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（1）傘松形文様をもつ三角縁神獣鏡（径23．3㎝）椿井大塚山古墳出土（京都大学総合博物館蔵）

（2）四分筋傷の見える甘露五年獣翼鏡（径16．6㎝）（黒川古文化研究所蔵）
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（1）四分筋傷の見える彷製三角縁神獣鏡（径21．2cm）一貫山銚子塚古墳出土（京都大学総合博物館蔵）

（2）上と同箔の彷製三角縁神獣鏡（径21．2cm）谷口古墳出土（東京国立博物館蔵）
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三角縁神獣鏡の鋳造法と同篭鏡（小野山）
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【
要
約
】
　
三
角
縁
神
獣
鏡
は
舶
載
鏡
（
中
国
製
）
も
彷
鼻
鏡
（
日
本
製
）
も
、
鏡
背
と
鏡
面
二
枚
の
鋳
型
を
合
せ
た
縁
部
に
湯
口
を
も
つ
真
土
型
鋳
型
に

よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
も
の
、
と
現
在
で
は
想
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
鏡
池
文
の
四
方
に
走
る
筋
傷
に
着
冒
す
る
と
、
鏡
背
鋳
型
は
四
部
分
を
組
合

せ
て
あ
っ
た
可
能
性
が
強
く
な
る
。
さ
ら
に
検
討
を
進
め
る
と
、
鏡
背
四
分
鋳
型
の
証
拠
が
外
に
も
見
付
か
る
。
そ
れ
は
三
角
縁
神
獣
鏡
に
特
有
の
文
様

な
ど
と
議
論
の
あ
る
傘
松
形
で
あ
る
。
傘
松
形
は
、
皇
帝
が
命
令
を
遂
行
さ
せ
る
た
め
使
者
に
授
け
た
節
と
い
う
～
種
の
旗
の
表
現
で
あ
る
が
、
筋
の
本

義
で
あ
る
割
符
か
ら
そ
の
表
現
が
型
の
合
せ
冒
に
用
い
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
な
く
、
湯
口
も
鉦
の
頂
部
に
設
け
る
方
が
、
真
土
型
の
鏡
背

四
分
鋳
型
を
数
回
使
っ
て
同
署
鏡
を
鋳
造
す
る
の
に
は
機
能
的
で
あ
っ
て
、
頂
部
に
認
め
ら
れ
る
円
形
の
突
起
や
粗
飯
は
湯
口
の
痕
跡
で
あ
る
。

　
鋳
型
の
構
造
と
鋳
造
法
を
こ
の
よ
う
に
復
原
し
て
、
従
来
の
鋳
型
の
想
定
と
か
な
り
違
っ
た
も
の
を
考
え
る
と
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
最
も
特
徴
的
な
、

名
称
の
由
来
で
も
あ
る
三
角
縁
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
状
況
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
当
時
、
魏
の
鏡
工
人
は
小
型
・
中
型
鏡
し
か
作
っ
て
い

な
か
っ
た
、
大
型
鏡
を
鋳
造
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
、
鏡
背
四
分
鋳
型
の
周
縁
部
に
三
角
縁
を
巡
ら
せ
て
鋳
型
を
平
ら
に
保
持
す
る
方
法
が
考
案
さ
れ

た
と
。
卑
弥
呼
に
よ
る
大
型
鏡
へ
の
懇
望
は
、
日
本
で
各
地
の
首
長
た
ち
が
大
切
に
伝
承
し
て
い
る
後
漢
前
半
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
や
内
行
花
文
鏡
な
ど

の
大
き
な
伝
肚
鏡
に
対
し
て
見
劣
り
し
な
い
大
き
さ
の
鏡
を
求
め
た
こ
と
に
因
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
史
林
八
一
巻
㎜
号
　
…
九
九
八
年
【
月

同
箔
の
青
龍
三
年
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
発
見
と
鋳
造
法
の
再
考

つ
い
最
近
の
一
九
九
七
年
七
月
末
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

高
槻
市
教
育
委
員
会
は
次
の
よ
う
に
発
表
し
た
。

発
掘
中
の
安
曇
宮
山
古
墳
か
ら
青
龍
三
年
（
二
三
五
）
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銘
を
も
つ
方
格
規
矩
四
神
鏡
が
、
他
の
中
国
製
銅
鏡
四
面
と
と
も
に
出
土
し
、
こ
の
鏡
は
一
九
九
四
年
に
京
都
府
竹
野
郡
弥
栄
町
大
田
南
五
号

墳
か
ら
発
見
さ
れ
た
琴
糸
規
矩
四
神
鏡
と
同
型
鏡
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
、
安
満
宮
山
古
墳
か
ら
こ
の
鏡
が
出
土
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
邪

馬
台
国
は
云
々
と
。
テ
レ
ビ
や
新
聞
が
八
月
一
日
か
ら
二
日
に
か
け
て
こ
の
新
発
見
を
大
き
く
報
道
し
、
さ
ら
に
週
刊
誌
や
雑
誌
、
テ
レ
ビ
の

特
別
番
組
な
ど
が
邪
馬
台
国
の
所
在
地
論
争
を
再
燃
さ
せ
た
の
で
、
こ
の
発
見
は
か
な
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
を
実
見
し
た
と
き
、
鋳
造
後
に
塾
で
整
え
た
跡
が
か
な
り
顕
著
な
こ
と
、
ま
た
部
分
的
だ
け
れ
ど
も
鏡
の
鋳
造
法
の

復
原
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
痕
跡
は
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
写
真
で
も
、
勿
論
テ
レ
ビ
の

画
面
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「
青
龍
三
年
」
銘
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
示
し
た
写
真
で
、
「
青
」
の
上
縁
を
横
切
っ
て
い
る
。
恐

ら
く
鉦
の
下
辺
か
ら
鋸
歯
文
縁
ま
で
及
ん
で
い
る
傷
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
想
定
さ
れ
て
き
た
同
型
鏡
の
鋳
造
法
に
よ
る
限
り
、
こ
の
傷
を
説

明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
傷
は
甲
張
で
あ
っ
て
、
鏡
背
の
四
分
さ
れ
た
鋳
型
の
組
合
せ
箇
所
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
三
角
縁
神
獣
鏡
に
も
同
じ
よ

う
な
傷
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
。

　
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
傷
を
み
て
鏡
の
鋳
型
の
あ
り
方
と
関
連
さ
せ
て
受
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
安
満
宮
山
雨
を
み
る
十
日
程
前
に
鏡

の
製
作
技
術
に
関
し
て
新
し
い
視
点
を
示
し
た
論
文
を
読
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
藤
丸
詔
八
郎
氏
の
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
技
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
つ
い
て
…
同
趣
鏡
番
号
6
0
鏡
群
の
場
合
1
」
と
題
す
る
論
文
で
、
同
苗
鏡
六
面
の
う
ち
五
面
ま
で
が
北
部
九
州
に
あ
り
、
残
り
～
面
に
よ
っ

て
京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
と
の
繋
が
り
を
も
っ
て
い
る
天
王
日
月
三
角
縁
獣
文
帯
三
神
三
管
鏡
の
傷
を
詳
細
に
調
べ
て
、
土
製
鋳
型
に
よ
る

鋳
造
は
一
回
限
り
と
い
う
考
古
学
者
の
間
に
拡
が
る
通
説
に
疑
問
を
も
ち
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
同
君
鏡
番
号
6
0
鏡
群
は
一
つ
の
土
製
原
箔
を
使

っ
て
製
作
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
こ
の
一
群
は
同
型
鏡
で
は
な
く
て
同
箔
鏡
と
呼
ぶ
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
論
文
に
使
わ
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
の
写
真
を
見
な
が
ら
、
藤
丸
氏
が
傷
と
認
め
て
い
な
い
痕
跡
も
含
め
て
判
断
す
る
と
、
鏡
背

部
を
つ
く
る
鋳
型
は
四
分
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
い
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
。
銅
鏡
に
は
、
鏡
背

2　（2）



三角縁神獣鏡の鋳造法と同苑鏡（小野山）

部
鋳
型
が
四
分
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
、
長
い
あ
い
だ
抱
い
て
き
た
　
つ
の
疑
問
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。　

こ
の
疑
問
を
も
っ
た
の
は
、
四
十
余
年
前
の
一
九
五
四
年
～
月
、
小
林
行
雄
先
生
の
「
考
古
学
実
習
」
を
受
け
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
小
林
先
生
の
実
習
は
、
考
古
学
的
研
究
と
発
掘
を
進
め
る
に
当
っ
て
習
得
し
て
お
く
べ
き
技
術
が
二
年
間
で
～
通
り
修
め
ら
れ
る
よ
う
に

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
ん
で
あ
っ
た
。
二
年
厨
の
最
終
回
が
発
掘
報
告
書
を
執
筆
す
る
さ
い
の
出
土
遺
物
の
記
述
の
訓
練
に
当
て
ら
れ
、
私
に
課

せ
ら
れ
た
遺
物
は
福
岡
県
糸
島
郡
二
丈
町
　
貴
山
銚
子
塚
古
墳
出
土
の
鍍
金
方
格
規
矩
四
神
鏡
で
あ
っ
た
。
課
題
に
取
係
る
前
に
、
陳
列
館
の

第
一
陳
列
室
に
展
示
さ
れ
て
い
た
他
の
出
土
品
を
見
学
し
た
。
そ
の
時
、
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
光
背
文
に
、
中
心
に
あ
る
鉦
の
裾
か
ら
周
縁

に
向
か
っ
て
四
条
の
細
か
な
突
線
が
鏡
背
面
を
ほ
ぼ
四
分
す
る
か
の
よ
う
な
方
向
に
認
め
ら
れ
る
の
が
気
に
な
っ
た
。
こ
の
線
が
よ
く
見
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
は
、
潮
号
鏡
（
口
絵
図
版
二
q
D
）
と
額
号
鏡
の
同
箔
鏡
で
あ
っ
た
。
そ
の
報
告
書
は
、
銅
鏡
の
鋳
型
の
損
傷
を
微
細
な
点
ま
で
観
察
し
て
、

小
林
先
生
に
と
っ
て
同
箔
鏡
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
細
か
い
線
に
は
言
及
し
て
な
か
っ
た
。
実
習
の
課
題
を

終
え
た
と
き
、
こ
の
線
に
つ
い
て
質
問
す
る
と
、
先
生
は
や
や
不
機
嫌
な
調
子
で
「
分
か
ら
な
い
」
と
ひ
と
こ
と
言
わ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

鏡
背
文
を
四
分
割
す
る
か
の
よ
う
に
残
る
こ
の
痕
跡
は
鋳
型
の
あ
り
方
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
が
、
合
理
的
な
説
明
も
で
き
な

い
ま
ま
、
む
し
ろ
他
の
研
究
テ
ー
マ
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
こ
と
は
記
憶
の
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
安
満
宮
山
古
墳
か
ら
発
見
さ
れ
た
方
格
規
矩
四
神
鏡
が
示
す
特
徴
に
よ
っ
て
、
鏡
の
鋳
造
法
を
再
考
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、

鏡
背
部
を
四
分
す
る
と
い
う
（
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
鋳
型
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
疑
問
に
思
っ
て
き
た
鏡
背
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

傷
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
成
案
を
発
表
し
銅
鏡
研
究
に
携
わ
る
諸
兄
姉
に
、
ま
た
三
角
縁
神
獣
鏡
に
関
心
を
も
つ
多

く
の
方
々
に
検
討
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
銅
鏡
鋳
造
に
関
す
る
こ
の
復
原
案
は
、
か
な
り
の
期
間
に
わ
た
っ
て
議
論
が
続
け
ら
れ
て
い
る
「
同
量
鏡
か
同
型
鏡
か
」
の
問
題
と
深
い
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
つ

係
が
あ
る
。
ま
た
溶
湯
を
注
ぐ
と
き
の
鋳
型
の
状
態
は
、
通
説
に
よ
る
と
、
垂
直
に
お
く
縦
注
ぎ
か
や
や
斜
め
に
据
え
た
形
に
復
原
さ
れ
て
い
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ひ
ら
つ

る
が
、
鋳
型
を
水
平
に
置
い
て
鉦
か
ら
注
恋
す
る
、
つ
ま
り
平
注
ぎ
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
と
こ
ろ
で
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
は
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
行
わ
れ
、
多
く
の
論
議
が
交
さ
れ
て
き
た
。
か
っ
て
議
論
さ
れ
た
こ
れ

ら
の
一
つ
一
つ
の
問
題
に
つ
い
て
独
自
の
解
釈
や
見
方
を
持
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
議
論
し
な
い
。
し
か
し
三
角
縁
神
獣
鏡

を
問
題
に
す
る
と
き
、
二
つ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
の
立
場
を
表
明
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
一
つ
は
B
本
の
古
代
国

家
の
成
立
過
程
に
関
連
し
て
、
邪
馬
台
国
を
ど
こ
に
想
定
す
る
か
で
あ
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
は
、
こ
の
間
題
を
議
論
す
る
上
で
最
も
重
要
な
考

古
資
料
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
三
世
紀
中
葉
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
の
文
献
資
料
で
あ
る
『
三
国
志
』
中
の
『
魏
志
撫
倭
人
伝
の
記

述
と
の
係
わ
り
を
確
実
に
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
論
著
を
学
ん
だ
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
、
邪
馬
台
国

畿
内
説
を
妥
当
と
考
え
る
。
一
瓢
角
縁
神
獣
鏡
を
主
要
な
材
料
と
す
る
限
り
、
畿
内
説
を
採
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
問
題
は
、
『
魏
志
鰍
倭
人
伝
に
見
え
る
邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
呼
が
も
ら
っ
た
「
銅
臭
百
枚
」
を
三
角
縁
神
獣
鏡
と
考
え
る
説
（
三
角
縁
神

獣
鏡
魏
鏡
膚
）
を
採
る
か
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は
中
国
か
ら
一
面
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
事
実
を
重
視
し
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
文
様
が
魏
と
い
う
よ

り
呉
に
由
来
す
る
と
判
断
し
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は
呉
か
ら
日
本
に
渡
来
し
た
工
人
の
製
作
し
た
鏡
と
み
る
王
仲
寒
点
が
唱
え
た
説
（
渡
来
呉
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

人
作
鏡
説
）
に
賛
同
す
る
か
で
あ
る
。
王
仲
殊
氏
が
挙
げ
た
論
拠
に
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
「
銅
鏡
百
枚
目
の
数
を
す
で
に
大
き
く
越
え
て
い
る
か

ら
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は
卑
弥
呼
の
も
ら
っ
た
鏡
で
は
あ
り
え
な
い
と
字
面
に
囚
わ
れ
過
ぎ
無
理
な
考
え
方
を
招
い
た
点
が
あ
っ
て
、
渡
来
呉
工

人
作
鏡
説
に
は
賛
同
し
か
ね
る
。
魏
鏡
説
論
者
が
す
で
に
発
表
し
た
根
拠
を
妥
当
な
も
の
と
判
断
し
て
魏
鏡
説
に
賛
成
す
る
。

　
そ
し
て
こ
の
機
会
に
、
腸
詰
聖
誕
の
三
角
縁
神
獣
鏡
渡
来
呉
工
人
作
鏡
説
に
対
す
る
、
従
来
の
議
論
で
は
表
明
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
疑
問
を

一
つ
述
べ
て
お
き
た
い
。
基
本
的
に
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
正
式
に
朝
貢
の
礼
を
執
っ
て
き
た
女
王
卑
弥
呼
に
対
し
て
、
魏
の

王
朝
が
あ
り
合
わ
せ
の
「
銅
鏡
百
枚
」
を
下
賜
し
た
可
能
性
は
殆
ど
な
い
も
の
と
考
え
る
が
、
も
し
呉
の
工
人
が
日
本
に
来
て
三
角
縁
神
獣
鏡

を
つ
く
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
『
魏
志
州
倭
人
伝
に
呉
人
渡
来
の
こ
と
を
記
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
『
三
国
志
臨
の
一
部
で
あ
る
『
魏
志
』
の

巻
三
十
「
東
夷
伝
」
倭
人
の
条
は
、
そ
の
大
半
が
魚
祭
の
『
魏
略
』
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
魚
秦
が
残
し
た
の
は
『
魏
志
』
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⑦

の
撰
者
陳
寿
の
残
年
二
九
七
年
に
先
ん
ず
る
こ
と
数
年
な
い
し
十
数
年
と
推
測
さ
れ
て
い
る
の
で
、
三
角
縁
神
獣
鏡
に
あ
る
紀
年
銘
、
景
初
三

年
（
二
一
二
九
）
や
正
始
元
年
（
二
四
〇
）
か
ら
、
『
早
算
』
の
成
立
を
最
も
遅
く
み
て
も
五
十
年
、
『
魏
略
』
が
二
七
〇
年
代
に
書
か
れ
た
も
の
と

　
　
　
⑧

推
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
早
く
み
る
と
わ
ず
か
三
十
余
年
し
か
経
過
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
の
古
墳
の
編
年
か
ら
考
え
る
と
、

各
地
の
首
長
に
と
っ
て
邪
馬
台
国
か
ら
も
ら
っ
た
銅
鏡
は
大
切
な
重
宝
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
鏡
が
日
本
に
渡
来
し
て
き
た
呉
工
人
の
製
作
に

か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
銅
鏡
の
配
布
に
と
も
な
っ
て
遠
来
の
工
人
の
話
も
流
布
し
た
に
違
い
な
い
。
三
角
縁
神
獣
鏡
を
渡
来
の
呉
工

人
が
製
作
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
『
魏
略
臨
に
そ
の
大
半
を
よ
っ
た
『
魏
志
臨
倭
人
伝
が
、
大
陸
か
ら
の
渡
来
者
に
つ
い
て
何
も
触
れ
て
い
な

い
の
は
相
当
に
不
自
然
な
こ
と
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
三
角
縁
神
獣
鏡
は
魏
で
製
作
さ
れ
た
鏡
で
あ
っ
て
、
卑
弥
呼
が
正
始
元
年
に
も
ら

っ
た
「
銅
鏡
百
枚
」
に
は
三
角
縁
神
獣
鏡
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
。

　
銅
鏡
の
研
究
を
専
門
と
し
な
い
私
が
三
角
縁
神
獣
鏡
に
関
す
る
論
文
を
発
表
す
る
に
至
っ
た
弁
明
を
終
え
る
に
当
た
っ
て
、
も
う
ひ
と
つ
献

辞
を
加
え
る
こ
と
に
お
許
し
を
い
た
だ
き
た
い
。

　
献
辞
　
三
角
縁
神
獣
鏡
の
面
詰
鏡
分
有
関
係
と
伝
世
鏡
埋
納
の
歴
史
的
意
義
を
洞
察
し
て
、
古
墳
時
代
の
研
究
に
飛
躍
的
発
展
を
も
た
ら
し
、

　
考
古
学
に
よ
る
歴
史
的
理
解
を
大
き
く
深
め
る
方
法
を
確
立
さ
れ
た
小
林
行
雄
先
生
の
御
霊
前
に
こ
の
論
文
を
捧
げ
た
い
。

①
現
地
説
明
会
資
料
、
そ
の
後
、
高
槻
市
立
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
…
編
『
安

　
満
宮
山
二
業
輪
が
高
槻
市
教
育
委
員
会
か
ら
一
九
九
七
年
八
月
三
一
日
に
発
行
さ

　
れ
た
。
小
論
を
ま
と
め
る
に
つ
い
て
清
瀬
義
三
郎
則
府
、
山
中
一
郎
、
上
原
真
人
、

　
清
水
芳
裕
、
西
村
俊
範
、
森
下
章
司
、
伊
藤
淳
史
、
中
原
義
史
、
冨
井
翼
の
諸
氏

　
に
、
と
く
に
清
水
、
森
下
、
伊
藤
の
三
碧
に
は
多
く
の
御
教
示
を
い
た
だ
き
、
お

　
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
東
京
国
立
博
物
館
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
、
福
井
県
立

　
博
物
館
、
黒
川
古
文
化
研
究
所
に
も
お
世
話
に
な
っ
た
。
諸
氏
な
ら
び
に
諸
機
関

　
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

②
北
九
州
市
立
考
古
博
物
館
『
研
究
紀
要
』
4
、
一
九
九
七
年
六
月
。
隅
箔
鏡
番

　
号
と
い
う
の
は
、
京
都
穴
学
文
学
部
博
物
館
に
お
い
て
「
椿
井
大
塚
山
古
墳
と
三
角

　
縁
神
獣
鏡
」
と
題
す
る
一
九
八
九
年
春
季
企
画
展
を
開
催
し
た
と
き
、
小
林
先
生

　
が
｝
九
八
七
年
七
月
｝
二
日
現
在
で
作
成
し
た
「
中
国
製
品
角
縁
神
獣
鏡
の
同
苑

　
鏡
分
有
関
係
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
は
『
古

　
墳
文
化
論
考
』
（
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
）
に
よ
っ
て
い
る
。

③
小
林
行
雄
『
福
岡
県
糸
島
郡
一
貴
山
村
田
中
銚
子
塚
古
墳
の
研
究
隔
日
本
考
古

　
学
協
会
古
墳
調
査
特
別
委
員
会
、
　
九
五
二
年
。

④
た
だ
し
こ
の
成
案
は
、
こ
れ
ま
で
に
ご
く
限
ら
れ
た
枚
数
の
銅
鏡
を
実
見
し
た

　
経
験
を
も
と
に
、
写
真
図
版
に
よ
っ
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
一
つ
一
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つ
の
鏡
を
自
分
の
眼
で
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
鋳
型
組
合
せ
部

　
の
痕
跡
と
み
た
も
の
が
、
単
な
る
破
損
箇
所
の
痕
で
あ
る
可
能
性
も
無
い
と
は
い

　
え
な
い
。
こ
の
点
も
併
せ
て
十
分
に
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

⑤
議
論
の
大
要
や
研
究
の
到
達
点
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
著
作
に
限
定
し
代
表

　
的
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
近
藤
喬
一
珊
三
角
縁
神
獣
鏡
』
（
鯉
考
古
学
選
書
4
、

　
東
京
大
学
患
版
会
、
一
九
八
八
年
）
、
樋
口
隆
康
『
三
角
縁
神
獣
鏡
三
選
』
（
新
潮

　
社
、
一
九
九
二
年
）
、
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
編
糊
鏡
の
時
代
i
銅
鏡
百

　
放
1
㎞
（
平
成
七
年
度
春
季
特
別
展
、
　
一
九
九
五
年
）
等
が
あ
る
。

　
　
な
お
、
以
下
の
引
用
に
お
い
て
略
記
す
る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
『
鏡
の
時
代
隔
！
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
、
｝
九
九
五
年

　
　
『
古
鏡
㎞
1
樋
口
隆
康
『
古
鏡
』
新
潮
社
、
｝
九
七
九
年

　
　
牌
綜
鑑
』
1
樋
口
隆
康
『
三
角
縁
神
獣
鏡
綜
鑑
』
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
。

⑥
王
仲
殊
（
西
嶋
定
生
監
修
、
尾
形
勇
・
杉
本
憲
司
編
訳
）
『
三
角
縁
神
獣
鏡
隔

　
学
生
杜
、
　
一
九
九
二
年
。

⑦
橋
本
増
吉
欄
改
訂
増
補
東
洋
史
上
よ
り
見
た
る
日
本
上
古
史
研
究
』
東
洋
文
庫

　
論
叢
三
八
、
一
九
五
六
年
。
山
尾
幸
久
門
日
本
古
代
王
権
形
成
史
論
』
岩
波
書
店
、

　
一
九
八
三
年
。

⑧
　
山
尾
幸
久
隅
新
版
・
魏
志
取
入
伝
』
講
談
社
現
代
新
書
八
三
五
、
一
九
八
六
年
。

　
清
瀬
義
三
郎
濫
費
「
邪
黒
雲
國
の
露
語
を
論
じ
原
B
本
語
の
故
地
に
及
ぶ
」
日
本

　
語
語
源
研
究
会
編
『
語
源
探
求
臨
明
治
書
院
、
一
九
九
七
年
。
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二
　
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
造
法
一
「
同
箔
鏡
か
同
型
鏡
か
」
と
「
平
注
ぎ
か
縦
注
ぎ
か
」
の
諸
説
1

　
三
角
心
神
落
角
の
鋳
造
に
使
わ
れ
た
鋳
型
は
、
舶
載
鏡
に
つ
い
て
も
彷
製
鏡
に
つ
い
て
も
、
～
個
の
破
片
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
、
ま
た
こ
こ
で
検
討
し
よ
う
と
す
る
内
容
も
、
他
の
鏡
式
に
属
す
る
鋳
型
の
ご
く
少
い
資
料
を

参
考
に
し
な
が
ら
、
鋳
造
製
品
で
あ
る
鏡
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
I
I
型
崩
れ
、
鋳
造
が
い
わ
ば
十
全
で
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
亀
裂
や
損
傷
、

あ
る
い
は
製
品
と
し
て
見
た
と
き
仕
上
げ
の
研
磨
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
残
っ
た
傷
す
な
わ
ち
甲
張
な
ど
一
…
と
、
鋳
型
を
復
原
す
る
た
め

の
議
論
に
は
発
展
さ
せ
に
く
い
南
頭
表
現
の
印
象
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
型
や
鋳
造
法
を
考
え
る
と
き
の
大
き

な
制
約
で
あ
る
。
近
年
、
銅
鏡
に
含
ま
れ
て
い
る
鉛
に
つ
い
て
鏡
背
面
を
細
分
し
た
箇
所
ご
と
に
分
析
し
、
そ
の
分
布
状
態
か
ら
鋳
造
法
を
研

究
す
る
方
法
も
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
ま
だ
活
発
な
議
論
を
展
開
さ
せ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
同
署
鏡
の
資
料
が
増
加
し
始
め
た
と
き
、
逸
早
く
鋳
型
の
復
原
的
研
究
に
取
組
ん
だ
の
は
梅
原
末
治
で
あ
っ
た
。
一
九
四
四
年
に
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

表
さ
れ
た
「
上
代
脳
鏡
に
就
い
て
の
～
所
見
」
で
は
、
ま
ず
京
都
府
長
岡
京
布
長
生
寺
南
原
古
墳
出
土
の
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
二
面
、
愛
知
県
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春
日
井
市
章
川
町
大
塚
古
墳
出
土
の
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
二
面
、
京
都
府
京
田
辺
市
飯
岡
ト
ツ
カ
古
墳
な
ど
か
ら
出
土
し
て
い
る
「
尚
且
作
神

人
書
塩
魚
」
八
面
、
熊
本
県
玉
名
郡
菊
水
町
江
田
船
山
古
墳
な
ど
か
ら
出
土
し
て
い
る
「
前
文
帯
神
獣
鏡
」
九
面
の
四
例
を
挙
げ
る
。
こ
の
彷

製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
な
か
に
型
崩
れ
や
外
区
鋸
歯
文
の
重
複
し
た
部
分
ま
で
一
致
す
る
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
鏡
の
拓
本
を
重
ね
る
と
一
分
一

厘
の
差
異
も
な
い
鏡
が
六
面
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
こ
れ
ら
は
同
一
鋳
型
か
ら
の
所
産
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
次
い
で
南
原
古
墳
出
土

の
舶
載
天
王
日
月
三
角
縁
二
神
二
言
鏡
二
面
と
同
箔
の
鏡
が
京
都
府
八
幡
市
八
幡
荘
西
霞
塚
古
墳
な
ど
三
古
墳
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
を

確
め
、
中
国
鏡
に
も
同
心
鏡
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
っ
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
得
心
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
頃
に
知
ら
れ
て
い
た
鏡
の
鋳
型
破
片
は
、
砂
型
で
文
様
面
に
殆
ど
損
傷
が
な
く
、
数
回
に
渡
っ
て
千
度
以
上
の
溶
湯
が
注
が

れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
疑
問
に
当
面
し
た
と
き
、
実
験
を
行
い
な
が
ら
古
鏡
の
鋳
造
法
を
研
究
し
て
い
た
荒
木
宏
か

ら
鋳
型
に
関
す
る
見
解
を
示
さ
れ
て
、
梅
原
は
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
荒
木
が
入
手
し
た
戦
国
鏡
の
鋳
型
片
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
背
文

部
分
か
ら
！
8
％
と
い
う
多
量
の
蝋
の
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
っ
た
。
こ
の
鋳
型
を
蝋
の
鏡
型
を
つ
く
る
た
め
の
も
の
と
判
断
し
、
そ
の
製
品

で
あ
る
蝋
型
を
砂
土
で
覆
っ
て
蝋
を
抜
き
、
溶
湯
を
注
い
で
細
魚
が
鋳
造
さ
れ
る
と
い
う
製
作
工
程
を
復
原
し
た
。
梅
原
は
こ
れ
に
賛
同
し
、

「
同
箔
鏡
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
こ
の
新
し
く
判
明
し
た
事
実
を
表
わ
し
、
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
造
技
術
が
中
国
の
そ
れ
を
受
容
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
事
実
で
あ
る
、
と
改
め
て
感
得
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
鏡
を
同
箔
鏡
と
い
う
の
は
適
切
で
な
く
、
「
同
型
鏡
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
、
と
荒
木
か
ら
注
意
を
受
け
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
一
九
四
六
年
に
発
表
さ
れ
た
梅
原
の
論
文
「
本
邦
古
墳
出
土
の
同
箔
鏡
に
就
い
て
の
一
二
の
考
察
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
厳
密
な

用
語
と
し
て
荒
木
の
示
教
は
当
然
の
こ
と
と
了
解
し
な
が
ら
も
、
梅
原
は
、
し
か
し
問
題
と
な
る
鏡
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
同
型
鏡
と
同
歯
鏡

を
区
別
す
る
こ
と
が
、
対
象
と
す
る
古
代
遺
物
に
あ
っ
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
可
能
な
の
で
、
直
接
間
接
に
一
つ
の
型
か
ら
出
た
も
の
を
含
む

広
い
意
味
で
の
同
箔
鏡
を
用
い
る
と
断
っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
は
ま
た
、
製
品
に
な
っ
た
銅
鏡
を
原
型
と
し
て
使
い
、
砂
土
に
押
し
つ
け
て

作
っ
た
雌
型
か
ら
さ
ら
に
鏡
を
作
る
「
踏
返
し
」
鏡
の
存
在
に
つ
い
て
も
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
中
国
で
殆
ど
同
時
に
製
作
さ
れ
た
同
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箔
鏡
が
～
上
し
て
舶
載
せ
ら
れ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
『
魏
志
』
倭
人
伝
に
見
え
る
「
銅
鏡
百
枚
」
と
の
係
わ
り
が
生
じ
、
そ
の
上
、
三
角
縁

神
獣
鏡
が
畿
内
を
中
心
に
分
布
し
て
い
る
事
実
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
邪
馬
台
国
の
所
在
地
と
も
関
連
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
小
林
先
生
の
同
箔
鏡
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
用
語
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
異
な
る
点
は
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
造
に
つ
い
て
、
砂
型

よ
り
も
石
型
の
可
能
性
が
か
な
り
強
い
と
か
つ
て
は
推
測
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
『
古
鏡
臨
を
出
版
し
た
一
九
六
五
年
頃
に
は
、
石
型
に
か

な
り
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
近
藤
喬
一
氏
に
よ
る
、
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
を
群
別
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
翼
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
舶
載
鏡
の
な
か
に
特
定
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
、
真
土
型
の
鋳
型
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
方
向
へ
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

お
よ
そ
十
年
後
に
、
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
長
期
間
に
わ
た
る
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
と
き
に
は
、
図
無
の
特
徴
の
な
か
に
真
土
型
の

鋳
型
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
現
象
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
と
小
林
先
生
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
真
土

型
の
鋳
型
で
も
同
箔
鏡
の
鋳
造
が
で
き
る
と
い
う
説
明
は
な
か
っ
た
。

　
青
梨
三
角
縁
神
獣
鏡
の
な
か
で
最
も
枚
数
の
多
い
一
種
類
の
同
等
鏡
九
面
に
つ
い
て
、
微
に
入
り
細
に
亙
っ
て
検
討
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
た

同
範
鏡
枚
数
の
多
い
右
に
触
れ
た
南
原
古
墳
な
ど
か
ら
八
面
が
知
ら
れ
て
い
る
舶
載
の
天
王
日
月
三
角
縁
唐
草
文
帯
二
神
二
翼
鏡
の
場
合
と
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

託
し
た
の
が
滋
賀
晋
氏
で
あ
る
。
滋
賀
氏
は
そ
の
成
果
を
一
九
八
四
年
に
発
表
し
、
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
場
合
に
は
同
雲
鏡
と
認
め
ら
れ
る

が
、
舶
載
鏡
は
原
型
か
ら
い
く
つ
か
の
鋳
型
を
つ
く
り
そ
れ
ぞ
れ
の
鋳
型
か
ら
鋳
出
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
同
型
鏡
と
認
め
ら
れ
る
と
断
書

し
た
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
真
土
型
鋳
型
を
想
定
し
た
う
え
で
同
箔
鏡
を
鋳
造
す
る
こ
と
の
可
能
な
あ
り
方
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　
同
型
鏡
と
鏡
の
研
究
者
が
現
在
一
般
に
い
う
と
き
、
そ
れ
は
雄
型
の
原
型
か
ら
多
く
の
雌
型
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
雌
型
か
ら
鋳
造
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

鏡
を
指
す
と
い
う
、
右
に
述
べ
た
荒
木
の
用
語
に
由
来
し
て
い
る
。
原
型
に
は
図
文
の
改
変
が
可
能
な
木
型
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
原

型
と
し
て
蝋
型
や
鏡
の
完
成
品
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
同
害
鳥
と
い
う
表
現
が
適
切
か
、
同
型
鏡
が
正
し
い
理
解
に
基
づ
く
学
術
用
語

で
あ
る
か
は
、
鋳
型
の
材
質
と
し
て
何
を
考
え
る
か
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
。
同
箔
鏡
は
題
言
が
推
定
さ
れ
、
同
型
鏡
は
当
然
に
砂
型
ま
た
は
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三角縁神獣鏡の鋳造法と同苑鏡（小野山）

土
型
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
同
筑
鏡
か
同
型
鏡
か
に
つ
い
て
も
議
論
し
た
論
文
の
な
か
で
、
甲
張
を
問
題
に
し
た
の
は
網
干
善
教
氏
が
お
そ
ら
く
最
初
で
は
な
い
か
と
思

う
。
甲
張
と
い
う
の
は
、
鋳
造
の
さ
い
の
鋳
型
の
継
目
や
割
目
に
で
き
る
ご
く
低
く
て
細
い
突
線
で
あ
る
。
鋳
造
品
を
完
成
品
に
す
る
た
め
に

は
、
も
と
も
と
や
す
り
掛
け
や
研
磨
の
対
象
と
な
る
傷
で
あ
る
が
、
放
置
さ
れ
て
い
る
場
合
が
か
な
り
あ
る
。
小
論
で
特
に
重
要
な
役
割
を
果

す
の
が
こ
の
在
番
で
あ
る
。
網
干
氏
は
、
岐
阜
県
海
津
郡
南
濃
町
庭
田
円
満
寺
古
墳
を
発
掘
し
た
と
き
、
出
土
し
た
三
面
の
な
か
に
京
都
府
南

原
古
墳
出
土
鏡
と
同
じ
三
角
縁
唐
草
文
面
二
神
二
獣
鏡
を
見
出
し
て
、
同
箔
と
い
わ
れ
て
い
る
六
面
す
べ
て
の
鏡
に
あ
た
り
、
同
箔
鏡
か
同
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

鏡
か
を
詳
細
に
検
討
し
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
甲
張
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
新
し
く
指
摘
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
検
討
の
結
果
と
し
て
下
さ
れ

た
判
断
は
、
踏
返
し
に
よ
る
同
型
鏡
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
論
文
の
主
要
な
関
心
は
、
小
林
先
生
が
示
し
た
同
門
鏡
一
種
五
枚

説
に
対
す
る
批
判
に
向
け
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
八
面
氏
が
こ
の
一
群
の
鏡
を
問
題
に
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
数
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
円
満
寺
鏡
を
含
む
三
角
縁
唐

草
妻
帯
二
神
二
獣
行
は
そ
の
後
の
発
見
に
よ
っ
て
、
破
片
一
面
分
を
含
め
る
と
八
面
に
達
し
て
い
た
。
鏡
背
に
亀
裂
痕
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

た
び
重
な
る
鋳
型
の
使
用
に
よ
る
剥
離
や
そ
の
補
修
、
あ
る
い
は
文
様
の
再
刻
を
施
し
た
と
見
ら
れ
る
痕
跡
は
な
く
、
ま
た
鋳
造
後
の
や
す
り

掛
け
や
調
整
で
変
わ
る
こ
と
の
な
い
内
区
径
と
外
区
画
を
計
測
す
る
と
、
計
測
可
能
な
鏡
に
つ
い
て
は
㎜
の
次
の
位
で
認
め
ら
れ
る
差
に
過
ぎ

な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
鏡
は
原
型
か
ら
つ
く
ら
れ
た
複
数
の
鋳
型
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
同
型
鏡
で
あ
る
と
八
賀
氏
は
認
定
し
た
。
つ
ま
り
踏

返
鏡
で
は
な
い
と
い
う
判
断
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
そ
の
後
、
岸
本
直
文
氏
は
五
面
の
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
を
出
土
し
た
兵
庫
県
揖
保
郡
御
津
町
中
島
権
現
山
五
一
号
墳
の
報
告
書
に
お
い
て
、

そ
の
う
ち
の
一
面
、
陳
是
作
三
角
縁
四
神
二
面
鏡
（
同
箔
鏡
番
号
9
）
に
つ
き
、
ま
た
三
面
の
舶
載
鏡
を
出
土
し
た
滋
賀
県
八
日
市
市
上
羽
田

町
雪
野
山
古
墳
出
土
の
三
角
合
波
文
帯
盤
龍
鏡
、
天
王
日
月
三
角
縁
唐
草
文
書
四
神
四
獣
鏡
（
同
箔
鏡
番
号
2
5
）
、
お
よ
び
中
出
三
角
縁
四
神
四

獣
鏡
の
そ
れ
ぞ
れ
の
同
仁
鏡
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
、
こ
れ
ら
は
同
型
鏡
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
原
型
と
し
て
金
属
原
型
と
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⑩

蝋
原
型
を
想
定
し
た
場
合
、
蝋
原
型
に
よ
る
同
型
鏡
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
同
箔
鏡
と
い
う
用
語
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
た
。
そ

し
て
鉦
孔
の
形
と
そ
の
方
向
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鏡
の
研
究
に
新
し
い
視
点
を
持
ち
込
ん
だ
福
永
伸
哉
氏
も
、
同
箔
鏡
で
は
な
く
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

型
鏡
と
い
う
見
方
に
傾
い
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
鏡
の
研
究
の
歩
み
を
、
と
く
に
鋳
型
に
つ
い
て
振
返
っ
て
み
る
と
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
型
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、
ひ
と

つ
の
先
入
観
に
支
配
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
四
型
（
砂
型
）
の
鋳
型
は
一
圃
の
注
湯
に
し
か
使
わ
れ
な
い
と
い
う
、
現
在
行
わ
れ
て

い
る
鋳
造
の
一
方
式
を
技
術
的
な
限
界
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
し
、
こ
れ
を
一
回
し
か
使
用
で
き
な
い
と
い
う
形
に
換
え
、
疑
問
の
余
地
の

な
い
も
の
と
信
じ
込
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
先
入
観
は
、
同
箔
鏡
の
鋳
造
が
可
能
な
の
は
石
型
し
か
な
い
と
い
う
判

断
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
災
い
し
て
、
小
林
先
生
に
し
て
も
、
近
藤
氏
や
八
雲
氏
に
し
て
も
、
彷
製
三
角
縁
神
獣

鏡
の
同
箔
鏡
に
つ
い
て
そ
の
実
態
を
正
し
く
杷
発
し
な
が
ら
、
真
土
型
の
鋳
型
と
同
業
鏡
と
を
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
考
え

ら
れ
る
。

　
こ
の
前
提
に
疑
問
を
も
っ
て
、
真
土
型
に
よ
る
同
思
量
の
存
在
に
可
能
性
を
示
し
た
の
が
、
前
節
で
述
べ
た
藤
丸
氏
の
論
文
で
あ
る
。
そ
の

内
容
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
検
討
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
な
お
、
鋳
銅
技
術
に
つ
い
て
考
古
学
者
が
よ
く
引
用
す
る
石
野
聡
慧
の

凹
鋳
造
　
　
技
術
の
源
流
と
歴
史
…
一
』
（
一
九
七
七
年
）
に
よ
る
と
、
形
が
で
き
る
と
鋳
型
は
、
お
よ
そ
一
〇
日
航
、
自
然
乾
燥
し
て
鋳
込
前
に

五
〇
〇
度
か
ら
六
〇
〇
度
の
炭
火
で
約
二
時
間
焼
成
す
る
と
い
う
。
し
か
し
「
同
じ
鋳
型
を
何
回
も
使
用
す
る
場
合
は
、
焼
成
温
度
を
八
五
〇
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

九
〇
〇
度
と
し
、
さ
ら
に
長
時
間
焼
成
し
、
れ
ん
が
状
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
｝
七
〇
ペ
ー
ジ
）
。

　
次
に
問
題
に
し
た
い
の
は
、
溶
湯
を
注
ぐ
と
き
の
鋳
型
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
据
え
ら
れ
て
い
た
か
で
あ
る
。
鏡
は
平
面
だ
か
ら
鏡
面
の
型

と
鏡
背
の
型
を
合
せ
て
銅
鏡
の
鋳
型
を
つ
く
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
二
つ
の
型
を
合
せ
て
で
き
た
直
方
体
を
立
て
て
据
え
る
か
、
横

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら
つ

に
寝
か
せ
る
か
が
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
沢
田
正
昭
氏
に
よ
っ
て
、
立
て
て
据
え
た
場
合
を
縦
注
ぎ
、
横
に
寝
か
せ
る
方
式
を
平
注
ぎ
と
呼
ぶ

と
、
縦
注
ぎ
は
鏡
縁
に
、
平
注
ぎ
は
鏡
の
中
心
に
あ
る
鉦
の
中
央
部
に
湯
ロ
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
第
－
図
）
。
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三角縁神獣鏡の鋳造法と嗣箔鏡（小野山）

　
銅
鏡
の
研
究
者
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
出
土
し
た
多
淫
註
文
鏡
の
滑
石
製
鋳
型
の
存
在
、
江
戸
時
代
に
記
さ
れ
た
和
鏡
の
鋳
型
の
製
作
法
に
関

す
る
絵
入
記
録
、
お
よ
び
現
在
行
わ
れ
て
い
る
和
鏡
の
鋳
造
法
か
ら
、
殆
ど
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
縦
注
ぎ
鋳
造
を
想
定
し

た
。
大
阪
府
茨
木
市
宿
久
庄
紫
金
山
古
墳
出
土
の
彷
製
三
角
縁
唐
草
本
帯
三
神
三
三
鏡
（
『
鏡
の
時
代
自
由
）
に
つ
い
て
、
型
崩
れ
の
一
番
ひ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
図
文
の
外
側
三
角
縁
の
と
こ
ろ
が
湯
口
で
あ
る
、
と
小
林
先
生
が
説
明
さ
れ
た
の
も
こ
の
前
提
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
角
縁
の
部
分

に
湯
口
を
探
る
試
み
は
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
を
鏡
背
文
だ
け
か
ら
で
な
く
、
そ
の
鏡
を
可
能
な
限
り
鋳
造
品
と
し
て
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

解
し
た
上
で
鏡
背
文
を
問
題
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
近
藤
喬
一
氏
が
、
三
角
縁
に
湯
口
を
発
見
で
き
た
の
も
こ
の
前
提
に
よ
る
。
こ
の
と
き
そ

の
根
拠
と
さ
れ
た
ス
が
湯
口
の
辺
り
に
で
き
る
と
い
う
現
象
を
私
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
福
永
伸
哉
氏
も
鉦
孔
の
方
向
を
延
長

し
て
、
そ
れ
が
三
角
縁
に
接
す
る
箇
所
に
湯
口
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
近
年
、
鋳
造
技
術
の
解
明
に
新
し
い
方
法
が
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
銅
鏡
は
青
銅
鏡
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
材
質
は
銅
と
錫
の

b

2幽a
第1図　三角縁神獣鏡鋳型の1易口想定

（a：縦注ぎ，b：平注ぎ，注⑬による）

合
金
で
あ
る
が
、
他
の
金
属
も
含
ま
れ
て
い
る
。
銅
鏡
の
多
く
は
か
な
り
の
量
の
鉛
が
含
ま
れ
て
お

り
、
し
か
も
鋳
造
晶
の
な
か
で
鉛
は
不
均
一
に
分
布
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
溶
湯
を
注
ぐ

と
き
比
重
の
大
き
な
鉛
が
柑
禍
の
底
の
ほ
う
に
溜
ま
る
た
め
、
湯
口
周
辺
に
増
場
の
底
に
あ
っ
た
溶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

湯
が
注
が
れ
る
結
果
と
し
て
、
そ
の
現
象
が
起
き
る
と
い
う
。
そ
こ
で
平
注
ぎ
方
式
と
縦
注
ぎ
方
式

に
よ
っ
て
新
し
く
青
銅
鏡
試
験
体
を
作
り
、
鉛
の
分
布
状
態
を
螢
光
X
線
分
析
に
よ
っ
て
測
定
す
る

と
、
平
注
ぎ
の
場
合
に
は
中
心
部
に
、
縦
注
ぎ
で
は
湯
口
近
く
の
周
辺
部
に
鉛
の
分
布
の
多
い
こ
と

が
分
っ
た
。
京
都
府
向
日
市
寺
戸
町
大
塚
古
墳
出
土
の
、
縦
注
ぎ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
三
角
縁
仏
獣

鏡
の
螢
光
X
線
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
実
物
を
観
察
し
た
結
果
と
同
じ
よ
う
に
三
角
縁
の
縁
周
部

に
鉛
の
含
有
量
の
多
い
こ
と
が
判
明
し
た
、
す
な
わ
ち
こ
の
位
置
が
湯
口
と
推
測
さ
れ
る
、
と
報
告

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
成
果
を
膚
効
に
利
用
す
る
た
め
に
は
、
分
析
例
が
な
お
僅
少
で
あ
る
こ
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と
と
、
銅
鏡
の
観
察
に
は
右
に
述
べ
た
三
角
縁
部
に
湯
口
を
持
つ
と
い
う
前
提
が
大
き
く
係
わ
っ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
さ
ら
に

多
く
の
分
析
例
が
加
わ
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
小
論
に
お
い
て
私
が
提
示
す
る
鋳
造
法
は
、
右
に
述
べ
た
通
説
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
型
は
、
舶
載
鏡
も

彷
製
鏡
も
真
土
型
鋳
型
で
、
鏡
背
部
の
鋳
型
は
四
つ
の
部
分
を
組
合
せ
ら
れ
て
お
り
、
湯
口
を
鉦
に
設
け
た
平
注
ぎ
で
、
同
量
鏡
を
鋳
造
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
型
と
鋳
造
法
を
こ
の
よ
う
に
復
原
す
る
と
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
新
し
い
観
点
か
ら
三
角
縁
を

つ
け
た
理
由
や
乳
を
増
加
し
て
い
っ
た
き
っ
か
け
な
ど
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
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①
　
梅
原
末
治
「
上
代
鋳
鏡
に
就
い
て
の
一
所
見
」
『
考
古
学
雑
誌
㎞
3
4
の
2
、
～

　
九
四
四
年
二
月
。

②
梅
原
宋
治
門
本
邦
古
墳
出
土
の
同
県
鏡
に
就
い
て
の
＝
あ
考
察
」
魍
史
林
臨

　
3
0
の
3
、
一
九
四
六
年
三
月
。

③
小
林
行
雄
「
同
苑
鏡
に
よ
る
古
墳
の
年
代
の
研
究
」
『
考
古
学
雑
誌
』
3
8
の
3
、

　
　
九
五
二
年
～
二
月
。
『
古
代
の
技
術
』
塙
選
書
、
一
九
六
二
年
。

④
　
近
藤
喬
一
「
一
纂
角
縁
神
獣
鏡
の
彷
製
に
つ
い
て
」
咽
考
省
学
雑
誌
㎞
5
9
の
2
、

　
～
九
七
三
年
。

⑤
小
林
行
雄
「
彷
製
罐
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究
」
『
古
墳
文
化
論
考
』
所
収
、
平
凡

　
社
、
　
一
九
七
山
ハ
年
。

⑥
八
面
晋
州
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究
－
同
仁
鏡
に
み
る
苑
の
補
修
と
補
刻

　
1
」
咽
学
叢
』
6
、
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
八
四
年
。

⑦
樋
口
隆
康
門
同
型
鏡
の
；
二
に
つ
い
て
1
鳥
取
普
段
寺
山
古
墳
出
土
鏡
を
中

　
心
と
し
て
一
し
嘱
古
文
化
』
1
の
2
、
一
九
五
三
年
（
『
展
望
ア
ジ
ア
の
考
古
学

　
－
樋
口
隆
康
教
授
退
窟
記
念
論
集
l
l
晶
所
収
、
新
潮
社
、
一
九
八
三
年
）
。

⑧
網
干
善
教
「
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
問
題
－
響
草
文
帯
二
神

　
二
獣
鏡
の
同
型
鏡
に
関
連
し
て
1
扁
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
㎞
創
立
三
十

　
五
周
年
記
念
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
。

⑨
岸
本
直
文
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
技
術
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
近
藤
義
郎

　
編
『
権
現
山
五
　
号
墳
－
兵
庫
県
揖
保
郡
御
津
町
…
隔
、
『
権
現
山
五
一
号

　
墳
』
刊
行
会
、
～
九
九
㎝
年
）
。

⑩
岸
本
直
文
「
雪
野
山
古
墳
副
葬
鏡
群
の
諸
問
題
」
（
福
永
伸
哉
・
杉
井
健
編

　
『
雪
野
山
古
墳
の
研
究
馳
考
察
編
、
八
日
市
市
教
育
委
二
会
、
一
九
九
六
年
）
。

⑪
　
福
永
伸
哉
「
三
角
縁
神
獣
鏡
製
作
技
法
の
検
討
…
鉦
孔
方
向
の
分
析
を
中
心

　
と
し
て
一
」
門
考
古
学
雑
誌
』
7
8
の
一
、
一
九
九
二
年
九
月
。

⑫
福
永
氏
は
前
景
の
論
文
に
お
い
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
同
型
（
隅
苑
）
価
数
が

　
二
～
九
面
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
と
い
う
重
要
な
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
石
野
亨
氏

　
の
説
明
か
ら
判
断
す
る
と
、
そ
の
原
因
は
鋳
型
の
形
作
り
と
焼
成
の
墨
来
具
合
、

　
お
よ
び
鋳
造
時
の
取
り
扱
い
方
の
適
不
適
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

⑬
沢
田
正
昭
「
青
銅
鏡
の
金
属
組
織
と
鋳
造
技
術
」
『
考
古
学
研
究
喚
2
7
の
一
、

　
「
遺
跡
・
遺
物
の
保
存
科
学
偏
4
、
～
九
八
○
年
六
月
。
岡
［
遺
物
の
非
破
壊
調

　
査
法
i
金
属
製
遺
物
の
材
質
分
析
1
」
咽
保
存
科
学
研
究
集
会
－
埋
蔵
文

　
化
財
の
材
質
・
構
造
・
保
存
環
境
に
関
す
る
研
究
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、

　
一
九
八
六
年
。



⑭
小
林
行
雄
『
古
鏡
』
学
生
社
、
一
九
六
五
年
。

三
　
彷
十
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
型
の
復
原
一
会
背
文
に
見
ら
れ
る
四
分
筋
と
三
角
縁
の
歪
み
一

三角縁神獣鏡の鋳造法と岡萢鏡（小野山）

　
三
角
縁
神
獣
鏡
を
三
国
時
代
の
魏
に
お
い
て
成
立
し
た
鏡
と
認
め
る
な
ら
ば
、
断
面
が
三
角
形
を
呈
す
る
周
縁
を
巡
ら
し
線
区
に
神
像
や
獣

形
を
配
置
し
た
特
徴
あ
る
銅
鏡
は
、
中
国
で
製
作
さ
れ
た
鏡
と
そ
れ
を
日
本
で
模
倣
し
て
つ
く
っ
た
鏡
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は

本
源
地
を
示
す
意
味
か
ら
断
り
書
き
を
つ
け
ず
に
三
角
縁
神
獣
鏡
と
呼
び
、
後
者
を
彷
製
本
角
縁
神
獣
鏡
と
い
う
。
特
に
呼
び
分
け
る
必
要
の

あ
る
と
き
は
、
前
者
に
つ
い
て
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
、
あ
る
い
は
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
両
者
は
か
な
り
明
確

に
区
別
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
研
究
者
が
舶
載
鏡
と
認
め
て
も
、
他
の
研
究
者
は
彷
雲
鏡
の
一
群
に
分
類
す
る
鏡
が
若
干
だ
け
存
在
す

る
。
し
か
し
小
論
は
両
者
の
区
別
を
議
論
す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
三
角
縁
神
獣
鏡
に
舶
載
鏡
と
彷
愚
挙
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
研
究

者
で
あ
れ
ば
、
本
節
で
取
挙
げ
る
の
は
、
そ
の
全
て
が
彷
異
形
と
判
断
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
問
題
に
し
た
い
の
は
、
福
岡
県
　
貴
山
銚
子
塚
古
墳
出
土
の
遵
号
鏡
と
そ
の
同
早
霜
で
あ
る
（
口
絵
図
版
二
）
。
こ
れ
は
、
彷
製
品
角
縁

神
獣
鏡
の
鏡
割
文
に
認
め
ら
れ
る
傷
に
つ
い
て
、
か
な
り
規
則
的
に
つ
い
た
も
の
が
あ
る
と
私
が
初
め
て
疑
問
を
持
っ
た
鏡
で
あ
る
。
銀
字
の

銘
文
が
あ
り
、
「
吾
作
明
寛
甚
濁
保
子
宜
孫
冨
無
冠
奇
」
の
　
四
字
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
多
く
の
要
素
を
盛
り
込
ん
で
呼
ぶ
と
き
に
は
、

墨
差
吾
作
銘
三
角
縁
三
神
三
獣
鏡
と
い
う
名
称
に
な
る
。
彷
製
三
角
縁
銘
帯
三
神
三
獣
鏡
と
も
い
う
。
吾
作
銘
を
も
つ
彷
製
の
鼻
聾
鏡
は
五
面

が
知
ら
れ
て
い
る
（
同
箔
鏡
番
号
鵬
）
。

　
ω
佐
賀
県
東
松
浦
郡
浜
玉
町
谷
口
古
墳
東
石
棺
（
口
絵
図
版
二
②
）

　
働
樹
福
岡
県
糸
島
郡
二
丈
町
一
貴
山
銚
子
塚
古
墳
襯
（
口
絵
図
版
二
ω
）
・
脳

　
團
㈲
大
阪
府
柏
原
市
国
分
町
ヌ
ク
谷
北
塚
古
墳
2
号
・
3
号

こ
の
な
か
で
最
も
早
く
研
究
者
に
黒
鼠
さ
れ
た
の
は
、
～
九
〇
八
年
に
出
土
し
て
東
京
国
立
博
物
館
に
収
め
ら
れ
た
谷
口
古
墳
出
土
鏡
で
あ
る
。
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富
岡
謙
蔵
は
、
こ
の
鏡
と
谷
口
古
墳
西
棺
お
よ
び
宮
崎
県
西
都
市
西
都
原
一
三
号
（
旧
二
号
）
墳
か
ら
出
土
し
た
彷
製
三
角
縁
三
神
三
獣
鏡
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
例
に
挙
げ
て
、
薫
製
鏡
の
な
か
で
多
数
を
占
め
る
大
型
神
獣
鏡
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
図
文
を
見
る
と
、
内
区
の
神
獣
は

い
ず
れ
も
奇
異
で
、
周
縁
の
空
文
や
鋸
歯
文
も
整
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
が
模
作
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
谷
ロ
古
墳
東
影

身
に
は
破
損
し
た
鋳
型
を
接
合
し
て
作
っ
た
と
見
ら
れ
る
痕
跡
を
残
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
鏡
は
珍
し
く
吾
作
明
寛
云
云
と
読
む
こ
と
の
で
き

る
銘
文
を
も
っ
て
い
る
が
、
舶
載
鏡
と
比
べ
う
る
よ
う
な
字
体
で
は
な
い
と
。

　
文
様
面
に
残
る
型
を
接
合
し
た
部
分
と
い
う
の
が
、
具
体
的
に
ど
の
傷
を
指
し
て
い
る
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
谷
口
翼
鏡
で
は
（
口
絵
図

版
二
ω
）
、
外
区
鋸
歯
文
か
ら
櫛
歯
文
、
銘
帯
の
「
寛
」
の
字
の
中
央
を
と
お
り
、
獣
形
の
体
腿
と
頸
部
を
横
切
っ
て
鉦
の
裾
に
至
る
傷
回
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
傷
は
向
っ
て
右
に
あ
る
神
像
の
頸
部
右
か
ら
右
体
部
を
渡
っ
て
「
冨
」
の
字
の
「
口
」
の
上
辺
か
ら
再
び
櫛
歯
文
、

外
区
鋸
歯
文
へ
と
ほ
ぼ
～
直
線
㈲
に
延
び
て
い
る
。
こ
の
線
と
ほ
ぼ
直
角
に
鉦
か
ら
左
下
方
へ
、
松
毬
形
か
ら
内
区
乳
の
甘
辛
を
通
っ
て
銘
帯

の
双
魚
形
を
横
断
し
、
櫛
歯
文
お
よ
び
外
区
鋸
歯
文
に
延
び
る
傷
㈲
が
認
め
ら
れ
る
。

　
ヌ
ク
谷
北
塚
古
墳
に
お
い
て
二
面
の
m
m
同
籠
鏡
を
発
掘
し
た
北
野
耕
平
氏
は
、
こ
れ
ら
の
傷
を
富
岡
と
同
じ
よ
う
に
鋳
型
の
破
損
し
た
傷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
判
断
し
た
。
し
た
が
っ
て
当
然
に
、
ヌ
ク
谷
北
塚
古
墳
の
報
告
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
同
軽
罪
の
な
か
で
最
も
早
く
鋳
造
さ
れ
た
一
貴
山
醜
鏡

に
も
す
で
に
同
じ
亀
裂
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
鋳
造
の
か
な
り
初
期
に
生
じ
た
破
損
個
所
を
接
合
し
て
、
こ
の
鋳
型
は
さ
ら
に
数
回
は
使
わ
れ

た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
北
野
氏
は
こ
れ
ら
の
同
箔
鏡
の
鋳
造
順
を
、
5
4
一
貴
山
魏
鏡
↓
ヌ
ク
谷
3
号
鏡
↓
一
貴
山
罰
鏡
↓
ヌ
ク
谷
2

号
鏡
↓
谷
ロ
東
鏡
と
認
定
し
た
。

　
こ
の
鏡
背
の
鋳
型
は
果
し
て
三
個
に
破
損
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
、
も
う
～
本
別
の
傷

が
認
め
ら
れ
る
。
写
真
図
版
に
よ
る
限
り
、
し
か
も
最
も
早
い
鋳
造
と
考
え
ら
れ
て
い
る
一
貴
山
魏
鏡
が
分
り
や
す
い
。
そ
れ
は
「
作
」
字
の

位
置
の
中
区
に
表
さ
れ
た
神
像
の
左
肩
か
ら
ほ
ぼ
中
央
を
通
り
、
銘
帯
の
乳
の
一
部
を
か
す
め
て
櫛
歯
文
樹
に
及
ん
で
い
る
。
鉦
の
中
心
は
ず

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
双
魚
形
を
切
る
傷
㈲
と
む
し
ろ
直
線
状
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
多
少
の
広
い
狭
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
鋳
型

14 （14）



三角縁神獣鏡の鋳造法と同苑鏡（小野山）

が
こ
の
よ
う
に
具
合
よ
く
四
つ
に
破
損
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
鋳
型
の
鏡
背
部
が
四
つ
に
破
損
し
た
の
で
は
な
く
て
、
も
と
も
と
鏡
背
部
は
四
分
し
た
部
分
を
組
合
わ
せ
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
の
が
私
の
判
断
で
あ
る
。
組
合
せ
箇
所
に
で
き
る
の
は
単
な
る
傷
で
は
な
い
の
で
「
岩
壁
」
と
呼
ん
で
区
別
す
る
と
、
一
貴
山
雲
鏡

（
口
絵
図
版
二
ω
）
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
い
た
筋
傷
を
指
示
す
る
と
、
a
－
c
線
は
左
上
か
ら
右
下
に
連
な
り
、
b
…
d
線
は
左
下
か
ら
右

上
に
続
く
。
こ
の
よ
う
な
創
傷
の
あ
り
方
か
ら
考
え
る
と
、
四
分
は
必
ず
し
も
等
分
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
こ

の
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
に
は
、
鉦
の
頂
部
に
直
径
ω
㎝
、
高
さ
肥
㎝
の
小
突
起
が
あ
る
。
こ
の
突
起
は
湯
口
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。

　
鋳
型
を
組
合
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
推
測
さ
れ
る
筋
傷
す
な
わ
ち
甲
張
が
認
め
ら
れ
る
芸
当
三
角
縁
神
獣
鏡
は
、
他
に
も
か
な
り
あ

る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
を
多
く
掲
載
す
る
『
鏡
の
時
代
』
に
よ
っ
て
、
良
く
見
え
る
類
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
3
2
兵
庫
県
加
古
川
市
臼
岡
山
勅
使
塚
古
墳
か
ら
出
土
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
の
鏡
で
は
（
同
範
鏡
番
号
珊
）
、
鉦
を
中
に
し
て
左
右
に
ほ
ぼ
水

平
に
、
そ
し
て
銀
か
ら
ほ
ぼ
真
上
に
こ
の
筋
傷
が
認
め
ら
れ
る
。
下
辺
は
分
ら
な
い
。
同
調
鏡
で
あ
る
5
3
福
岡
県
一
貴
山
罰
鏡
で
は
、
や
や
右

下
か
ら
左
上
に
、
上
右
方
向
に
こ
の
筋
傷
が
見
え
る
。

　
3
6
京
都
府
城
陽
市
平
川
久
津
川
面
塚
古
墳
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
鏡
で
も
（
同
筑
子
番
号
闘
）
、
左
下
、
右
上
、
左
上
、
右
下
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
鉦

に
向
か
う
よ
う
な
筋
傷
が
認
め
ら
れ
る
。
同
箔
鏡
で
あ
る
佐
賀
県
谷
口
古
墳
の
、
初
め
に
挙
げ
た
鏡
と
は
別
の
東
棺
出
土
鏡
で
も
、
型
崩
れ
と

見
ら
れ
る
一
箇
所
（
左
上
）
を
除
い
て
正
確
に
こ
の
筋
質
は
対
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
筋
傷
は
岐
阜
県
大
垣
市
矢
間
町
長
塚
古
墳
出

土
の
同
筑
鏡
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
『
綜
鑑
』
窟
）
。
た
だ
し
こ
の
同
籠
鏡
に
は
、
直
線
状
の
傷
が
も
う
一
箇
所
認
め
ら
れ
る
。
3
6
久

津
川
鏡
で
示
す
と
、
右
上
か
ら
獣
文
節
の
乳
を
通
っ
て
鉦
に
向
う
傷
と
ほ
ぼ
平
行
し
て
、
神
像
の
頭
部
右
辺
り
か
ら
内
区
の
乳
の
神
像
側
裾
、

獣
文
帯
乳
の
中
心
を
横
切
っ
て
鋸
歯
文
縁
に
延
び
る
傷
で
あ
る
。
同
じ
傷
が
谷
口
東
鏡
に
も
、
長
塚
鏡
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
鋳
造
を

繰
返
す
過
程
で
鋳
型
の
破
損
に
よ
っ
て
生
じ
た
傷
で
は
な
い
か
と
判
断
す
る
。

　
鵬
大
阪
府
茨
木
市
宿
久
庄
紫
金
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
彷
製
三
角
縁
獣
文
帯
三
神
三
士
鏡
は
、
鏡
背
鋳
型
の
四
分
が
ほ
ぼ
均
等
に
行
わ
れ
て
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い
る
好
例
で
あ
る
。
上
の
鉦
孔
か
ら
や
や
左
よ
り
上
方
に
獣
形
の
腰
部
と
獣
心
帯
の
乳
を
横
切
り
三
角
縁
に
至
る
方
向
、
左
は
鉦
座
に
筋
傷
を

残
し
磁
区
の
乳
と
獣
形
の
問
を
通
っ
て
や
や
下
向
き
に
三
角
縁
へ
の
方
向
で
、
こ
こ
で
は
三
角
縁
に
も
食
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
右
は
神
像
と

松
毬
形
の
間
を
通
っ
て
三
角
縁
に
至
る
方
向
で
、
下
は
や
や
右
寄
り
に
認
め
ら
れ
る
獣
文
筆
、
櫛
歯
文
章
、
外
区
鋸
歯
文
の
型
崩
れ
を
起
こ
し

て
い
る
方
向
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
上
と
左
と
下
は
蕪
角
縁
の
頂
部
に
も
食
違
い
が
認
め
ら
れ
、
円
形
で
あ
る
べ
き
も
の
が
少
し
歪
ん
で
い
る
。

下
方
向
は
そ
の
食
違
い
が
三
角
縁
の
外
側
ま
で
及
ぶ
。

　
型
崩
れ
の
目
立
つ
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
立
春
三
角
縁
神
獣
鏡
は
石
型
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
と
い
う
見
方

と
砂
（
土
）
型
に
よ
る
と
い
う
考
え
方
が
か
つ
て
対
立
し
て
い
た
。
石
摺
で
あ
っ
た
可
能
性
が
か
な
り
高
い
と
考
え
て
い
た
小
林
先
生
が
、
湯

ロ
の
周
辺
か
ら
起
し
た
型
崩
れ
の
状
態
を
示
す
も
の
と
説
明
し
て
下
さ
っ
た
鏡
が
、
皿
魏
紫
金
山
古
墳
出
土
の
彷
製
三
角
縁
唐
草
凝
霜
三
神
三

獣
鏡
の
二
面
で
あ
る
。

　
同
二
念
は
五
面
が
知
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
＝
圓
が
大
阪
府
羽
曳
野
市
壼
井
御
旅
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鏡
で
あ
る
（
同
箔
鏡
番
号
鵬
）
。
鏡
背

文
が
比
較
的
分
り
や
す
い
秘
御
旅
山
鏡
に
よ
っ
て
、
最
も
明
瞭
な
福
岡
県
宗
像
郡
大
島
村
沖
ノ
島
一
七
号
遺
跡
出
土
鏡
を
参
照
し
な
が
ら
説
明

す
る
。
銀
豆
の
上
に
は
獣
形
の
中
央
か
ら
唐
草
南
帯
に
至
る
筋
傷
が
認
め
ら
れ
、
左
は
神
像
の
左
膝
下
か
ら
外
面
鋸
歯
文
に
お
よ
び
、
下
は
型

崩
れ
の
た
め
分
ら
な
い
が
神
像
右
肩
の
内
側
か
ら
外
区
の
乳
に
至
る
筋
傷
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
三
角
縁
の
頂
部
が
食
違
っ
て
い
る
。
右
は
有

二
重
弧
文
に
接
す
る
乳
か
ら
内
面
の
大
奥
を
横
切
り
、
唐
草
靱
帯
か
ら
外
区
鋸
歯
文
お
よ
び
三
角
縁
ま
で
そ
の
筋
傷
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
紫
金
山
鏡
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
御
旅
山
鏡
で
も
沖
ノ
島
一
七
号
鏡
で
も
鉦
の
頂
部
に
認
め
ら
れ
る
粗
面
は
湯
口
の
跡
を
示
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
右
の
説
明
が
妥
当
な
も
の
だ
と
す
る
と
、
要
心
紫
金
山
鏡
の
示
す
著
し
い
型
崩
れ
は
、
湯
口
の
周
辺
で
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、

四
分
さ
れ
た
鏡
背
鋳
型
の
う
ち
の
二
個
分
の
箇
所
で
起
っ
た
こ
と
に
な
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
造
は
三
角
縁
に
設
け
ら
れ
た
湯
口
か
ら
縦
注

ぎ
方
式
で
行
わ
れ
た
と
い
う
従
来
の
理
解
は
、
根
本
的
に
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
同
箔
鏡
九
面
と
い
う
最
も
枚
数
の
多
い
彷
製
鏡
の
一
種
類
に
つ
い
て
八
角
晋
氏
が
詳
細
に
行
っ
た
検
討
の
結
果
と
も
関
連
さ
せ
て
、
四
分
筋
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傷
と
湯
口
の
痕
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
鏡
は
同
箔
鏡
番
号
鵬
で
、
九
面
と
い
う
の
は
次
に
挙
げ
る
、

　
ω
大
分
県
宇
佐
市
川
部
免
ケ
平
古
墳

　
②
㈲
山
口
県
厚
狭
郡
山
陽
町
郡
長
光
寺
山
古
墳
A
・
B

　
働
大
阪
府
茨
木
帯
宿
久
庄
紫
金
山
古
墳

　
㈲
奈
良
県
（
所
在
不
明
）

　
㈲
滋
賀
県
栗
田
郡
栗
東
町
出
庭
亀
塚
古
墳

　
ω
伝
伊
勢
（
個
人
蔵
）

　
㈹
岐
阜
県
可
児
郡
御
嵩
町
上
恵
土
野
申
古
墳

　
働
出
土
地
不
明
（
京
都
国
立
博
物
館
）

の
諸
勢
で
あ
る
。
八
賀
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鏡
に
つ
い
て
鋳
型
の
亀
裂
痕
、
図
文
の
角
々
痕
お
よ
び
補
修
痕
を
微
細
な
部
分
ま
で
比
較
し
て
二

つ
に
類
別
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
同
じ
鋳
型
を
使
い
な
が
ら
、
先
ず
工
類
鏡
が
平
塚
鏡
↓
野
中
鏡
↓
囎
紫
金
山
鏡
の
順
で
鋳
造
さ
れ
た
あ
と

に
文
様
修
正
が
行
わ
れ
、
次
い
で
H
類
鏡
が
9
3
長
光
寺
山
A
鏡
↓
9
4
長
光
寺
山
B
鏡
↓
京
童
鏡
↓
伝
伊
勢
鏡
↓
奈
良
鏡
↓
3
3
免
ケ
平
鏡
の
順
に

鋳
造
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
、
湯
口
は
器
紫
金
山
鏡
で
示
す
と
下
辺
や
や
右
寄
り
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
鋳
型
の
亀
裂
痕
と
指
摘
さ
れ
た
も
の
の
な
か
で
、
鋳
型
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
生
じ
た
甲
張
と
考
え
ら
れ
る
筋
傷
を
、
こ
の
紫
金
山
鏡
で
示
す

と
、
下
辺
は
鉦
孔
か
ら
神
像
左
肩
部
、
獣
文
墨
、
外
区
鋸
歯
文
か
ら
三
角
縁
の
食
違
い
に
至
る
線
、
上
辺
は
鉦
孔
か
ら
獣
形
申
央
部
、
獣
男
帯
、

外
区
鋸
歯
文
か
ら
三
角
縁
の
食
違
い
に
至
る
線
、
左
辺
は
双
魚
形
中
央
か
ら
外
区
鋸
歯
文
ま
で
、
右
辺
は
紫
金
山
鏡
で
は
分
り
に
く
い
た
め
9
3

長
光
寺
山
A
鏡
を
参
照
す
る
と
、
双
魚
形
頭
部
、
外
区
鋸
歯
文
か
ら
三
角
縁
に
及
ぶ
線
が
認
め
ら
れ
る
。
全
面
が
錆
に
覆
わ
れ
て
い
て
文
様
が

鮮
明
で
な
い
3
3
免
ケ
平
鏡
で
も
、
ほ
ぼ
斜
方
向
に
左
上
か
ら
右
下
へ
、
右
上
か
ら
左
下
へ
に
認
め
ら
れ
る
筋
傷
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
九
面
の
同
慶
鏡
を
鋳
出
し
た
鋳
型
の
鏡
背
は
、
右
の
よ
う
に
四
分
さ
れ
て
い
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
紫
金
山
鏡
に
お
い
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て
鉦
の
頂
部
に
見
え
る
粗
面
は
湯
口
の
痕
で
あ
ろ
う
。
書
評
鏡
は
湯
口
の
痕
が
い
っ
そ
う
明
瞭
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
指
摘
し
た
鏡
背
の
筋
傷
（
甲
張
）
と
鉦
の
頂
部
の
湯
口
痕
は
、
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
よ
り
遙
か
に
目
立
た
な
い
状
態
で
は
あ
る
が
舶

載
三
角
縁
神
獣
鏡
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
①
　
富
岡
謙
蔵
『
古
鏡
の
研
究
』
　
九
二
〇
年
。

　
②
北
野
耕
平
「
国
分
ヌ
ク
谷
北
塚
古
墳
」
（
大
阪
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
編

　
　
『
河
内
に
お
け
る
古
墳
の
調
査
』
大
阪
大
学
文
学
部
国
史
研
究
塞
研
究
報
告
第
一

　
　
冊
、
　
一
九
六
四
年
）
。

　
　
　
な
お
三
角
縁
神
獣
鏡
等
を
出
土
し
た
古
墳
を
指
示
す
る
だ
け
の
引
馬
は
、
紙
幅

　
　
の
都
合
で
省
略
す
る
の
で
、
白
石
太
一
郎
・
設
楽
博
巳
編
『
弥
生
・
古
墳
時
代
遺

　
　
跡
出
土
鏡
デ
ー
タ
集
成
』
（
共
同
研
究
「
日
本
出
土
鏡
デ
ー
タ
集
成
」
2
、
国
立

　
　
歴
史
罠
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
5
6
集
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

③
3
8
京
都
府
長
岡
京
市
近
郊
か
ら
出
土
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
彷
製
三
角
縁
獣
文
帯

　
一
瓢
神
禽
獣
鏡
は
、
破
損
し
た
鋳
型
を
出
鱈
覆
に
接
合
し
て
鋳
造
し
た
鏡
と
説
明
さ

　
れ
て
い
る
（
梅
原
末
治
「
乙
訓
郡
西
南
部
発
見
の
古
墳
遺
物
」
「
山
城
に
於
け
る

　
古
式
古
墳
の
調
査
」
附
章
門
京
都
府
文
化
財
調
査
報
告
」
2
1
、
一
九
五
五
年
、
小

　
林
行
雄
『
古
墳
文
化
論
考
隔
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
）
。
鋳
型
が
破
損
し
た
と
き

　
接
合
し
て
再
び
使
お
う
と
考
え
る
背
景
に
は
、
鏡
背
四
分
鋳
型
を
組
合
わ
せ
て
鋳

　
遣
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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四
　
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
型
の
復
原
ω
1
甲
張
に
よ
っ
て
一

　
鋳
型
に
溶
湯
を
注
い
で
鋳
込
み
を
行
っ
た
あ
と
、
鋳
型
か
ら
鏡
を
取
出
し
て
、
先
ず
や
す
り
や
せ
ん
な
ど
の
研
削
工
具
を
使
い
、
次
い
で
砥

石
や
朴
炭
や
と
の
粉
な
ど
を
用
い
て
仕
上
げ
の
工
程
に
は
い
る
。
魏
の
時
代
に
も
同
じ
研
磨
材
が
用
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
が
、
仕

上
げ
の
工
程
が
あ
っ
た
こ
と
は
鋳
造
晶
で
あ
る
限
り
確
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
仕
上
げ
が
丹
念
に
行
わ
れ
る
と
、
鋳
型
や
鋳
造
法
を
推
測
す

る
手
掛
り
は
全
く
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
に
は
、
前
漢
半
ば
か
ら
後
漢
半
ば
に
至
る
漢
鏡
や
初
唐
お
よ
び
中
唐

に
鋳
造
さ
れ
た
唐
鏡
に
見
ら
れ
る
殆
ど
完
壁
に
近
い
仕
上
げ
と
は
違
っ
て
、
鋳
型
の
あ
り
方
を
推
測
す
る
上
で
重
要
な
痕
跡
を
残
す
も
の
が
あ

る
。　

先
ず
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
藤
丸
氏
が
詳
細
に
検
討
し
て
私
が
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
型
に
特
別
な
関
心
を
も
つ
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
た
天
王
日
月
三
角
縁
獣
文
帯
三
神
三
洋
鏡
（
同
箔
鏡
番
号
6
0
）
の
一
群
か
ら
問
題
に
し
た
い
。
こ
の
鏡
は
七
面
の
同
箔
鏡
が
知
ら
れ
て
い
る



三角縁神獣鏡の鋳造法と同筑鏡（小野山）

け
れ
ど
も
、
同
心
の
可
能
性
は
高
い
が
破
片
で
あ
る
た
め
に
確
定
で
き
な
い
一
面
を
除
い
て
六
面
あ
る
。
出
土
古
墳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
ω
福
岡
県
筑
紫
野
市
武
蔵
原
口
古
墳

　
②
福
岡
市
東
区
蒲
田
天
神
森
古
墳

　
㈲
㈲
福
岡
県
京
都
郡
苅
田
町
南
原
石
塚
山
古
墳
一
号
・
二
号

　
㈲
大
分
県
宇
佐
市
高
森
赤
塚
古
墳

　
㈲
京
都
府
相
楽
郡
山
城
町
椿
井
大
塚
山
古
墳

藤
丸
氏
は
こ
れ
ら
の
六
面
に
つ
い
て
箔
傷
と
型
崩
れ
の
箇
所
を
精
細
に
比
較
検
討
し
、
鋳
造
を
繰
返
す
過
程
で
鋳
型
の
傷
が
ふ
え
鉢
山
朋
れ
が
加

わ
る
と
考
え
て
、
次
の
よ
う
な
鋳
造
の
順
序
を
示
し
た
。
4
8
椿
井
鏡
↓
（
X
）
↓
石
塚
山
二
号
鏡
↓
赤
塚
鏡
↓
原
口
鏡
↓
天
神
森
鏡
↓
（
X
）

↓
石
塚
山
一
至
聖
の
順
と
な
る
。
X
と
X
は
こ
の
順
番
に
収
ま
る
同
箔
鏡
6
0
が
将
来
発
見
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
鋳
型
に
よ
る
最
初
の
鋳
造
で
あ
る
戸
井
鏡
だ
け
に
は
、
箔
傷
も
型
崩
れ
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
一
般
に
同
箔
鏡
と
呼
ば
れ
て
い
る
鏡
は
同
｝
の
鋳
型
を
使
用
し
て
鋳
造
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
原
型
か
ら
い
く
つ
か
の
鋳
型
を
つ
く
り
そ

れ
ぞ
れ
の
鋳
型
に
よ
っ
て
鋳
造
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
製
品
は
同
型
鏡
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
と
る
研
究
者
が
多
い
。

そ
の
な
か
で
、
微
細
な
点
ま
で
検
討
し
て
、
最
近
そ
の
成
果
を
発
表
し
た
八
賀
晋
氏
や
岸
本
直
文
氏
の
見
方
を
批
判
し
な
が
ら
、
藤
丸
氏
は
同

箔
鏡
番
号
6
0
鏡
群
の
一
面
一
面
に
つ
い
て
両
氏
と
同
じ
よ
う
に
細
か
く
観
察
し
、
6
0
鏡
群
が
へ
っ
の
土
製
鋳
型
に
よ
っ
て
繰
返
し
鋳
造
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
同
箔
鏡
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
銅
鏡
や
鋳
造
法
に
関
す
る
私
の
知
識
は
限
ら
れ
た
も

の
だ
け
れ
ど
も
、
藤
丸
氏
の
論
文
の
主
旨
は
妥
当
な
も
の
と
思
う
。
し
か
し
私
が
こ
こ
で
問
題
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
椿
井
蛙
に
も
、

い
わ
ゆ
る
一
番
型
に
も
鋳
造
後
の
仕
上
げ
が
十
分
で
な
け
れ
ば
筋
傷
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
残
念
な
が

ら
椿
井
鏡
は
破
片
の
接
合
と
補
修
の
箇
所
が
多
い
た
め
、
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ご
く
～
部
に
筋
傷
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
け
で
あ
る
。
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石
塚
山
二
号
鏡
に
つ
い
て
そ
の
傷
を
探
し
て
み
る
と
（
『
丁
銀
』
9
6
）
、
下
方
や
や
左
の
傘
松
形
乳
の
右
下
か
ら
外
区
鋸
歯
文
に
認
め
ら
れ
る

の
が
、
藤
丸
氏
の
問
題
に
し
た
傷
a
・
b
（
v
I
後
で
使
う
私
の
記
号
、
以
下
同
じ
）
、
斜
右
上
に
配
置
さ
れ
た
獣
形
の
腰
部
か
ら
獣
文
帯
を
横
切

っ
て
外
区
鋸
歯
文
に
達
し
て
い
る
の
が
藤
丸
氏
の
傷
e
（
W
）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
藤
丸
論
文
の
赤
塚
鏡
の
写
真
に
よ
る
と
（
藤
丸
第
4
図
）
、

e
と
同
じ
様
な
傷
は
他
に
も
あ
り
、
一
つ
は
鉦
裾
、
有
節
重
星
文
か
ら
左
上
の
傘
松
形
を
通
り
獣
文
帯
を
横
切
っ
て
外
区
鋸
歯
文
に
及
ぶ
傷

（
X
）
、
他
は
そ
れ
と
反
対
側
で
、
右
中
央
の
傘
松
形
乳
か
ら
獣
副
帯
を
横
切
っ
て
外
区
鋸
歯
文
に
及
ぶ
傷
（
y
）
で
あ
る
。
X
と
y
は
ほ
ぼ
延

長
線
上
に
あ
り
、
「
他
の
鏡
で
鋳
潰
れ
が
あ
っ
た
箇
所
」
に
あ
た
る
椿
磁
石
の
同
じ
部
分
に
は
鋳
潰
れ
が
な
い
と
し
て
図
版
5
の
2
が
示
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
獣
文
帯
の
こ
の
獣
形
を
縦
に
走
っ
て
い
る
の
は
y
傷
で
あ
る
。

　
右
に
挙
げ
た
傷
V
W
x
y
を
、
精
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
分
割
し
た
鏡
背
鋳
型
の
組
合
せ
部
に
生
じ
た
筋
傷
（
甲
張
）

で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
仮
に
x
I
y
を
基
準
に
す
る
と
V
は
y
と
大
体
6
0
度
を
な
し
て
お
り
、
y
と
W
の
角
度
は
直
角
よ
り
や
や
狭
い
。

ま
た
v
と
x
と
三
角
縁
で
囲
ま
れ
た
部
分
は
さ
ら
に
二
分
し
て
五
分
割
の
鏡
背
鋳
型
を
想
定
し
た
方
が
良
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
点
は
実

際
に
多
く
の
同
箔
鏡
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　
鉦
の
裾
部
か
ら
周
縁
に
及
ぶ
筋
傷
が
四
本
と
も
認
め
ら
れ
る
例
は
ま
だ
多
く
は
な
い
。
鏡
背
面
へ
の
付
着
物
や
錆
、
欠
損
部
に
施
さ
れ
た
発

見
後
の
補
修
な
ど
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
鋳
型
の
組
合
せ
が
上
手
に
で
き
鋳
造
後
の
整
形
で
消
さ
れ
て
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
今
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
代
表
例
と
し
て
4
9
広
島
市
高

陽
町
中
小
田
古
墳
出
土
の
吾
作
三
角
縁
四
神
四
獣
鏡
（
同
箔
鏡
番
号
1
9
）
を
紹
介
し
よ
う
。
鉦
か
ら
左
の
筋
傷
は
二
つ
の
獣
形
の
頭
と
胸
か
ら

銘
帯
、
外
患
鋸
歯
文
を
横
切
っ
て
三
角
縁
の
外
側
面
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
右
の
筋
傷
は
鉦
座
か
ら
下
獣
の
頭
と
胸
の
中
央
、
銘
帯
、
外
区
鋸

歯
文
を
へ
て
、
右
で
も
三
角
縁
ま
で
届
く
。
上
に
延
び
る
筋
傷
は
神
像
の
右
側
か
ら
「
吾
」
の
字
の
中
程
を
通
り
三
角
縁
に
ま
で
や
や
斜
め
右

方
に
、
下
の
筋
傷
は
向
っ
て
左
神
像
の
中
心
か
ら
「
子
」
の
字
を
へ
て
三
角
縁
ま
で
認
め
ら
れ
る
。

　
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
の
な
か
に
も
、
彷
製
鏡
と
同
じ
よ
う
に
鏡
野
四
分
鋳
型
に
よ
る
鋳
造
品
が
存
在
し
、
し
か
も
そ
の
鋳
型
が
真
土
型
で
あ
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っ
て
、
真
土
型
か
ら
同
箔
鏡
が
つ
く
ら
れ
だ
と
す
る
と
、
か
つ
て
精
細
な
分
析
を
へ
て
同
箔
鏡
で
は
な
く
て
同
型
鏡
で
あ
る
と
断
定
す
る
根
拠

　
　
と
な
っ
た
鏡
は
、
右
に
指
摘
し
た
筋
傷
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
天
王
日
月
唐
草
文
胃
三
角
縁
二
神
歯
髄
鏡
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
の
同
学
鏡
は
第
二
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
な
か
で
認
め
ら
れ
る
同
童
言
と
し
て
先
ず
梅
原
が
問
題
に
し
、
網
干
氏
が
踏
返
し
に
よ
る
同
型
鏡
と
断
じ
、
八
賀
氏
が
原
型
か
ら
作
っ
た
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
つ
か
の
鋳
型
に
よ
る
同
型
鏡
で
あ
る
と
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
八
音
氏
の
同
型
鏡
説
に
賛
同
す
る
意
見
も
い
く
つ
か
表
明
さ
れ
た
。
八
賀
氏

　
　
の
研
究
の
後
さ
ら
に
一
面
が
発
見
さ
れ
て
、
現
在
は
九
面
が
知
ら
れ
て
い
る
（
同
箔
鏡
番
号
5
2
）
。

　
　
　
ω
神
戸
市
策
灘
区
本
山
町
岡
本
ヘ
ボ
ン
塚
古
墳

　
　
　
②
大
阪
府
東
大
阪
市
石
切
神
社
付
近
（
石
切
神
社
蔵
）

　
　
　
鋤
奈
良
県
北
葛
城
郡
河
合
町
佐
味
田
宝
塚
古
墳
（
破
片
）

　
　
　
ω
㈲
京
都
府
長
岡
京
市
長
法
寺
南
原
古
墳
A
・
B

　
　
　
㈲
京
都
府
綴
喜
郡
八
幡
町
大
芝
西
車
塚
古
墳

助
　
　
ω
岐
阜
県
大
垣
市
矢
道
町
長
塚
古
墳

礪，

�
i
窪
郡
南
欝
庭
禺
満
寺
嘉

撒
　
　
⑨
愛
知
県
犬
山
市
丸
山
町
白
山
平
東
之
宮
古
墳

問灘
　
い
ま
7
8
東
之
宮
鏡
の
画
面
を
基
準
に
し
て
、
石
切
鏡
（
『
丸
岡
隔
1
6
は
9
0
度
左
に
回
す
）
と
南
原
A
鏡
（
騨
古
鏡
』
揚
は
天
地
逆
）
を
参
照
し
な
が
ら

鞘
説
明
す
る
と
、
三
方
の
覆
は
問
題
が
な
い
・
左
辺
は
鉦
の
円
座
か
ら
獣
形
の
頭
頂
を
通
似
唐
蔓
帯
の
小
乳
の
上
を
横
切
・
て
外
曲
鋸
歯

鰯
文
に
至
・
．
下
辺
は
篠
中
央
か
ら
我
右
辺
は
円
座
か
ら
鐙
小
乳
を
へ
て
櫛
歯
文
ま
で
．
問
題
は
上
辺
で
、
篠
の
左
禦
ら
三
角

鮒
　
縁
内
側
に
至
る
傷
と
、
神
像
の
右
を
通
る
傷
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
を
鋳
型
の
面
傷
と
認
め
る
か
は
、
こ
れ
ら
の
鏡
を
実
見
し
た
と
き
に

餅三
　
決
め
た
い
。
筋
傷
で
な
い
方
は
鋳
造
を
重
ね
る
う
ち
に
生
じ
た
傷
で
あ
ろ
う
。
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⑤

　
精
細
な
鏡
の
実
測
図
を
作
成
し
て
、
同
箔
鏡
で
は
な
く
て
同
型
鏡
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
岸
本
直
文
氏
が
取
上
げ
た

の
は
、
7
0
兵
庫
県
権
現
山
五
一
号
墳
か
ら
発
掘
さ
れ
た
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
五
面
の
う
ち
の
一
面
、
陳
是
作
三
角
縁
四
神
二
獣
鏡
（
同
箔
鏡
番

号
9
）
で
あ
る
。
同
箔
鏡
は
五
面
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
ω
②
岡
山
市
湯
迫
車
塚
古
墳
A
・
B

　
㈹
兵
庫
県
揖
保
郡
御
津
町
申
島
権
現
山
五
一
号
墳

　
ω
京
都
府
相
楽
郡
山
城
町
椿
井
大
塚
山
古
墳

　
㈲
神
奈
川
県
平
塚
市
真
土
大
塚
山
古
墳

図
文
が
最
も
鮮
明
に
見
え
る
1
8
湯
迫
A
鏡
（
『
古
鏡
』
謝
）
に
つ
い
て
四
分
す
る
区
営
を
指
示
す
る
と
、
左
下
と
右
下
は
傘
松
形
、
右
上
は
神
像

の
右
、
内
密
大
乳
と
の
間
を
通
っ
て
外
心
鋸
歯
文
に
い
た
り
、
左
上
は
枕
下
の
「
相
」
の
字
を
横
切
っ
て
い
る
。
そ
し
て
鉦
の
中
央
に
円
形
粗

面
が
あ
り
、
ま
た
椿
井
鏡
の
銀
の
頂
部
に
は
や
や
不
自
然
な
高
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
他
の
同
値
鏡
の
鉦
は
平
滑
に
整
え
ら
れ
て
い

る
点
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
（
欄
鏡
の
時
代
扁
5
5
5
6
7
0
）
。

　
次
い
で
岸
本
直
文
氏
が
蝋
原
型
に
よ
る
同
型
鏡
説
を
再
議
す
る
基
と
な
っ
た
観
察
は
、
滋
賀
県
八
日
市
市
上
羽
田
町
雪
野
山
古
墳
か
ら
出
土

　
　
⑥

し
た
鏡
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
天
王
日
月
三
角
縁
唐
草
繭
紬
四
神
四
獣
鏡
（
同
耳
鏡
番
号
2
5
）
で
あ
っ
て
、
知
ら
れ
て
い
る
七
面
を
出

土
し
た
古
墳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
ω
圖
兵
庫
県
揖
保
郡
新
宮
町
松
山
吉
島
古
墳

　
圖
奈
良
県
北
葛
城
郡
河
合
町
佐
味
田
宝
塚
古
墳

　
簡
京
都
府
相
楽
郡
山
城
町
椿
井
大
塚
山
古
墳

　
㈲
滋
賀
県
八
日
市
市
上
羽
田
町
雪
野
山
古
墳

　
㈲
静
岡
県
浜
北
市
内
野
赤
門
上
古
墳
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三角縁神獣鏡の鋳造法と同箔鏡（小野山）

　
紛
出
土
地
不
明
（
個
人
蔵
）

45

ﾖ
井
鏡
は
接
合
箇
所
が
多
い
た
め
2
0
赤
門
上
鏡
に
つ
い
て
み
る
と
、
左
辺
は
下
の
獣
形
の
中
央
か
ら
外
区
鋸
歯
文
に
及
ぶ
筋
傷
と
、
右
辺
は

二
獣
形
の
間
を
通
っ
て
外
区
鋸
歯
文
に
至
る
筋
傷
と
が
は
っ
き
り
見
え
る
。
上
下
は
そ
れ
ぞ
れ
二
神
像
の
間
を
通
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け

れ
ど
も
、
写
真
で
は
明
瞭
で
な
い
。
そ
し
て
こ
の
同
箔
鏡
の
場
合
も
、
赤
門
上
騰
の
鐙
の
頂
部
は
平
滑
な
の
に
五
井
鏡
で
は
円
形
突
起
が
認
め

ら
れ
る
。

　
三
角
縁
盤
龍
鏡
は
、
観
察
が
不
十
分
だ
け
れ
ど
も
、
大
体
に
お
い
て
四
乳
の
方
向
に
四
つ
の
血
豆
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
鉦

の
頂
部
が
平
滑
な
も
の
と
円
形
突
起
を
も
つ
も
の
と
が
あ
る
（
『
綜
鑑
』
粥
～
餅
）
。
野
塩
の
時
代
』
に
掲
載
さ
れ
た
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
六
九
面

の
う
ち
、
鉦
の
頂
部
に
円
形
の
突
起
か
粗
面
を
も
つ
鏡
は
一
九
面
に
達
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
に
あ
っ
て
も
、
前
節
で
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鏡
背
鋳
型
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
と
同
じ
特
需
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
わ
ち
魔
窟
を
四
分
す
る
筋
傷
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
鏡
面
文
に
認
め
ら
れ
る
筋
傷
の
あ
り
方
が
同
じ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彷
製
鏡

も
舶
載
鏡
も
鋳
型
の
構
造
は
基
本
的
に
同
一
で
あ
っ
た
と
忍
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
の
特
徴
は
鏡
背
部
の
鋳
型
が
四
分
さ
れ
た
も
の
を
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

せ
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
証
拠
は
、
右
に
述
べ
た
筋
傷
す
な
わ
ち
甲
張
の
外
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
傘
松
形
文
様
と
そ
の

配
置
法
で
あ
る
。

　
①　
　
藤
丸
詔
八
郎
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
技
術
に
つ
い
て
1
零
露
鏡
番
号
6
0
鏡

　
群
の
場
合
1
」
（
前
掲
）
。

②
梅
原
末
治
「
上
代
鋳
造
に
就
い
て
の
一
所
見
」
お
よ
び
「
本
邦
古
墳
出
土
の
同

　
箔
鏡
に
就
い
て
の
一
二
の
考
察
」
（
前
掲
）
。

③
網
干
善
教
「
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
問
題
－
唐
草
文
帯
二
神

　
二
獣
鏡
の
同
型
鏡
に
関
連
し
て
一
」
（
前
掲
）
。

④
八
賀
晋
「
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究
一
同
苑
鏡
に
み
る
簿
の
補
修
と
補
刻

　
1
」
（
前
掲
）
。

⑤
岸
本
直
文
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
技
術
に
つ
い
て
の
～
試
論
」
（
前
掲
）

⑥
岸
本
直
文
「
雪
野
山
古
墳
副
葬
鏡
群
の
諸
問
題
」
（
前
掲
）
。

⑦
小
林
先
生
が
奈
良
市
大
和
田
町
富
雄
丸
山
古
墳
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
吾
作
三
角

　
縁
西
神
四
獣
鏡
を
指
示
し
て
、
「
鏡
背
を
十
字
形
に
分
割
し
、
分
割
線
上
に
突
出

　
し
た
乳
を
配
置
し
て
、
図
文
の
拡
大
や
模
作
を
容
易
に
す
る
方
法
を
採
用
し
た
」

　
と
説
明
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
（
「
「
倭
人
伝
」
と
三
角
縁
神
獣
鏡
」
財
団
法
人
大

　
阪
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
邪
馬
台
国
の
謎
を
解
く
一
弥
生
時
代

　
の
近
畿
と
九
州
1
』
、
一
九
八
二
年
）
、
こ
の
鏡
背
文
に
も
認
め
ら
れ
る
四
分
筋
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の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
筋
傷
は
乳
と
は
違
う
箇
所
に
あ
る
。

⑧
三
角
縁
神
獣
鏡
の
遅
し
い
復
原
制
作
が
行
わ
れ
て
い
る
。
北
九
州
鋳
金
研
究
会

　
「
銅
鏡
の
復
原
制
作
」
門
文
明
の
ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
竃
霧
①
鐸
讐
瞠
葦
超
畠
5
6
、
一

九
九
七
年
四
月
。
こ
の
5
6
号
を
受
取
っ
た
の
が
投
稿
後
で
あ
っ
た
た
め
に
、

成
果
を
小
論
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
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五
　
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
型
の
復
原
②
i
傘
松
形
文
様
か
ら
一

　
こ
れ
か
ら
問
題
に
し
ょ
う
と
い
う
傘
松
形
文
様
は
多
く
の
研
究
者
が
「
笠
松
形
」
と
記
す
図
形
で
あ
っ
て
、
傘
松
形
の
表
現
を
用
い
た
の
は

　
　
　
　
　
　
　
①

小
林
先
生
で
あ
っ
た
。
こ
の
図
形
が
鏡
背
文
の
な
か
で
持
っ
て
い
た
本
来
の
役
割
か
ら
す
る
と
、
以
下
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
柄
の
表
現
を
伴

う
傘
松
形
の
方
が
、
漢
字
の
も
つ
象
形
文
字
と
し
て
の
特
徴
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
て
相
応
し
い
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
傘
松
形
文
様
の
意
味
を
初
め
て
正
し
く
読
み
取
っ
て
、
施
と
解
釈
し
た
の
は
西
田
守
夫
氏
で
あ
っ
た
。
旋
と
い
う
の
は
、
毛
の
長
い
牛
の
尾

を
筆
墨
に
つ
け
た
旗
の
こ
と
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
旗
飾
が
三
角
縁
神
獣
鏡
の
図
文
に
お
い
て
、
神
像
や
獣
形
の
間
に
登
場
す
る
理
由

ま
で
は
、
そ
の
時
、
一
九
七
一
年
に
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
西
田
氏
は
最
近
、
滋
賀
県
野
洲
郡
野
洲
町
富
士
古
富
波
山
古
墳
か
ら
出
土
し

た
王
氏
作
甲
州
三
角
縁
四
神
四
獣
鏡
に
表
さ
れ
た
銘
文
中
の
「
仙
人
執
節
黒
中
庭
」
に
注
目
し
て
、
傘
松
形
は
節
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

③た
。
こ
の
鏡
は
鉦
を
挟
ん
で
一
直
線
上
に
傘
松
形
を
並
べ
、
神
像
と
獣
形
を
交
互
に
配
置
し
て
あ
る
。
そ
し
て
節
は
か
つ
て
主
張
し
た
旋
で
も

　
　
　
　
せ
い

同
じ
で
、
旛
、
施
節
な
ど
と
も
記
さ
れ
、
さ
ら
に
節
は
銭
と
組
合
わ
さ
れ
て
三
国
時
代
に
も
統
帥
権
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
、
大
庭
禅
学
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

成
果
な
ど
を
援
用
し
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。
大
庭
氏
に
よ
っ
て
、
節
の
意
味
と
そ
の
役
割
を
解
明
し
た
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
早
く
一
九
六

九
年
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
主
と
し
て
漢
代
か
ら
三
国
時
代
ま
で
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
節
の
由
来
は
竹
の
ふ
し
を
利
用
し
た
割
符

に
あ
る
と
い
う
。
大
庭
氏
は
鏡
の
傘
松
形
文
様
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
遼
陽
の
壁
画
に
よ
っ
て
節
で
あ
る
と
指
示
し
た
図
に
よ
る
と
、
こ
の

図
形
と
鏡
の
傘
松
形
文
様
が
同
種
の
も
の
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
大
庭
氏
の
研
究
成
果
か
ら
、
新
納
泉
氏
は
三
角
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

神
獣
鏡
の
傘
松
形
文
様
は
こ
の
節
に
違
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
私
も
こ
の
説
に
賛
同
す
る
。
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し
か
し
、
一
時
的
に
せ
よ
ま
た
限
定
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
皇
帝
の
権
力
を
象
徴
す
る
節
を
な
ぜ
仙
人
が
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
節
が
皇

帝
の
権
力
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
鏡
一
面
に
傘
松
形
一
個
で
よ
い
筈
で
あ
る
。

　
こ
の
疑
問
を
検
討
す
る
一
つ
の
手
が
か
り
は
、
先
ず
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鏡
背
文
に
お
け
る
傘
松
形
の
配
置
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
鏡
背

文
を
分
析
し
て
傘
松
形
の
配
置
法
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
の
も
小
林
先
生
で
あ
っ
た
。
傘
松
形
が
何
を
表
し
た
も
の
か
に
は
雷
及
し
な
い
で
、

乳
を
基
端
と
す
る
傘
松
形
四
個
を
十
字
形
に
配
置
す
る
の
が
試
作
段
階
で
あ
っ
て
、
鉦
を
結
ん
で
二
個
を
一
直
線
上
に
並
べ
る
方
式
を
傘
松
形

配
置
法
の
定
型
と
認
め
た
。
そ
の
後
森
下
章
司
氏
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
に
表
現
さ
れ
た
神
獣
像
の
変
化
を
取
上
げ
て
み
る
と
、
神
像
や
獣
形
の

数
に
変
化
を
も
た
せ
、
ま
た
そ
れ
ら
の
位
置
を
組
み
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
単
位
文
様
は
同
じ
で
も
鏡
背
文
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
製
作
し
て
い
る
よ
う
に
み
せ
る
た
め
、
傘
松
形
が
内
区
文
様
の
軸
線
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
単
位
文
様

の
組
替
に
よ
る
迅
速
な
鏡
背
文
様
の
仕
上
げ
は
、
同
齢
の
手
法
と
と
も
に
三
角
縁
神
獣
鏡
の
大
量
生
産
を
支
え
て
い
た
と
い
う
。

　
傘
松
形
を
十
字
形
に
配
置
す
る
の
は
、
四
分
さ
れ
て
い
る
鏡
背
の
鋳
型
を
接
合
す
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
節
が
本
来
も
っ
て
い
た
割
符
と
し

て
の
原
理
に
則
り
、
見
た
目
に
は
製
品
に
残
る
甲
張
を
目
立
た
な
く
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
そ
の
箇
所
の
整
形
を
簡
便
に
す
る
た
め
に
採
用

さ
れ
た
図
形
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
見
方
で
あ
る
。
甲
張
は
、
傘
の
骨
を
表
す
か
の
よ
う
な
数
条
の
突
堤
の
い
ず
れ
か
と
重
な
り
、
傘

の
形
を
上
下
に
重
ね
た
間
の
凹
ん
だ
箇
所
の
中
央
に
見
え
る
柄
の
突
線
を
通
る
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

　
た
だ
し
鏡
背
鋳
型
の
四
分
頃
よ
っ
て
生
じ
た
筋
傷
が
四
条
と
も
四
方
に
配
置
さ
れ
た
傘
松
形
を
必
ず
通
る
と
は
限
ら
な
い
。
三
角
縁
神
獣
鏡

に
つ
い
て
は
字
義
通
り
の
管
見
な
の
で
、
鏡
の
研
究
者
か
ら
御
教
示
を
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
十
字
形
配
置
の
傘
松
形

図
形
が
表
わ
さ
れ
て
い
て
、
四
方
向
に
筋
傷
を
も
つ
鵬
大
阪
府
柏
原
市
国
分
町
茶
臼
山
古
墳
出
土
の
新
作
徐
州
三
角
縁
神
獣
鏡
に
よ
っ
て
両
者

の
関
係
を
見
て
お
き
た
い
（
山
繭
鑑
』
4
0
は
9
0
度
右
へ
回
す
）
。
こ
の
鏡
は
「
新
作
明
寛
、
幽
凍
三
軍
、
銅
出
薫
製
、
師
出
洛
陽
、
…
…
」
の
銘
を

も
ち
、
先
客
と
洛
陽
を
め
ぐ
る
議
論
が
な
お
続
い
て
い
る
著
名
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鏡
の
図
文
は
傘
松
形
を
十
字
形
に
配
置
し
、
し
た
が
っ

て
鋳
型
は
ほ
ぼ
等
し
く
四
分
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
左
の
筋
傷
は
傘
松
形
の
軸
を
通
っ
て
基
端
の
乳
を
こ
え
、
銘
帯
と
外
接
鋸
歯
文
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を
や
や
斜
下
に
走
る
。
右
は
傘
松
形
の
軸
か
ら

外
区
鋸
歯
文
ま
で
ほ
ぼ
直
線
、
上
は
円
圏
座
、

有
三
重
弧
文
か
ら
傘
松
形
の
頂
部
を
掠
め
て
左

に
傾
斜
し
、
写
真
位
置
で
向
か
っ
て
左
の
神
像

体
部
か
ら
外
区
鋸
歯
文
ま
で
達
し
て
い
る
。
下

も
ほ
ぼ
同
じ
状
態
で
、
傘
松
形
の
軸
か
ら
は
少

し
左
に
外
れ
た
左
側
の
神
像
上
を
走
る
。

　
筋
傷
が
予
定
し
て
い
た
上
下
の
傘
松
形
か
ら

双
方
と
も
左
に
外
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
す
べ
き
か
は
今
の
と
こ
ろ
分
ら
な
い
。

と
す
る
と
、
鋳
型
の
分
割
箇
所
に
傘
松
形
を
配

置
し
た
と
い
う
想
定
が
誤
っ
て
い
た
か
と
い
う

と
そ
う
で
は
な
い
。
二
個
の
傘
松
形
を
一
直
線

に
並
べ
た
鏡
背
文
に
そ
の
証
拠
が
認
め
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
天
王
日
月
三
角
襟
幅
腰

帯
四
神
四
獣
鏡
を
み
る
と
（
口
絵
図
版
一
q
ゆ
、

『
鏡
の
時
代
」
4
4
4
6
）
、
4
4
で
は
上
下
方
向
に
、

46

ﾅ
は
右
上
か
ら
左
下
方
向
に
そ
れ
ぞ
れ
二
個

第2図　傘松形文様と銘枠，椿井大塚山古墳出土の天王・日月三角縁神獣鏡，

　　　　径23，5cm（京都大学総合博物館蔵）
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（3） （4）

第3図　三角縁神獣鏡鏡背の四分筋と傘松形文様

　　　（1）口絵図版一（1）の部分，（2）1の右（上）と左（下）

　　　（3）第2図の部分，（4）3の右（上）と左（下）
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の
傘
松
形
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
傘
松
形
の
軸
の
延
長
上
に
は
、
ま
た
そ
の
近
辺
に
も
重
傷
ら
し
い
も
の
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

獣
文
帯
の
一
部
を
し
め
る
「
天
王
日
月
」
銘
の
位
置
が
、
傘
松
形
の
延
長
線
か
ら
、
上
で
は
左
側
に
下
で
は
右
側
に
ず
ら
し
て
あ
る
（
第
3
図
）
。

円
い
銅
鏡
の
よ
う
に
同
心
円
を
デ
ザ
イ
ン
の
基
礎
と
す
る
文
様
に
あ
っ
て
は
、
放
射
状
文
様
の
主
要
な
軸
と
な
る
傘
松
形
に
対
し
て
、
八
箇
所

に
配
置
す
る
銘
枠
を
こ
の
よ
う
に
ず
ら
す
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
4
6
で
は
さ
ら
に
、
獣
文
業
の
銘
と
銘
で
区
切
ら
れ
た
区
画
に
お
い
て
、
獣

形
を
右
あ
る
い
は
左
に
寄
せ
て
、
傘
松
形
の
延
長
線
上
を
広
く
し
て
あ
り
、
傘
松
形
は
使
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
鋳
型
の
合
せ
目
に
当
る
と
推

測
さ
れ
る
、
傘
松
形
線
と
直
交
す
る
線
上
の
獣
形
も
同
じ
よ
う
に
一
方
に
寄
せ
て
広
い
箇
所
を
確
保
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
傘
松
形
線
上
お
よ
び

そ
れ
と
直
交
し
て
生
じ
る
筋
傷
す
な
わ
ち
甲
張
を
整
形
し
や
す
く
す
る
た
め
の
牛
黄
配
置
と
考
え
る
。
他
方
4
4
で
は
傘
松
形
を
入
れ
な
い
内
区

左
側
に
、
要
文
と
は
関
係
の
な
い
線
が
有
節
重
書
文
近
く
の
乳
の
左
か
ら
三
角
縁
の
外
側
ま
で
走
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
も
鋳
型
合

せ
目
の
筋
傷
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。

　
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
証
拠
を
示
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
も
雲
井
大
塚
山
古
墳
か
ら
発
見
さ
れ
た
鏡
の
　
つ
で
、
天
王
・
日
月
三
角
縁
三
文
帯

四
神
四
獣
鏡
で
あ
る
（
第
2
・
3
の
㈹
㈲
図
、
『
二
君
』
カ
ラ
ー
図
版
三
）
。
右
に
検
討
し
た
天
王
日
月
三
角
禽
獣
文
言
四
神
四
獣
鏡
と
比
較
す
る
と
、

殆
ど
同
じ
図
面
で
あ
る
が
神
像
も
獣
形
も
銘
文
の
あ
り
方
も
や
や
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鏡
が
二
個
の
傘
松
形
を
一
直
線
上
に
並
べ
る
の

も
、
右
の
鏡
と
同
じ
で
あ
る
が
、
傘
松
形
の
延
長
上
に
天
王
銘
の
枠
を
配
置
す
る
点
が
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
銘
枠
外
側
の
　
辺
は
も
と
も
と

一
直
線
で
あ
る
筈
の
も
の
な
の
に
、
そ
の
中
程
で
わ
ず
か
に
ず
れ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
鏡
が
円
形
回
文
デ
ザ
イ
ン
の
原
則
に
し
た

が
っ
て
傘
松
形
の
延
長
線
上
に
銘
枠
を
配
置
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
鋳
型
の
合
せ
目
の
筋
傷
を
上
手
に
処
理
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
か
、

多
少
の
ず
れ
が
生
じ
て
も
気
に
な
ら
な
く
な
っ
た
の
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
傘
松
形
の
軸
に
直
交
し
て
筋
傷
の
よ
う
な
線
が
、
左
で
は
乳

と
獣
形
の
問
に
、
右
で
も
獣
形
と
乳
と
の
間
に
認
め
ら
れ
、
こ
の
線
は
さ
ら
に
銘
枠
に
そ
っ
て
延
び
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
左
右
の
黒
枠
の
中

央
に
も
ず
れ
が
認
め
ら
れ
る
（
第
3
図
㈹
ω
）
。

　
つ
ま
り
魏
に
お
い
て
三
角
縁
神
獣
鏡
を
つ
く
る
と
き
、
四
分
さ
れ
た
鏡
背
文
の
鋳
型
を
前
提
に
し
て
文
様
構
成
を
行
っ
た
鏡
の
存
在
す
る
こ
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と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
の
分
割
箇
所
の
図
葉
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
の
が
、
そ
の
起
源
に
お
い
て
割
符
の
機
能
を
も
つ
節

で
あ
っ
た
。
節
の
図
文
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
割
し
た
部
分
が
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
に
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
た
だ
し
全
て
の
傘
松
形
図
形
が
こ
の
よ
う
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
鏡
の
図
無
構
成
か
ら
み
る
と
単
に
一
つ
の
構

成
要
素
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
鏡
は
前
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
甲
張
、
す
な
わ
ち
鏡
背
面
に
わ
ず
か
に
残
る
筋
傷

を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
鋳
型
の
合
せ
目
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
鏡
背
四
分
鋳
型
の
構
造
は
、
恐
ら
く
湯
口
の
位
置
と
関
係

が
深
い
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
右
で
述
べ
た
よ
う
に
、
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
が
鋳
造
さ
れ
る
と
き
に
も
四
分
さ
れ
た
鏡
背
鋳
型
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
鋳
型
で
鋳
造
さ
れ
た
鏡
は
、
同
型
鏡
で
あ
る
筈
が
な
く
、
同
箔
鏡
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
鏡
を
つ
く
る
た
め
に
溶

湯
を
注
ぐ
鋳
型
を
四
分
す
る
の
は
、
そ
の
鋳
型
を
何
回
か
使
う
予
定
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
個
の
鏡
背
部
鋳
型
よ
り
も
四
分
さ
れ
て
い
る

方
が
、
鋳
造
後
に
鋳
型
を
取
外
す
と
き
は
る
か
に
容
易
で
あ
る
。

①
小
林
行
雄
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究
一
型
式
分
類
編
1
」
『
京
都
大
学
文

　
学
部
紀
要
隔
1
3
、
一
九
七
一
年
（
同
『
古
墳
文
化
論
考
」
所
収
、
平
凡
社
、
一
九

　
七
六
年
）
。

②
　
西
田
守
夫
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
形
式
系
譜
諸
説
」
『
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
』

　
6
、
一
九
七
一
年
。

③
西
田
守
夫
「
三
角
縁
対
置
式
系
神
獣
鏡
の
解
文
－
「
神
守
」
街
巨
と
施
節
と

　
「
乳
」
を
め
ぐ
っ
て
i
」
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
5
5
、
　
九
九

　
三
年
。

④
大
庭
籍
「
漢
代
の
節
に
つ
い
て
一
将
髄
鞘
節
の
前
提
i
」
（
『
関
西
大
学
東

　
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
2
、
一
九
六
九
年
、
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
所
収
、
創

　
文
社
、
一
九
八
二
年
）
。
同
『
親
魏
倭
王
』
学
生
社
、
一
九
七
一
年
参
照
。

⑤
新
納
泉
「
王
と
王
の
交
渉
」
都
出
比
呂
志
編
門
古
墳
時
代
の
王
と
民
衆
』
古
代

　
史
復
元
6
、
講
談
社
、
　
一
九
八
九
年
。

⑥
森
下
章
司
「
文
様
構
成
・
配
置
か
ら
み
た
三
角
縁
神
獣
鏡
」
『
脂
血
大
塚
山
古

　
墳
と
三
角
縁
神
獣
鏡
』
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
一
九
八
九
年
春
季
企
画
展
図
録
、

　
京
都
大
学
文
学
部
、
　
　
九
八
九
年
。

六
　
魏
の
小
型
鏡
か
ら
三
角
縁
大
型
鏡
の
案
出
へ
一
卑
弥
呼
の
鏡
政
策
に
応
じ
て
i

三
角
縁
神
獣
鏡
に
は
、
魏
の
紀
年
銘
を
も
つ
い
わ
ゆ
る
紀
年
鏡
が
現
在
の
と
こ
ろ
四
面
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
呼
が
魏
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の
王
朝
に
使
を
送
っ
た
と
さ
れ
る
週
初
三
年
（
二
一
二
九
）
を
銘
文
中
に
記
し
た
三
角
縁
神
獣
鏡
が
、
㎜
島
根
県
大
原
郡
加
茂
町
神
原
神
社
古
墳

か
ら
出
土
し
、
さ
ら
に
魏
か
ら
銅
鏡
百
枚
を
ふ
く
む
さ
ま
ざ
ま
な
下
賜
品
が
送
り
届
け
ら
れ
た
と
『
魏
志
』
倭
人
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
正
始
元

年
（
二
四
〇
）
銘
を
も
つ
三
角
縁
神
獣
鏡
が
、
山
口
県
新
南
陽
市
富
田
竹
島
古
墳
、
脳
兵
庫
県
豊
岡
市
森
尾
市
尾
森
尾
古
墳
、
鵬
群
馬
県
高
崎

市
柴
崎
町
蟹
沢
柴
崎
古
墳
の
三
古
墳
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
面
出
土
し
て
い
て
、
こ
の
三
面
は
同
箔
で
あ
る
。

　
魏
の
紀
年
銘
を
も
つ
鏡
は
三
角
縁
神
獣
鏡
だ
け
で
は
な
い
。
景
初
三
年
画
文
帯
神
獣
鏡
が
蝦
大
阪
府
和
泉
市
上
代
町
黄
金
塚
古
墳
か
ら
出
土

し
て
お
り
、
『
三
国
志
』
に
は
勿
論
の
こ
と
他
の
い
か
な
る
史
書
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
「
景
初
四
年
」
と
い
う
紀
年
を
銘
文
に
入
れ
た
陳
工

作
盤
龍
鏡
が
醜
京
都
府
福
知
山
市
天
田
鷹
峯
一
五
号
墳
か
ら
発
掘
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
同
箔
鏡
が
辰
馬
考
古
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
分
っ
て
大
き
な
話
題
に
な
っ
た
。
ま
た
9
9
京
都
府
竹
野
郡
弥
栄
町
大
田
南
五
号
墳
か
ら
魏
の
青
龍
三
年
（
二
一
二
五
）
の
紀
年
銘
を
も
つ
方
格

　
　
　
　
　
　
　
②

規
矩
四
神
鏡
が
出
土
し
、
そ
の
同
箔
置
が
高
槻
市
安
満
富
山
古
墳
か
ら
も
発
掘
さ
れ
て
、
そ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
に
再
検
討
を
迫
り
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
賑
わ
せ
た
。

　
そ
れ
で
は
三
角
縁
神
獣
鏡
は
他
の
魏
鏡
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
の
初
歩
的
な
手
掛
り
と
し
て
、
魏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

紀
年
銘
を
も
つ
鏡
を
集
め
て
第
1
表
を
つ
く
っ
て
み
た
。
魏
の
鋳
造
法
と
係
り
の
深
い
鏡
の
大
き
さ
に
注
目
す
る
と
、
直
径
が
お
よ
そ
1
4
㎝
以

下
の
小
型
鏡
＝
面
と
、
1
7
㎝
前
後
の
中
型
鏡
七
面
と
、
2
3
㎝
前
後
の
大
型
鏡
五
面
の
三
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
型
鏡
五
面
の
う

ち
四
面
が
三
角
縁
神
獣
鏡
で
、
そ
の
な
か
の
珊
神
原
鏡
（
1
3
）
に
内
区
の
文
様
が
酷
似
し
て
い
る
の
が
、
三
角
縁
で
は
な
く
て
平
縁
の
皿
画
文

帯
神
獣
鏡
（
1
2
）
で
あ
る
。
こ
の
鏡
は
、
内
鼠
文
様
が
神
原
鏡
と
同
じ
く
神
獣
像
を
一
方
向
か
ら
見
る
よ
う
に
配
置
し
て
あ
る
の
に
、
景
初
三
年

の
紀
年
銘
を
含
む
銘
文
を
一
字
一
字
中
心
か
ら
読
む
よ
う
に
収
め
た
方
形
を
半
円
方
形
帯
の
文
様
帯
で
廻
ら
す
珍
し
い
例
で
あ
り
、
ま
た
画
文

帯
と
菱
告
文
か
ら
な
る
平
縁
を
も
つ
大
型
鏡
の
な
か
で
は
特
異
な
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
大
型
鏡
五
面
全
部
と
中
型
鏡
七
面
中
の
四
面
と
が
日

本
出
土
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
他
の
中
型
鏡
す
な
わ
ち
甘
露
五
年
獣
首
鏡
の
う
ち
黒
川
古
文
化
研
究
所
の
所
蔵
鏡
（
口
絵
図
版
一
嵩
）

は
出
土
地
が
全
く
分
ら
な
い
が
、
書
道
博
物
館
所
蔵
鏡
は
中
国
か
ら
将
来
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
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鋤表魏の紀年雛覧③

鏡名／出土地
　　　　　　　　大きさ
紀年　　西暦
　　　　　　　面径と型

所蔵または保管

（1）半円方形帯神獣鏡　伝湖南省長沙

（2）半円方形帯神獣鏡

（3）神獣鏡㈲　　　　　伝漸江省紹興

（4）神獣鏡（b）

（5＞　糾韮獣垂寛

（6）半円方形帯神獣鏡（a）湖北省那城

（7）半円方形帯神獣鏡（b｝湖北蟹隈城

（8）半円方形帯神獣鏡（c）湖北省那城

（9）半円方形帯神獣鏡

（1①　方格規矩四神鏡（a＞京都府竹野郡

　　　　　弥栄・峰山町大田南5号墳

（切　問罪規矩四神鏡（b）大阪府高槻市

　　　　　　　　　　　安臥宮山古墳

働　下文帯神獣鏡

（13｝　三三角糸象3申獣鏡

（1di

（IS

（la

（IZ

　　大阪府和泉市

上代町黄金塚古墳

　　島根県大原郡

加茂町神原神社古墳

a＄　三角縁神獣鏡〈c＞

盤鼻鏡（a）　　　京都府福知山市

　　　　　　　　天田広峯15号墳

盤龍門（b＞　　　　　　　宮崎県か

三角縁神獣鏡（a）山口県新南陽市

　　　　　　　　　富田竹島古墳

三角縁神獣鏡（b）　兵庫県豊岡市

　　　　　　　　　　森尾古墳

　　　　　　　　　群馬県高崎市

　　　　　　　柴崎蟹沢柴崎嘗墳

α9　半円方形帯環状乳神獣鏡

⑳　湖面鏡

⑫1）獣首鏡（a＞

㈱　獣首鏡（b）

㈲　規矩渦文鏡

黄酒二年　　22ユ　　11．7cm小

酌初二年　　221　　ユ1．7　小

黄初三年　222　　10．5　小

黄初三年　　222　　10．3　小

雨初三年　222　　11．6　小

黄初四年　　223　　13．0　小

止初四年　　223　　13．1　小

黄初四年　　223　　13．0　小

太和元年　　227　　17．0　中

青龍三年　　235　　17．4　中

泉屋博聞館

大谷女子大学資料館

大阪市立美術館

スウェーデン国立博物館

日本文化資料センター

湖北省那州市博物館

東京国立博物館

五島美術館

（元）木村貞造

弥栄・峰山町教育委員会

青龍三年　235　　17．4　中　　高槻布教育委員会

国初三年　　239　　23．0　大　　東京国立博物館

景初三年　239　23．0　大　　文化庁

（景初四年）　240　　16．8　中　　福知山市教育委員会

（下押四年）　240　　16．8　中　　辰馬考古資料館

正始元年　240　（22，7）大　　藤井一

正始元年　　240　　22．7　大　　京都大学総合博物館

正始元年　　240　　22，7　大　　東京国立博物館

正始五年

甘露四年

甘露五年

甘露五年

景元四年

244

259

260

260

263

13．0　小

13．2　小

16．6　中

16．6　中

14．0　小

五島美術館

五島美術館

黒川古文化研究所

書道博物館

五島美術館
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初
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
金
満
宮
山
鏡
に
お
い
て
「
青
龍
三
年
半
の
「
青
」
の
上
縁
を
横
切
る
筋
傷
（
甲
張
）
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
④

後
に
印
刷
さ
れ
た
写
真
で
は
、
ほ
ぼ
四
方
に
筋
傷
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
同
異
鏡
で
あ
る
9
9
大
田
南
鏡
で
当
た
っ
て
み
た
。
方
響
内
の
「
子
・

午
」
を
上
下
方
向
に
お
い
て
説
明
す
る
と
、
そ
の
筋
傷
に
相
当
す
る
も
の
は
、
下
の
L
字
形
の
右
に
あ
る
意
思
の
右
を
通
り
、
T
字
の
右
の
乳

と
墨
黒
内
の
「
巳
」
と
「
午
」
の
問
の
乳
を
こ
え
て
円
圏
座
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
線
の
延
長
上
で
、
鉦
の
円
市
座
と
「
子
」
の
左
側
の
乳
あ

た
り
ま
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
上
下
線
の
筋
傷
に
対
し
て
、
四
分
を
示
す
左
側
と
右
側
の
筋
傷
は
全
面
が
錆
に
覆
わ
れ
て
い
て
明

ら
か
で
な
い
。
し
か
し
三
角
縁
神
獣
鏡
に
も
、
四
分
鋳
型
を
組
合
わ
せ
た
背
傷
は
、
鉦
を
挟
ん
だ
一
つ
の
直
線
だ
け
が
目
立
っ
て
、
こ
れ
と
交

わ
る
方
向
の
筋
曳
の
見
え
に
く
い
例
が
珍
し
く
な
い
。
恐
ら
く
こ
の
同
翼
鏡
も
、
鏡
背
を
四
分
し
た
鋳
型
で
鋳
造
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
評
説
宮
山
鏡
で
は
、
鉦
の
円
圏
座
、
方
格
、
T
L
V
な
ど
い
た
る
と
こ
ろ
で
鋳
造
後
に
塾
を
使
っ
て
整
形
し
た
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
鏡
の
製
作
工
程
が
あ
ま
り
順
調
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
鏡
背
文
を
表
し
た
鋳
型
面
に
う
ね
り
や

凹
凸
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
筋
傷
を
一
方
は
太
く
明
瞭
に
、
二
方
は
細
線
で
残
し
て
い
る
の
が
、
黒
川
古
文
化
研
究
所
に
所
蔵
す
る
回
付
㎝
の
獣
立
面
で
あ
る
（
口
絵
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

版
一
②
）
。
鉦
か
ら
下
辺
に
向
っ
て
か
な
り
太
い
筋
傷
を
残
し
、
上
辺
に
は
細
か
な
筋
傷
が
、
鉦
孔
右
辺
の
鉦
座
の
外
辺
り
か
ら
「
甘
露
五
年
」

銘
の
「
露
」
を
横
切
っ
て
外
乱
犬
桜
文
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
右
は
糸
巻
形
に
外
接
す
る
箇
所
か
ら
葉
形
の
丸
み
を
削
い
で
銘
帯
に
及
ぶ
。
銘

帯
の
地
は
鋳
放
し
の
ま
ま
の
粗
い
肌
を
見
せ
、
「
公
」
と
「
保
」
の
問
を
細
か
な
白
線
が
横
切
っ
て
い
る
。
同
箔
の
獣
雲
鏡
も
、
下
辺
の
同
じ

箇
所
に
太
い
筋
傷
を
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
黒
川
鏡
の
皇
籍
に
は
、
鋳
造
冠
の
調
整
と
考
え
ら
れ
る
低
い
凹
凸
が
全
面
に
認
め
ら
れ
る
。
現
在
、

書
道
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
雲
箔
の
落
首
鏡
に
つ
い
て
一
九
二
二
年
に
紹
介
し
た
梅
原
末
治
は
、
こ
の
文
様
が
漢
鏡
に
比
べ
て
著
し
く
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

式
化
し
て
い
る
点
と
、
し
か
も
獣
首
鏡
が
魏
の
時
代
に
な
お
存
在
す
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。

　
景
初
四
年
雪
嵐
鏡
の
二
面
魏
に
つ
い
て
は
、
写
真
図
版
だ
け
で
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
乳
を
前
に
し
て
向
き
合
う
二
獣
の
頭
上
に
「
景
初

四
年
」
銘
の
あ
る
方
を
上
に
置
く
と
、
上
と
下
と
、
お
よ
び
そ
の
線
に
交
る
左
と
右
の
乳
の
方
向
に
四
分
さ
れ
た
鏡
背
鋳
型
を
組
合
わ
せ
て
鋳
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造
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
小
型
鏡
の
場
A
口
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
四
分
し
た
鏡
背
文
の
鋳
型
を
使
っ
た
よ
う
に
見
え
る
越
南
は
黄
初
二
年
（
～
＝
＝
）
鏡
に
も
、
景
元
四

年
（
二
六
三
）
鏡
に
も
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
鋳
造
法
は
魏
の
ほ
ぼ
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
技
法
が
何

時
頃
か
ら
導
入
さ
れ
た
か
は
、
む
し
ろ
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
梅
原
末
治
『
漢
三
国
六
朝
紀
年
鏡
図
説
』
に
よ
っ
て
写
真
図
版
だ
け
で
検
討

し
た
と
こ
ろ
で
は
、
光
和
元
年
獣
宝
鏡
（
一
七
八
年
、
漢
1
7
）
や
、
建
安
十
年
重
合
神
獣
鏡
二
面
（
二
〇
五
年
、
漢
2
8
）
に
、
類
似
し
た
痕
跡
が
認

め
ら
れ
る
の
で
、
二
世
紀
宋
頃
か
ら
始
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
三
国
時
代
の
呉
に
お
い
て
も
、
小
型
鏡
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
が
、
鏡
背
四
分
鋳
型
の
鋳
造
に
よ
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
ま
だ
検
討
し
て
い
な
い
。

　
さ
て
、
小
型
鏡
が
主
流
を
占
め
る
三
国
時
代
に
お
い
て
、
な
ぜ
直
径
が
2
3
㎝
も
あ
る
三
角
縁
神
獣
鏡
の
よ
う
な
大
型
鏡
が
つ
く
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
小
林
先
生
は
魏
の
皇
帝
の
一
尺
鏡
（
漢
の
一
尺
は
2
3
㎝
）
を
作
れ
と
い
う
命
を
受
け
て
、
日
頃
は
五
、
六
寸
の
小
鏡
し
か
作
っ
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

か
っ
た
工
人
が
急
に
大
き
な
鏡
を
製
作
す
る
さ
い
破
れ
に
く
い
よ
う
に
三
角
縁
を
補
強
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
た
。
し
か
し
何
故
一
尺
か
の
説

明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
の
問
題
の
解
明
に
　
つ
の
道
筋
を
示
し
て
い
る
の
が
、
私
は
中
型
鏡
の
存
在
と
考
え
る
。
中
国
で
出
土
す
る
盤
結
盟
が
径
8
～
1
2
㎝
の
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

型
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
景
初
四
年
盤
龍
鏡
は
径
が
⑥
㎝
で
あ
る
か
ら
、
日
本
だ
け
か
ら
出
土
す
る
三
角
縁
盤
龍
鏡
が
2
5
㎝
前
後
の
大
型
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

で
あ
る
の
と
比
べ
る
と
中
間
的
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
さ
ら
に
小
型
鏡
に
は
な
く
て
大
型
鏡
が
も
つ
四
乳
の
配
置
お
よ
び
小
型
鏡
で
は
龍
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

虎
が
二
体
な
の
に
大
型
鏡
の
場
合
に
は
四
体
表
現
で
あ
る
点
が
空
薫
四
年
鏡
と
共
通
す
る
、
と
岡
村
秀
典
氏
は
強
調
す
る
。
景
初
四
年
鏡
と
は

違
っ
て
、
青
龍
三
年
方
言
規
矩
四
神
鏡
は
鏡
背
文
に
新
し
く
加
え
た
要
素
が
認
め
ら
れ
な
い
。
類
例
が
少
な
す
ぎ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
違
い
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
型
鏡
の
鋳
造
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
鏡
工
人
が
直
径
の
大
き
な
鏡
を
製
作

し
よ
う
と
し
た
時
、
景
初
四
年
盤
谷
鏡
の
工
人
は
鋳
型
に
そ
の
機
能
を
正
常
に
保
つ
た
め
の
四
つ
の
乳
を
入
れ
て
工
夫
し
、
青
龍
三
年
春
格
規

矩
四
神
鏡
の
工
人
は
有
効
な
手
立
て
を
講
じ
な
か
っ
た
た
め
に
、
鋳
造
後
の
鏡
背
面
に
凹
凸
が
生
じ
、
塾
を
使
っ
て
大
幅
に
調
整
せ
ざ
る
を
え
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⑧

な
か
っ
た
と
。
甘
露
五
年
獣
首
鏡
に
お
い
て
も
、
そ
の
技
術
的
欠
陥
が
同
じ
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
鏡
工
房
に
お
け
る
技

術
的
伝
統
の
違
い
、
工
人
の
能
力
差
に
よ
っ
て
異
な
る
成
果
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
、
十
分
に
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
三
角
縁
神
獣
鏡
は
直
径
が
さ
ら
に
大
き
い
。
統
計
的
な
数
値
に
よ
る
と
、
径
2
0
～
2
5
㎝
の
間
に
三
角
縁
神
獣
鏡
の
9
0
％
が
収
ま
り
、
長
径
の

　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

平
均
は
3
。
㎝
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
型
鏡
で
あ
る
三
角
縁
神
獣
鏡
に
は
、
第
1
表
に
示
し
た
通
り
四
面
の
紀
年
鏡
が
含
ま
れ
て

　
　
　
2
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

い
る
。
径
翫
㎝
の
景
初
三
年
三
角
縁
神
獣
鏡
一
面
と
径
乳
㎝
の
正
始
元
年
三
角
縁
神
獣
鏡
三
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
角
縁
神
獣
鏡
は
い
ず
れ

　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
2

も
外
区
が
厚
く
て
三
角
縁
が
低
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
さ
ら
に
景
初
三
年
三
角
二
神
孟
春
の
内
診
文
様
は
、
景
初
三
年
画
文
帯
神
獣
鏡
の
そ

れ
に
酷
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
角
縁
の
大
き
さ
は
、
低
い
も
の
か
ら
高
い
も
の
へ
と
推
移
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
連
動
し
て
、
外

区
の
厚
さ
が
厚
い
も
の
か
ら
薄
い
も
の
へ
変
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
三
角
縁
成
立
の
変
換
点
に
和
泉
黄
金
塚

鏡
と
神
原
鏡
の
相
違
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
魏
に
お
い
て
大
型
鏡
を
製
作
す
る
に
至
っ
た
情
況
を
少
し
大
胆
に
推
測
し
て
み
よ
う
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
恐
ら
く
邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥

呼
の
意
を
帯
し
て
、
使
者
が
魏
に
大
型
の
鏡
を
要
望
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
倭
人
の
求
め
に
応
じ
て
、
す
で
に
青
龍
三
年
鏡
の
よ
う

な
中
型
鏡
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
女
王
の
望
み
を
叶
え
る
こ
と
が
で
き
る
大
き
さ
の
鏡
を
鋳
造
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
魏
の

鏡
工
人
た
ち
は
、
径
が
2
4
㎝
も
あ
る
大
型
鏡
、
す
な
わ
ち
景
初
三
年
感
文
帯
神
獣
鏡
を
何
と
か
し
て
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
時
、
鏡

の
径
を
大
き
く
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
老
体
が
か
な
り
大
き
く
波
打
つ
状
態
に
な
り
や
す
い
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
ま
た
鋳
型
の
鏡
背
面
を
平
ら
に

保
つ
た
め
、
四
分
さ
れ
た
鏡
背
部
鋳
型
の
周
縁
に
補
強
を
加
え
た
の
が
三
角
縁
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
。
し
た
が
っ
て
初
め
は
神
原
鏡

や
紫
崎
鏡
な
ど
の
よ
う
な
低
い
三
角
縁
で
あ
り
、
こ
の
工
夫
が
成
功
し
た
こ
と
を
知
っ
て
、
後
漢
か
ら
続
く
鏡
体
の
凸
面
化
を
一
段
と
進
め
て

鏡
体
を
強
く
し
、
さ
ら
に
三
角
縁
を
大
き
く
し
て
大
型
の
三
角
縁
神
獣
鏡
を
迅
速
に
つ
く
る
体
制
を
整
え
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
単
位
文
様
を
組
替
え
る
だ
け
で
新
奇
な
献
進
文
を
つ
く
り
、
鋳
造
後
に
鋳
型
を
取
外
す
こ
と
の
容
易
な
鏡
背
部
四
分
鋳
型
を
使
っ
て

次
々
と
同
箔
鏡
を
鋳
造
し
、
鏡
の
量
産
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
役
割
は
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
多
乳
化
も
鋳
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三角縁神獣鏡の鋳造法と同箔鏡（小野山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

造
の
迅
速
化
の
た
め
に
加
え
ら
れ
た
工
夫
の
一
環
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
新
し
い
視
点
か
ら
検
討
を
行
い
推
論
を
重
ね
て
く
る
と
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は
卑
弥
呼
の
要
望
に
応
じ
て
、

魏
で
工
夫
さ
れ
製
作
さ
れ
た
鏡
と
し
て
か
な
り
自
然
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
小
林
先
生
が
提
唱
さ
れ
た
三
角
縁

　
　
　
　
　
⑫

神
獣
鏡
特
鋳
説
が
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
妥
当
な
見
解
と
認
め
ら
れ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
卑
弥
呼
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
大
型
の
鏡
を
熱
望
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
⑬

　
伝
世
鏡
の
存
在
が
恐
ら
く
卑
弥
呼
に
大
型
鏡
を
求
め
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
後
漢
鏡
で
あ
る
方
格
規
矩
四
神
鏡
や
内
灘
花
文
鏡
が
、

祭
祀
の
象
徴
と
し
て
、
各
地
の
共
同
体
の
首
長
に
よ
っ
て
伝
世
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
卑
弥
呼
は
知
っ
て
い
た
。
伝
世
鏡
の
多
く
は
直
径
が
2
2
～

24

p
前
後
あ
っ
た
。
中
国
王
朝
の
権
威
に
よ
っ
て
各
地
の
首
長
へ
の
統
率
力
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
卑
弥
呼
に
と
っ
て
、
直
径
が
1
7
㎝
前
後
は

あ
る
中
型
鏡
で
も
、
首
長
た
ち
の
保
持
す
る
径
2
2
～
2
4
㎝
前
後
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
や
千
行
花
文
鏡
に
比
べ
て
見
劣
り
し
、
満
足
で
き
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
。
大
型
鏡
で
あ
る
三
角
縁
神
獣
鏡
を
大
量
に
入
手
し
て
、
卑
弥
呼
と
そ
の
後
続
者
た
ち
は
伝
世
鏡
に
対
抗
し
う
る

大
き
さ
の
三
角
縁
神
獣
鏡
を
各
地
の
首
長
に
配
布
し
た
。

　
三
世
紀
か
ら
続
く
大
型
鏡
へ
の
憧
れ
は
、
一
部
で
独
自
の
文
様
を
案
出
し
な
が
ら
も
、
四
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
さ
ら
に
大
型
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

銅
鏡
を
う
み
出
す
。
そ
れ
ら
の
鏡
に
は
神
獣
鏡
、
方
格
規
矩
四
神
鏡
、
内
行
花
文
鏡
の
系
譜
を
追
う
こ
と
が
で
き
、

　
　
勾
玉
文
鏡
3
6
㎝
大
阪
府
茨
木
市
宿
久
庄
紫
金
山
古
墳

　
　
雛
龍
鏡
4
5
㎝
山
口
県
柳
井
市
柳
井
茶
臼
山
古
墳

　
　
方
格
規
矩
四
神
鏡
2
9
㎝
奈
良
県
北
葛
城
郡
広
陵
町
大
塚
新
山
古
墳

　
　
直
弧
文
鏡
2
8
㎝
奈
良
県
北
葛
城
郡
広
陵
町
大
塚
新
山
古
墳

　
　
内
行
花
文
鏡
4
0
㎝
奈
良
県
天
理
市
柳
本
町
大
塚
古
墳

　
　
内
行
花
文
鏡
4
7
㎝
福
岡
県
糸
島
郡
前
原
町
有
田
平
原
遺
跡
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な
ど
が
著
名
で
あ
る
。

そ
し
て
銅
鏡
の
呪
縛
か
ら
い
く
ぶ
ん
か
一
時
的
に
解
放
さ
れ
た
の
は
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
時
代
で
あ
っ
た
。

①
樋
口
隆
康
「
日
本
出
土
の
魏
鏡
」
門
東
方
学
会
創
立
四
＋
周
年
記
念
東
方
学
論

　
集
』
一
九
八
七
年
。
財
団
法
人
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
謎

　
の
鏡
－
卑
弥
呼
の
鏡
と
衆
初
四
年
銘
鏡
』
、
岡
朋
舎
出
版
、
一
九
八
九
年
。
田

　
中
琢
「
「
景
初
四
年
」
銘
鏡
と
三
角
縁
神
獣
鏡
」
門
辰
馬
考
古
資
料
館
考
古
学
研
究

　
紀
要
』
2
、
～
九
九
一
年
。
三
角
縁
盤
与
国
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
は
異
な
る
神

　
獣
帯
よ
り
優
れ
た
技
術
的
伝
統
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
¶
銅
鏡
百
枚
」
の
な
か
に
は
こ
の
陳
蓬
作
盤
龍
鏡
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

　
る
の
で
、
当
時
の
情
況
を
推
測
す
る
と
、
百
枚
の
鏡
を
鋳
造
す
る
た
め
に
魏
と
呉

　
か
ら
多
く
の
鏡
工
人
が
集
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
盤
欝
欝
の
工
人
は
、
こ
の
時

　
に
は
大
型
の
鏡
ま
で
製
作
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
後
に
直
径
が

　
2
4
㎝
も
あ
る
均
整
な
言
文
構
成
を
も
つ
四
乳
だ
け
の
大
型
の
一
二
角
縁
盤
龍
鏡
を
作

　
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
推
測
す
る
。

②
弥
栄
町
教
育
委
員
会
編
『
大
田
南
五
号
墳
㎞
一
九
九
四
年
。
罵
言
殊
「
日
本
出

　
土
の
青
龍
三
年
銘
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
つ
い
て
…
呉
の
工
匠
の
三
角
縁
神
獣
鏡

　
日
本
製
作
説
を
兼
ね
て
一
」
「
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
情
報
』
5
4
、
～
九
九
四
年
。

　
京
都
府
竹
野
郡
弥
栄
町
編
『
鏡
が
語
る
古
代
弥
栄
㎞
青
龍
三
年
鏡
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
の
記
録
、
弥
栄
町
役
場
、
一
九
九
五
年
。

③
括
弧
内
の
紀
年
は
実
在
し
な
い
。
面
径
の
括
弧
は
破
片
接
合
の
た
め
。
こ
の
表

　
は
、
梅
原
末
治
『
漢
三
国
六
朝
紀
年
髪
結
説
』
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
資

　
料
指
輪
第
一
祷
、
一
九
四
三
年
（
復
劾
版
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
四
年
）
、
同

　
「
漢
三
国
六
朝
紀
年
鏡
総
目
」
（
咽
考
古
学
雑
誌
』
4
0
の
4
、
一
九
五
五
年
三
月
）
、

　
樋
口
隆
康
「
卑
弥
呼
の
銅
鏡
百
枚
」
「
歴
史
と
人
物
』
一
九
七
八
年
一
月
（
『
展
望

　
ア
ジ
ア
の
考
古
学
㎞
（
前
掲
）
所
収
）
、
同
「
漢
六
朝
紀
年
鏡
新
集
録
」
『
橿
原
考

　
古
学
研
究
所
論
集
』
1
1
、
一
九
九
四
年
、
お
よ
び
財
団
法
人
五
島
美
術
館
学
芸
部

　
編
繋
朋
漢
か
ら
元
時
代
の
紀
年
鏡
』
（
五
島
美
術
館
展
覧
図
録
V
一
＝
二
、
一
九

　
九
二
年
）
に
よ
り
、
必
要
最
少
の
項
目
を
選
ん
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

　
ぞ
れ
の
鏡
に
つ
い
て
の
情
報
と
さ
ら
に
詳
し
い
「
紀
年
鏡
聚
成
」
に
つ
い
て
は
近

　
藤
喬
～
氏
の
「
西
晋
の
鏡
」
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
五
一
日
本
出
土
鏡
に
か
か

　
わ
る
諸
問
題
』
国
立
歴
史
罠
俗
博
物
館
研
究
報
告
5
5
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

④
『
安
満
宮
山
古
墳
』
（
前
掲
）
。

⑤
梅
原
末
治
「
獣
嫁
鏡
に
就
い
て
」
『
史
林
』
7
の
4
、
一
九
二
二
年
一
〇
月

　
（
同
『
鑑
鏡
の
研
究
』
所
収
、
一
九
二
五
年
）
。

⑥
小
林
行
雄
「
三
角
縁
神
獣
鏡
を
め
ぐ
っ
て
」
森
将
軍
塚
古
墳
発
掘
調
査
団
編

　
『
史
跡
森
将
軍
塚
古
墳
隔
所
収
の
一
九
八
三
年
八
月
二
～
日
に
行
わ
れ
た
講
演
の

　
記
録
、
長
野
県
更
埴
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二
年
。

⑦
岡
村
秀
典
「
三
角
縁
神
獣
鏡
と
伝
世
鏡
」
白
石
太
一
郎
編
『
古
代
を
考
え
る
古

　
墳
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
。

⑧
青
龍
三
年
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
関
連
し
て
規
矩
鏡
を
魏
の
鏡
と
す
る
と
、
中
型

　
鏡
と
小
型
鏡
の
面
径
に
よ
る
分
類
は
第
1
表
と
違
っ
て
く
る
が
、
径
が
2
0
㎝
前
後

　
の
例
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
福
永
伸
哉
「
青
龍
三
年
鏡
と
三
角
縁
神

　
声
調
」
（
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
三
八
八
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

⑨
田
中
琢
『
古
鏡
』
日
本
の
原
始
美
術
8
、
講
談
社
、
一
九
七
九
年
。

⑩
新
納
泉
「
権
現
山
畠
群
の
型
式
学
的
位
置
」
近
藤
義
郎
編
咽
権
現
山
五
百
万
墳

　
…
兵
庫
県
揖
保
郡
御
津
町
1
』
（
前
掲
）
。

⑪
福
永
伸
哉
氏
の
「
彷
理
工
角
縁
神
獣
鏡
の
編
年
と
製
作
背
景
」
（
『
考
古
学
研

　
究
』
4
1
の
一
、
一
九
九
四
年
六
月
）
で
は
、
乳
配
麗
の
変
遷
を
基
準
に
し
た
新
し
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い
編
年
が
試
み
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
鏡
背
文
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、
大
き
す

　
ぎ
る
ば
か
り
で
な
く
多
す
ぎ
る
乳
が
な
ぜ
用
い
ら
れ
た
か
を
、
鋳
銅
技
術
の
観
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す

　
か
ら
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
大
き
な
乳
の
頂
部
に
津
で
は
な

　
い
か
と
見
ら
れ
る
物
質
を
も
つ
鏡
が
あ
る
。
鋳
型
に
お
い
て
大
き
な
乳
の
上
部
に

　
は
一
種
の
ガ
ス
抜
き
装
置
が
備
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。

⑫
小
林
行
雄
『
女
王
国
の
出
現
』
（
前
掲
）
お
よ
び
「
「
倭
入
伝
」
と
神
獣
鏡
」

　
（
前
掲
）
。
蕪
角
縁
神
獣
鏡
と
い
う
の
は
、
鏡
を
使
う
も
の
に
は
か
な
り
重
い
鏡
、

　
そ
の
う
え
身
体
の
　
部
に
当
た
る
と
そ
の
三
角
縁
の
縁
端
と
縁
頂
が
強
す
ぎ
る
感

　
触
を
与
え
る
鏡
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
鏡
を
好
む
風
習
は
、
魏
の
人
々
に
と
つ

　
て
は
東
夷
の
蛮
風
と
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
三
国
南
北
朝
時
代
に
使
わ
れ
た

　
銅
鏡
の
主
流
は
小
型
鏡
で
あ
っ
た
。

⑬
小
林
行
雄
「
古
墳
の
発
生
の
歴
史
的
意
義
」
「
史
林
隔
3
8
の
一
、
　
九
五
五
年

　
一
月
（
同
『
古
墳
時
代
の
研
究
』
所
収
、
青
木
轡
店
、
一
九
六
一
年
）
、
同
門
女

　
王
国
の
出
現
」
国
民
の
歴
史
1
、
文
英
堂
、
｝
九
六
七
年
。

⑭
田
中
琢
『
古
鏡
』
（
前
掲
）
。
鏡
の
径
は
㎜
の
位
を
四
捨
五
入
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
｛
凧
都
L
入
学
名
誉
教
授
　

）

三角縁神獣鏡の鋳造法と同萢鏡（小野山）
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Moulds　for　Large　Bronze　Mirrors　with　Triarigular－in－section　Rims

　　　　　三角縁神獣鏡，Are　They　Two－piece　or　Five－piece　？

by

ONoyAMA　Setsu

　　It　is　widely　accepted　that　bronze　mirrors　with　a　triangular－in－section　rim　were

cast　with　a　two－piece　mould：　・one　flat　image－face　and　its　backside　with　a　centre

knob　and　｝ots　of　decoration．　An　aperture　is　prepared　in　any　part　of　the　rim，　and

then　molten　metal　was　poured　into　the　mould．

　　Could　we　believe　that　there　is　conclusive　evidence　for　tlte　reconstruction

above？　Observing　in　detail　the　decoration，　we　find　some　marks　that　suggest　a

four－piece　mould　for　their　backside．　There　are　two　kinds　of　marks；one　is

represented　by　four　small　lines　in　cruciform　as　casting　searns，　escaped　from　being

fled　and　polished　off。　The　other　is　found　on　the　motif　of　Kasa〃zatsu－gata笠松形；

the　word　comes　from　the　resemblhnce　with　an　umbrella－like　pine－tree．　This

motif，　a　kind　of　flag，　is　the　representation　of　Chieh節，　the　sylnbol　of　a　certa血

part　of　the　power　which　the　Ernperor　of　the　Han　Dynasty　granted　to　his

messengers．　The　Chieh　derived　its　origin　from　a　bamboo　joint，　which　proved

that　the　messenger　with　a　split　bamboo　was　the　very　person　to　whom　the

Emperor　granted　his　authenticity；　he　had　to　show　his　identhication　by　joining　his

piece　to　another．　And掘s　system　persisted　ilto　the既∫魏Dynasty．　For

casting　large　bronze　mirrors　it　was　also　necessary　that　the　four　pieces　of　mould

for　the　backside　were　joined　together　in　perfect　accordance．

　　Tken，　moiten　metal　was　poured　into　the　mould　through　the　aperture　set　at　the

centre　of　the　backside，　the　conjoint　part　of　the　four　pieces．　After　the　casting　jet

was　knocked　off，　normaHy　its　remainder　was　to　be　filed　and　polished　off．

Nevertheless，　it　is　possible　to　see　the　traces　on　the　top　of　some　knobs　of　large

bronze　mi　rors　with　triangular－in－sectioR　imis．　This　was　ar｝　improved　techique

that　made　easy　the　production　of　iarger　mirrors；　the　circular　rim　of　triangular－in－

section　made　it　possib｝e　to　retain　horizontal　stability　for　the　joints　of　the　mould

backside　pieces．

　　It　has　been　said　that　this　kind　of　mirrors　were　awarded　to　the　Queen　Himifeo卑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（132）



弥呼of　Yamαtai邪馬台State　by　the　Emperor　of　Wei　nt．　In　compliance　With　her

wishes　to　have　larger　mirrors，　the　artisans　of　the　Wei　nt　Court　established　this

technological　innovation．

　　When　was　the　five－piece－rnould　technique　devised　？　Now　we　are　faced　with

the　new　question　awaiting　solutioR，　of　which　1　am，　at　present，　of　opmion　that　it　was

the　second　haif　of　the　Later　Han．

Emergence　of　the　undying　Tenno　in　the　Heian　Period

by

HoRI　Yutaka

　　After　the　11th　century，　the　death　of　Tenno’s　natural　body　began　to　be

concealed　until　the　next　Tenno’s　accession　to’　the　throne　was　imished．　As　long　as

there　was　no　successor，　the　Tenno’s　death　was　not　aclmitted．　After　the　decision

on　the　succession，　the　dead　Tenno　“abdicated”　and　thereupon　his　death　was

announced　as　the　death　of　a　common　man．　The　ceremony　was　called　“Nyozai　no

gi（如在之儀）”which　meant　that　the　dead　Tenno’s　body　was　dealed　With　just

like　he　was　alive．

　　On　the　other　hand　in　the　6th　to　7th　century　the　death　of　Ookm（大王）’s

natural　body　was　instantly　admitted　after　his　death　as　the　death　of　ruling　kmg．

This　implies　that　in　the　11th　century　the　fundamental　idea　of　the　succession　of　the

throne　and　disposition　of　the　Tenno　had　changed．

　　After　the　change　the　importance　and　continuity　of　Tenno’s　position　was　given

more　priority．　The　change　can　be　explained　as　follows．　ln　the　6th　and　7th

century，　Tenno　hirnslf　sacred，　but　after　the　11th　century　he　began　to　rely　on

other　t姐ngs，　such　as　the　three　regalia（“Sansyu　no　ji　gi（≡：種の神器）”）for　his

authority．
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