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【
要
約
】
考
古
学
に
お
け
る
伝
世
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
は
、
伝
世
品
論
に
代
表
さ
れ
る
重
要
な
学
説
が
あ
る
～
方
、
そ
の
存
否
の
認
定
や
歴
史
的
解

釈
に
つ
い
て
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
本
稿
で
は
古
墳
時
代
の
鏡
を
対
象
と
し
て
、
伝
世
の
存
在
、
そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
所
を
推
測
す
る

た
め
の
基
礎
的
な
手
続
き
を
提
示
し
た
。
伝
世
が
発
生
す
る
本
質
的
な
要
因
と
し
て
そ
の
器
物
の
保
有
主
体
が
集
団
に
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
と
考
え
、
ま

た
逆
に
そ
れ
を
保
持
し
た
集
団
あ
る
い
は
集
団
と
個
入
と
の
関
係
が
伝
世
の
形
態
に
反
映
す
る
と
推
論
し
た
。
古
墳
時
代
の
鏡
は
、
首
長
個
人
へ
の
帰
属

性
と
と
も
に
、
首
長
を
支
え
る
集
団
に
本
源
的
な
保
有
主
体
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
。
古
墳
に
副
葬
さ
れ
た
器
物
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
保
有
形
態
は
鏡

に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、
首
長
墳
系
列
の
動
向
な
ど
と
比
較
し
て
鏡
と
集
団
と
の
関
係
を
検
討
す
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
一
巻
照
号
　
一
九
九
八
年
七
月

［
　
は
　
じ
　
め
　
に

伝世（森下）の

ω
　
伝
世
の
考
古
学
的
意
義

伝
世
と
い
う
現
象
の
実
態
を
、
具
体
例
に
則
し
て
考
古
学
的
に
検
討
し
、
器
物
が
ど
の
よ
う
に
保
有
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
伝
世
の
考
古
学
的
な
意
義
に
は
じ
め
て
着
目
し
た
の
は
梅
原
来
治
で
あ
る
。
梅
原
は
、

古
墳
か
ら
出
土
し
た
中
国
鏡
の
中
に
、
製
作
後
長
期

鏡
　
間
を
経
た
後
に
副
葬
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
中
国
鏡
の
製
作
年
代
を
も
っ
て
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古
墳
の
年
代
を
直
接
決
定
す
る
方
法
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
以
後
、
伝
世
は
年
代
決
定
の
際
に
常
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
要
素
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
一
方
、
年
代
論
と
は
別
に
、
伝
世
を
活
用
し
た
画
期
的
な
研
究
が
あ
ら
わ
れ
た
。
小
林
行
雄
の
伝
世
鏡
論
で
あ
る
。
小
林
は
、
梅
原
末
治
に

よ
る
鏡
の
伝
世
の
発
見
を
受
け
て
さ
ら
に
検
討
を
深
め
、
古
墳
か
ら
出
土
す
る
古
い
時
期
の
中
国
鏡
は
、
弥
生
時
代
中
ご
ろ
に
日
本
に
も
た
ら

さ
れ
た
後
、
古
墳
時
代
の
開
始
に
至
る
ま
で
伝
世
し
た
も
の
と
考
え
た
。
そ
れ
ら
は
弥
生
時
代
に
お
い
て
は
共
同
体
の
代
表
者
と
し
て
の
司
祭

者
に
よ
っ
て
保
管
・
管
理
さ
れ
て
い
た
が
、
司
祭
者
が
世
襲
制
に
も
と
つ
く
首
長
へ
と
変
質
す
る
際
に
そ
の
意
義
を
失
い
、
各
古
墳
に
副
葬
さ

れ
た
も
の
と
結
論
づ
け
る
。
伝
世
と
そ
の
中
絶
と
い
う
現
象
の
背
後
に
、
祭
器
の
保
有
形
態
の
変
化
、
さ
ら
に
は
社
会
構
造
の
変
化
を
描
き
だ

し
た
。

　
こ
の
伝
世
総
論
は
一
般
に
は
、
弥
生
時
代
の
畿
内
社
会
の
優
位
性
を
説
く
際
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
鏡
の
副
葬
例
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い

弥
生
時
代
の
畿
内
に
お
い
て
も
、
多
数
の
副
葬
例
が
あ
る
北
九
州
地
方
と
く
ら
べ
て
遜
色
の
な
い
数
の
申
国
々
が
保
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
主

張
す
る
た
め
に
、
伝
世
鏡
論
が
援
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
方
法
論
的
に
み
れ
ば
、
器
物
の
保
膚
形
態
を
復
元
す
る
手
段
と
し
て
伝
世
を
利
用
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
弥
生
時
代
と
古
墳
時

代
の
本
質
的
差
異
を
、
青
銅
祭
器
の
保
有
主
体
が
共
同
体
に
あ
る
社
会
か
ら
個
人
に
帰
属
す
る
社
会
へ
の
変
化
に
見
い
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
伝
世
凝
議
で
は
、
伝
世
が
日
本
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
確
証
が
な
い
。
そ
こ
で
、
中
国
で
伝
世
し
た
鏡
が
、
古
墳
時
代
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
そ
の
直
前
に
な
っ
て
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
反
論
が
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
近
年
に
は
、
そ
れ
ら
の
鏡
は
三
世
紀
の
中
国
で
古
い
鏡
を
踏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

み
返
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
伝
世
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
説
も
登
場
す
る
に
至
っ
た
。

　
伝
世
鏡
論
は
伝
世
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
弥
生
時
代
で
は
な
く
、
後
の
時
代
の
古
墳
か
ら
の
出
土
鏡
に
よ
る
議
論
で
あ
る
た
め
、
そ
の
実
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
よ
り
直
接
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
現
象
と
し
て
、
古
墳
時
代
に
お
け
る
鏡
の

伝
世
例
を
検
討
す
る
。
伝
世
の
存
在
を
確
認
す
る
手
続
き
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
鏡
以
外
の
器
物
と
の
比
較
、
出
土
古
墳
、
特
に
首
長
墳
系
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列
と
呼
ば
れ
る
古
墳
群
と
の
関
係
な
ど
に
着
目
し
て
多
角
的
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、

す
る
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

年
代
論
に
と
ど
め
ず
、
考
古
学
的
解
釈
に
活
用

鏡の伝世（森下）

　
㈱
伝
世
の
定
義

　
伝
世
と
い
う
書
葉
は
現
在
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
伝
世
鏡
論
で
用
い
ら
れ
た
意
味
で
と
ら
え
る
な
ら
、
伝
世
と
は
～
世
代
を
越
え
て
物
の
保
有
・
使
用
が
継
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

考
古
学
で
は
、
単
に
長
期
使
用
の
代
名
詞
と
し
て
こ
の
言
葉
を
用
い
る
場
合
が
多
い
。
た
と
え
ば
あ
る
～
括
出
土
の
遺
物
群
の
中
に
含
ま
れ
た
、

他
よ
り
一
～
二
型
式
古
い
と
考
え
ら
れ
る
遺
物
を
、
伝
世
し
た
も
の
と
呼
ぶ
。
遺
物
群
全
体
や
出
土
遺
跡
・
遺
構
の
年
代
を
問
題
と
す
る
と
き
、

古
い
型
式
を
排
除
す
る
た
め
の
用
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
遺
物
の
使
用
や
保
有
の
期
間
が
世
代
を
越
え
た
か
ど
う
か
を
問
題

に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
製
作
か
ら
廃
棄
・
・
埋
納
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
が
漠
然
と
長
期
間
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
岩
永
省
三

は
、
「
現
実
の
考
古
学
的
資
料
操
作
の
中
で
は
、
伝
世
し
た
と
認
め
る
に
十
分
な
時
間
的
経
過
を
、
〈
一
世
代
〉
を
越
え
る
で
は
な
く
、
〈
土
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

～
型
式
の
年
代
幅
を
越
え
る
〉
で
代
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
多
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
伝
世
と
表
現
さ
れ
る
年
代
幅
に
は
、
世
代
を
越
え
る
こ
と
を
示
す
場
合
と
単
な
る
長
期
間
を
示
す
場
合
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
区

別
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
伝
世
の
背
景
を
考
察
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
世
代
を
越
え
た
と
い
う
意
味
で
の
前
者
の
伝
世
を
問
題
と
し
た

い
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
う
し
た
伝
世
を
個
々
の
事
例
で
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
が
と
も
な
う
。
人
の
寿
命
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
か
ら
、
よ
ほ

ど
年
代
幅
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
世
代
を
越
え
た
か
ど
う
か
は
確
認
し
に
く
い
。
二
世
代
程
度
の
伝
世
を
考
古
学
的
に
認
め
る
の
は
困
難

だ
。　

そ
こ
で
資
料
操
作
の
手
続
き
を
考
慮
し
て
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。
推
定
さ
れ
る
製
作
年
代
と
そ
の
廃
棄
・
埋
納
・
副
葬
年
代
と
の
間
に

考
古
学
的
に
ず
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
た
と
え
ば
土
器
な
ら
ば
一
型
式
、
古
墳
の
副
葬
品
で
は
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
一
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小
様
式
以
上
の
開
き
が
あ
る
場
合
を
一
律
に
長
期
保
有
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
ず
れ
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
伝
世
の
可
能
性
が
高
い
も

の
と
判
断
す
る
。

　
型
式
や
小
様
式
の
ず
れ
が
実
際
に
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
幅
と
評
価
で
き
る
か
は
、
資
料
の
違
い
や
分
類
の
程
度
に
よ
っ
て
異
な
る
。
さ
ら
に

そ
れ
ぞ
れ
の
重
複
期
間
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
単
に
ず
れ
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
実
年
代
を
あ
て
は
め
、
保
有
期

間
を
具
体
的
に
算
定
し
、
そ
れ
が
寿
命
を
越
え
る
年
代
幅
と
な
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
は
じ
め
て
伝
世
の
可
能
性
を
議
論
で
き
る
。

　
弥
生
・
古
墳
時
代
の
出
土
人
骨
の
年
齢
判
定
か
ら
は
、
老
年
と
判
定
さ
れ
る
例
が
熟
年
と
み
ら
れ
る
例
に
比
べ
て
格
段
に
少
な
い
こ
と
が
指

　
　
　
　
　
⑦

摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
時
代
で
は
、
長
期
保
有
期
間
が
五
十
年
以
上
に
お
よ
ぶ
場
合
は
、
伝
世
の
確
実
性
が
高
い
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ

⑧う
。
こ
の
年
代
幅
は
、
一
世
紀
を
ほ
ぼ
囚
つ
に
分
け
る
現
在
の
古
墳
編
年
に
よ
れ
ば
、
問
に
二
つ
以
上
の
小
様
式
を
は
さ
む
時
間
幅
と
換
算
で

き
る
。

　
小
林
行
雄
は
首
長
の
治
世
年
数
の
平
均
値
を
三
十
年
以
下
と
み
な
し
て
お
り
、
こ
こ
で
採
用
し
た
数
字
は
か
な
り
長
期
に
見
積
っ
た
年
代
幅

　
　
⑨

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
伝
世
例
は
、
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
た
伝
世
の
ご
く
一
部
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
期
保
有
と
し
か
認
識

で
き
な
い
例
の
中
に
伝
世
例
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

な
お
本
論
で
用
い
る
彷
手
鏡
の
編
年
は
・
基
本
的
に
拙
稿
に
拠
・
て
い
勧
・
古
墳
の
絶
対
年
代
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
が
・

理
解
を
は
か
る
た
め
、
定
型
化
し
た
前
方
後
円
墳
の
出
現
を
三
世
紀
末
～
四
世
紀
初
頭
と
し
、
前
方
後
円
墳
の
終
末
を
六
世
紀
末
～
七
世
紀
初

頭
に
置
く
年
代
観
に
基
づ
い
て
検
討
を
お
こ
な
う
。
古
墳
編
年
に
つ
い
て
は
、
古
墳
の
特
徴
や
副
葬
晶
の
組
み
合
わ
せ
を
も
と
に
し
た
和
田
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

吾
の
案
が
、
現
在
も
っ
と
も
整
理
さ
れ
た
も
の
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
古
墳
編
年
の
基
準
を
そ
れ
に
拠
り
つ
つ
、
和
田
の

「
期
」
を
、
四
世
紀
～
六
世
紀
の
各
世
紀
を
そ
れ
ぞ
れ
前
半
、
申
ご
ろ
、
後
半
、
末
と
四
つ
に
区
分
し
た
表
現
に
置
き
換
え
て
用
い
る
こ
と
に

す
る
。

　
①
　
梅
原
末
治
隅
讃
岐
高
松
石
清
尾
山
石
塚
の
研
究
隔
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
　
　
　
　
　
学
研
究
報
告
第
一
二
冊
　
　
（
～
九
三
三
年
）
。
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鏡　の　伝　世（森下）

②
小
林
行
雄
「
古
墳
の
発
生
の
歴
史
的
意
義
」
（
咽
史
林
』
第
三
八
巻
第
冒
写
、
一

　
九
五
五
年
と
三
五
－
一
五
九
頁
、
明
古
墳
時
代
の
研
究
』
所
収
（
一
九
六
～
年
）
。

③
内
藤
晃
「
古
墳
文
化
の
成
立
1
い
わ
ゆ
る
伝
世
鏡
の
理
論
を
中
心
と
し
て
」

　
（
『
歴
史
学
研
究
』
第
二
三
六
号
、
一
九
五
九
年
と
1
一
二
頁
。
森
浩
一
門
日
本

　
の
古
代
文
化
」
（
『
古
代
史
講
座
隔
第
二
巻
、
一
九
六
二
年
）
一
九
七
－
二
二
六
頁
。

　
原
田
大
六
「
鋳
鏡
に
お
け
る
湯
冷
え
の
現
象
に
つ
い
て
」
（
門
考
古
学
研
究
』
第
六

　
巻
第
四
号
、
　
九
六
〇
年
）
一
〇
1
二
二
頁
。
弥
生
時
代
に
お
け
る
伝
世
鏡
の
存

　
否
を
め
ぐ
っ
て
論
議
の
対
象
と
な
る
箏
柄
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
時
取
り
上
げ

　
ら
れ
た
、
鏡
に
畏
期
の
使
用
と
磨
き
に
よ
る
慶
滅
を
み
と
め
る
か
ど
う
か
、
と
い

　
う
点
が
あ
る
。
こ
れ
を
湯
冷
え
や
踏
み
返
し
と
解
釈
す
る
反
論
が
幾
度
も
提
出
さ

　
れ
て
い
る
。
し
か
し
磨
き
に
よ
る
も
の
と
判
明
し
て
も
た
だ
ち
に
そ
の
期
間
が
伝

　
世
に
至
る
よ
う
な
長
期
と
み
な
し
う
る
わ
け
で
は
な
く
、
伝
世
鏡
の
存
在
を
認
め

　
る
決
定
的
な
論
拠
と
は
な
ら
な
い
。
一
方
面
湯
冷
え
で
あ
る
と
し
て
も
伝
世
鏡
の

　
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
踏
み
返
し
で
あ
る
と
し
て
も
踏

　
み
返
し
の
時
期
を
決
定
で
き
な
け
れ
ば
同
様
で
あ
る
。

④
　
立
木
修
「
後
漢
の
鏡
と
3
世
紀
の
鏡
一
楽
浪
出
土
鏡
の
評
価
と
踏
み
返
し

　
鏡
」
（
門
日
本
と
世
界
の
考
古
学
l
I
現
代
考
古
学
の
展
開
』
岩
崎
卓
也
先
生
退
富

　
記
念
論
文
集
　
～
九
九
四
年
）
　
二
一
一
－
三
瓢
四
頁
。

⑤
伝
世
叢
論
の
証
明
を
試
み
た
数
少
な
い
例
と
し
て
、
川
西
宏
幸
は
古
式
の
銅
鐸

　
の
分
布
と
伝
世
鏡
出
土
古
墳
の
分
布
と
の
相
関
関
係
を
検
討
し
た
。
川
西
宏
幸

　
「
銅
鐸
の
埋
蔵
と
鏡
の
伝
世
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
一
巻
第
二
号
　
一
九
七
五

　
年
）
一
七
－
四
六
頁
。

⑥
岩
永
省
三
「
伝
燈
考
」
（
『
東
ア
ジ
ア
の
考
古
と
歴
史
』
中
巻
、
岡
崎
敬
先
生
退

　
窟
記
念
論
文
集
　
一
九
八
七
年
）
四
五
八
－
四
七
八
頁
。

⑦
田
中
良
之
『
古
墳
時
代
親
族
構
造
の
研
究
－
人
骨
が
諮
る
古
代
社
会
1
』

　
（
一
九
九
五
年
）
。

⑧
た
だ
し
永
井
昌
文
は
、
現
在
の
年
齢
判
定
が
実
際
よ
り
若
く
出
る
傾
向
の
あ
る

　
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
中
橋
孝
博
：
水
井
昌
文
「
寿
命
」
（
門
弥
生
文
化
の
研
究
輪

　
一
弥
生
出
と
そ
の
環
境
、
一
九
八
九
年
置
七
六
－
九
五
頁
。
ま
た
弥
生
時
代
に
つ

　
い
て
、
戦
死
者
と
推
定
さ
れ
る
人
骨
を
多
く
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
弥
生

　
時
代
の
人
骨
の
寿
命
を
、
古
墳
時
代
に
応
用
で
き
る
か
ど
う
か
検
討
が
必
要
か
も

　
し
れ
な
い
。

⑨
　
鏡
の
入
手
時
か
ら
副
葬
に
至
る
ま
で
の
期
間
は
、
生
存
期
間
全
般
と
い
う
よ
り
、

　
実
質
的
に
は
そ
の
人
物
の
活
動
期
間
な
り
、
支
配
者
の
地
位
に
立
っ
て
い
た
期
間

　
に
近
い
は
ず
で
あ
る
。
小
林
行
雄
「
同
範
鏡
考
」
（
「
古
墳
時
代
の
研
究
』
、
～
九

　
六
一
年
）
　
三
三
頁
、
注
一
一
。
橋
口
達
也
は
、
弥
生
蒔
代
北
九
州
地
方
の
艶
棺

　
と
日
常
土
器
の
詳
細
な
編
年
に
絶
対
年
代
を
あ
て
る
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
箋
棺

　
か
ら
出
土
し
た
入
山
の
年
齢
表
を
作
成
し
、
中
国
鏡
が
製
作
一
舶
載
…
埋
葬

　
ま
で
の
問
を
ほ
ぼ
三
〇
年
と
み
た
。
橋
蘭
達
也
「
甕
棺
の
編
年
的
研
究
」
（
『
九
州

　
縦
貫
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
㎞
X
X
X
I
福
岡
県
小
郡
市
三
沢
所

　
在
遺
跡
群
の
調
査
　
中
巻
、
　
～
九
七
九
年
と
三
ニ
ー
二
〇
一
篇
頁
。

⑩
森
下
加
熱
「
古
墳
時
代
彷
製
鏡
の
変
遷
と
そ
の
特
質
」
（
『
史
林
』
七
四
巻
六
号
、

　
史
学
研
究
会
、
～
九
九
一
年
）
　
一
四
　
二
頁
。

⑪
和
田
晴
習
「
古
墳
時
代
の
時
期
区
分
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
考
古
学
研
究
』
＝
二
四

　
号
、
考
古
学
研
究
会
、
一
九
八
七
年
）
四
四
…
六
五
頁
。
な
お
近
年
、
古
墳
時
代

　
の
は
じ
ま
り
の
実
年
代
を
三
世
紀
後
半
な
い
し
申
ご
ろ
ま
で
遡
ら
せ
る
意
見
が
特

　
に
強
く
な
っ
た
。
私
も
そ
の
意
見
に
賛
成
で
あ
り
、
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。
そ

　
の
場
合
、
～
小
様
式
は
約
二
五
年
よ
り
も
長
い
年
代
幅
と
な
り
、
さ
ら
に
多
く
の

　
長
期
保
有
例
が
伝
世
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
現
状
で
は
、
実

　
年
代
観
の
変
更
に
よ
る
古
墳
編
年
の
見
直
し
作
業
が
進
ん
で
い
な
い
の
で
、
単
純

　
に
小
様
式
の
年
代
幅
を
延
長
す
る
だ
け
で
解
消
し
て
よ
い
の
か
疑
問
が
あ
る
。
論

　
旨
そ
の
も
の
に
影
響
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
従
来
の
実
年
代
観
を
用
い
た
。
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二
　
古
墳
時
代
に
お
け
る
鏡
の
長
期
保
有
・
伝
世

　
ω
　
鏡
の
型
式
と
古
墳
編
無
の
対
応

　
弥
生
時
代
に
お
け
る
鏡
の
伝
世
と
比
べ
て
あ
ま
り
注
目
さ
れ

て
い
な
い
現
象
で
あ
る
が
、
古
墳
時
代
の
彷
製
鏡
に
は
、
長
期

保
有
・
伝
世
の
例
を
明
確
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
世
の

場
所
が
明
確
で
な
く
、
流
入
・
入
手
年
代
も
は
っ
き
り
し
な
い

中
国
鏡
と
比
べ
て
、
彷
製
鏡
は
製
作
年
代
と
入
手
年
代
の
推
測

が
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
ま
た
伝
世
の
場
所
を
あ
る
程
度
限
定

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
た
め
、
鏡
の
長
期
保
有
・
伝
世
を
具

体
的
に
追
う
資
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
a
　
彷
製
方
格
規
矩
四
神
鏡
系

　
こ
こ
で
は
ま
ず
伝
世
の
存
在
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、
鏡
の

型
式
変
化
と
出
土
古
墳
の
年
代
と
の
対
応
を
細
か
く
み
る
た
め

に
、
彷
製
鏡
の
さ
ま
ざ
ま
な
系
列
の
中
か
ら
彷
製
方
格
規
矩
四

神
鏡
系
（
図
一
）
、
そ
れ
と
き
わ
め
て
関
連
の
深
い
彷
織
方
格

規
矩
鳥
文
鏡
系
と
い
う
二
つ
の
系
列
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ

れ
ら
の
系
列
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
要
素
が
多
く
あ
る
こ
と

か
ら
系
列
の
よ
り
純
粋
な
抽
出
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
型
式
細

　　図1　彷製方格規矩四神鏡

径28，8cm京都府温江丸山古墳出土
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鏡　の　伝　世（森下）

型式 内区画像

1

2

3

4

蔭一蓉

iiw（IIIIillllllililllliliill　・・’1il・li・1illilill

　　　iiiiE1i）

　　　コ　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　

　■　　　　　　　　　」

C－h）

〈tMAVLZ；

　；rク）⊃翁rテ　．s

　！ノ

di，sf9

6 　6、、隻9

蓮◎
図2　彷製方格規矩四神鏡の型式
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畠土古墳・選跡（出土鏡型式）

東之宮ω温江丸山（2）

寺戸大塚前方部ω三二城th（4）

年代 鏡型式

1・2，

3・41

三池平ω毅由ぐ1，3，4）日葉酢姫命陵ぐ2，3）佐味田宝塚（3，4）新沢500号（4，北谷11－9（4ノ

鶴1⊥fJILLLi（2，4，5，6）　　含中ノS：轟17号（4，5，6）5・6400一

今里車塚ω　豊中大塚第2主体ω　璽天塚第1無体‘3ノ

鞍塚（4平行）　円照寺雪山1号ω

　　　　　　X　　　　　　　南天平塚2号棺C4）

　　　　　　　甑塚（4平行）

図3　彷製方格規矩四神鏡系・二丁方格置文鏡系の各型式と出土古墳の年代と対応

500一

分
も
細
か
く
お
こ
な
い
う
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
細
か
い
年
代
を
検

討
す
る
と
き
に
問
題
と
な
る
系
列
差
と
時
間
差
と
の
区
別
も
可
能
と
な
る
。
こ
れ

ら
の
系
列
に
つ
い
て
は
田
中
琢
が
細
か
な
検
討
に
基
づ
く
編
年
案
を
提
示
し
た
。

私
も
お
お
む
ね
そ
れ
に
従
っ
て
一
～
6
式
に
分
類
し
た
（
図
二
）
。
た
だ
し
傍
系

列
の
扱
い
な
ど
、
特
に
前
半
型
式
の
位
置
づ
け
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
。

　
そ
れ
ら
の
細
別
型
式
を
整
理
す
る
と
、
主
系
列
で
は
方
格
の
ま
わ
り
に
表
さ
れ

た
八
体
の
動
物
像
が
原
鏡
の
四
神
の
区
別
を
あ
る
程
度
残
し
て
い
る
も
の
（
1
・

2
式
）
、
図
像
が
ほ
ぼ
一
種
類
に
統
一
さ
れ
定
型
化
し
た
も
の
（
3
・
4
式
）
、
渦
巻

化
が
さ
ら
に
進
ん
だ
も
の
（
5
・
6
式
）
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
傍
系
列
は
単
位
文
様
の

共
通
性
か
ら
2
～
4
式
に
そ
れ
ぞ
れ
平
行
す
る
も
の
と
み
る
。
ま
た
彷
町
方
格
規

矩
鳥
笛
鏡
は
田
中
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
図
文
の
共
通
性
か
ら
4
式
に
平
行
す
る
。

　
各
型
式
の
出
土
古
墳
の
年
代
を
検
討
す
る
と
次
の
よ
う
な
結
果
を
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
1
・
2
式
を
出
土
し
た
愛
知
県
東
之
宮
古
墳
、
京
都
府
温
江
丸
山
古
墳
は
四
世

紀
中
ご
ろ
以
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
3
・
4
式
の
多
く
は
京
都
府
寺
戸
大
塚
古
墳
（
前
方
部
）
を
は
じ
め
と
し
て
、

囚
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
後
半
の
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

　
5
・
6
式
は
、
滑
石
製
品
な
ど
共
伴
品
か
ら
四
世
紀
末
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
岡

　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
、
福
岡
県
沖
ノ
島
一
七
号
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
終
末

型
式
の
出
現
は
四
世
紀
末
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
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鏡　の　伝　世（森下）

　
田
申
の
編
年
観
で
は
そ
の
製
作
は
四
世
紀
の
中
ご
ろ
ま
で
に
は
じ
ま
り
、
四
世
紀
の
末
に
終
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
上
記
の
検
討
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
と
矛
盾
せ
ず
、
ま
た
他
の
系
列
と
の
関
係
か
ら
も
妥
当
な
年
代
観
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
段
階
分
け
に
も
と
づ
い
て
図
三
で
は
、
左
側
に
鏡
の
各
段
階
を
配
し
、
右
側
に
出
土
古
墳
を
編
年
の
順
に
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ

を
線
で
結
ん
で
相
互
の
対
面
関
係
を
示
し
た
。
た
と
え
ば
左
側
か
ら
枝
分
か
れ
し
て
広
が
る
複
数
の
線
を
た
ど
る
と
、
一
つ
の
段
階
の
鏡
が
ど

れ
く
ら
い
の
時
期
幅
の
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
か
わ
か
る
。
各
古
墳
名
の
後
ろ
に
は
括
弧
を
付
け
て
出
土
型
式
を
示
し
て
い
る
。
な
お
出
土

古
墳
の
詳
細
が
不
明
で
、
年
代
を
判
定
す
る
材
料
が
な
い
例
に
つ
い
て
は
省
い
て
あ
る
。

　
鏡
の
各
段
階
と
古
墳
の
年
代
の
順
が
お
お
む
ね
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
る
例
が
複
数
み
と
め
ら
れ
る
こ

と
は
無
視
で
き
な
い
。

　
ま
ず
確
実
に
伝
世
と
み
な
し
う
る
例
を
と
り
あ
げ
る
。
図
二
に
示
し
た
申
に
は
線
が
右
下
に
大
き
く
傾
い
た
、
す
な
わ
ち
鏡
の
製
作
年
代
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

副
葬
古
墳
の
年
代
と
の
問
に
大
き
な
差
が
あ
る
例
が
み
ら
れ
る
。
静
岡
県
甑
塚
古
墳
、
大
阪
府
南
天
平
塚
古
墳
二
号
棺
の
出
土
鏡
は
、
製
作
年

代
と
副
葬
年
代
の
間
に
百
年
以
上
の
懸
隔
が
あ
る
。
横
穴
式
石
室
を
主
体
部
と
し
、
馬
具
、
須
恵
器
等
を
出
土
し
た
静
岡
県
甑
塚
古
墳
は
六
世

紀
前
半
の
築
造
と
考
え
ら
れ
る
。
出
土
し
た
女
中
方
格
規
矩
鳥
文
鏡
が
四
世
紀
後
半
の
製
品
と
す
れ
ば
、
古
墳
の
築
造
年
代
と
の
間
に
は
す
く

な
く
と
も
四
小
様
式
、
百
年
以
上
の
差
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
南
天
平
塚
古
墳
は
五
世
紀
末
ご
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
百
年
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
年
代
を
経
た
副
葬
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
ぼ
確
実
な
伝
世
品
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
大
阪
府
鞍
塚
古
墳
、
奈
良
県
円
照
寺
墓
山
一
号
墳
は

と
も
に
鋲
留
技
法
の
導
入
期
の
甲
冑
や
初
期
の
馬
具
を
出
土
し
て
お
り
、
五
世
紀
の
中
ご
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
古
墳
で
あ
る
。
古
墳
の
年
代

と
の
間
に
二
つ
の
小
様
式
、
す
く
な
く
と
も
五
十
年
以
上
の
年
代
差
を
想
定
で
き
、
伝
世
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
ほ
か
に
鏡
の
型
式
と
古
墳
の
年
代
と
の
間
に
一
～
二
小
様
式
の
ず
れ
が
あ
る
例
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
つ
の
古
墳
か
ら
か
な
り

型
式
幅
の
あ
る
鏡
立
が
出
土
し
た
例
が
複
数
あ
る
こ
と
も
注
目
で
き
る
。
た
と
え
ば
岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
に
は
、
2
式
か
ら
6
式
に
お
よ
ぶ

幅
広
い
型
式
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
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た
だ
し
一
小
様
式
程
度
の
ず
れ
の
場
合
、
実
質
的
に
ど
れ
く
ら
い
の
長
期
間
保
有
さ
れ
た
の
か
の
認
定
が
難
し
い
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に

鏡
の
一
型
式
が
、
二
小
様
式
以
上
に
ま
た
が
っ
て
存
続
し
た
可
能
性
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
こ
の
系
列
の
場
合
、
変
化
が
単
な
る
省
略
化
で
は
な
く
、
図
像
理
解
そ
の
も
の
の
連
続
的
な
欠
落
過
程
と
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
、
型

式
の
重
複
期
間
を
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
見
積
も
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
製
作
工
房
も
限
定
さ
れ
た
存
在
と
考
え
る
の
で
、
工
房
内
で

の
文
様
変
化
が
工
人
に
よ
っ
て
極
端
な
違
い
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
あ
る
型
式
が
、
図
像
欠
落
の
進
ん
だ
後
続
型
式
と
重
な
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
越
え
て
後
ま
で
継
続
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
埼
玉
県
聖
天
塚
古
墳
、
京
都
府
今
里
車
塚
古
墳
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

大
阪
府
豊
中
大
塚
古
墳
の
よ
う
に
、
5
・
6
式
よ
り
一
撃
様
式
降
る
段
階
の
古
墳
か
ら
3
・
4
式
が
出
土
し
た
例
に
も
、
一
定
以
上
の
年
代
差

を
認
め
る
べ
き
と
み
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
確
実
性
の
高
い
伝
世
の
例
が
複
数
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
長
期
保
有
例
の
中
に
も
伝
世
品
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
想
定
で
き
よ
う
。
先
に
示
し
た
と
お
り
、
本
稿
の
定
義
で
は
最
小
限
の
伝
世
例
し
か
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
古
墳
時
代
に
お
い
て
、
世
代
を
越
え
て
鏡
の
保
有
が
続
く
現
象
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
＝
疋
の
量
に
達
し

て
お
り
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
彷
製
主
格
規
矩
四
神
鏡
系
と
手
製
連
鎖
規
矩
誘
爆
鏡
系
の
例
で
は
出
土
古
墳
の
年
代
を
特
定
で
き
る
二
十
八
例

中
、
一
小
駅
式
内
の
差
で
副
葬
さ
れ
た
も
の
が
十
八
例
、
長
期
保
有
十
例
、
そ
の
中
で
伝
世
の
確
実
性
が
高
い
も
の
は
二
例
と
な
る
。

　
b
　
各
時
期
の
彷
製
鏡

　
各
系
列
ご
と
の
検
討
は
省
略
す
る
が
、
四
世
紀
に
製
作
さ
れ
た
他
の
彷
製
鏡
に
つ
い
て
も
、
長
期
保
有
例
が
＝
疋
の
割
合
で
み
と
め
ら
れ
る
。

主
文
鏡
や
彷
製
内
行
花
文
鏡
の
諸
系
列
の
よ
う
に
細
か
い
年
代
の
決
め
に
く
い
も
の
を
の
ぞ
き
、
鏡
以
外
の
要
素
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
出
土
古

墳
の
年
代
を
推
定
で
き
る
四
世
紀
の
彷
製
鏡
は
約
三
百
面
あ
る
。
そ
の
中
で
五
世
紀
後
半
以
降
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
、
伝
世
の
確
実
性
の
高

い
も
の
は
二
十
面
あ
ま
り
を
数
え
る
（
表
～
）
。
並
製
鏡
で
も
っ
と
も
長
期
の
保
有
例
は
、
先
の
甑
塚
古
墳
例
と
、
四
世
紀
中
ご
ろ
の
振
文
（
四

達
）
鏡
が
六
世
紀
前
半
の
古
墳
か
宇
土
し
た
熊
本
県
塚
坊
主
古
晦
の
例
で
あ
る
・
毒
紀
前
半
～
中
ご
ろ
に
製
作
さ
れ
た
系
列
は
数
が
少
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表
一
　
五
肚
紀
中
ご
ろ
～
六
慢
紀
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
四
世
紀
の
彷
製
鏡
（
府
県
順
）

＊
は
系
列
名
薬
設
定

古
　
墳
　
名

栃
木
・
茶
臼
塚
古
墳

埼
玉
・
聖
天
塚
古
墳

静
岡
・
多
田
大
塚
荏
号
幽

静
瞬
・
富
士
丘
f
4
9
号
墳

静
閥
・
石
仏
の
坪
古
墳

静
岡
・
販
塚
古
墳

静
岡
・
陣
座
ケ
谷
吉
晒
墳

福
井
・
泰
遠
寺
山
古
墳

三
重
・
高
黒
駁
塚
古
墳

奈
良
・
後
出
3
号
墳

奈
良
・
円
照
寺
門
山
1
号
墳

大
阪
・
鞍
塚
古
墳

大
阪
・
堺
大
塚
山
古
墳

大
阪
・
御
獅
子
塚
古
墳

大
阪
・
南
天
平
塚
古
墳

同兵
庫
・
小
野
王
塚
古
墳

兵
庫
・
カ
ン
ス
塚
古
墳

岡
山
・
正
崎
2
号
墳

熊
本
・
塚
坊
主
古
墳

熊
本
・
小
坂
大
塚
古
墳

熊
本
・
五
反
田
古
墳

系
　
列
　
名

単
頭
双
胴
神
鏡
系

日
誌
規
矩
四
神
直
系

瞬
向
式
神
獣
鏡
系
＊

内
行
花
文
鏡
系
＊

平
縁
神
獣
直
系
＊

方
格
規
矩
二
文
鏡
系

房
文
鏡
系

内
行
花
文
鏡
C
系

南
向
式
神
重
三
系
＊

銀
縁
四
獣
鏡
A
裁

方
格
規
矩
四
神
鏡
当

方
格
規
矩
鳥
文
鏡
系

対
置
式
紳
獣
鏡
A
系

獣
帯
鏡
系
＊

方
格
規
矩
四
神
鏡
系

獣
帯
鏡
系
＊

獣
帯
山
系
＊

斜
縁
四
獣
鏡
系
＊

画
像
鏡
系
＊

獣
毛
文
鏡
系

神
頭
文
鏡
箱

諺
文
鏡
系

古
墳
年
代

55
申後

6665
前？後

5565555555555655
中中前後中申宋宋中中中中後前中中

文

献

山
越
茂
・
八
巻
｝
夫
「
茶
臼
塚
古
墳
」
（
糊
栃
木
県
史
」
資
料
編
考
古
2
、
一
九
七
五
年
）
娚
－
日
曝

埼
玉
県
史
編
さ
ん
委
員
会
「
長
坂
聖
天
神
塚
古
墳
篇
（
『
埼
玉
県
史
』
資
料
編
2
　
原
始
・
古
代
　
弥
生
・
宵
墳
、
一
九
八
二

年
）
撫
一
窩
頁

川
江
秀
孝
「
多
田
大
塚
古
墳
群
」
（
『
静
岡
県
史
鰍
資
料
編
2
　
考
古
2
、
　
㎜
九
九
〇
年
）
闘
1
㎜
博

識
原
市
教
育
委
員
会
『
吉
原
市
の
古
墳
』
（
一
九
菰
八
年
）
山
盛

増
田
又
右
衛
門
コ
宮
村
の
発
掘
品
及
び
古
墳
」
（
門
静
閥
県
史
」
第
1
巻
、
一
九
三
〇
年
）
鵬
－
脳
頁

川
江
秀
孝
「
販
塚
古
墳
」
（
門
静
岡
県
史
』
資
料
編
2
　
考
古
2
、
　
【
九
九
〇
年
）
㎜
…
窃
頁

中
島
郁
炎
「
甑
塚
古
墳
」
（
『
織
工
市
国
漏
史
料
編
1
　
考
古
・
古
代
・
中
世
、
　
一
九
九
二
年
）
蹴
－
猫
頁

門
中
川
村
火
掌
中
配
陣
座
ケ
谷
古
墳
漏
（
『
静
岡
県
史
隔
第
1
巻
　
一
九
三
〇
年
）

中
置
田
螺
ほ
か
『
泰
遠
寺
山
古
墳
』
（
門
松
岡
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
轡
』
第
1
集
、
一
九
八
四
年
）

欝
欝
亀
次
郎
「
阿
山
郡
畢
生
村
喰
代
宇
高
田
所
在
の
古
墳
」
（
門
三
重
考
古
図
録
』
、
…
九
五
四
年
）
5
2
1
5
3
頁

松
永
博
明
ほ
か
門
後
出
古
墳
群
」
1
（
門
奈
良
県
遺
跡
調
査
概
報
」
｝
九
八
五
年
）
蜘
－
鵬
頁

佐
藤
小
吉
・
宋
永
雅
雄
「
円
照
註
脚
山
1
号
墳
調
査
」
（
『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
告
㎞
1
1
、
一
九
三
〇
年
）

末
永
雅
雄
編
門
盾
塚
　
鞍
塚
　
珠
金
塚
右
墳
』
（
…
九
九
一
年
）

宋
永
雅
雄
『
古
墳
の
航
空
大
観
』
（
一
九
七
五
年
）

柳
本
照
男
編
門
御
獅
子
塚
古
墳
』
豊
中
市
教
育
委
員
会
（
一
九
九
〇
年
）

小
林
行
雄
「
狐
塚
・
南
天
平
塚
古
墳
の
調
査
輪
（
『
大
阪
府
の
文
化
財
」
、
一
九
六
二
年
）
5
4
1
5
6
頁

同岸
本
直
文
「
小
野
王
塚
古
墳
偏
（
『
小
野
市
史
隔
第
4
巻
　
一
九
九
七
年
）
7
6
1
8
1
頁

萩
谷
美
墾
田
加
古
川
市
カ
ン
ス
塚
古
墳
発
掘
調
査
概
要
』
（
一
九
八
五
年
）

即
武
忠
直
・
国
安
敏
樹
門
田
崎
2
・
4
号
古
墳
』
（
『
岡
山
県
山
陽
晦
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
要
」
、
一
九
八
九
年
）

熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
『
装
飾
古
墳
」
（
一
九
九
四
年
）

梅
原
末
治
「
上
益
城
郡
小
坂
の
大
塚
古
墳
」
（
門
熊
本
縣
史
蹟
調
査
報
告
㎞
第
2
冊
、
　
【
九
二
五
年
）
5
6
－
7
1
頁

松
本
雅
明
「
敷
川
内
五
反
田
古
墳
調
査
報
告
扁
（
『
熊
本
県
の
文
化
財
」
第
1
集
、
一
九
六
｝
年
）

表
二
　
六
世
紀
後
半
～
末
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
五
世
紀
後
半
の
彷
製
鏡

＊
は
系
列
名
未
設
定

世（森下）伝の鏡

古
　
墳
　
名

群
馬
・
観
音
塚
古
墳

同群
馬
・
観
音
山
古
墳

千
葉
・
金
鈴
塚
古
墳

奈
良
・
藤
ノ
木
古
墳

同奈
良
・
平
林
古
墳

系
　
列
　
名

旋
回
式
獣
像
鏡
系

旋
回
式
獣
像
鏡
系

獣
帯
鏡
面
＊

旋
回
式
獣
像
鏡
系

対
置
式
神
歯
鏡
系
＊

交
互
式
神
獣
鏡
系

交
互
式
神
獣
鏡
系

古
墳
年
代

6666666
後後後末末末末

文

献

尾
崎
喜
驚
雄
・
保
坂
三
郎
「
上
野
國
八
幡
郡
観
音
塚
古
墳
調
査
報
告
轡
扁
（
門
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
罰
査
報
告
轡
』
1
、
　
九
六
三
年
）

同梅
沢
重
昭
「
観
音
山
古
墳
と
そ
の
繊
土
遺
物
偏
（
『
月
刊
文
化
財
』
　
一
九
六
九
－
一
、
皿
九
六
九
年
）
3
6
1
4
2
頁
。

滝
口
宏
『
上
総
金
鈴
塚
古
墳
』
早
稲
田
大
学
考
古
学
研
究
室
報
告
1
（
【
九
五
二
年
）

前
園
実
智
雄
・
関
川
戦
功
ほ
か
馴
斑
鳩
藤
ノ
木
古
墳
第
2
・
3
次
調
査
報
告
轡
㎞
（
一
九
九
五
年
）

同坂
靖
『
平
林
古
墳
』
当
麻
町
教
育
委
員
会
（
一
九
九
四
年
）
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な
い
せ
い
か
、
長
期
保
有
例
は
今
の
と
こ
ろ
み
あ
た
ら
な
い
。
五
世
紀
後
半
に
製
作
さ
れ
た
鏡
が
六
世
紀
後
半
～
末
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
七
例
を
数
え
る
（
表
二
）
。
群
馬
県
観
音
塚
古
墳
、
観
音
山
古
墳
、
千
葉
県
金
鈴
塚
古
墳
、
奈
良
県
平
林
古
墳
、
奈
良
県
藤
ノ
木
古
墳
で
あ

り
、
百
年
前
後
の
年
代
差
を
想
定
で
き
る
。
そ
れ
ら
も
確
実
性
の
高
い
伝
世
例
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
挙
げ
た
彷
製
鏡
に
、
大
型
品
、
優
品
な
ど
と
い
っ
た
、
長
期
保
有
・
伝
世
品
と
し
て
選
択
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
特
徴
は
今

の
と
こ
ろ
み
い
だ
せ
な
い
。
先
に
取
り
上
げ
た
彷
雛
霰
で
も
っ
と
も
長
期
問
保
膚
さ
れ
た
甑
塚
古
墳
出
土
彷
製
常
格
規
矩
投
文
鏡
や
塚
坊
主
古

墳
出
土
彷
製
獣
毛
文
鏡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
直
径
一
五
・
○
㎝
、
一
〇
・
二
㎝
の
中
型
品
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
列
に
お
い
て
も
特
に
め
だ
っ
た

特
徴
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
器
物
の
価
値
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
に
伝
世
が
発
生
す
る
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
c
　
三
角
縁
神
獣
鏡
と
同
型
鏡
群

　
彷
製
鏡
以
外
で
は
三
角
縁
神
獣
鏡
、
五
世
紀
後
半
の
同
型
鏡
群
の
中
に
、
同
箔
・
同
型
例
の
一
方
が
他
方
よ
り
大
き
く
降
る
年
代
の
古
墳
か

ら
出
土
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
長
期
保
有
・
伝
世
を
示
す
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
こ
こ
で
い
う
同
型
鏡
群
と
は
、

五
世
紀
後
半
の
古
墳
に
も
っ
ぱ
ら
副
葬
さ
れ
た
、
各
種
の
神
獣
鏡
や
画
像
鏡
を
中
心
と
し
た
鏡
群
で
あ
る
。
小
林
は
そ
れ
ら
の
鏡
が
倭
の
五
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
中
国
南
朝
と
の
間
の
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
は
、
垂
井
大
塚
山
古
墳
出
土
品
と
同
箔
の
鏡
が
六
世
紀
末
～
七
世
紀
初
頭
築
造
の
千
葉
県
城
山
一
号
墳
か
ら
出
土

し
た
例
が
、
古
墳
時
代
の
鏡
の
中
で
も
っ
と
も
長
期
の
保
有
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
三
角
縁
神
獣
鏡
の
分
布
の
周
辺
地

域
に
お
け
る
特
殊
な
例
と
も
み
な
し
え
た
が
、
最
近
田
中
晋
作
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
畿
地
方
の
古
墳
に
お
い
て
も
、
古
い
型
式
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

角
縁
神
獣
鏡
が
五
世
紀
前
半
～
中
ご
ろ
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
例
は
特
別
な
も
の
で
は
な
い
。
奈
良
県
宮
山
古
墳
、
京
都
府
久
津
川
車
塚
古
墳

な
ど
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
前
方
後
円
墳
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
表
三
）
。
こ
れ
ら
も
閤
に
四
馬
様
式
以
上
、
百
年
以
上
の
年
代
差
を
想
定

で
き
、
伝
世
の
確
実
性
は
高
い
。
出
土
地
不
明
品
を
の
ぞ
く
三
角
縁
神
獣
鏡
出
土
数
約
三
百
六
十
面
の
う
ち
、
十
一
面
と
い
う
割
合
と
な
る
。

一
般
に
製
作
・
配
布
・
副
葬
の
過
程
に
大
き
な
時
間
的
乱
れ
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
三
角
縁
神
獣
鏡
に
も
、
少
数
と
は
い
え
伝
世
の
可
能
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表
三
　
四
世
紀
宋
以
降
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
三
角
縁
神
獣
鏡

古
　
墳
　
名

鏡
　
　
　
式

古
墳
年
代

文
　
　
　
　
献

千
葉
・
城
山
1
号
墳

三
角
縁
吾
作
三
神
五
音
鏡

6
末
～
7
初
丸
子
旦
四
千
葉
県
小
見
川
町
城
山
一
号
墳
』
（
一
九
八
○
年
）

岐
阜
・
龍
門
奪
1
号
墳

三
角
縁
天
王
日
月
・
獣
単
帯
四
神
四
獣
鏡

4
末
～
5
前

奈
良
・
宮
山
古
墳

三
角
縁
天
・
王
・
日
・
月
・
唐
草
文
帯
二
神
二
獣
鏡

5
前

秋
山
日
出
雄
・
網
干
善
教
『
室
大
凶
」
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
膏
第
1
8
冊
　
（
～
九
五
九
年
）

奈
良
・
池
ノ
内
5
号
墳

三
角
縁
漫
文
帯
盤
竜
鏡

4
末
～
5
初菅

谷
文
則
「
池
の
内
5
号
墳
扁
（
『
磐
余
・
池
ノ
内
古
墳
群
』
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
　
物
調
査
報
告
第
2
8
集
）
5
6
1
8
0
頁

奈
良
・
円
照
寺
墓
山
1
号
墳

三
角
縁
獣
文
帯
三
神
三
獣
鏡

5
中

佐
藤
小
吉
・
末
永
雅
雄
門
円
照
寺
全
山
1
号
墳
調
査
」
（
門
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
紀
念
物
　
調
査
報
告
隔
1
1
　
【
九
三
〇
年
）

京
都
・
東
車
塚
古
墳

三
角
縁
二
方
作
二
神
二
獣
鏡

4
末
～
5
初梅

原
末
治
門
久
津
川
古
墳
研
究
輪
（
【
九
二
〇
年
）
、
京
都
火
学
屋
舎
博
物
館
『
黒
者
の
武
　
装
』
（
｝
九
九
七
年
）
㎜
I
m
頁

京
都
・
芝
ケ
原
n
号
墳

三
角
縁
吾
作
三
神
四
獣
鏡

5
前

近
藤
義
行
門
芝
ヶ
原
1
0
・
1
1
号
墳
発
掘
調
査
概
要
」
（
門
城
陽
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
1
5
集
、
【
九
八
六
年
）

京
都
・
久
津
川
箱
塚
古
墳

三
角
縁
天
王
・
日
月
獣
文
帯
四
神
四
獣
鏡

5
前
？

高
橋
美
久
二
編
『
鏡
と
古
墳
一
爆
初
四
年
鏡
と
芝
ケ
原
古
墳
』
（
一
九
八
七
年
）

京
都
・
久
津
川
車
塚
吉
墳

三
角
縁
唐
草
文
藻
四
神
四
獣
鏡

5
中

梅
原
末
治
『
久
津
川
綿
縮
研
究
㎞
（
一
九
二
〇
年
）

大
阪
・
黄
金
塚
古
墳

三
角
藤
波
文
帯
盤
竜
鏡

4
末
～
5
初
末
永
雅
雄
・
島
田
暁
・
森
浩
一
「
和
泉
黄
金
塚
古
墳
隔
（
一
九
五
四
年
）

福
岡
・
老
司
古
墳

三
角
縁
王
氏
作
百
薬
銘
四
神
四
獣
鏡
（
鏡
片
）

4
末
～
5
初

世（森下）伝の鏡

表
四
　
六
世
紀
後
半
～
末
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
同
型
鏡
群

古
　
墳
　
名

鏡
　
　
　
式

古
墳
年
代

文
　
　
　
　
　
　
献

群
馬
・
観
音
山
古
墳

半
肉
彫
獣
帯
鏡

6
末

梅
沢
重
昭
「
観
音
山
古
墳
と
そ
の
出
土
遺
物
」
（
門
月
刊
文
化
財
』
　
一
九
六
九
－
一
　
一
九
六
九
年
）
3
6
－
4
2
頁

群
馬
・
観
音
塚
嘗
墳

環
状
乳
神
獣
鏡

6
末

尾
崎
喜
左
雄
・
保
坂
三
郎
「
上
野
国
八
幡
郡
観
音
塚
古
墳
調
査
報
告
轡
」
（
『
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
隔
1
　
一
九
六
三
年
）

千
葉
・
鶴
巻
塚
古
墳

環
状
乳
仏
獣
鏡

6
後

小
沢
洋
「
鶴
巻
塚
古
墳
」
（
大
塚
初
重
・
小
林
三
郎
・
熊
野
正
也
門
日
本
宵
墳
大
辞
典
篇
、
一
九
八
九
年
）
麟
－
鰯
頁

奈
良
・
藤
ノ
木
宙
墳

半
肉
彫
獣
帯
鏡

6
後

前
園
実
智
雄
・
関
川
尚
功
ほ
か
「
斑
鳩
藤
ノ
木
古
墳
第
2
・
3
次
調
査
報
告
書
」
（
一
九
九
五
年
）

同

環
状
乳
神
獣
鏡

6
後

同

（459）13



性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
注
意
で
き
よ
う
。

　
同
型
鏡
群
の
多
く
は
五
世
紀
後
半
の
古
墳
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
降
る
六
世
紀
後
半
～
末
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
例
が
あ
る

（
表
書
）
。
こ
の
鏡
は
踏
み
返
し
技
法
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
踏
み
返
し
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
六
世
紀
に
至
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
製
作
が
続
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
六
世
紀
の
古
墳
か
ら
の
出
土
品
も
五
世
紀
後
半
か
ら
の
長
期
保
有
品
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

お
お
よ
そ
百
年
近
い
年
代
差
を
想
定
で
き
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
も
伝
世
の
確
実
性
が
高
い
例
で
あ
ろ
う
。
出
土
古
墳
の
年
代
推
定
が
可
能
な
四
十

五
面
中
五
面
と
い
う
割
合
と
な
り
、
比
較
的
多
い
。

　
こ
の
よ
う
に
鏡
の
伝
世
と
考
え
ら
れ
る
例
は
、
古
墳
時
代
の
各
時
期
に
み
ら
れ
、
＝
疋
の
量
に
達
し
て
い
る
。
鏡
式
も
今
の
と
こ
ろ
か
た
よ

り
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
そ
れ
が
み
ら
れ
る
地
域
も
特
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
畿
内
の
中
心
的
な
古
墳
群
や
大
型
の
前
方
後
円
墳
か

ら
の
出
土
鏡
に
も
伝
世
の
確
実
性
が
高
い
例
が
あ
り
、
地
域
的
な
風
習
や
階
層
差
に
起
因
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
鏡
の
伝
世
は
、
古

墳
時
代
に
お
い
て
特
殊
な
現
象
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
た
だ
し
伝
世
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
一
方
、
す
べ
て
の
鏡
が
伝
世
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

製
作
後
ま
も
な
く
副
葬
さ
れ
る
も
の
や
短
い
期
間
を
経
て
翻
葬
に
至
る
例
の
方
が
割
合
と
し
て
は
多
い
。
ま
た
長
期
保
有
・
伝
世
さ
れ
た
期
間

が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
も
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
中
絶
を
む
か
え
た
時
期
も
一
時
に
限
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
特
徴
は
伝
世
鏡
論
で
示
さ

れ
た
よ
う
な
一
括
伝
世
・
一
斉
中
絶
と
は
、
異
な
る
形
態
の
伝
世
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
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②
伝
世
の
過
程

　
a
　
桜
塚
古
墳
群
と
伝
世
鏡

　
以
上
の
よ
う
な
鏡
の
長
期
保
有
・
伝
世
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
。

に
好
都
合
な
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
＝
疋
の
地
域
に
継
続
的
に
築
か
れ
た
首
長
墳
に
お
け
る
鏡
の
出
土
状
況
で
あ
る
。

こ
の
目
的



鏡　の　伝　世（森下）

鏡 古墳 甲冑

400　一

豊中大塚古墳　　東榔

as　の

。

劣製方格規矩
四ネ申鏡1

長方板革綴短甲　1

三角板革綴襟村短甲2
三角板革綴衝角村冑2

6

o

御獅子塚古墳
第2主体都

第1主体部

　三角板革綴短甲ユ
の眉庇付冑1

彷製獣帯鏡1

ム

1

ユ　
冑

甲
寸
　
イ

短
角

留
如

露
留

板
鋲

角
札

三
小

女塚古墳
外区が

鋸鋸波＝文の彷製鏡

眉庇付冑ユ

血

500　一

。［　o 南天平塚古墳　1・2号棺

彷製方格規矩四神鏡1
｛方装獣帯鏡ユ

　　　　　　　図4　桜塚古墳群の鏡と甲冑

短甲3冑ユ9
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大
阪
湾
に
流
れ
込
む
猪
名
川
の
中
流
域
、
現
在
の
豊
中
市
に
は
、
桜
塚
古
墳
群
と
呼
ば
れ
る
前
方
後
円
墳
や
大
型
の
円
墳
で
構
成
さ
れ
る
古

墳
時
代
中
期
の
古
墳
群
が
あ
る
。
五
世
紀
に
猪
名
川
流
域
を
支
配
し
た
「
連
の
首
長
系
譜
の
墳
墓
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
前
方
後
円
墳
や

大
型
の
円
墳
な
ど
が
集
っ
て
講
成
さ
れ
る
古
墳
群
の
呼
称
は
色
々
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
首
長
墳
系
列
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ほ
ぼ
内
容
が
判
明
し
て
い
る
古
墳
で
は
、
五
世
紀
は
じ
め
の
豊
中
大
塚
古
墳
（
円
墳
径
五
六
m
）
に
は
じ
ま
り
、
五
世
紀
申
ご
ろ
の
御
獅
子

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

塚
古
墳
（
前
方
後
円
墳
全
長
五
五
m
）
、
そ
し
て
、
五
世
紀
末
の
南
天
平
塚
古
墳
（
円
墳
造
り
出
し
付
き
か
？
　
径
二
丁
五
m
）
へ
の
変
遷
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。
五
世
紀
の
は
じ
ま
り
か
ら
末
ま
で
継
続
し
た
古
墳
群
で
あ
る
。

　
出
土
鏡
を
み
る
と
、
豊
中
大
塚
古
墳
の
東
野
に
は
彷
製
方
格
規
矩
四
神
鏡
4
式
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
御
獅
子
塚
古
墳
で
は
二
つ
の
粘
土
榔

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
上
部
す
な
わ
ち
新
し
い
方
の
粘
土
榔
（
第
～
主
体
部
）
か
ら
彷
製
獣
帯
鏡
が
一
面
出
土
し
た
。
南
天
平
塚
古
墳
も
二
つ

の
埋
葬
施
設
を
も
ち
、
彷
製
方
格
規
矩
四
神
鏡
4
式
一
面
（
二
号
棺
）
と
彷
製
獣
帯
鏡
一
面
（
一
号
棺
）
が
出
土
し
て
い
る
。

　
こ
の
四
面
の
鏡
は
い
ず
れ
も
長
期
保
有
品
で
あ
る
。
特
に
南
天
平
塚
古
墳
か
ら
出
土
し
た
二
面
の
鏡
は
、
前
節
で
も
例
に
あ
げ
た
よ
う
に
伝

世
の
確
実
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
こ
の
四
面
の
鏡
は
製
作
時
期
も
ほ
ぼ
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。
南
天
平
塚
古
墳
二
号
棺
と
豊
中

大
塚
古
墳
の
彷
製
方
格
規
矩
四
神
鏡
は
同
一
型
式
で
あ
り
、
さ
ら
に
御
獅
子
塚
古
墳
と
南
天
平
塚
古
墳
一
号
棺
か
ら
出
土
し
た
彷
製
獣
帯
鏡
も

外
区
文
様
の
共
通
性
な
ど
か
ら
そ
れ
に
ほ
ぼ
平
行
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　
要
す
る
に
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
製
作
さ
れ
た
四
面
の
鏡
が
、
一
つ
の
首
長
墳
系
列
の
異
な
る
時
期
の
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
現
象
を
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
古
墳
群
の
形
成
以
前
に
こ
れ
ら
の
彷
製
鏡
が
ま
と
ま
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
代
々
受
け
継
が
れ

て
ゆ
く
｝
方
、
各
代
の
首
長
や
そ
の
近
縁
者
の
死
に
際
し
て
数
面
ず
つ
副
葬
さ
れ
て
い
っ
た
と
復
原
で
き
る
（
図
四
）
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
古
墳
間
の
年
代
差
は
、
一
～
二
小
様
式
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
そ
れ
が
世
代
を
越
え
た
保
有
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
ま
た

伝
世
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
所
は
、
こ
の
古
墳
群
を
造
営
し
た
首
長
系
譜
内
と
ほ
ぼ
限
定
で
き
る
。
製
作
元
や
他
地
域
で
伝
世
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

同
じ
地
の
各
代
の
首
長
に
同
じ
型
式
の
鏡
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
偶
然
が
、
す
く
な
く
と
も
三
度
重
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
可
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能
性
は
低
い
。
伝
世
の
場
所
を
限
定
す
る
こ
と
は
一
般
に
容
易
で
な
い
が
、
こ
の
場
合
、
そ
れ
が
一
つ
の
首
長
墳
系
列
に
属
す
る
こ
と
を
示
す

重
要
な
例
で
あ
る
。

　
た
だ
し
こ
の
古
墳
群
の
出
土
鏡
は
そ
う
し
た
伝
世
鏡
だ
け
で
占
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
古
墳
の
詳
し
い
実
態
は
不
明
で
あ
る
が
近
傍
に

存
在
し
た
女
塚
古
墳
か
ら
、
五
世
紀
後
半
に
製
作
さ
れ
た
彷
製
鏡
が
出
土
し
て
い
る
。
眉
庇
付
冑
や
金
銅
装
の
小
札
な
ど
を
と
も
な
っ
て
お
り
、

古
墳
の
築
造
時
期
と
彷
製
鏡
の
製
作
時
期
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
年
代
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
古
墳
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
型
鏡
群
の
一
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
細
線
式
獣
帯
鏡
一
面
も
こ
の
古
墳
里
中
の
出
土
と
伝
え
る
。
こ
の
酋
長
系
譜
の
元
に
は
古
い
型
式
の
鏡
が
伝
え
ら
れ
る
一
方
、
新
し
い
種
類

の
鏡
も
も
た
ら
さ
れ
、
長
期
保
有
を
経
る
こ
と
な
く
副
葬
さ
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
他
の
副
葬
晶
の
状
況
を
み
る
と
、
た
と
え
ば
短
甲
に
つ
い
て
は
、
四
四
に
示
し
た
よ
う
に
怪
童
大
塚
古
墳
東
榔
、
御
獅
子
塚
古
墳
の
第
二
主

体
部
か
ら
革
綴
式
の
短
甲
、
御
獅
子
塚
古
墳
第
一
主
体
部
、
南
天
平
塚
古
墳
か
ら
鋲
壁
式
が
出
土
し
て
お
り
、
短
甲
の
形
式
変
化
と
古
墳
の
年

代
が
対
応
し
て
い
る
。
御
獅
子
塚
古
墳
第
一
主
体
部
か
ら
出
土
し
た
三
角
上
士
留
短
甲
は
両
脇
開
閉
式
で
九
段
構
成
で
あ
り
、
鋲
留
技
法
の
導

入
期
の
製
品
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
第
一
号
体
部
に
先
行
し
て
設
け
ら
れ
た
第
二
主
体
部
か
ら
は
三
角
板
革
綴
短
甲
が
出
土
し
て
お
り
、
短
甲

の
変
化
と
細
か
い
単
位
で
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
短
甲
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
形
式
が
滞
り
な
く
も
た
ら
さ
れ
、
ま
た
あ
ま
り
時
を
経
ず

に
翻
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
に
玉
筆
、
理
髪
、
馬
具
な
ど
に
つ
い
て
も
短
甲
と
同
様
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
鏡
の
長
期
保
有
・
伝
世
の
要
因
が
物
流
の
停
滞
に
は
も
と
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
鏡
の
到
来
に
滞
り

が
生
じ
、
限
ら
れ
た
鏡
が
大
切
に
保
持
さ
れ
た
、
と
い
っ
た
よ
う
な
説
明
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
長
期
保
有
・
伝
世
鏡
が
保
持
さ
れ
る
一
方
で
、

新
し
い
形
式
の
鏡
や
武
具
、
馬
具
そ
の
ほ
か
の
器
物
が
次
々
と
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

　
b
　
首
長
墳
系
列
と
鏡
の
伝
世

　
桜
塚
古
墳
群
の
場
合
の
よ
う
に
、
同
～
時
期
に
製
作
さ
れ
た
複
数
の
彷
製
鏡
が
、
ひ
と
つ
の
古
墳
群
の
異
な
る
年
代
の
古
墳
か
ら
分
か
れ
て

出
土
し
た
場
合
、
そ
の
地
で
伝
世
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
三
、
四
世
代
に
わ
た
る
首
長
墳
系
列
の
副
葬
鏡
の
内
容
が
判
明
す
る
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例
は
多
く
な
い
が
、
二
世
代
程
度
の
他
の
古
墳
群
の
例
を
あ
げ
て
お
く
。

　
京
都
府
向
日
市
域
に
所
在
す
る
向
日
丘
陵
に
は
、
数
歯
に
お
よ
ぶ
前
期
古
墳
が
集
申
し
て
築
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
寺
戸
大
塚
古
墳

前
方
部
下
穴
山
石
室
か
ら
、
獣
帯
鏡
や
彷
製
半
長
規
矩
四
神
鏡
と
と
も
に
、
筆
者
分
類
の
a
！
式
の
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
が
出
土
し
、
ま
た
妙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

見
山
古
墳
前
方
部
粘
土
榔
に
も
同
一
型
式
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
寺
戸
大
塚
↓
妙
見
山
と
続
く
首
長
墳
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
双
方
と
も
前
方
部
埋
葬
に
と
も
な
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
も
た
ら
さ
れ
た
鏡
が
二
世
代
に
わ
た
っ
て
保
有
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

と
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
⑳

　
京
都
府
八
幡
市
に
あ
る
西
車
塚
古
墳
と
菓
車
塚
古
墳
は
こ
の
順
に
築
か
れ
た
代
々
の
首
長
墳
と
考
え
ら
れ
る
が
、
双
方
か
ら
複
数
の
鏡
が
出

土
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
外
区
文
様
な
ど
の
特
徴
か
ら
ほ
ぼ
同
時
期
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
爵
位
鏡
三
面
（
西
車
塚
一
彷
製
方
準
規

二
四
神
鏡
6
式
・
彷
製
長
文
鏡
、
客
車
劃
一
彷
母
神
像
鏡
）
が
分
か
れ
て
副
葬
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
各
一
面
副
葬
さ
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
は
同
一
段

階
に
配
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
配
布
さ
れ
た
う
ち
の
一
面
が
次
世
代
に
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
配
布
の
時
期
は
西

車
塚
古
墳
造
営
よ
り
遡
る
可
能
性
が
高
い
。

　
滋
賀
県
近
江
町
の
息
長
古
墳
群
で
は
四
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
い
た
る
首
長
墳
の
系
統
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
う
ち
副
葬
品
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
判
明
し
た
古
墳
は
、
五
世
紀
末
の
塚
の
越
古
墳
と
六
世
紀
前
半
の
山
津
照
神
社
古
墳
で
あ
る
。
前
者
か
ら
は
五
世
紀
後
半
に
製
作
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
彷
製
鏡
一
面
、
後
者
か
ら
は
同
じ
五
世
紀
後
半
お
よ
び
そ
れ
か
ら
や
や
降
る
時
期
の
彷
直
島
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況

か
ら
、
五
世
紀
後
半
に
作
ら
れ
た
彷
製
鏡
二
面
が
同
時
に
も
た
ら
さ
れ
、
一
面
は
し
ば
ら
く
し
て
塚
の
越
古
墳
に
副
葬
さ
れ
、
他
の
一
面
は
次

の
山
津
島
神
社
古
墳
の
世
代
ま
で
伝
世
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
古
墳
か
ら
は
、
一
方
で
馬
具
や
金
銅
製
冠
な
ど
が
出
土
し
て

お
り
、
そ
れ
ら
の
年
代
は
古
墳
の
築
造
年
代
を
大
き
く
遡
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
も
鏡
が
伝
世
さ
れ
る
一
方
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い

器
物
も
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
例
は
、
鏡
の
伝
世
の
主
体
が
、
在
地
の
首
長
系
譜
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
が
適
用
で
き
る
の
は
、
そ
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れ
そ
れ
の
首
長
墳
系
列
に
一
時
に
も
た
ら
さ
れ
た
鏡
が
複
数
枚
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら
が
細
か
く
年
代
的
位
置
づ
け
の
可
能
な
彷
製
鏡
で
あ
る

か
同
箔
・
同
型
品
で
あ
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
単
数
の
鏡
で
あ
っ
た
場
合
、
複
数
で
も
中
国
細
砂
を
交
え
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
が
一

貫
し
て
在
地
で
伝
世
さ
れ
た
と
し
て
も
、
以
上
の
方
法
で
は
認
定
で
き
な
い
。

　
伝
世
の
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
は
厄
介
な
問
題
で
あ
る
。
製
作
、
配
布
、
入
手
と
そ
の
流
通
の
ど
の
段
階
に
ど
の
場
所
で
伝
世
が
お
こ
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
の
か
特
定
は
難
し
い
。
岩
永
省
三
の
整
理
を
参
考
に
す
る
と
、
ω
ひ
と
つ
の
場
所
で
長
期
保
有
・
伝
世
が
続
く
場
合
の
ほ
か
に
、
ω
ひ
と

つ
の
場
所
で
長
期
保
有
・
伝
世
さ
れ
た
も
の
が
、
他
の
場
所
へ
移
動
し
て
長
期
保
有
・
伝
世
さ
れ
た
場
合
、
團
他
の
場
所
で
長
期
保
有
・
伝
世

さ
れ
た
も
の
が
、
副
葬
や
埋
納
の
直
前
に
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
古
墳
時
代
の
彷
再
思
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
製
作
元
や
配
布
元
に
お
け
る
長
期
保
有
・
伝
世
は
少
な
か
っ
た
も
の
と
推
測

す
る
。
彷
胃
鏡
は
型
式
変
化
が
早
く
、
文
様
の
崩
れ
の
度
合
い
が
著
し
い
点
か
ら
み
て
、
手
本
と
な
る
よ
う
な
古
い
型
式
の
製
品
が
製
作
者
の

手
元
に
長
く
残
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
そ
の
製
作
者
集
団
は
畿
内
に
存
在
し
た
か
な
り
限
定
で
き
る
存
在
で
あ
り
、
配
布
者
は

そ
れ
と
直
結
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
配
布
元
に
お
け
る
長
期
保
膚
・
伝
世
も
考
え
に
く
い
。

　
そ
れ
以
後
の
地
域
間
で
の
移
動
な
ど
、
副
葬
に
至
る
ま
で
の
状
況
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
を
想
定
で
き
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
貴
重
な
器
物

が
、
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
移
動
し
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
ひ
と
つ
の
首
長
系
譜
で
伝
世
さ
れ
て
い
た
場
合
が
～
定
以
上
の
割
合
を
占
め
て
い
た
と

考
え
る
。

　
㈲
　
鏡
以
外
の
副
葬
品
の
長
期
保
有
・
伝
世

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
長
期
保
有
・
伝
世
と
い
う
現
象
は
、
鏡
以
外
の
品
目
に
も
認
め
ら
れ
る
特
色
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
墳
に
納
め
ら
れ
た
他

の
副
葬
品
と
比
較
検
討
し
、
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石
釧
な
ど
碧
玉
製
腕
飾
類
は
、
鏡
と
な
ら
ん
で
古
墳
時
代
前
期
の
代
表
的
な
副
葬
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
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ひ
と
つ
の
古
墳
か
ら
複
数
の
型
式
が
出
土
す
る
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
型
式
分
類
の
進
ん
で
い
る
鍬
形
石
の
例
を
示
す
。
渡
辺
貞
幸
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

鍬
形
石
の
編
年
を
ま
と
め
、
四
つ
に
大
別
し
た
が
、
三
重
県
石
山
古
墳
か
ら
の
出
土
品
は
そ
の
う
ち
の
一
～
圃
式
、
す
な
わ
ち
三
型
指
分
に
わ

た
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
古
墳
か
ら
の
出
土
品
は
二
型
式
内
に
お
さ
ま
る
。
型
式
差
を
時
期
差
と
み
な
し
て
古
墳
編
年
に

換
算
す
る
と
、
石
山
古
墳
出
土
品
に
は
最
長
で
間
に
一
小
様
式
分
以
上
の
差
が
あ
り
、
伝
世
の
可
能
性
が
生
ず
る
。
櫻
井
久
之
の
四
期
分
類
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
、
三
期
に
ま
た
が
る
製
品
が
三
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
鍬
形
石
の
場
合
注
意
す
べ
き
は
、
複
数
型
式
を
出
土
し
た
場
合
も
、
隣
接
す
る
型
式
で
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
細
分
の
程
度

が
異
な
る
に
し
て
も
鏡
の
よ
う
に
、
古
墳
編
年
で
問
を
一
小
様
式
以
上
と
ば
し
た
組
み
合
わ
せ
が
出
土
し
た
例
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、

車
輪
石
と
石
釧
を
ふ
く
め
て
碧
玉
製
腕
飾
類
全
体
を
み
わ
た
し
て
み
て
も
、
そ
れ
が
五
世
紀
中
ご
ろ
以
降
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
例
を
知
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
伝
世
の
確
実
性
が
高
い
例
は
み
ら
れ
な
い
。
碧
玉
瀟
瀟
無
類
に
「
伝
世
」
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
鏡
の
場
合
と
は
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
異
に
す
る
と
考
え
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
長
期
保
有
例
の
中
に
は
、
実
質
は
あ
ま
り
時
間
差
の
な
か
っ
た
場
合
も
多
い
と
考
え
る
。
碧
玉

製
腕
飾
類
に
は
宝
器
と
し
て
鏡
と
同
様
の
意
義
付
け
が
な
さ
れ
る
場
合
も
多
い
が
、
保
有
状
況
に
は
違
い
が
あ
っ
た
と
み
る
。

　
中
期
古
墳
の
代
表
的
な
副
葬
品
で
あ
る
甲
冑
の
場
合
、
甲
冑
の
型
式
変
化
と
出
土
古
墳
の
順
は
比
較
的
よ
く
対
応
す
る
。
た
と
え
ば
鋲
留
短

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

甲
の
細
分
を
お
こ
な
っ
た
滝
沢
誠
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
各
型
式
と
古
墳
年
代
が
ほ
ぼ
一
小
鮮
式
内
で
対
応
す
る
。
ま
た
、
四
世
紀
代
の
甲
冑
形

式
で
あ
る
方
形
板
革
綴
短
甲
が
五
世
紀
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
例
や
、
五
世
紀
前
半
の
三
角
板
革
綴
短
甲
や
長
方
板
革
綴
短
甲
が
六
世
紀
以
降

の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
例
を
知
ら
な
い
。
す
く
な
く
と
も
伝
世
の
可
能
性
が
高
い
例
は
見
あ
た
ら
ず
、
長
期
保
有
例
も
数
は
少
な
い
。

　
玉
椿
と
馬
具
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
「
伝
世
」
と
さ
れ
る
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
林
行
雄
は
奈
良
県
竜
谷
一
二
号
墳
出
土
の
硬
玉
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

有
文
巖
玉
に
つ
い
て
、
そ
の
製
作
年
代
が
六
世
紀
初
頭
と
い
う
古
墳
の
築
造
年
代
よ
り
は
る
か
に
遡
る
も
の
と
述
べ
た
。
こ
の
例
に
つ
い
て
は

確
実
性
の
高
い
伝
世
品
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
心
痛
し
た
玉
総
の
中
の
～
点
だ
け
で
あ
っ
た
。
畜
類
に
つ
い
て
は
、
そ
の
変
遷
が

ま
だ
大
ま
か
な
時
間
幅
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
今
後
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
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小
野
山
節
は
鐘
形
装
飾
付
馬
具
の
編
年
結
果
か
ら
、
神
奈
川
県
室
ノ
木
古
墳
を
は
じ
め
と
し
て
、
副
葬
さ
れ
た
馬
具
の
セ
ッ
ト
に
、
半
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

ほ
ど
の
年
代
差
の
あ
る
組
み
合
わ
せ
が
含
ま
れ
る
例
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
ら
が
、
世
代
を
越
え
て
保
有
が
続
く
と
い
う
意
味
で
の
伝
世
に
属
す

る
か
ど
う
か
は
微
妙
な
年
代
記
で
あ
る
が
、
馬
具
に
つ
い
て
は
長
期
保
有
傾
向
の
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
副
葬
晶
の
種
類
に
よ
っ
て
、
把
握
で
き
る
聴
聞
幅
に
は
差
異
が
あ
り
、
型
式
学
的
検
討
の
進
展
に
よ
っ
て
は
今
後
状
況
が
変
わ
る
可
能
性
が

あ
る
。
細
分
が
進
め
ば
製
作
年
代
と
副
葬
年
代
の
間
に
多
く
の
ず
れ
が
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
彷
孤
塁
の
ほ
か
、
碧
玉
製
腕
飾
類
や
馬

具
の
よ
う
に
細
か
い
型
式
編
年
が
で
き
あ
が
っ
た
も
の
に
長
期
保
有
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
し
か
し
鏡
以
外
の
品
目
で
、
製
作
段
階
か
ら
歯
黒
様
式
以
上
も
降
る
時
期
の
古
墳
か
ら
出
土
し
、
確
実
性
の
高
い
伝
世
と
見
な
し
う
る
例
が

一
定
数
以
上
存
在
す
る
も
の
は
な
い
。
古
墳
時
代
に
お
い
て
伝
世
は
、
鏡
に
特
写
的
な
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

鏡の伝世（森下）

①
田
中
琢
「
方
格
規
矩
二
神
鏡
系
倭
鏡
分
類
試
論
」
（
門
文
化
財
論
叢
』
奈
良
国
立

　
文
化
財
研
究
所
三
〇
周
年
記
念
論
文
集
、
一
九
八
三
年
）
八
三
－
一
〇
四
頁
。

②
森
下
章
司
「
古
墳
時
代
彷
製
鏡
の
変
遷
と
そ
の
特
質
」
（
前
掲
）
。

③
鰐
革
芳
照
「
東
之
宮
古
墳
」
（
欄
犬
山
市
史
』
史
料
編
三
考
古
・
省
代
・
中
世
、

　
　
九
八
三
年
）
六
一
－
八
○
頁
。

④
梅
原
末
治
「
加
悦
丸
山
古
墳
」
（
噸
京
都
府
文
化
財
調
査
報
告
紬
第
二
二
冊
、
一

　
九
六
一
年
）
四
四
一
五
二
頁
。
報
告
で
は
古
墳
時
代
中
期
前
半
に
位
置
づ
け
ら
れ

　
て
い
る
が
、
そ
の
後
付
近
か
ら
古
い
型
式
の
埴
輪
が
出
土
し
て
い
る
。
鏡
の
組
み

　
合
わ
せ
か
ら
み
て
四
世
紀
で
も
宵
い
段
階
の
古
墳
と
考
え
た
い
。
佐
藤
晃
一
『
加

　
悦
町
の
は
に
わ
』
（
『
加
悦
町
古
墳
公
園
は
に
わ
資
料
館
研
究
報
告
』
第
一
集
、
　
…

　
九
九
三
年
）
九
－
一
二
頁
。

⑤
梅
原
末
治
「
乙
訓
郡
博
士
大
塚
古
墳
」
（
『
山
城
に
お
け
る
古
式
古
墳
の
調
査
』

　
京
都
府
文
化
財
調
査
報
告
第
二
一
冊
、
一
九
五
五
年
）
三
－
二
～
頁
。
近
藤
需

　
～
・
都
出
比
呂
志
「
京
都
向
B
丘
陵
の
前
期
古
墳
群
の
調
査
」
（
鯛
史
林
』
第
五
四

　
巻
第
六
号
、
史
学
研
究
会
、
一
九
七
一
年
）
一
一
六
1
＝
瓢
九
頁
。

⑥
梅
原
末
治
「
備
前
和
気
郡
鶴
山
丸
山
古
墳
」
（
畷
近
畿
地
方
古
墳
墓
の
調
査
』
三

　
日
本
古
文
化
研
究
所
報
告
第
九
、
一
九
三
八
年
）
三
〇
1
五
二
頁
。
梅
原
末
治

　
「
岡
山
縣
下
の
古
墳
発
見
の
古
鏡
」
（
門
吉
備
考
古
』
第
八
五
号
、
吉
備
考
古
学
会
、

　
一
九
五
二
年
）
一
－
一
蕊
頁
。

⑦
原
田
大
六
「
十
七
号
遺
跡
の
遺
物
」
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
順
応
沖
ノ
島
騙
、

　
一
九
六
一
年
）
一
～
八
－
一
一
一
　
星
崎
0

⑧
こ
の
系
列
は
他
の
彷
製
鏡
の
系
列
と
単
位
文
様
の
交
換
例
が
多
い
の
で
、
他
と

　
の
平
行
関
係
か
ら
も
年
代
を
さ
ら
に
隅
定
で
き
る
。
も
っ
と
も
密
接
な
関
連
が
認

　
め
ら
れ
る
の
は
～
般
に
罷
竜
鏡
と
呼
ば
れ
る
鴨
頭
双
胴
神
鏡
で
あ
り
、
國
中
琢
の

　
指
摘
す
る
通
り
、
同
　
工
入
の
作
品
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
外
区
と
半
円
方
形
帯
の
特

　
徴
が
一
致
す
る
例
も
あ
る
。
両
者
を
合
わ
せ
て
出
土
古
墳
の
年
代
を
検
討
す
る
と
、

　
ま
ず
そ
の
初
期
の
型
式
が
四
世
紀
中
ご
ろ
の
古
墳
で
あ
る
滋
賀
県
雪
野
山
古
墳

　
（
単
頭
双
胴
神
鏡
系
b
1
式
）
に
み
ら
れ
、
そ
の
発
現
が
四
世
紀
申
ご
ろ
を
降
ら
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な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
福
岡
県
沖
ノ
島
一
七
号
人
跡
お
よ
び
大
阪
府
津
堂
城

　
山
古
墳
で
は
単
頭
双
胴
神
鏡
系
の
末
期
型
式
（
a
4
式
）
が
出
土
し
て
い
る
。
共

　
伴
し
た
滑
石
製
勾
玉
、
蕨
手
刀
子
な
ど
か
ら
四
世
紀
末
～
五
世
紀
初
頭
に
位
置
づ

　
け
ら
れ
る
。
岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
か
ら
も
各
系
列
の
終
末
型
式
が
出
土
し
て
お

　
り
、
四
世
紀
末
～
五
世
紀
初
頭
に
は
型
式
変
遷
を
終
了
し
た
と
考
え
る
。
他
に
関

　
連
す
る
彷
製
鏡
と
し
て
戯
文
鏡
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
小
林
三
郎
を
は
じ
め
と
し
て

　
ほ
ぼ
そ
の
製
作
年
代
の
終
末
を
四
世
紀
末
～
五
世
紀
初
頭
に
お
く
と
理
解
す
る
。

　
こ
れ
ら
関
連
す
る
彷
製
鏡
は
い
ず
れ
も
四
世
紀
代
の
製
品
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

　
る
。
ま
た
ど
の
系
列
を
取
り
上
げ
て
も
そ
の
初
期
か
ら
末
に
至
る
ま
で
の
型
式
変

　
化
の
程
度
が
大
き
く
、
各
型
式
の
安
定
度
が
小
さ
い
こ
と
か
ら
、
各
型
式
の
存
続

　
期
間
は
そ
れ
ほ
ど
長
期
に
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
と
推
定
す
る
。
雪
野
山
古
墳
発

　
掘
調
査
団
『
雪
野
山
古
墳
の
研
究
㎞
（
一
九
九
六
年
）
。
原
田
大
六
「
七
号
遺
跡
の
遺

　
物
乗
前
掲
）
。
宮
内
庁
書
陵
部
咽
出
土
品
展
示
霞
録
　
古
鏡
』
（
～
九
九
二
年
）
三

　
三
－
三
四
頁
。
小
林
三
郎
「
振
文
鏡
と
そ
の
性
格
一
（
遠
藤
元
男
先
生
頚
寿
記
念

　
会
編
『
遠
藤
元
男
先
生
頒
寿
記
念
論
文
集
隔
、
～
九
八
三
年
）
四
＝
二
…
四
五
八
頁
。

⑨
川
江
秀
孝
「
甑
塚
古
墳
」
（
『
静
岡
県
史
』
資
料
編
2
考
古
二
、
一
九
九
〇

　
年
）
一
九
〇
1
一
九
五
頁
。
中
島
郁
夫
「
甑
塚
古
墳
」
（
『
磐
田
市
史
㎞
史
料
編
一

　
出
4
5
古
・
古
代
・
中
世
、
一
九
九
二
年
）
二
六
三
－
二
六
八
頁
。

⑩
小
林
行
雄
「
狐
塚
・
南
天
平
塚
古
墳
の
調
査
」
（
『
大
阪
府
の
文
化
財
』
、
一
九

　
⊥
ハ
ニ
年
）
｝
血
四
－
五
轟
ハ
百
ハ
。

⑪
末
永
雅
雄
編
欄
盾
塚
割
塚
珠
金
塚
古
墳
臨
（
一
九
九
一
年
）
。

⑫
　
佐
藤
小
吉
・
末
永
雅
雄
「
円
照
寺
墓
山
一
号
墳
調
査
鳳
（
『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天

　
然
紀
念
物
調
査
報
告
晒
一
一
、
～
九
三
〇
年
）
。

⑬
埼
玉
県
史
編
さ
ん
委
員
会
門
長
坂
聖
天
神
塚
古
墳
扁
（
『
埼
玉
県
史
隔
資
料
編
二

　
原
始
・
古
代
　
弥
生
・
古
墳
、
～
九
八
二
年
）
七
二
一
…
七
二
六
頁
。

⑭
高
橋
美
久
二
「
長
岡
三
跡
右
京
第
二
六
次
発
掘
調
査
概
要
」
（
『
埋
蔵
文
化
財
調

　
査
概
要
』
一
九
八
○
…
二
、
一
九
八
○
年
）
一
－
二
八
五
頁
。

⑮
柳
本
照
男
編
咽
摂
津
豊
中
大
塚
古
墳
』
（
『
豊
申
市
文
化
財
調
査
報
告
』
第
二
〇

　
集
（
一
九
八
七
年
）
。

⑯
熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
咽
装
飾
古
墳
』
（
一
九
九
四
年
）
。
塚
坊
主
古
墳
と
岡
系

　
列
の
首
長
墳
で
そ
れ
に
先
行
す
る
著
名
な
江
霞
継
由
古
墳
か
ら
は
6
面
の
鏡
が
出

　
点
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
古
墳
の
築
造
時
期
と
か
わ
り
な
い
製
作
・
配
布
年
代
の
も

　
の
で
あ
る
。
梅
原
末
治
「
玉
名
郡
江
田
船
山
古
墳
調
査
報
告
」
（
罷
…
本
県
史
蹟
名

　
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
駈
一
、
一
九
～
　
二
年
）
。

⑰
尾
晴
喜
左
雄
・
保
坂
三
郎
「
上
野
国
八
幡
郡
観
音
塚
古
墳
調
査
報
告
書
」
（
『
群

　
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
㎞
一
、
一
九
六
三
年
）
。

⑱
梅
沢
重
昭
「
観
音
山
古
墳
と
そ
の
出
土
遺
物
扁
（
『
月
刊
文
化
財
㎞
一
九
六
九
－

　
一
、
　
一
九
山
ハ
九
年
）
一
二
⊥
バ
ー
四
一
一
翼
。

⑲
滝
口
宏
咽
上
総
金
鈴
塚
古
墳
隔
早
稲
田
大
学
考
古
学
研
究
室
報
告
～
（
｝
九
五

　
二
年
中
。

⑳
坂
出
『
平
林
古
墳
』
当
麻
町
教
育
委
員
会
（
一
九
九
四
年
）
。

⑳
　
前
園
実
智
雄
・
関
川
留
滞
ほ
か
四
斑
鳩
藤
ノ
木
古
墳
第
二
↓
二
次
調
査
報
告

　
雷
』
（
一
九
九
五
年
）
。
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
六
世
紀
後
半
～
末
の
豊
蜜
な
認

　
葬
品
を
も
つ
古
墳
か
ら
の
出
土
鏡
に
は
、
長
期
保
有
鏡
の
み
で
構
成
さ
れ
る
場
合

　
が
往
々
に
し
て
み
ら
れ
る
。

⑫
　
小
林
行
雄
「
倭
の
五
王
の
時
代
」
（
咽
日
本
書
紀
研
究
』
第
二
冊
、
一
九
六
六
年
、

　
＝
二
〇
1
一
六
二
頁
、
『
古
墳
文
化
論
考
㎞
一
九
七
六
年
所
収
）
。

⑳
梅
原
宋
治
凹
椿
井
大
塚
山
古
墳
』
（
咽
京
都
府
文
化
財
調
査
報
告
』
第
　
≡
冊
、

　
一
九
⊥
ハ
四
年
）
。

⑳
　
丸
子
旦
隅
千
葉
県
小
見
嶺
町
城
山
　
号
墳
』
（
一
九
八
○
年
）
。

㊧
　
田
中
晋
作
「
百
舌
鳥
・
下
総
古
墳
群
成
立
の
要
件
」
（
咽
関
西
大
学
考
古
学
研
究

　
室
開
設
四
〇
周
年
記
念
　
考
古
学
論
叢
』
、
一
九
九
～
二
年
）
一
八
七
一
二
＝
瓢
頁
。
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⑯
　
秋
山
日
出
雄
・
網
干
善
教
『
室
大
墓
㎞
（
『
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査

　
報
皆
』
第
一
八
冊
、
一
九
五
九
年
）
。

⑳
梅
原
末
治
『
久
津
川
古
墳
研
究
』
（
一
九
二
〇
年
）
。

鰺
　
川
西
宏
幸
が
詳
細
な
観
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
踏
み
返
し

　
が
お
こ
な
わ
れ
た
順
序
と
出
土
古
墳
の
薪
古
に
対
応
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う

　
で
あ
る
。
川
西
宏
幸
「
同
型
鏡
の
諸
問
題
－
画
文
鳥
重
列
式
神
獣
鏡
」
（
『
古
文

　
化
談
叢
』
第
二
七
集
、
一
九
九
二
年
）
＝
　
五
1
｝
四
〇
頁
。
同
「
同
型
鏡
の
諸

　
問
題
－
画
像
鏡
・
細
線
式
獣
帯
鏡
－
偏
（
『
古
文
化
談
叢
㎞
第
二
九
集
、
一
九

　
九
三
年
）
五
五
…
八
四
頁
。
同
「
岡
型
鏡
の
諸
問
題
！
画
文
意
環
状
乳
四
獣
鏡

　
1
」
（
『
古
文
化
談
叢
』
第
三
一
集
、
～
九
九
三
年
）
一
四
七
一
一
六
六
頁
。
な

　
お
川
西
も
同
型
品
が
後
期
古
墳
か
ら
出
土
す
る
現
象
を
在
地
の
伝
世
と
と
ら
え
る
。

⑳
　
柳
本
照
男
編
隅
摂
津
豊
中
大
塚
古
墳
』
（
前
掲
）
。
大
塚
古
墳
に
は
東
中
と
並
ん

　
で
同
～
墓
壌
内
に
西
榔
が
あ
り
、
ま
た
別
墓
墳
の
埋
葬
施
設
が
ひ
と
つ
あ
る
が
、

　
破
壊
を
受
け
、
副
葬
品
の
全
体
は
不
明
で
あ
る
。
よ
っ
て
図
4
に
は
示
し
て
い
な

　
い
。

⑳
　
柳
本
照
男
編
『
御
獅
子
塚
古
墳
勧
豊
中
市
教
育
委
員
会
（
一
九
九
〇
年
）
。
豊
中

　
大
塚
古
墳
、
御
獅
子
塚
古
墳
出
土
鏡
の
観
察
に
あ
た
っ
て
は
豊
中
市
教
育
委
員
会

　
柳
本
照
男
氏
に
ご
配
慮
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
し
ま
す
。

⑳
　
小
林
行
雄
「
狐
塚
・
南
天
平
塚
古
墳
」
（
前
掲
）
。
藤
澤
い
夫
州
古
墳
文
化
と
そ

　
の
遺
跡
（
『
豊
中
市
史
』
第
1
巻
第
1
章
草
3
節
、
～
九
六
～
年
）
四
八
－
七
二
頁
。

　
南
天
平
塚
古
墳
出
土
鏡
は
京
都
大
学
総
合
博
物
館
保
管
品
の
観
察
結
果
に
よ
る
。

　
藤
沢
一
夫
「
豊
中
の
鏡
鑑
」
（
「
豊
逆
換
史
』
本
編
四
、
～
九
六
三
年
）
五
五
ニ
ー

　
五
五
三
頁
の
第
一
〇
九
図
上
に
掲
載
さ
れ
た
鏡
は
兵
庫
県
小
野
王
塚
古
墳
の
出
土

　
鏡
で
あ
る
。
な
お
南
天
平
塚
古
墳
の
一
・
2
号
棺
は
先
後
関
係
が
不
明
で
あ
る
た

　
め
、
図
4
で
は
並
記
し
た
。
こ
の
古
墳
群
で
は
狐
塚
古
墳
が
発
掘
調
査
さ
れ
鏡
も

　
鳩
話
し
て
い
る
が
、
未
報
告
の
た
め
不
明
な
点
が
多
い
。
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象

　
か
ら
は
ず
し
た
。

⑳
藤
澤
一
夫
「
古
墳
文
化
と
そ
の
遺
跡
」
（
前
掲
）
。

⑳
）
藤
澤
一
夫
「
桜
塚
古
墳
群
発
見
の
四
霊
三
瑞
鏡
」
（
欄
豊
中
市
史
』
史
料
編
一
、

　
一
九
六
〇
年
）
図
版
二
四
。

⑭
　
梅
原
末
治
「
乙
訓
郡
寺
戸
穴
塚
古
墳
」
（
前
掲
）
。
梅
原
末
治
「
向
日
町
妙
見
山

　
古
墳
」
（
同
前
）
四
八
－
七
三
頁
。
近
藤
喬
一
・
都
出
比
呂
忠
「
京
都
向
日
丘
陵
の

　
前
期
古
墳
群
の
調
査
」
（
前
掲
）
。

⑳
　
梅
原
末
治
『
久
津
州
古
墳
研
究
』
（
前
掲
）
。

⑳
　
京
都
大
学
総
合
博
物
館
『
王
者
の
武
装
㎞
（
～
九
九
七
年
）
一
〇
〇
…
｝
○
　
頁
。

⑳
　
京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
『
琵
琶
湖
周
辺
の
6
世
紀
を
探
る
蝕
平
成
6

　
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
一
般
研
究
B
調
査
研
究
成
果
報
告
書
（
一
九
九
五
年
）
。

　
宮
崎
幹
也
『
塚
の
越
古
墳
』
（
門
近
江
靱
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
〇
集
、
一
九

　
九
一
年
）
。

⑳
　
岩
永
省
三
「
伝
世
考
」
（
前
掲
）
。

⑲
　
渡
辺
貞
幸
「
鍬
形
石
の
基
礎
的
研
究
」
（
『
島
根
大
学
法
文
学
部
紀
要
・
文
学
科

　
編
』
第
2
号
、
～
九
七
九
年
）
一
－
一
九
頁
。

⑳
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
『
紫
金
山
古
墳
と
石
山
古
墳
』
京
都
大
学
文
学
部
博

　
物
館
図
録
第
六
冊
（
～
九
九
三
年
）
。

⑧
　
櫻
井
久
之
「
鍬
形
石
の
系
譜
と
流
通
」
（
欄
考
古
学
雑
誌
』
第
七
七
巻
第
二
号
、

　
一
九
九
一
年
）
五
〇
…
二
〇
七
頁
。

⑫
　
北
條
芳
隆
は
鍬
形
石
の
型
式
差
を
直
接
時
期
差
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
慎
重
な

　
考
え
を
示
す
。
北
條
芳
隆
門
鍬
形
石
の
型
式
学
的
研
究
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
七

　
九
巻
第
四
号
、
～
九
九
四
年
）
。
北
條
芳
隆
「
石
川
条
里
遺
跡
と
腕
輪
形
石
製
品
」

　
（
長
野
県
考
古
学
会
『
中
部
高
地
の
考
古
学
晒
W
　
長
野
県
考
古
学
会
三
〇
周
年

　
記
念
論
文
集
　
一
九
九
四
年
）
二
三
五
一
二
五
四
頁
。

⑬
　
滝
沢
誠
「
鋲
留
短
甲
の
編
年
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
第
七
六
巻
～
号
、
　
九
九
一
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年
）
一
六
－
六
＝
貴
。

⑭
　
小
林
行
雄
「
鏡
・
大
刀
・
玉
の
謎
」
（
帝
塚
山
大
学
考
古
学
研
究
室
『
古
墳
の

　
謎
を
探
る
』
、
　
一
九
八
一
年
）
五
一
1
五
九
頁
。

⑮
　
小
野
山
節
「
鐘
形
装
飾
付
馬
具
と
そ
の
分
布
」
（
『
M
U
S
E
U
M
㎞
第
｝
三
二
九

　
号
、
一
九
七
九
年
）
四
－
一
五
頁
。

24 （470）

三
　
伝
世
の
背
景
と
器
物
の
保
有
形
態

　
ω
　
伝
揖
と
保
有
形
態

　
a
　
伝
世
の
背
景

　
以
上
、
古
墳
時
代
の
鏡
に
伝
世
が
あ
っ
た
こ
と
を
い
く
つ
か
の
方
法
を
用
い
て
示
し
、
ま
た
～
部
で
は
あ
る
が
伝
世
の
場
所
を
特
定
で
き
る

例
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
伝
世
や
長
期
保
有
が
鏡
に
特
有
な
現
象
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、
鏡
の
伝
世

の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。

　
…
般
に
器
物
の
伝
世
が
発
生
す
る
要
因
と
し
て
は
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
～
つ
は
器
物
自
身
の
価
値
、
性
格
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、

稀
少
品
で
あ
る
こ
と
や
、
祭
器
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ま
　
つ
は
器
物
の
取
り
扱
い
方
や
保
有
状
況
に
求
め
ら
れ
る
。

　
通
常
、
伝
世
と
い
う
言
葉
か
ら
ま
ず
連
想
さ
れ
る
の
は
前
者
の
要
因
で
あ
ろ
う
。
鏡
が
長
期
保
有
・
伝
世
さ
れ
た
要
因
も
そ
れ
ら
が
こ
の
時

代
に
お
い
て
宝
器
で
あ
り
、
貴
重
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
伝
世
と
は
直
接
に
は
保
有
状
況
を
示
す
の
で
あ
り
、
後
者
の
方
が
伝
世
の
発
生
に
お
い
て
は
む
し
ろ
本
質
的
な
問
題
と
考
え
る
。
正

倉
院
の
伝
世
品
の
中
に
は
、
農
工
具
な
ど
日
常
器
具
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
保
有
状
況
に
よ
っ
て
伝
世
が
発
生
し
、
伝
世
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
器
物
自
身
の
性
格
も
宝
器
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
葡
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
古
墳
時
代
の
鏡
の
全
部
が
長
期
保
有
・
伝
世
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
鏡
の
個
別
の
価
値
、
種
類
や
大
き

さ
な
ど
の
要
素
が
長
期
保
有
・
伝
世
の
主
た
る
要
因
と
な
っ
た
形
跡
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
特
に
後
者
の
要
因
を
検
討
す
べ
き
必
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要
性
が
高
い
と
判
断
す
る
。

　
b
　
伝
世
と
集
団
的
保
有

　
伝
世
鏡
論
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
重
要
な
視
点
は
、
伝
世
品
の
存
在
を
そ
の
保
有
者
の
性
格
と
結
び
つ
け
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
小
林
行
雄
は
、
伝
世
が
発
生
し
た
理
由
を
ま
ず
第
一
に
鏡
の
使
用
目
的
に
求
め
、
「
た
と
え
ば
神
宝
と
も
よ
び
う
る
よ
う
な
、
伝
世
を
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
す
る
祭
祀
的
な
も
の
」
で
あ
っ
た
と
説
明
し
た
。
鏡
を
保
持
管
理
し
た
「
司
祭
者
」
に
対
す
る
小
林
行
雄
の
性
格
付
け
は
、
著
作
に
よ
っ
て

若
干
の
差
異
が
見
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
「
古
代
の
首
長
は
、
共
同
体
の
司
祭
者
と
し
て
の
性
格
を
な
お
強
く
も
っ
て
い
た
」
と
記
述
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
伝
世
鏡
の
保
管
は
、
か
れ
が
共
同
体
か
ら
義
務
と
責
任
と
を
お
わ
さ
れ
た
、
ひ
と
り
の
代
表
者
で
あ
る
こ
と
の
象
徴
」
と
描
写
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
春
成
秀
爾
が
説
く
よ
う
に
、
小
林
が
こ
れ
ら
の
説
明
の
根
拠
と
し
て
記
紀
の
説
話
を
多
く
利
用
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
神
宝
と
し
て
の
鏡
の
扱
い
方
や
司
祭
者
の
存
在
と
、
伝
世
鏡
と
を
む
す
ぶ
考
古
学
的
な
根
拠
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
私
は
、
伝
世
の
本
質
は
、
司
祭
者
の
よ
う
な
媒
介
者
を
想
定
し
な
く
と
も
、
そ
の
器
物
の
保
有
主
体
が
集
団
に
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
た
方
が

明
確
に
で
き
、
伝
世
の
仕
組
み
を
よ
り
自
然
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
考
え
る
。
世
代
を
越
え
て
保
有
が
続
く
と
い
う
現
象
は
、
そ
の
器
物
の
保
有

主
体
が
、
個
人
の
生
を
越
え
た
つ
な
が
り
、
世
代
を
越
え
て
存
続
す
る
集
団
に
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
。
具
体
的
な
過
程
を
追
う
こ
と
が
で

き
た
古
墳
時
代
の
鏡
の
伝
世
例
を
み
る
な
ら
ば
、
保
管
管
理
者
と
し
て
の
個
人
の
存
在
よ
り
も
、
首
長
系
譜
の
よ
う
な
集
団
の
存
在
の
方
が
伝

世
の
成
立
に
は
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
家
宝
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
品
々
は
、
イ
エ
に
帰
属
す
る
。
寺
社
の
伝
世
品
は
、
信
仰
を
同
じ
く
す
る
社
会
集
団
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て

き
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
正
倉
院
の
宝
物
は
き
わ
め
て
長
期
の
伝
世
が
続
い
た
希
有
な
例
で
あ
る
が
、
保
存
条
件
は
別
と
し
て
、
そ
の
存
続
を
本
質
的
に
支
え
た
要
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
、
天
皇
家
へ
の
帰
属
あ
る
い
は
菓
大
寺
の
所
管
と
い
っ
た
制
度
的
な
面
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
中
国
周
原
の
地
で
数
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
西

周
時
代
の
青
銅
器
の
複
数
埋
納
例
に
も
、
伝
世
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。
「
史
塙
盤
」
の
鵬
土
で
著
名
な
陳
西
省
庄
白
一
号
讐
蔵
出
土
の
青
銅
器
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⑤

群
に
は
、
西
里
代
の
は
じ
ま
り
か
ら
終
末
に
い
た
る
各
時
期
の
製
品
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
記
さ
れ
た
金
文
か
ら
一
つ
の
宗
族
の
宝
器

が
代
々
伝
え
ら
れ
、
蓄
積
さ
れ
た
後
、
西
周
末
期
に
一
括
埋
納
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
宝
器
が
宗
族
の
も
と
で
長
期
に
わ
た
っ
て

伝
世
し
た
こ
と
を
示
す
。
伝
世
は
器
物
の
相
続
を
支
え
た
社
会
集
団
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
集
団
保
有
品
の
す
べ
て
が
伝
世
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
伝
世
品
で
な
く
と
も
集
団
保
有
性
を
も
つ
器
物
も
あ
る
。
伝
世
が

発
生
し
た
要
因
や
歴
史
的
経
過
に
は
個
々
に
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
が
あ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
伝
世
の
認
め
ら
れ
る
器
物
に
共
通
す
る

基
本
的
な
要
素
と
し
て
、
集
団
へ
の
帰
属
性
を
重
視
す
る
。

　
c
　
集
団
的
保
有
と
個
人
的
保
有

　
そ
う
し
た
集
団
的
保
有
の
あ
り
方
は
、
伝
世
の
形
態
に
反
映
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
強
固
な
集
団
的
保
有
の
例
は
、
伝
世
鏡
論
で
説
明
さ
れ
た
伝
世
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
多
数
の
鏡
が
弥
生
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
副
葬
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
古
墳
時
代
に
至
る
ま
で
の
長
期
間
、
一
括
し
て
伝
え
続
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
異
論
も
多
い
が
、
銅
鐸
に
つ
い
て
も
そ
の
最

終
的
な
型
鋼
時
期
を
弥
生
時
代
の
終
末
と
考
え
、
そ
れ
ま
で
の
問
一
括
し
て
伝
世
が
続
い
た
と
み
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
絶
に
至
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ま
で
、
＝
酌
量
の
器
物
が
ほ
と
ん
ど
副
葬
や
埋
納
さ
れ
る
こ
と
な
く
ま
と
ま
っ
た
形
で
伝
世
さ
れ
る
場
合
は
、
保
持
力
が
強
い
伝
世
と
表
現
で

き
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
古
墳
時
代
の
鏡
の
よ
う
に
、
伝
世
が
継
続
す
る
一
方
で
、
副
葬
や
埋
納
な
ど
に
よ
る
中
絶
も
平
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
型
の

伝
世
が
存
在
す
る
。
伝
え
ら
れ
る
期
間
が
ま
ち
ま
ち
と
な
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
長
期
保
有
・
伝
世
と
と
も
に
中
絶
が
平
行
し
て

お
こ
な
わ
れ
る
型
の
伝
世
は
、
保
持
力
が
弱
い
と
み
な
し
う
る
。

　
こ
の
よ
う
に
伝
世
の
過
程
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
保
持
し
、
継
続
さ
せ
る
方
向
に
は
た
ら
く
力
と
、
伝
世
を
停
止
、
中
絶
さ
せ
る
方
向
へ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
ら
く
力
と
二
種
類
の
作
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
用
は
、
そ
れ
ら
の
器
物
を
保
持
し
た
集
団
と
個
人
の
あ
り
方
を
反
映
し
た

も
の
と
し
て
説
明
で
き
る
。
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鏡　の　伝　世（森下）

　
保
持
力
の
強
い
伝
世
は
、
そ
の
品
物
の
集
団
へ
の
帰
属
性
が
き
わ
め
て
強
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
ほ
ぼ
完
全
な
保
持
が
お
こ
な
わ
れ
た
伝
世

例
は
多
く
な
い
。
そ
れ
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
は
厳
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
保
有
し
た
集
団
に
確
固
と
し
た
継
続
性
が
あ
り
、
か

つ
伝
世
の
問
に
副
葬
・
黒
田
・
譲
渡
な
ど
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
強
い
規
制
力
を
も
っ
た
風
習
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
保
持
力
が
強
く
な
い
伝
世
の
場
合
に
は
、
伝
世
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
力
と
同
賭
に
、
そ
れ
を
停
止
さ
せ
中
絶
へ
と
向
か
う

力
が
働
い
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
そ
れ
は
集
団
的
保
有
と
は
逆
の
方
向
に
作
用
す
る
要
素
、
す
な
わ
ち
個
人
へ
の
帰
属
性
で
あ
る
と
考

え
る
。
集
団
的
保
有
が
強
い
ほ
ど
、
伝
世
を
維
持
す
る
力
が
強
く
働
き
、
完
全
な
保
持
、
蓄
積
へ
と
向
か
う
。
そ
れ
に
対
し
て
個
人
へ
の
帰
属

性
が
強
ま
れ
ば
、
保
持
力
は
弱
ま
り
、
中
絶
の
度
合
い
を
増
や
す
方
向
へ
作
用
す
る
。
ほ
ぼ
完
全
な
個
人
保
膚
と
な
り
、
か
つ
そ
の
個
人
へ
の

帰
属
が
き
わ
め
て
強
い
場
合
に
は
、
そ
れ
が
次
世
代
へ
伝
え
ら
れ
る
機
会
は
ほ
ぼ
消
失
し
、
伝
世
の
発
生
は
少
な
い
。

　
両
者
で
は
伝
世
の
中
絶
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
異
な
る
。
保
持
力
の
強
い
伝
世
の
終
末
に
お
い
て
は
、
多
数
の
器
物
が
一
斉
に
伝
世
の
中
絶

を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
背
景
に
は
器
物
に
対
す
る
価
値
観
や
そ
れ
ら
を
保
持
し
た
社
会
集
団
そ
の
も
の
の
大
き
な
変
動
が
想
定
で
き
る
。

伝
世
鏡
論
に
お
け
る
伝
世
の
中
絶
は
、
古
墳
時
代
の
成
立
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
保
持
力
の
弱
い
伝
世
で
は
、
個
々
の
中

絶
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
そ
の
背
景
に
必
ず
し
も
大
き
な
社
会
的
変
動
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
伝
世
に
作
用
し
た
二
種
類
の
作
用
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伝
世
の
形
態
か
ら
そ
の
背
景
に
あ
る
集
団
の
動
向
や
集
団
と
個

人
と
の
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
古
墳
時
代
に
お
け
る
鏡
の
保
有

以
上
の
理
屈
を
用
い
る
と
、
古
墳
時
代
の
鏡
の
保
有
形
態
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

古
墳
時
代
の
鏡
は
長
期
保
有
・
伝
世
傾
向
と
い
う
点
か
ら
本
源
的
に
は
集
団
に
帰
属
し
た
も
の
と
考
え
る
が
、

そ
の
一
方
保
持
力
が
そ
れ
ほ
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ど
強
く
な
い
こ
と
、
ま
た
首
長
墳
系
列
に
お
け
る
鏡
の
出
土
状
況
な
ど
か
ら
、
そ
れ
ら
を
保
管
・
管
理
し
た
経
書
の
首
長
個
人
へ
の
帰
属
性
を

も
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
。

　
そ
の
よ
う
に
器
物
の
帰
属
先
が
二
重
で
あ
り
、
か
つ
両
者
へ
の
帰
属
性
の
度
合
い
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
伝
世
が
継
続
す
る
～
方

で
、
副
葬
に
よ
る
中
絶
も
平
行
す
る
型
の
伝
世
が
み
ら
れ
る
理
由
と
考
え
る
。
ま
ち
ま
ち
な
期
間
の
伝
世
は
、
そ
う
し
た
集
団
と
個
人
と
い
う

二
つ
の
主
体
へ
の
帰
属
性
が
拮
抗
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
基
本
的
に
は
多
く
の
鏡
が
、
若
干
の
長
期
保
有
を
ふ
く

め
て
あ
ま
り
時
を
経
ず
に
個
人
の
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
伝
世
期
問
が
長
く
な
る
に
つ
れ
て
伝
え
ら
れ
る
鏡
の
割
合
い
が
減
っ
て
ゆ
く

こ
と
は
、
個
人
へ
の
帰
属
性
が
集
団
へ
の
そ
れ
に
最
終
的
に
は
ま
さ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
古
墳
時
代
の
場
合
、
こ
こ
で
い
う
集
団
は
、
村
落
共
同
体
の
よ
う
な
一
般
の
成
員
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
伝
世
の
主
体
が

首
長
墳
系
列
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
限
ら
れ
た
支
配
者
層
の
集
団
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
首
長
の
近
縁
者
で
構
成
さ

れ
る
氏
族
的
な
集
団
と
、
そ
れ
に
含
ま
れ
な
が
ら
も
独
立
し
た
立
場
を
も
つ
首
長
と
の
問
の
拮
抗
関
係
を
示
す
も
の
と
み
た
い
。

　
一
方
、
伝
世
が
古
墳
の
副
葬
品
の
中
で
も
鏡
に
特
に
め
だ
っ
た
現
象
で
あ
る
点
か
ら
は
、
器
物
に
よ
っ
て
保
有
形
態
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と

が
推
測
で
き
る
。

　
武
具
な
ど
の
よ
う
に
、
身
に
つ
け
て
武
威
や
威
儀
を
高
め
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
器
物
は
、
個
人
へ
の
帰
属
性
が
強
い
と
推
測
さ
れ
る
。

個
人
へ
の
帰
属
性
が
強
い
器
物
が
伝
世
さ
れ
る
場
合
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
古
墳
に
納
め
ら
れ
た
副
葬
品
に
は
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
な
ど
の
儀
器
と
実

用
品
な
ど
の
区
別
が
あ
る
が
、
保
有
形
態
と
い
う
面
か
ら
さ
ら
に
そ
の
役
割
を
弁
別
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
首
長
を
と
り
ま
く
器
物
に

種
々
の
保
有
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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偶
　
首
長
墳
系
列
の
鋤
向
と
鏡
の
保
有

古
墳
時
代
の
鏡
の
保
有
主
体
と
し
て
は
、
首
長
墳
系
列
に
示
さ
れ
る
在
地
の
集
団
が
重
要
で
あ
る
。
従
来
の
一
般
的
な
見
方
で
は
、

副
葬
鏡



鏡の伝世（森下）
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は
そ
の
古
墳
の
被
葬
者
の
所
有
物
と
想
定
さ
れ
、
被
葬
者
の
権
力
や
鏡
を
供
給

す
る
勢
力
と
の
関
係
を
直
接
に
示
す
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
。
し
か

し
以
上
の
検
討
が
示
す
よ
う
に
、
鏡
と
古
墳
と
の
関
係
は
集
団
と
い
う
視
点
か

ら
み
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
資
料
的
な
制
約
か
ら
十
分
で
は
な
い
が
、
首
長
墳

系
列
と
鏡
の
保
有
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
成
果
を
用
い
て
検
討
す

る
。　

首
長
墳
系
列
の
動
向
は
、
古
墳
時
代
の
各
地
の
政
治
的
な
動
向
を
探
る
重
要

な
手
が
か
り
と
し
て
、
近
年
と
く
に
研
究
が
進
め
ら
れ
た
分
野
で
あ
る
。
都
出

　
　
⑧
　
　
　
　
　
④

比
呂
志
、
和
田
晴
吾
ほ
か
各
氏
に
よ
る
首
長
墳
系
列
の
研
究
に
お
い
て
明
ら
か

に
な
っ
た
点
は
、
古
墳
時
代
全
期
に
わ
た
る
よ
う
な
長
期
間
、
ひ
と
つ
の
場
所

に
継
続
し
て
首
長
墳
系
列
が
築
か
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
各
地
で
　
定
期
間
の

継
続
と
移
動
と
を
繰
り
返
す
こ
と
、
そ
の
移
動
の
時
期
は
全
国
的
に
共
通
し
、

そ
れ
は
大
和
・
河
内
な
ど
に
築
か
れ
た
大
王
墳
系
列
の
変
化
の
函
期
と
対
応
す

る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
首
長
系
列
墳
の
移
動
の
背
景
に
は
、

中
央
勢
力
の
動
向
と
関
連
す
る
政
治
的
な
変
動
が
想
定
さ
れ
た
。

　
そ
う
し
た
首
長
墳
系
列
の
動
向
で
検
討
さ
れ
た
要
素
は
、
古
墳
群
の
位
置
や

群
構
成
と
墳
丘
規
模
が
主
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
副
葬
鏡
と
い
う
要
素
を
重
ね

合
わ
せ
て
み
よ
う
。

　
図
五
は
、
都
出
、
和
田
の
研
究
に
よ
り
な
が
ら
、
特
に
古
墳
群
の
動
向
や
副
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葬
鏡
の
内
容
が
よ
く
わ
か
る
山
城
地
方
の
五
つ
の
小
地
域
の
古
墳
群
を
抜
き
出
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
地
域
の
首
長
墳
系
列
の
動
向
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
四
世
紀
に
は
向
日
地
域
や
樫
原
地
域
で
首
長
墳
系
列
が
継
続
し
て
営
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
る
が
、
四
世
紀
末
に
は
姿
を
消
す
。
そ
れ
と
交
代
す
る
よ
う
に
長
岡
地
域
に
築
か
れ
た
の
が
今
里
車
塚
古
墳
で
あ
り
、
向
日
地
域
に
替
わ
っ

て
優
位
に
立
っ
た
小
地
域
の
最
初
の
首
長
墳
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
五
世
紀
の
中
ご
ろ
に
は
他
地
域
の
首
長
墳
系
列
が
ほ
ぼ
停
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
、
そ
の
一
方
城
陽
地
域
に
、
五
世
紀
を
通
じ
て
山
城
最
大
規
模
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
久
津
川
車
塚
古
墳
が
築
か
れ
る
。
五
世
紀
の
周
辺
勢

力
を
統
合
し
た
山
城
地
域
全
体
の
大
首
長
墳
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
都
出
は
こ
う
し
た
首
長
墳
系
列
の
移
動
が
、
各
小
地
域
の
グ
ル
ー
プ
問
の
盟
主
的
首
長
権
の
移
動
を
示
す
と
み
た
。
各
小
地
域
勢
力
の
独
立

性
を
認
め
、
首
長
墳
の
有
無
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
の
伸
張
や
中
央
勢
力
と
の
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
小

地
域
に
は
特
定
の
勢
力
と
そ
の
首
長
が
継
続
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
中
央
と
の
関
係
に
お
い
て
他
よ
り
優
位
に
立
っ
た
際
に
首
長
墳
系
列
が
移

動
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
こ
れ
ら
の
古
墳
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
鏡
が
出
土
し
て
い
る
。
図
五
で
古
墳
の
横
に
付
し
た
記
号
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
で
製
作
年
代
の
同

定
で
き
る
彷
製
鏡
（
鯵
で
示
す
）
と
、
同
箔
関
係
に
よ
っ
て
配
布
時
期
を
特
定
で
き
る
三
角
縁
神
獣
鏡
と
関
連
鏡
（
ム
で
示
す
）
だ
け
を
表
す
。

そ
の
う
ち
長
期
保
有
毒
に
つ
い
て
は
、
製
作
年
代
あ
る
い
は
配
布
年
代
か
ら
、
副
葬
年
代
ま
で
矢
印
を
引
い
て
年
代
差
を
示
し
た
。

　
総
数
四
十
二
面
の
う
ち
、
長
期
保
有
と
み
な
さ
れ
る
例
は
十
四
例
に
及
ん
で
お
り
、
か
つ
腐
心
地
域
に
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
首
長
墳

系
列
の
盛
衰
と
は
別
の
動
き
と
し
て
、
鏡
の
授
受
や
保
有
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
古
墳
に
副
葬
さ
れ
た
鏡

に
伝
世
品
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
そ
の
被
葬
者
の
力
だ
け
で
な
く
、
前
代
の
状
況
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
鏡
を
入
手
す
る
こ
と
と
、

前
方
後
円
墳
を
は
じ
め
と
す
る
首
長
墳
を
築
造
す
る
こ
と
は
、
各
小
地
域
と
中
央
と
を
結
び
つ
け
る
役
割
に
お
い
て
、
異
な
る
次
元
の
問
題
で

あ
っ
た
。
ま
た
藤
塚
古
墳
群
の
例
で
も
示
し
た
と
お
り
、
鏡
の
入
手
と
他
の
器
物
の
入
手
と
は
異
な
る
契
機
に
も
と
つ
く
場
合
が
多
か
っ
た
み

ら
れ
る
。
規
模
の
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
古
墳
に
大
量
の
鏡
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
り
、
逆
に
大
型
の
前
方
後
円
墳
に
少
数
の
鏡
し
か
副
葬
さ
れ
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て
い
な
い
な
ど
、
古
墳
の
規
模
と
副
葬
鏡
数
に
ギ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
例
が
他
地
域
で
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
前
代
か
ら
の
蓄
積
の
差
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
今
里
車
塚
古
墳
や
久
津
川
車
塚
古
墳
な
ど
、
変
化
の
要
に
位
置
す
る
古
墳
の
副
葬
鏡
が
、
か
な
ら
ず
し
も
新
式
の
鏡

だ
け
で
占
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
久
津
川
車
塚
古
墳
で
は
副
葬
里
数
が
減
少
す
る
時
期
の
古
墳
と
し
て
は
異
例
の
七
面
の
鏡
が

あ
り
、
そ
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
五
面
は
新
来
の
鏡
で
あ
る
が
、
一
面
の
三
角
縁
神
獣
鏡
も
含
ま
れ
て
い
た
。
伝
世
の
場
所
を
特
定
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
推
論
の
域
を
出
な
い
が
、
都
出
の
い
う
よ
う
に
各
小
地
域
の
独
立
性
を
重
視
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
の
伝
世
鏡
は
他
地
域
で
伝

世
し
た
の
で
は
な
く
、
入
手
後
各
区
地
域
で
長
期
問
保
有
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
前
代
を
越
え
る
よ
う
な
社
会
的
位
置
に
立
っ
た
首
長
の
出

現
に
よ
っ
て
伝
世
が
中
絶
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
古
墳
に
見
ら
れ
る
様
々
な
要
素
を
取
り
上
げ
て
、
被
葬
者
と
中
央
と
の
関
係
や
地
域
社
会
に
お
け
る
立
場
を
読
み
と
る
研
究
は
す
で
に
長
期

問
の
蓄
積
を
も
つ
。
鏡
の
入
手
契
機
や
相
続
関
係
を
検
討
要
素
に
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
研
究
方
向
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
。

　
①
小
林
行
雄
「
古
墳
の
発
生
の
歴
史
的
意
義
」
（
前
掲
）
一
四
三
頁
。
　
　
　
　

な
説
明
で
は
あ
る
が
、
正
倉
院
の
場
合
に
は
、
東
大
寺
の
役
割
の
方
が
本
質
的
か

　
②
小
林
行
雄
「
筒
祭
者
」
（
『
世
界
考
古
学
大
系
㎞
三
日
角
皿
、
平
凡
社
、
一
九
　
　
も
し
れ
な
い
。
東
野
治
之
『
正
倉
院
㎞
（
岩
波
薪
書
、
　
九
八
八
年
と
七
ニ
ー
一

　
　
五
九
年
）
～
二
百
ハ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
⊥
ハ
百
ハ
。

　
③
春
成
秀
爾
「
考
古
学
と
記
紀
の
相
克
－
小
林
行
雄
の
伝
世
国
論
…
」
（
隅
国
立
歴
　

⑤
陳
西
周
原
考
古
隊
「
挾
西
土
鳳
庄
白
一
号
西
周
青
銅
器
轡
蔵
発
掘
応
報
」
（
『
文

　
史
民
族
博
物
館
研
究
報
告
』
第
七
〇
集
、
一
九
九
七
年
）
五
九
一
九
五
頁
。

④
東
野
治
之
は
、
一
般
に
正
倉
院
に
対
し
て
抱
か
れ
が
ち
な
、
「
御
物
」
が
「
勅

　
封
」
の
力
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
　
種
の
「
神
話
」
で

　
あ
る
こ
と
を
説
く
。
そ
の
蔵
品
の
す
べ
て
が
皇
室
関
係
品
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

　
ま
た
「
勅
封
」
の
意
義
も
、
特
に
中
世
に
お
い
て
は
過
大
に
評
価
さ
れ
る
も
の
で

　
は
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
私
の
こ
こ
で
の
例
示
が
、
個
々
の
歴
史
性
を
無
視
し
た

　
き
わ
め
て
概
念
的
な
取
り
上
げ
方
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
場
当
た
り
的

　
物
』
一
九
七
八
年
第
三
期
、
一
九
七
八
年
）
一
－
一
六
頁
。

⑥
こ
こ
で
は
鋳
つ
ぶ
し
な
ど
の
再
利
用
や
焼
却
な
ど
完
全
に
浬
滅
し
、
考
吉
学
的

　
に
跡
を
残
さ
な
い
種
類
の
伝
世
の
中
絶
を
考
慮
し
て
い
な
い
。

⑦
こ
こ
で
い
う
「
集
団
」
は
漢
然
と
し
た
指
示
し
か
で
き
な
い
。
具
体
的
に
ど
の

　
よ
う
な
「
集
団
」
で
あ
る
か
は
個
々
の
事
例
に
沿
っ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑧
都
繊
比
呂
志
「
古
墳
時
代
首
長
系
譜
の
系
譜
と
断
絶
」
（
『
待
兼
山
論
叢
輪
第
二

　
二
号
、
一
九
八
八
年
と
1
一
六
頁
。
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⑨
和
頒
晴
吾
「
古
墳
築
造
の
諸
段
階
と
政
治
的
階
隅
構
成
」
（
隅
ヤ
マ
ト
王
権
と
交

　
流
の
諸
相
』
5
古
代
王
権
と
交
流
、
一
九
九
四
年
）
一
七
－
四
七
頁
。

⑩
高
橋
美
久
二
「
長
岡
京
跡
右
京
第
二
六
次
発
掘
調
査
概
要
」
（
前
掲
）
。

⑪
梅
原
末
治
『
久
津
川
古
墳
研
究
』
（
前
掲
）
。

⑫
前
章
で
も
紹
介
し
た
が
、
田
中
晋
作
は
久
津
川
車
塚
古
墳
の
よ
う
な
、
主
た
る

　
配
布
時
期
よ
り
遅
れ
る
五
畳
紀
前
半
～
申
ご
ろ
の
古
墳
に
三
角
縁
神
獣
鏡
が
副
聾

　
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
が
中
央
に
お
け
る
勢
力
の
交
代
期
に
、
旧

　
勢
力
が
伝
世
し
て
い
た
鏡
を
勢
力
維
持
の
切
り
札
と
し
て
配
蓋
し
た
と
解
釈
し
た
。

　
す
な
わ
ち
配
布
元
で
の
伝
世
を
想
定
す
る
（
第
二
章
注
二
五
文
献
）
。

　
田
中
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
が
、
以
上
の
検
討
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
時
期
の
古

　
墳
に
副
葬
さ
れ
た
長
期
保
有
・
伝
世
鏡
は
三
角
縁
紳
獣
鏡
だ
け
で
な
く
、
彷
製
鏡

の
副
葬
例
が
多
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
長
期
保
有
・
伝
世
鏡
の
副
葬
は
、

一
定
の
時
期
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
各
時
期
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
背
景

に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
に
限
ら
ず
鏡
全
体
の
長
期
保
有
・
伝
琶
の

状
況
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
田
中
が
そ
う
し
た
古
墳
の
例

と
し
て
あ
げ
た
大
阪
府
黄
金
塚
古
墳
の
出
土
鏡
は
、
三
つ
の
粘
土
榔
を
あ
わ
せ
て
、

古
式
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
ほ
か
に
景
初
三
年
墨
画
文
帯
同
向
式
神
獣
帯
、
画
文
帯

環
状
乳
神
獣
鏡
、
斜
縁
神
獣
鏡
と
い
う
よ
う
に
、
謹
製
鏡
を
ふ
く
ま
な
い
古
い
組

み
合
わ
せ
を
示
す
。
こ
こ
で
あ
げ
た
長
法
奪
南
原
古
墳
の
例
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら

は
在
地
で
一
括
伝
世
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
末
永
雅
雄
・
島
田
暁
・
森
浩

一
『
和
泉
黄
金
塚
古
墳
』
（
一
九
五
四
年
）
。
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四
　
結

瓢潤口

本
稿
で
は
、
長
期
保
有
・
伝
世
を
定
義
し
た
上
で
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

1
　
古
墳
時
代
に
は
鏡
の
長
期
保
有
・
伝
世
が
＝
疋
の
割
合
で
存
在
す
る
。

2
　
鏡
が
伝
世
さ
れ
た
場
所
を
ひ
と
つ
の
首
長
墳
系
列
に
限
定
で
き
る
例
が
あ
る
。

3
　
伝
世
の
背
景
に
は
器
物
の
集
団
的
な
保
有
形
態
を
想
定
で
き
る
。

4
　
首
長
系
譜
を
中
心
と
す
る
集
団
を
、
古
墳
時
代
の
鏡
の
保
有
主
体
と
考
え
た
。

5
　
鏡
の
保
有
形
態
に
反
映
し
た
首
長
墳
系
列
の
動
向
と
そ
の
背
景
を
検
討
し
、
鏡
の
授
受
と
首
長
墳
築
造
契
機
と
の
意
義
の
違
い
を
示
し
た
。

　
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
保
持
力
の
弱
い
タ
イ
プ
の
伝
世
は
、
こ
れ
ま
で
保
持
力
の
強
い
伝
世
と
の
違
い
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の

存
在
が
特
に
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
年
代
論
的
な
立
場
か
ら
、

い
た
に
と
ど
ま
る
。

編
年
を
組
み
立
て
る
た
め
の
障
害
と
し
て
意
識
さ
れ
て
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し
か
し
伝
世
の
存
在
を
確
認
し
、
そ
の
背
景
を
考
察
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
み
る
な
ら
、
保
持
力
の
強
い
伝
世
よ
り
も
検
討
方
法
に
恵
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
主
と
し
て
分
析
対
象
と
し
た
古
墳
時
代
の
彷
雲
鏡
は
、
細
か
い
型
式
分
類
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
一

方
で
、
長
い
間
の
研
究
蓄
積
を
も
つ
古
墳
編
年
と
い
う
、
対
照
す
べ
き
明
瞭
な
基
準
が
あ
る
。
両
者
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
世

を
扱
う
上
で
ま
ず
問
題
と
な
る
、
伝
世
の
存
否
の
確
認
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
ま
た
事
例
数
は
多
く
な
い
が
、
本
稿
で
示
し
た
よ
う
な
伝
世

の
場
所
の
同
定
法
も
、
参
考
に
な
る
と
考
え
る
。

　
伝
世
激
論
で
想
定
さ
れ
た
保
持
力
の
き
わ
め
て
強
い
伝
世
の
場
合
、
こ
こ
で
示
し
た
伝
世
の
存
否
や
場
所
の
確
認
法
は
ほ
と
ん
ど
適
用
で
き

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
成
り
立
つ
条
件
を
絞
る
こ
と
は
で
き
る
。
保
持
傾
向
の
強
い
伝
世
が
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ

を
保
持
し
た
集
団
自
身
が
強
固
な
継
続
性
を
有
し
、
か
つ
そ
の
保
有
を
維
持
す
る
よ
う
な
強
い
規
制
の
存
在
も
必
要
で
あ
る
。
数
百
年
に
お
よ

ぶ
長
期
に
わ
た
っ
て
、
多
数
の
地
域
で
ほ
ぼ
完
全
に
保
持
さ
れ
た
伝
世
が
き
わ
め
て
特
異
な
保
有
形
態
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
伝
世
鏡
論
が
成
り
立
つ
と
仮
定
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
図
式
を
描
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
弥
生
時
代
に
お
こ
な
わ
れ

た
強
い
集
団
的
保
有
か
ら
の
分
解
形
態
と
し
て
残
存
し
た
の
が
、
古
墳
時
代
に
お
け
る
鏡
の
保
有
形
態
で
あ
る
と
。

　
し
か
し
結
局
そ
の
場
合
に
も
、
鏡
の
保
有
が
、
弥
生
時
代
と
古
墳
時
代
と
を
議
す
る
要
素
と
な
り
え
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
集
団
的

保
有
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
両
者
は
漸
移
的
な
変
化
と
な
る
。
鏡
の
保
有
形
態
、
保
有
者
の
性
格
の
革
新
と
い
う
面
か
ら
、
弥
生
時
代
か
ら

古
墳
時
代
の
社
会
へ
の
変
革
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

　
歴
史
解
釈
は
別
に
し
て
、
学
史
に
お
け
る
伝
世
宴
曲
の
重
要
な
功
績
は
、
副
葬
品
を
材
料
と
し
て
現
実
の
社
会
を
積
極
的
に
復
元
し
た
こ
と

に
あ
っ
た
。
こ
の
面
に
つ
い
て
、
長
期
保
有
・
伝
世
と
い
う
現
象
は
汎
用
性
の
あ
る
分
析
材
料
と
な
る
こ
と
を
本
稿
で
は
強
調
し
た
い
。
そ
こ

か
ら
は
保
有
状
況
や
保
有
主
体
の
あ
り
方
な
ど
、
器
物
の
取
り
扱
わ
れ
方
の
問
題
に
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
伝
世
の
場
所
を
限

定
す
る
こ
と
な
ど
、
必
要
と
す
る
手
続
き
は
煩
雑
で
あ
る
が
、
墳
墓
の
副
葬
品
と
い
う
形
で
し
か
一
般
に
は
資
料
の
得
ら
れ
な
い
器
物
に
つ
い

て
、
副
葬
前
の
状
況
を
う
か
が
う
数
少
な
い
窓
口
と
な
り
う
る
。
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副
葬
品
は
ま
ず
第
一
義
的
に
は
、
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
役
割
を
果
た
し
た
器
物
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
が
た
め
に
、
現
在
資
料

と
し
て
得
ら
れ
る
に
至
っ
た
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
過
去
の
現
実
社
会
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
か
、
と
い
う
情
報
を
引
き
沸
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
道
筋
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
ご
く
端
的
な
問
題
を
と
り

あ
げ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
が
実
用
品
か
、
あ
る
い
は
葬
送
の
た
め
の
儀
器
・
仮
器
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
実
用
品
で
あ
っ
て
も
葬
送
の
た
め
の

特
別
な
選
択
が
働
い
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
区
別
す
ら
容
易
に
は
判
断
で
き
な
い
。
長
期
保
有
・
伝
世
と
い
う
現
象
へ
の
着
眼
は
、
そ
の
問

題
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
長
期
保
有
・
伝
世
品
を
多
く
含
む
と
い
う
事
実
は
、
大
部
分
の
鏡
は
一
定
以
上
の
期
間
使
用

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
葬
儀
専
用
の
儀
器
や
仮
器
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
で
あ
る
。

　
古
墳
の
副
葬
品
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
来
歴
を
も
つ
器
物
が
選
ば
れ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
お
こ
な
っ
た
鏡
と
他
の
器
物
と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。
遺
跡
や
遺
構
に
痕
跡
を
残
す
こ
と
が
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
、
器
物
の
副
葬
前
の
姿
を
弁
別
す
る
た
め
の
手
が
か
り
が
、
長
期

保
有
・
伝
世
と
い
う
現
象
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
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Generational　lnheritance　of　Mirrors

by

MORISHITA　Shoji

　　Dutmg　the　Kofun　period，　bronze　min　ors　were　often　passed　down　frorn

generatioR　to　generation　in　contrast　to　other　items　which　were　buried　in　the　tomb

of　their　owners．　ln　this　paper，　1　indicate　that　this　custom　was　widespread　in　the

Kofun　period　by　showing　the　gaps　between　the　time　of　the　mirrors’production　and

the　time　of　the　tombs’construction　and　burial　of　the　rriirrors　in　the　tombs．　ln

some　cases，　a　series　of　regional　chieftains’tombs　have　several　mirrors　which　had

been　passed　down　through　several　generations．　Thus，　the　owner　of　the　mirrors

was　not　one　person，　but　the　lineage　or　clan　to　which　the　chieftain　beloRged．

From　this　point　of　view，　the　possesslon　and　inheritance　of　the　mirzrors　provide

important　clues　in　tracing　the　rise　and　decline　of　the　regional　chieftains．

Der　Bauernkrieg　in　ElsaB　und　Ortenau　als　die　Bewegung　der　Gemeinde

von

WATANABE　Shinn

　　Mehrere　Forschungen　Uber　den　deutschen　Bauernrkrieg　betoneR　seine

EigeRschaft　als　die　Bewegung　der　Gemeinde．　Als　ein　Beispiel，　das　die

gemeindlichen　Eigensckaften　und　Organisationen　am　starksten　hatte，　wird　der

Bauernkrieg　in　ElsaB　und　Ortenau　auf　seine　Prozesse，　Mitglieder　ttnd　lnstitutionen

untersucht．

　　1］｝ie　Eigenschaften　der　Bewegungen　von　Eisassischen　und　Ortenauischen　Bauern

waren　folgende．

1．　Die　Bewegungen　der　Bauem　in　Elsass　und　Ortenau　hielten　ihre

OrganisationeR，　die　von　Dorfgemeinden　enichtet’wurden．　lhre　Verlangen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（606）




