
対
応
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
（
五
二
〇
年
頃
）

　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
　
　
1
式
－
H
式
1
一
皿
式
－
W
式
一
V
式
～
W
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
　
　
　
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
K
四
三
　
　
　
　
　
T
K
二
〇
九

　
以
上
の
点
を
考
慮
に
入
れ
、
本
稿
で
は
単
竜
・
再
審
環
頭
大
刀
が
盛
行
し
た
時
期
を
六
世
紀
中
葉
か
ら
末
と
考
え
て
お
き
た
い
。

①
　
大
韓
民
国
文
化
財
管
理
局
編
『
武
霞
王
陵
』
　
（
前
掲
）
。

②
田
辺
昭
三
『
陶
邑
古
綿
肚
群
』
1
（
一
九
六
百
年
）
。
な
お
、
本
稿
で
問
題
と

　
な
る
蒔
期
の
編
年
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
T
K
一
〇
型
式
↓
整
理
中
型
式
↓
T
K
四
三
型
式
↓
T
K
二
〇
九
型
式
↓
整
理

　
中
型
式
↓
T
K
二
一
七
型
式
。

③
梅
原
末
治
「
摂
津
福
井
の
海
北
塚
吉
墳
」
（
前
掲
）
。
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
資

　
料
に
よ
る
。

④
　
神
原
英
朗
編
『
岩
田
古
墳
群
隠
（
前
掲
）
。

⑤
　
大
阪
府
教
育
委
員
会
編
『
河
南
町
東
霞
弥
生
集
落
跡
発
掘
調
査
轟
然
』
（
前
掲
）
。

⑥
　
高
槻
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
高
槻
市
史
』
第
穴
馬
考
古
編
（
前
掲
）
。

⑦
静
岡
県
教
育
委
員
会
編
『
掛
川
市
宇
洞
ケ
谷
横
穴
墳
発
掘
調
査
報
告
』
（
『
静
岡

　
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
〇
集
、
一
九
七
一
年
）
。
な
お
、
報
告
書
で
は
須

　
恵
器
を
二
型
式
に
分
け
、
追
葬
を
考
え
て
い
る
。

⑧
　
丸
子
亘
編
『
城
山
第
｝
号
前
方
後
円
墳
』
　
（
前
掲
）
。

⑨
河
上
邦
彦
編
『
平
群
・
三
里
古
墳
』
（
前
掲
）
。

⑩
樋
口
隆
康
「
網
野
岡
の
三
古
墳
」
（
前
掲
）
。

⑪
園
辺
昭
三
『
陶
邑
古
窯
肚
群
』
1
（
前
掲
）
。
同
『
須
恵
器
大
成
』
（
一
九
八
一

　
年
）
で
は
T
K
一
〇
型
式
を
懸
古
に
分
け
、
整
理
中
型
式
を
除
外
し
て
い
る
。
陶

　
器
山
八
五
号
窯
出
土
資
料
が
T
K
一
〇
（
新
）
に
相
当
す
る
ら
し
い
。
　
『
須
恵
器

　
大
成
』
で
は
こ
の
時
期
の
須
恵
器
の
絶
対
年
代
を
推
定
し
う
る
も
の
と
し
て
、
磐

　
井
の
墓
と
さ
れ
る
福
岡
県
山
石
戸
山
古
里
繊
出
土
資
料
、
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
出
土
資
料
、

　
飛
鳥
寺
下
層
資
料
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
飛
鳥
寺
下
層
資
料
は
T
K
四
三
型
式
に

　
相
当
す
る
た
め
、
T
K
四
三
型
式
は
飛
鳥
寺
の
建
立
が
は
じ
ま
っ
た
五
八
八
年
の

　
直
前
か
、
そ
の
少
し
前
の
年
代
と
さ
れ
て
い
る
。
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四
　
結

ま五
口口
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以
上
、
単
竜
・
単
鳳
環
頭
大
刀
の
型
式
学
的
分
析
に
も
と
づ
い
て
一
～
M
の
六
つ
の
型
式
を
設
定
し
、
そ
の
年
代
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果

明
ら
か
に
な
っ
た
点
は
以
下
の
逓
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
絶
対
年
代
の
知
ら
れ
て
い
る
武
寧
王
命
と
の
つ
な
が
り
が
、
遺
物
の
う
え
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
も
武
寧
王
陵
出
土
単

竜
環
頭
大
刀
と
の
類
似
を
指
摘
さ
れ
た
資
料
は
あ
っ
た
が
、
文
様
の
厳
密
な
比
較
に
よ
っ
て
、
よ
り
信
頼
の
お
廿
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
後
期
古
墳
の
編
年
に
お
け
る
年
代
的
基
準
が
ひ
と
つ
加
え
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。

　
第
二
に
、
型
式
学
的
研
究
法
の
適
用
で
、
単
磁
・
粗
粗
環
頭
大
刀
に
関
し
て
細
か
い
柑
対
年
代
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
装

飾
付
大
刀
の
分
析
か
ら
首
長
層
の
政
治
的
動
向
を
う
か
が
う
と
い
う
目
的
の
た
め
の
、
基
礎
的
な
資
料
と
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
も
の
と

思
う
。
ま
た
、
装
飾
付
大
刀
に
は
須
恵
器
の
よ
う
な
地
域
色
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
地
域
ご
と
の
古
墳
編
年
の
対
応
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で

も
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
本
稿
の
分
析
を
通
じ
て
、
型
式
学
的
研
究
法
を
適
用
し
う
る
ひ
と
つ
の
例
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
田
、

型
式
学
的
研
究
法
の
安
易
な
適
用
と
そ
れ
に
対
す
る
反
動
と
し
て
の
型
式
学
不
信
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
正
当
な
手
続
き
を
経
る
な
ら
ば
、

型
式
学
的
研
究
法
は
決
し
て
危
険
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
型
式
学
的
研
究
法
を
有
効
に
活
用
し
う
る
よ
う
な
条
件
を
そ
な
え

た
資
料
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
け
る
考
察
に
よ
っ
て
、
単
竜
・
繋
留
環
頭
大
刀
は
六
世
紀
中
葉
か
ら
末
に
か
け
て
盛
行
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
。
今
後
、
さ
ら

に
装
具
の
共
通
性
な
ど
に
よ
っ
て
、
同
様
な
方
法
を
用
い
て
双
竜
・
双
鳳
環
頭
大
刀
や
頭
椎
大
刀
な
ど
と
の
編
年
的
対
応
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
見
通
し
と
し
て
は
、
影
響
環
頭
大
刀
や
頭
椎
大
刀
は
や
や
遅
れ
て
六
世
紀
後
葉
か
ら
七
世
紀
前
葉
に
か
け
て
盛
行
す
る
と

推
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
種
類
の
大
刀
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、
六
世
紀
中
葉
か
ら
七
世
紀
前
葉
が
装
飾
付
大
刀
の
盛
行
期
と
い
え
る
。



単竜・単鳳環頭大刀の編年（新納）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
の
時
期
は
兵
制
の
面
で
は
直
木
孝
次
郎
の
い
う
「
B
型
舎
人
軍
」
の
形
成
の
時
期
に
あ
た
る
。
　
「
B
型
舎
人
軍
」
は
東
国
国
造
の
子
弟
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

り
な
る
天
皇
親
衛
軍
で
、
天
皇
の
専
舗
的
権
力
の
強
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
関
東
地
方
で
は
圏
造
級

と
思
わ
れ
る
古
墳
か
ら
装
飾
付
大
刀
が
数
多
く
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
双
竜
・
双
鳳
環
頭
大
刀
や
頭
椎
大
刀
を
含
め
た
装
飾
付
大
刀
の
分
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
チ
ハ
キ
ノ
ト
ネ
リ

は
時
期
が
降
る
に
つ
れ
て
東
国
に
重
点
が
移
る
。
さ
ら
に
、
や
や
時
代
は
降
る
が
続
日
本
紀
に
は
「
授
刀
舎
人
」
と
い
う
用
語
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
装
飾
付
大
刀
と
舎
人
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
装
飾
付
大
刀
を
侃
用
し
た

の
が
舎
人
に
限
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
装
飾
付
大
刀
の
編
年
と
分
布
の
研
究
は
、
天
皇
親
衛
軍
の
形
成
過
程
と
、
各
地
域
に

お
け
る
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
は
そ
の
よ
う
な
視
点
で
検
討
を
進
め

て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

①
　
直
木
孝
次
郎
『
日
本
古
代
兵
制
史
の
研
究
』
　
（
一
九
六
八
年
）
。

②
　
「
天
皇
は
六
世
紀
前
半
の
継
体
朝
前
後
の
動
乱
を
さ
か
い
と
し
て
、
豪
族
連
合

　
的
天
皇
か
ら
専
制
君
主
的
天
皇
に
転
換
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
天
皇
の
専
制
的
地

　
位
を
擁
護
し
推
進
す
る
の
が
、
B
型
舎
人
よ
り
な
る
天
皇
親
衛
軍
で
あ
る
。
こ
れ

　
が
舎
人
軍
拡
大
の
歴
史
的
意
味
で
あ
る
。
」
　
Ω
剛
二
子
二
｝
六
頁
）
。

　
〔
付
記
〕
　
本
稿
は
京
都
大
学
文
学
部
に
提
出
し
た
一
九
七
六
年
度
卒

業
論
文
の
一
部
を
書
き
改
め
た
も
の
で
、
そ
の
主
旨
は
す
で
に
京
都
大

学
考
古
学
談
話
会
へ
一
九
八
一
年
一
一
月
三
日
）
の
場
で
発
表
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。

　
本
稿
で
用
い
た
資
料
の
調
査
に
お
い
て
は
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
金
元
龍

教
授
、
国
立
三
州
博
物
館
三
三
基
館
長
の
ほ
か
、
国
内
で
は
東
京
国
立

博
物
館
、
京
都
国
立
博
物
館
、
慶
応
義
塾
大
学
考
古
学
研
究
室
、
千
葉

梁
立
上
総
博
物
館
、
高
槻
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
萩
帯
郷
土
博
物

館
、
申
言
古
代
資
料
館
な
ど
の
各
機
関
お
よ
び
、
安
藤
喜
金
、
近
藤
隆

彦
、
鈴
木
公
雄
、
築
比
地
正
治
、
永
山
倉
造
、
野
上
丈
助
、
濡
雪
習
、

本
村
豪
章
、
吉
川
庄
三
郎
の
各
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
装
飾
付

大
刀
の
研
究
に
あ
た
っ
て
は
平
素
か
ら
穴
沢
三
光
、
馬
目
順
一
両
氏
の

御
援
助
を
受
け
て
い
る
。
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
樋
口
隆
康
、

小
野
山
節
の
両
先
生
か
ら
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
岡
内
三

真
、
宇
野
隆
夫
両
氏
を
は
じ
め
考
古
学
研
究
室
の
諸
氏
か
ら
多
大
の
御

協
力
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
・
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The　Chronology　of　the　Decorated　Swords

　　　　　　in　the　Late　Tumulus　Period

by

Izumi　Niiro

　　The　decorated　swords　which　were　worn　by　members　of　powerful

family　bf　the　Late　Tumulus　Period　as　a　syrnbol　of　authority　were

s1gRificant　remains．　ln　this　article　1　discuss　a　kind　of　sucli　swords，

the　Tanryii一兵竜or　Tanp6一単鳳ring－pommeled　swords，　and　try　to

clarify　the　date　of　them　through　typological　aエ1a韮ysis　of　patterns　of　the

Ryiil竜or　the　H66鳳鳳in　the　ring　and　the　Ry昼mon竜文on　the　r三ng．

　　The　TanryG一　or　Tanp6－r1ng“pornmeled　swords　excavated　in　Japan

have　relation　to　the　Tanrya－ring－pommeled　swords　excavated　from　the

mausoleum　of　the　Paekche’s　Munyong　Wang百済武寧王and　we　can　trace

the　process　ln　which　their　original　patterns　were　gett1ng　out　of　shape．

So　taking　into　consideratlon　the　date　of　the　mausoleum　of　the　Paek－

che’s　Munyong　Wang　and　the　chronology　of　the　Sue　pottery　associated

with　the　Japanese　ring－pommeled　swords，　we　caR　infer　that　from　the

middle　to　the　end　of　the　6th　century　the　Tanrya一　or　Tanp6－ring－

pomMeled　swords　were　most　widely　spread．

　　Furtlter，　considering　th2s　inference　in　relation　to　the　chronology　of

other　decorated　swords（for　example，　the　S6ryU一双竜：ring－po1：nmeled

swords　or　the　I（abutsuchi一頭椎swords），　the　investigat量on　of　this　arti－

cle　wiH　be　useful　for　coBsidering　the　coエ1di乞呈ons　of　the　local　powerful

families　and　of　the　rnilitary　system　in　the　Late　Tumulus　Period．

（620）




