
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲

1
変
遷
と
そ
の
特
質
1

阪

口

英

毅

長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪口）

四
要
約
】
　
古
墳
時
代
中
期
前
半
を
代
表
す
る
裁
具
で
あ
る
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
は
、
そ
の
出
現
が
「
甲
冑
の
定
型
化
」
と
評
価
さ
れ
る

な
ど
、
甲
冑
の
総
体
的
変
遷
に
お
い
て
画
期
を
な
す
重
要
な
形
式
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
総
合
的
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。
本
稿
で
は
、
脇
部
に
使
用
さ
れ
た
地
板
の
形
状
に
着
目
し
て
両
形
式
の
変
遷
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
、
技
術
の
共
通
性
な
ど
に
基
づ
い
て
、
そ
の
生
産

時
期
に
お
け
る
関
係
や
設
計
の
系
統
に
お
け
る
関
係
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
両
形
式
の
生
産
時
期
が
ほ
ぼ
併
行
す
る
こ
と
を
追
証
す
る
と
と
も
に
、

三
角
板
革
綴
短
甲
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
を
も
つ
三
角
形
の
配
列
を
表
現
す
る
必
要
性
に
応
じ
て
長
掛
板
革
綴
短
甲
の
設
計
系
統
か
ら
派
生
し
た
形
式

で
あ
る
と
想
定
し
た
。
ま
た
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
生
産
性
重
視
の
度
合
い
に
つ
い
て
の
両
形
式
の
相
違
を
指
摘
し
、
技
術
の
進
化
論
的
な
変
化
の
み

が
甲
冑
の
変
遷
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
｝
巻
五
号
　
一
九
九
八
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

古
墳
時
代
の
鉄
製
甲
冑
は
、
当
時
に
お
け
る
武
旦
ハ
と
し
て
の
軍
事
的
重
要
性
お
よ
び
そ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
政
治
的
重
要
性
と
、
そ
れ
故
に

鉄
製
品
の
中
で
も
最
新
技
術
の
反
映
が
期
待
さ
れ
る
技
術
的
先
進
性
と
い
う
二
つ
の
特
性
に
よ
っ
て
、
古
墳
時
代
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
段

階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
検
討
し
て
い
く
上
で
有
効
な
研
究
対
象
の
一
つ
で
あ
る
。
現
在
ま
で
の
研
究
も
、
大
筋
に
お
い
て
こ
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
の
視
点
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
既
に
一
九
三
〇
年
代
に
は
末
永
雅
雄
氏
に
よ
っ
て
砥
究
の
基
礎
が
固
め
ら
れ
、
一
九
六
〇
年
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代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
は
北
野
耕
平
、
野
上
丈
助
、
小
林
謙
一
の
各
氏
に
よ
っ
て
製
作
技
術
上
の
諸
問
題
か
ら
型
式
の
変
遷
、
ひ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
は
工
人
系
統
の
把
握
に
至
る
ま
で
の
詳
細
な
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
中
で
も
技
術
史
的
な
観
点
か
ら
体
系
づ
け
ら
れ
た
型
式
の
変
遷
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
て
は
、
既
に
こ
の
段
階
で
大
網
が
確
立
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
編
年
的
研
究
を
踏
ま
え
て
の
、
出
土
古
墳
の
様
栢
、
武
器
と

の
相
関
関
係
、
保
有
形
態
の
変
遷
、
軍
事
組
織
成
立
の
可
能
性
な
ど
の
諸
問
題
に
迫
っ
た
、
い
わ
ば
副
葬
品
と
し
て
の
甲
冑
の
あ
り
方
に
主
眼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
置
い
た
研
究
に
も
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
。
ま
た
、
近
年
の
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
甲
冑
出
土
量
の
増
加
と
い
う
背
景
も
あ
り
、
日
韓
両
地
域
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

お
け
る
甲
冑
の
系
譜
関
係
や
製
作
地
に
ま
つ
わ
る
論
考
も
数
多
く
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
【
方
で
、
甲
冑
そ
の
も
の
の
構
造
に
つ
い
て
の
、
X
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

写
真
な
ど
も
利
用
し
た
詳
細
な
観
察
に
基
づ
く
技
術
面
の
研
究
も
、
非
常
に
緻
密
な
部
分
に
ま
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
様
々
な
研
究
の
前
提
と
な
る
基
礎
的
研
究
が
、
変
遷
や
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
近
年
で
は
頸
甲
や
鍛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
ど
の
付
属
具
に
つ
い
て
の
業
績
が
あ
る
ほ
か
、
短
甲
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
確
定
し
た
と
い
わ
れ
る
大
綱
に
沿
っ
て
、
さ
ら
に

詳
細
な
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
橋
門
口
、
小
林
謙
一
、
橋
本
達
也
の
各
氏
に
よ
る
縦
正
号
革
綴
短
甲
や
方
形
板
革
綴

　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

短
甲
の
検
詞
、
吉
村
和
昭
氏
や
滝
沢
誠
氏
に
よ
る
瀬
瀬
短
甲
の
系
譜
や
編
年
を
扱
っ
た
研
究
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
縦
矧
板
革
綴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

短
甲
・
方
形
板
革
綴
短
甲
の
段
階
と
鋲
留
短
甲
の
段
階
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
段
階
、
す
な
わ
ち
長
跳
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
に

代
表
さ
れ
る
段
階
に
つ
い
て
は
、
こ
の
両
形
式
を
中
心
主
題
に
据
え
て
体
系
的
に
取
り
扱
っ
た
論
考
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。

　
短
甲
の
総
体
的
な
変
遷
観
に
お
い
て
は
、
長
硬
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
の
出
現
は
、
押
付
板
と
帯
金
と
裾
板
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
「
フ
レ
ー
ム
」
の
導
入
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
短
甲
の
定
型
化
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
点
で
画
期
を
な
す
現
象
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

鍛
造
技
術
の
一
層
の
発
達
や
集
中
的
生
産
機
構
の
成
立
が
読
み
取
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
頸
甲
や
肩
甲
な
ど
の
付
属
具
の
出
現
も
こ
れ
と
一
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
動
き
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
長
懸
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
た
か
に
つ

い
て
は
、
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
出
現
が
短
甲
の
構
造
や
生
産
体
制
に
お
け
る
変
化
の
上
で
重
要

な
画
期
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
を
い
か
に
評
価
す
る
か
は
、
軍
事
組
織
論
に
代
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表
さ
れ
る
歴
史
的
解
釈
の
動
向
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
近
年
に
お
け
る
出
土
資
料
の
増
加
と
い
う
状
況
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
変
遷
な
ど
の
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
総
合
的
な
検
討
を
試
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
技
術
的
視
点
に
基
づ
い
て
変
遷
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
上
で
両
形
式
の
特
色
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
。
そ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
、
「
短
甲
の
定
型
化
」
の
段
階
か
ら
「
鋲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

留
技
法
の
導
入
」
の
段
階
ま
で
の
革
綴
短
甲
に
み
ら
れ
る
技
術
内
容
、
ひ
い
て
は
設
計
の
系
統
ま
で
も
な
る
べ
く
具
体
的
に
把
握
で
き
る
よ
う

努
め
た
い
。

長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪口）

①
【
末
永
一
九
三
四
】
。
資
料
の
増
加
に
伴
い
、
増
補
し
て
晒
蝋
永
一
九
四
四
・

　
八
一
】
。

②
【
北
野
一
九
六
三
】
、
門
野
上
　
九
六
八
・
七
五
】
、
門
小
林
謙
｝
九
七
四
A
・
B
】
。

③
【
小
野
山
一
九
八
七
】
｝
四
四
頁
。

④
一
九
九
一
年
以
前
の
論
考
に
つ
い
て
は
門
野
上
編
一
九
九
二
を
参
照
さ
れ
た

　
い
。
軍
嶺
組
織
を
め
ぐ
る
近
年
の
論
考
に
つ
い
て
は
門
松
木
一
九
九
五
】
に
お
い

　
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
論
考
と
し
て
、
【
藤
田
一
九
九
六
】
が
あ
る
。

⑤
一
九
九
～
年
以
前
の
論
考
に
つ
い
て
は
【
野
上
編
一
九
九
二
を
参
照
さ
れ
た

　
い
。
近
年
の
成
果
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
【
高
橋
工
一
九
九
五
M
、
【
清
水
一

　
九
九
五
】
、
【
鈴
木
一
九
九
六
】
。

⑥
　
　
【
高
橋
工
一
九
八
七
・
九
一
】
、
【
塚
本
一
九
九
三
】
。

⑦
門
藤
田
一
九
八
四
】
、
【
古
谷
一
九
八
八
】
、
門
右
島
　
九
八
八
】
。

⑧
【
高
橋
克
一
九
九
三
】
、
【
小
林
謙
一
九
九
五
】
、
【
橋
本
一
九
九
六
・
九
八
】
。

　
な
お
、
「
竪
」
で
は
な
く
「
縦
」
三
板
革
綴
短
甲
と
表
記
す
る
の
は
、
松
木
武
彦

　
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
字
義
の
上
か
ら
判
断
し
て
「
縦
」
の
方
が
適
切
と
思
わ

　
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
門
松
木
～
九
九
二
】
七
六
頁
、
註
四
）
。
こ
の
考
え
に
従
い
、

　
以
下
の
記
述
に
お
い
て
冑
の
形
式
名
に
つ
い
て
も
同
様
に
表
記
す
る
。

⑨
　
　
門
吉
村
一
九
八
八
】
、
【
滝
沢
一
九
九
一
】
。

⑩
長
方
板
革
綴
短
甲
と
い
う
形
式
名
に
つ
い
て
は
、
学
史
に
照
ら
し
て
考
え
る
と

　
問
題
が
あ
る
と
い
う
野
上
丈
助
氏
の
指
摘
が
あ
り
、
野
上
氏
は
「
長
方
形
板
革
綴

　
短
甲
」
と
い
う
形
式
名
を
用
い
て
い
る
（
門
野
上
一
九
九
一
】
八
頁
）
。
本
稿
で
は
、

　
現
在
の
研
究
状
況
に
お
い
て
長
方
板
革
綴
短
甲
と
い
う
形
式
名
が
混
乱
を
招
く
も

　
の
で
は
な
い
と
の
認
識
に
立
ち
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

⑬
門
野
上
　
九
六
八
】
　
　
○
頁
、
門
小
林
謙
一
九
七
四
A
】
詳
悉
、
【
小
林
謙
一

　
九
七
四
B
】
三
八
頁
。
「
短
甲
の
定
形
化
扁
以
後
、
甲
冑
の
集
中
的
生
産
機
構
は

　
畿
内
の
勢
力
に
よ
っ
て
杷
握
さ
れ
、
そ
の
製
品
も
ま
た
畿
内
の
勢
力
に
よ
っ
て
各

　
地
に
供
給
さ
れ
た
と
す
る
見
解
は
、
甲
冑
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
の
論
考
に
お
い
て

　
前
提
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
も
少
な
く
と
も
本
稿
で
扱
う
時
期
に
お
い

　
て
は
こ
の
児
解
を
支
持
し
て
お
り
、
こ
れ
を
前
提
に
論
を
進
め
る
。

⑫
【
小
林
謙
一
九
七
四
A
】
五
　
責
。

⑬
従
来
の
甲
冑
研
究
に
お
い
て
は
、
「
系
統
」
と
い
う
語
は
「
工
人
偏
や
「
工
入

　
集
団
」
な
ど
の
語
と
結
び
つ
き
や
す
い
傾
向
が
あ
り
、
さ
ら
に
門
工
人
の
系
統
」

　
や
「
工
人
集
団
の
系
統
」
と
い
っ
た
語
は
地
板
の
形
式
や
配
置
と
一
対
一
で
対
応

　
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
は
、
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「
工
人
」
や
「
工
人
集
団
」
な
ど
の
語
が
示
す
内
容
に
つ
い
て
の
吟
味
が
未
だ
不

十
分
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
ま
た
現
行
の
用
語
に
お
い
て
も
右
に
述
べ
た
よ

う
な
対
応
関
係
は
成
立
し
な
い
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
設
計
の
系
統
」
と
は
、
製
贔
の
基
本
設
計
や
製
作
技
術
に
お
け
る

連
続
性
を
示
す
概
念
で
あ
り
、
「
工
人
扁
や
「
工
人
集
団
」
な
ど
の
語
と
は
一
線

を
画
す
た
め
に
あ
え
て
「
設
計
」
と
い
う
語
を
付
し
た
。
以
下
で
は
煩
雑
さ
を
避

け
る
た
め
に
「
設
計
系
統
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
。
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第
【
章
　
研
　
　
究
　
　
史

　
先
述
の
と
お
り
、
長
方
板
革
綴
短
甲
あ
る
い
は
三
角
板
革
綴
短
甲
を
中
心
主
題
に
据
え
、
体
系
的
に
取
り
扱
っ
た
論
考
は
発
表
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
の
鉄
製
甲
冑
研
究
に
は
豊
富
な
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
両
形
式
に
ま
つ
わ
る
重
要
な
論
点
が
多
く
含

ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
簡
単
に
整
理
し
、
両
形
式
の
変
遷
の
検
討
に
移
る
前
の
準
備
作
業
と
し
た
い
。
な
お
、
短
甲
の
部
分
名
称

に
つ
い
て
は
図
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
回
　
長
三
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
の
時
期
的
な
関
係
を
め
ぐ
っ
て

　
甲
冑
の
変
遷
に
初
め
て
見
通
し
を
与
え
た
小
林
行
雄
氏
は
、
「
横
奪
板
革
綴
式
が
四
世
紀
後
葉
に
あ
ら
わ
れ
、
三
角
板
革
綴
式
が
あ
ら
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
」
と
、
や
や
曖
昧
な
表
現
な
が
ら
両
形
式
の
時
期
無
関
係
を
整
理
し
た
。
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
大
塚
初
重
氏
は
「
横
矧
板
革
綴
短
甲
」
を
四
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

末
に
位
置
づ
け
、
三
角
板
革
綴
短
甲
に
つ
い
て
も
そ
の
頃
の
出
現
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
小
林
氏
は
長
方
板
革
綴
短
甲
と
い
う
形
式
名

を
初
め
て
用
い
、
そ
の
例
が
四
世
紀
後
葉
の
古
墳
か
ら
出
土
す
る
の
に
対
し
て
、
三
角
板
革
綴
短
甲
は
五
世
紀
前
葉
に
く
だ
る
古
墳
か
ら
出
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
と
の
理
解
を
示
し
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
単
声
的
な
変
化
と
い
う
図
式
を
提
示
し
た
。
こ
の
図
式
を
さ
ら
に
明
確
に
打
ち
出
し
た
の
が
野

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

上
丈
助
氏
で
、
五
世
紀
初
頭
に
長
方
形
の
地
板
か
ら
三
角
形
の
地
板
へ
の
構
造
の
転
化
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、
こ
れ
を
画
期
と
捉
え
た
。
こ
の

主
張
に
対
し
小
林
謙
一
氏
は
、
型
式
変
化
を
一
系
列
的
に
捉
え
が
ち
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
加
え
、
両
形
式
の
出
現
時
期
に
は
明
確
に
先
後
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

係
を
指
摘
し
得
る
ほ
ど
の
差
は
な
い
と
し
て
、
五
世
紀
前
半
代
を
通
じ
て
の
両
形
式
の
併
行
生
産
を
想
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
野
上
氏
は
、
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あ
る
副
葬
品
が
出
土
し
た
古
墳
の
年
代
を
根
拠
に
そ
の
副
葬
品
の
製
作
年
代
の
下
限
を
想
定
す
る
こ
と
の
不
確
実
性
を
指
摘
し
、
両
形
式
の
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

土
量
の
変
化
に
長
方
板
革
綴
短
甲
か
ら
三
角
板
革
綴
短
甲
へ
の
変
化
の
傍
証
が
表
れ
て
い
る
と
反
論
し
た
。
｝
九
八
八
年
に
至
っ
て
、
吉
村
和

昭
氏
は
前
胴
体
上
三
段
の
帯
金
を
有
す
る
長
方
板
革
綴
短
甲
に
着
目
し
、
そ
の
出
土
古
墳
の
築
造
年
代
が
五
世
紀
前
葉
以
降
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
、
そ
れ
が
出
過
六
段
構
成
の
も
の
か
ら
変
遷
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
五
世
紀
前
葉
に
は
既
に
三
角
板
革
綴
短
甲
が
出
現
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
と
を
挙
げ
て
、
五
世
紀
前
葉
に
お
け
る
両
形
式
の
併
行
関
係
を
想
定
で
き
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
小
型
三
角
板
使
用
の
三
角
板
革
綴
短
甲
が

四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
め
の
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
五
世
紀
初
め
か
ら
三
角
形
地
板
使
用
と
方
形
地
板
使
用
の
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

工
人
集
団
が
並
立
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
小
林
謙
　
氏
は
、
冑
と
の
組
み
合
わ
せ
や
出
土
古
墳
の
副
葬
品
穏
を
根
拠
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

五
世
紀
前
半
に
お
け
る
両
形
式
の
併
行
関
係
を
認
め
る
見
解
に
補
強
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
近
年
で
は
両
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
｝
定
の
併
行
関
係
を
認
め
る
見
解
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
両
形
式
の
そ
れ
ぞ
れ
の
変
遷
を

明
ら
か
に
し
た
上
で
論
及
し
て
い
き
た
い
。

　
㈲
長
方
板
革
綴
短
甲
の
変
遷
に
つ
い
て

　
長
響
板
革
綴
短
甲
の
構
造
上
の
変
化
と
し
て
、
鍛
造
技
術
の
発
達
に
よ
る
地
板
枚
数
の
減
少
傾
向
が
、
高
橋
工
、
田
中
晋
作
、
滝
沢
誠
の
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
こ
の
点
に
つ
い
て
最
も
詳
細
に
触
れ
て
い
る
の
が
滝
沢
氏
で
、
前
胴
長
側
一
段
が
左
右
そ
れ
ぞ
れ
二

枚
で
構
成
さ
れ
る
も
の
は
相
対
的
に
古
式
に
属
し
、
左
右
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
で
構
成
さ
れ
る
も
の
は
新
式
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
し
、
新
古
の
二

分
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
構
造
に
関
わ
る
ほ
か
の
視
点
と
し
て
、
長
懸
板
革
綴
短
甲
の
う
ち
前
胴
竪
上
三
段
の
帯
金
を
有
す
る
例
に
注
意
が
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

け
ら
れ
て
い
る
。
先
述
の
と
お
り
吉
村
和
昭
氏
は
こ
れ
を
前
胴
六
段
構
成
の
も
の
か
ら
変
遷
し
た
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
小
林
謙
一
氏

は
副
葬
品
の
内
容
に
み
ら
れ
る
時
期
差
か
ら
、
長
外
板
革
綴
短
甲
出
土
古
墳
を
新
古
の
　
　
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
そ
の

上
で
、
薪
し
い
グ
ル
ー
プ
に
は
早
上
三
段
の
帯
金
を
有
す
る
例
が
出
土
し
た
古
墳
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
古
い
グ
ル
ー
プ
の
古
墳
か
ら
出
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
た
例
に
は
冑
が
伴
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
稿
で
は
、
次
章
で
論
及
す
る
長
坐
板
革
綴
短
甲
の
変
遷
観
に
照
ら
し
て
、
こ
れ
ら
の
論
点

5 （611）



に
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　
㈲
　
小
型
三
角
板
を
使
用
す
る
短
甲
に
つ
い
て

　
小
型
三
角
板
を
使
用
す
る
三
角
板
革
綴
短
甲
に
つ
い
て
最
初
に
言
及
し
た
の
は
小
林
謙
　
氏
で
、
こ
れ
を
三
角
板
革
綴
短
甲
の
「
始
源
的
形

　
　
　
　
　
　
　
⑭

式
」
と
位
置
づ
け
た
。
藤
田
和
尊
氏
は
、
奈
良
県
新
沢
千
差
五
〇
八
号
墳
か
ら
の
長
膳
板
三
角
板
併
用
革
綴
短
甲
の
出
土
を
踏
ま
え
、
小
型
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

角
髪
使
用
例
と
通
有
の
三
角
板
革
綴
短
甲
と
の
問
に
「
製
作
技
術
上
の
非
連
続
性
」
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
高
橋
総
理
は
大
阪
府
豊
中
大
塚
古

墳
出
土
の
三
角
板
革
綴
襟
付
短
甲
の
報
告
に
際
し
、
三
角
板
形
式
の
短
甲
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
を
根
拠
と
し
て
鍛
造
技
術
の
進
歩
に
伴
う
地

板
枚
数
の
減
少
傾
向
を
認
め
、
大
塚
古
墳
出
土
三
号
短
甲
を
藤
田
氏
が
指
摘
し
た
技
術
的
非
連
続
性
を
埋
め
る
段
階
の
所
産
で
あ
る
と
想
定
し

⑯た
。
ま
た
近
年
、
鈴
木
一
有
氏
は
小
型
三
角
板
使
用
例
が
鋲
留
技
法
導
入
後
の
築
造
と
考
え
ら
れ
る
古
墳
か
ら
出
土
す
る
例
も
多
い
こ
と
を
指

摘
し
、
通
有
の
三
角
板
革
綴
短
甲
と
は
系
譜
を
異
に
す
る
一
群
と
い
う
位
置
づ
け
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
重
要
な
提
雷
を
お
こ

　
　
　
　
⑰

な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
三
角
板
革
綴
短
甲
に
み
ら
れ
る
地
板
の
大
き
さ
の
違
い
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
大
小
差
の
原
因
と
な
っ

て
い
る
三
角
形
の
形
状
の
違
い
に
注
目
し
、
そ
の
差
が
何
に
起
因
す
る
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
ω
　
三
角
板
形
式
の
短
甲
に
お
け
る
前
胴
の
地
板
配
置
に
つ
い
て

　
小
林
謙
㎝
氏
は
三
角
板
形
式
の
短
甲
の
前
号
地
板
配
置
が
二
大
別
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
を
A
型
・
B
型
と
し
て
そ
の
違
い
を
工
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
技
術
系
統
の
相
違
に
基
づ
く
と
考
え
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
工
人
個
人
レ
ベ
ル
の
差
と
み
る
野
上
丈
助
氏
の
反
論
が
あ
る
。
近

年
、
鈴
木
一
有
氏
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
、
短
甲
の
量
産
開
始
以
降
に
お
い
て
は
A
（
鼓
形
系
統
）
・
B
（
菱
形
系
統
）
と
い
う
地
板
配

置
の
違
い
は
工
人
系
統
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
と
捉
え
、
小
林
氏
の
見
解
を
多
少
修
正
し
つ
つ
追
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
革
綴
短
甲
と
鋲
留

短
甲
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
A
系
統
・
B
系
統
の
比
率
を
比
較
し
、
鋲
留
技
法
導
入
期
に
お
け
る
工
人
集
団
の
動
向
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ

の
上
で
両
者
の
分
布
に
も
目
を
配
り
、
と
く
に
朝
鮮
半
島
で
は
一
例
を
除
い
て
全
て
B
系
統
に
属
す
る
こ
と
を
示
し
、
B
系
統
と
伽
耶
と
の
深

　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
関
係
を
指
摘
し
た
。
筆
者
は
短
甲
、
わ
け
て
も
三
角
比
形
式
の
製
品
の
設
計
や
製
作
に
お
い
て
は
、
後
言
が
基
本
的
に
最
優
先
部
位
で
あ
っ
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⑳

た
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
前
芸
の
地
板
配
置
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
保
留
し
、
異
な
る
視
点
か
ら
三
角
板
革
綴
短
甲
の
検
討
を
進
め
た
い
。

　
長
方
響
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
に
つ
い
て
の
主
要
な
論
点
は
、
以
上
の
四
点
に
ほ
ぼ
集
約
さ
れ
る
。
こ
こ
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
次
章
以
降
で
必
要
あ
る
ご
と
に
適
宜
触
れ
て
い
き
た
い
。

①
　
【
小
林
行
一
九
五
九
】
六
三
五
－
六
三
六
頁
。
こ
こ
で
い
う
「
横
矧
板
革
綴

　
式
」
は
、
【
末
永
一
九
三
四
】
二
七
頁
に
お
け
る
分
類
の
第
一
形
式
、
す
な
わ
ち

　
長
方
板
革
綴
短
甲
に
あ
た
り
、
革
綴
技
法
が
異
な
る
第
二
形
式
の
横
鳴
板
革
綴
短

　
甲
と
は
技
術
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
以
下
の
文
献
に
お
い
て
詳

　
述
さ
れ
て
い
る
。
【
小
林
行
へ
九
六
二
】
二
五
－
二
六
頁
、
【
小
林
行
一
九
六
四
】

　
二
ニ
ー
二
六
頁
。

②
門
大
塚
一
九
五
九
】
八
二
頁
。

③
門
小
林
行
一
九
六
五
】
三
四
頁
。

④
【
野
上
｝
九
六
八
】
二
〇
一
一
工
頁
。

⑤
【
小
林
謙
一
九
七
四
A
】
四
九
頁
、
五
二
一
五
三
頁
。

⑥
〔
野
上
一
九
七
五
】
五
八
頁
、
註
七
一
。

⑦
従
来
門
小
形
」
三
角
板
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
字
義
の
上
か
ら
「
小

　
型
扁
と
表
記
す
る
方
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑧
【
吉
村
㎝
九
八
八
】
三
四
頁
。

⑨
【
小
林
謙
一
九
九
二
一
五
三
1
～
五
四
頁
。

⑩
【
田
中
一
九
九
二
四
ニ
ー
四
三
頁
な
ど
で
も
、
こ
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
。

第
二
章
　
長
方
板
革
綴
短
甲
の
変
遷

1
　
分
類
の
視
点

長
方
板
革
綴
短
甲
の
変
遷
に
つ
い
て
、

⑪
　
門
高
橋
工
一
九
八
七
】
一
四
四
頁
、
【
田
中
一
九
八
八
】
三
五
－
三
六
頁
、
門
滝

　
沢
一
九
八
八
】
九
五
〇
1
九
五
一
頁
。
た
だ
し
、
鍛
造
技
術
の
発
達
に
伴
う
、
短

　
甲
の
各
形
式
問
を
通
じ
て
の
鉄
板
枚
数
の
減
少
傾
向
に
つ
い
て
は
、
、
【
増
田
一
九

　
六
六
】
九
三
－
九
四
頁
に
お
い
て
早
く
に
揚
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑫
【
吉
村
一
九
八
八
】
三
四
頁
。

⑬
【
小
林
謙
一
九
九
二
一
五
三
頁
。

⑭
【
小
林
謙
一
九
七
四
A
】
五
三
頁
。

⑮
【
藤
田
一
九
八
四
】
六
〇
1
六
三
頁
。

⑯
【
高
橋
工
一
九
八
七
】
一
四
三
1
【
四
五
頁
。

⑰
【
鈴
木
一
九
九
六
】
三
六
頁
。

⑱
【
小
林
謙
一
九
七
四
B
】
三
九
－
四
〇
頁

⑲
【
野
上
一
九
七
五
】
五
ニ
ー
五
四
頁
。

⑳
【
鈴
木
一
九
九
六
】
三
四
－
四
〇
頁
。

⑳
例
え
ば
革
綴
短
甲
の
紐
み
上
げ
順
序
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
後
胴
中
央
か
ら

　
左
右
前
胴
へ
と
い
う
規
則
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
【
高
橋
工
一
九
八
七
・
九

　
一
】
に
お
い
て
抱
摘
さ
れ
て
い
る
。

鍛
造
技
術
の
発
達
に
伴
う
地
板
枚
数
の
減
少
傾
向
が
、
滝
沢
誠
氏
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
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こ
と
は
、
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
滝
沢
氏
も
地
板
枚
数
の
減
少
と
い
う
方
向
性
の
成
立
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
た
だ
「
合

理
化
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
鍛
造
技
術
の
発
達
が
地
板
枚
数
の
減
少
と
直
接
的
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
に
つ
い
て
も
と
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

説
明
は
加
え
て
い
な
い
。
地
板
枚
数
の
減
少
傾
向
成
立
の
要
因
と
し
て
、
ま
ず
「
製
作
の
省
力
化
」
と
い
う
生
産
面
の
利
点
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

革
綴
短
甲
の
場
合
、
具
体
的
に
は
革
綴
に
よ
る
地
板
同
士
の
結
合
や
地
板
の
裁
断
の
手
間
の
軽
減
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
製
作
の
省

力
化
」
と
い
う
要
因
と
と
も
に
、
別
の
要
因
と
し
て
「
堅
牢
性
の
向
上
」
と
い
う
機
能
面
で
の
利
点
も
考
え
ら
れ
る
。
鉄
板
の
継
ぎ
目
が
少
な

く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
強
度
が
増
し
防
御
力
が
向
上
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
生
産
面
お
よ
び
機
能
面
に
お
け
る

利
点
の
追
求
と
鍛
造
技
術
の
発
達
と
の
兼
ね
合
い
、
あ
る
い
は
妥
協
点
が
、
結
果
と
し
て
地
板
の
構
成
1
よ
り
具
体
的
に
は
地
板
の
枚
数
一
に

表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
中
で
も
そ
れ
が
最
も
顕
著
に
表
れ
る
部
位
、
す
な
わ
ち
鍛
造
技
術
が
そ
こ
を
構
成
す
る
地
板
の
枚
数
に
直
接
的
に
影

響
を
与
え
て
い
る
部
位
は
、
長
側
　
段
の
脇
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
魚
板
と
同
様
に
横
方
向
と
縦
方
向
の
轡
曲
が
同
時
に
要

求
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
、
押
付
板
の
形
状
に
よ
っ
て
地
板
の
形
状
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
板
の
枚
数
を
少
な
く
製
作
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
最
も
高
度
な
技
術
が
要
求
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
α
そ
の
構
造
に
は
鍛
造
技
術
の
発
展
段
階
が
鋭
敏
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
滝
沢
氏
の
指
摘
を
ベ
ー
ス
に
、
長
側
一
段
の
脇
部
の
地
板
構
成
に
注
目
し
て
分
類
を
お
こ
な
う
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

お
、
長
敷
板
革
綴
短
甲
は
現
在
の
と
こ
ろ
四
六
基
の
古
墳
か
ら
四
六
例
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
分
類
対
象
と
し
た
の
は
転
部
の
構
造

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
二
二
例
で
あ
る
（
表
1
）
。
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2
　
分
　
　
　
類

　
長
側
一
段
の
脇
部
の
地
板
構
成
に
注
目
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
大
き
く
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
表
1
－
A
）
。
な
お
、
こ
こ
で

の
分
類
上
の
用
語
と
し
て
の
「
脇
部
」
と
は
、
短
甲
を
正
立
さ
せ
て
み
た
場
合
、
前
王
押
付
板
の
上
端
ラ
イ
ン
が
側
方
へ
下
降
し
て
い
く
中
問

点
を
通
る
鉛
直
線
と
、
後
胴
押
付
板
と
後
胴
竪
上
三
段
帯
金
の
下
端
ラ
イ
ン
の
交
点
を
通
る
鉛
直
線
に
挟
ま
れ
た
部
分
を
基
準
に
、
個
体
に
よ



後胴

長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪ロ）

　　　　　　前胴

▽
」

●．

C

a

b

，

・
d

e
f

9

・
．

a．竪上1段（押付板）

b．竪上2段（地板）

c．竪上3段（帯金）

d．長側1段（地板）

e。長側2段（帯金）

f．一側3段（地板）

g．引導4段（裾板）

a
b
　
d

，　，

｝

h

。，　f

@9
3●

O　20cmh．

i’

j’

引合板

覆輪

恥部

上段：千人塚古墳出土例

　　　　　　（縮尺1／12）

下段：展開模式図

a 11

E
｝

b l
I

b C 1
b

h
C

｝
E

｝
6

d
【 I

E

C
h

1← j →1 e 1←一 j ・→1

1 ［ ず
1 1

E 【 9 ｝ E

図1　短甲各部名称

っ
て
は
そ
の
周
辺
も
含
め
た
　
帯
を
指
し
示
す
こ
と
と
す
る
（
図
－
）
。

　
〔
1
式
〕
　
長
側
　
段
に
お
い
て
、
脇
部
に
左
右
そ
れ
ぞ
れ
二
枚
の
小
型

の
地
板
（
図
2
中
ス
ク
リ
ー
ン
ト
ー
ン
部
分
）
を
用
い
る
。
脇
部
に
用
い
ら

れ
る
以
外
の
地
板
は
基
本
的
に
長
方
形
で
、
且
式
や
鳥
偏
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
押
付
板
の
形
状
に
合
わ
せ
た
劇
り
込
み
を
も
た
ず
、
脇
部
が
前
後
の

正
面
と
は
意
識
の
上
で
切
り
離
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
う
け
ら

れ
る
。
結
果
と
し
て
下
側
｝
段
を
九
枚
程
度
の
地
板
で
構
成
す
る
（
図
2

1
1
）
。

　
〔
∬
式
〕
　
長
側
一
段
に
お
い
て
、
脇
部
に
左
右
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
の
上
辺

が
凹
レ
ン
ズ
状
に
裁
断
さ
れ
た
地
板
（
図
2
申
ス
ク
リ
ー
ン
ト
ー
ン
部
分
）

を
用
い
る
。
二
部
の
地
板
に
連
接
す
る
地
板
は
幾
分
か
六
部
に
ま
で
回
り

込
み
、
押
付
板
の
形
状
に
合
わ
せ
た
割
り
込
み
を
も
つ
。
長
側
一
段
を
基

本
的
に
は
七
枚
の
地
板
で
構
成
す
る
。
長
側
三
段
の
地
板
構
成
か
ら
、
さ

ら
に
二
つ
に
細
分
す
る
。

　
　
a
…
二
二
三
段
を
七
枚
の
地
板
で
構
成
す
る
（
図
2
－
2
）
。

　
　
b
…
二
二
三
段
の
前
胴
に
一
枚
板
を
用
い
、
長
齢
三
段
を
六
枚
以
下

の
地
板
で
構
成
す
る
（
図
2
1
3
）
。

　
〔
頂
式
〕
　
山
側
一
段
に
お
い
て
、
脇
部
を
構
成
す
る
た
め
だ
け
の
地
板

を
用
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
基
本
的
に
は
前
胴
は
左
右
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
、
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と共伴遺物の組み合わせ

C

古　　相 新　　　相

鍛 頸
甲

眉
甲

舶
載
鏡

腕
輪
形
石
製
品

筒
形
銅
器

鋼
鎌

曲
刃
鎌

鋲
留
甲
冑

馬
具

金
銅
製
帯
金
具

金
銅
製
冠

金
製
垂
飾
付
耳
飾

須
恵
器

1－b ○ ○ ○

○

AI

1－b

h－b

○
○
，
　
　
一
　
　
，
　
　
一
　
　
甲
　
　
9

○

○
停
　
停
　
♂
　
　
曹
　
・
　
　
幽
　
　
曽
一
　
　
一
　
　
醇
　
　
F
　
　
P
　
　
P
　
　
”

○
「
　
　
F
　
　
ρ
　
　
，
　
　
”
　
　
，
一
　
　
　
匿
　
　
　
一
　
　
　
一
　
　
　
一
　
　
　
一

`’1 P－b Z

C’H

○

a皿
iB1）

b皿
`’I

c狙

Z
A
I
O
三
・
革

且一b

i○）

P－b

g－b

h－b

闊黷b

h－b

n

○
○
一
　
　
　
一
　
　
　
一
　
　
　
一
　
　
　
一
　
　
一
〇
〇
〇
〇

O
一
　
　
　
一
　
　
　
一
　
　
　
一
　
　
　
一
　
　
一
〇

○
一
　
　
一
　
　
「
　
　
一
　
　
，
　
　
り
　
　
早
O
O
輪
　
　
ρ
　
　
朝
　
曹
　
噛
　
　
曹

Z
一
　
　
　
一
　
　
一
　
　
　
一
　
　
　
冒
　
　
一
　
　
　
一

Z
〇
辱
　
　
爾
　
　
卿
　
　
9
　
　
”
　
　
卿
　
　
P

一　，　辱　　ρ　P　”

A
③
④
齢
　
　
●
　
　
噛
　
　
噛
　
　
曹
　
　
曽

宦

○

○

肩甲と組み合うもの。

庇付｝1s、蒙・・豪古鉢形胃〕。

上から出土。
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長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪口）

表1　長方板革綴短甲の分類

A B

型
出
土

地
板
枚
数

鼓
胴
竪 セ

　　　　…

@　　　…
@　　　1冑　　　i

式
古
墳 竪

上
2

塾
側
1

長
側
3

合
計

上
構
成

挙 …
…
…

段 段 段 …
…

吉郡家1号 5 9 9 23 A王 A i　…
1 庸　塚 5 （9） （9） （23） AI C l　　il　　i

石　山 5 （9） 7 （21） AI A i　i
　　

@　

@　

@　

@　

豊中大塚

ｬ野王塚
ｦ野毛大塚

rノ内5号

5
5
5
5
5

7
7
7
（
7
）
7

7
7
7
7
（
7
）

19

P9

P9

i19）

i19）

AI
a
B
A
I
A
I

C
A
A
D
A

　　　　ii
@　　　ii三・革・衝：①：　　　　i　i　　　　：

Ri．一一一一 一一一．一一一一一．＿，＿，し．，．．．．一一；

…
い

一　　■　曽　曹　曽　曹　・　　顧　謄　w　　簡　”　　P　，　F　辱　　，　一　　一　　一　一　　一

J内21号

ﾀ久路2号
@5

T W
7

U
5

P9

P7
`I
`H `

B

　　　　i　　i
O嘩・衝1・1
一一一………一

?一一一一…1

八幡大塚 （5） （7） ？ ？ ？ （D） 三・革・衝i？　i　　　　l

縦・革・蒙i　i

i 鶴　山 5 5 7 17 AI A l　　　　l
戟@　　　l

i
、
…

柴垣円山1号
F治二子山北 5

5
5
5

7
7

17

P7
AI
`I A

D

　　　　l　i　　　　；三・革・衝i∬i

… 龍門寺1号 5 5 （6）

……＿一…一

P…一…1

i・一

… 七　観 5 6 5 16 AI D 三’革●衝…Hi

天神山7号

?山1号 5
5

5
5

5
5

15

P5
AH
`I D

A

　　　　｝c’輔奄
… 新開1号 5 5 5 15 AI D 小・鋲・眉i　i

● ・　　i
皿ib 風吹山 5 5 （5） （15） B B 三・革・衝i？；
… 岡本山A3号 5 5 5 15 B A ：　　　　1

G　　　　；

… 兵家12号 5 5 5 ユ5 AI D 小・鋲・眉i　i
i 田吉山所在 （5） （15）　「

i　　ll　　　　l

’””””一’一’冒一’” �f幽”冒暫’”1

桜ケ丘 （5） （5） ？ ？ AI D 三・革・衝i豆i
わき塚1号 （5） （5） ？ ？ ？ D 三・革・衝iIi
和泉黄金塚 （5） （5） ？ ？ AI D 三・革・衝i？　i　　　　勝　　　　：

佐野山 （5） （5） ？ ？ B B ？・？・衝i　　：

小坂大塚 （5） （5） ？ ？ ？ B ？・？・？i　i

凡例・不確定要素がある場合には、数値あるいは記号に（）をつけて示してある。

　　・セット：【小林識1991】より、一部改変。

　　　　　　A…冑と付属具ともに組み合わないもの。　　C…冑はないが、付属具として顕甲・

　　　　　　B…付属具はないが、冑と紐み合うもの。　　D…跨と付属具ともに組み合うもの。

　　・冑：〔三…三角板、縦…縦矧板、小…小札〕、〔革…革綴、鋲…鋲留〕、〔衝…衝角付冑、1召…贋

　　・鍛・頸甲：三・革…三角板箪綴鍛、○…存在するが型式は不明。

　　・八輔大塚古墳からは三角板革綴短甲も娼土しており、樹や付属具とのセット関係は不明である。

　　・①…第二章註⑪参照。　②…TK208型式併行、くびれ部付近の台状施設周辺からt，lt土。

　　③…初期須恵器、墓獲内に落ち込んだ状態で歯土。④…TK23型式併そ予、墳丘甫裾および墳丘

　　・須恵器を除いて、同一一埋葬施設内で共伴した遺物のみを提示している。
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後
胴
は
三
枚
の
合
計
五
枚
の
地
板
で
長
石
一
段
を
構
成
す
る
。
長
承
三
段
の
地
板
構
成
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
a
…
前
胴
長
側
三
段
の
引
合
板
に
接
し
て
小
型
の
長
方
形
地
板
を
用
い
る
（
図
2
1
4
）
。

　
　
b
…
長
側
三
段
を
五
枚
の
地
板
で
構
成
す
る
（
図
2
1
5
）
。

さ
ら
に
二
つ
に
細
分
す
る
。

長方板革綴短甲と王角板革綴短甲（阪口）

　
3
　
変
　
　
　
遷

　
生
産
性
と
機
能
性
の
向
上
と
い
う
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
1
式
↓
1
式
↓
璽
式
と
い
う
変
遷
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
想
定
の
妥
当
性
を
共
伴

遺
物
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
検
証
す
る
（
表
1
1
c
）
。
古
墳
時
代
前
期
か
ら
中
期
初
頭
に
か
け
て
副
葬
の
ピ
ー
ク
が
認
め
ら
れ
る
品
目
を
古
漬
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

示
す
も
の
と
し
、
中
期
中
葉
以
降
に
副
葬
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
と
考
え
ら
れ
る
品
目
を
新
相
を
示
す
も
の
と
す
る
。
短
甲
が
製
作
さ
れ
て
か
ら

古
墳
に
埋
納
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
の
差
に
起
因
す
る
不
確
実
性
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
傾
向
は
つ
か
め
る
も
の
と
考

え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
1
式
に
属
す
る
例
と
し
て
鳥
取
県
古
郡
家
一
号
愈
愈
と
大
阪
府
里
塚
古
墳
例
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
前
者
は
奈
良
県
薪
臨
画
塚
五
〇
〇
号
墳
に

の
み
類
例
が
知
ら
れ
る
八
つ
手
動
形
銅
製
品
と
、
後
者
は
碧
玉
製
石
釧
な
ど
と
共
嘉
し
て
お
り
、
卿
相
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
重
県
石
山

古
墳
例
は
左
脇
部
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
右
脇
部
に
は
確
実
に
二
枚
の
地
板
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
1
式
の
範
疇
で
捉
え
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
、
長
側
三
段
を
七
枚
の
地
板
で
構
成
す
る
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
1
式
の
中
で
は
親
し
い
様
相
を
示
す
製
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
幽
式
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

つ
い
て
は
、
奈
良
県
池
ノ
内
五
号
墳
例
の
よ
う
に
共
伴
遺
物
に
古
相
を
示
す
例
が
あ
る
一
方
で
、
大
分
県
岬
古
墳
例
の
よ
う
に
比
較
的
萩
相
を
示

す
例
も
あ
る
。
該
当
す
る
出
土
例
が
比
較
的
多
い
こ
と
も
傍
証
と
し
て
、
恥
式
の
生
産
が
｝
定
期
間
安
定
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。
洗
式
に
属
す
る
例
と
し
て
は
、
富
山
県
谷
内
二
一
号
墳
例
、
静
岡
県
安
久
路
二
号
雷
撃
の
二
例
を
挙
げ
得
る
。
爾
例
と
も
に
短
甲
以

上
に
そ
の
副
葬
時
期
を
積
極
的
に
示
す
共
伴
遺
物
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
が
、
恥
式
は
電
信
三
段
に
引
合
板
か
ら
脇
部
ま
で
至
る
比
較
的
大
き
な

地
板
を
用
い
る
こ
と
か
ら
、
撫
式
か
ら
皿
式
へ
の
過
渡
的
な
形
態
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
整
式
に
つ
い
て
み
る
と
、
岐
阜
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県
龍
門
寺
一
号
墳
例
が
舶
載
鏡
や
碧
玉
製
石
釧
と
共
評
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
た
だ
し
龍
門
寺
　
号
墳
に
つ
い
て
は
、
鉄
鎌
の
型
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

か
ら
そ
の
築
造
年
代
を
従
来
よ
り
も
新
し
く
考
え
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
伽
式
に
属
す
る
例
は
、
共
伴
遺
物
が
不
明
な
愛
媛
県

B
吉
由
所
在
古
墳
例
を
除
外
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
新
相
を
示
す
遺
物
と
共
熱
し
て
お
り
、
そ
の
副
葬
時
期
が
五
世
紀
前
葉
以
降
に
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
窺
え
る
。
鵬
式
は
出
土
例
が
比
較
的
多
く
、
獅
式
に
替
わ
っ
て
長
方
板
革
綴
短
甲
の
主
流
を
な
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
遺
存

状
態
が
悪
く
全
体
の
構
成
が
不
明
な
出
土
例
の
中
に
も
、
遺
式
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
数
量
あ
る
。
そ
の
中
で
は
大
阪
府
和
泉
黄
金
塚
古
墳
西

榔
例
の
存
在
が
注
意
さ
れ
る
。
皿
式
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
で
は
最
も
古
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
古
墳
か
ら
の
出
土
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
と
く
に
各
型
式
の
盛
行
期
聞
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
併
行
期
間
を
置
き
つ
つ
も
、
全
体
の
流
れ
と
し
て
1
式
↓
1
式
↓

習
業
と
い
う
変
遷
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
変
遷
観
を
補
強
す
る
た
め
に
、
次
に
長
方
板
革
綴
短
甲
の
各
型
式
と
冑
、
綴
の
各
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

式
と
の
組
み
合
わ
せ
の
状
況
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
先
学
の
変
遷
観
を
援
用
し
て
検
討
す
る
（
表
－
l
B
）
。

　
ま
ず
冑
と
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
短
甲
の
定
型
化
か
ら
繋
留
技
法
導
入
後
初
期
ま
で
の
短
甲
と
組
み
合
う
冑
と
し
て
、
最
初

に
三
角
板
革
綴
衝
角
付
冑
が
出
現
し
、
や
が
て
小
札
鋲
留
衝
角
付
髪
を
主
流
と
す
る
各
形
式
の
鋲
留
側
角
付
冑
や
、
小
札
鋲
留
眉
庇
付
置
を
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

流
と
す
る
各
形
式
の
眉
庇
付
冑
へ
と
漸
次
変
遷
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
長
方
板
革
綴
短
甲
と
組
み
合
う
冑
に
つ
い
て
み
る
と
、

点
式
に
属
す
る
出
土
例
を
除
い
て
、
冑
と
組
み
合
う
例
は
す
べ
て
三
角
板
革
綴
宇
角
付
冑
と
緩
み
合
っ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
勤
式
の
み

が
書
留
の
冑
と
も
組
み
合
っ
て
お
り
、
そ
の
出
現
時
期
の
遅
れ
る
こ
と
が
首
肯
さ
れ
よ
う
。
三
角
板
革
綴
若
角
付
冑
の
中
で
の
新
古
と
長
方
響

革
綴
短
甲
の
変
遷
と
の
対
応
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
滝
沢
雷
雲
は
三
角
板
革
綴
衝
角
付
冑
の
地
板
枚
数
に
注
目
し
て
合
計
二
四
枚
以
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

一
群
を
1
式
、
一
　
○
枚
以
下
の
一
群
を
1
式
と
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
定
型
化
の
前
と
後
と
評
価
し
て
前
者
か
ら
後
者
へ
の
変
遷
を
考
え
た
。

表
1
に
お
い
て
長
帯
板
革
綴
短
甲
と
の
組
み
合
わ
せ
ば
必
ず
し
も
良
好
な
対
応
関
係
を
示
し
て
は
い
な
い
が
、
全
体
の
流
れ
と
し
て
両
者
の
変

遷
が
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
冑
に
付
属
す
る
鍛
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
鍛
に
つ
い
て
は
、
一
枚
板
（
A
形
式
）
の
も
の
か
ら
頭
部
の
可
動
性
を
追
求
す
る
方
向
で
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長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪口）

変
遷
し
、
鋲
留
技
法
が
導
入
さ
れ
る
段
階
に
な
っ
て
鉄
板
二
枚
（
B
形
式
）
、
三
枚
（
C
形
式
）
、
四
枚
以
上
（
D
形
式
）
で
構
成
さ
れ
る
各
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
生
産
さ
れ
始
め
た
こ
と
が
古
谷
毅
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
表
ユ
に
お
け
る
鍛
と
の
組
み
合
わ
せ
ば
、
ほ
ぼ
先
の
長
塗
板
革
綴

短
甲
の
変
遷
観
を
追
証
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
検
証
過
程
で
得
ら
れ
た
成
果
か
ら
は
、
長
魚
板
革
綴
短
甲
は
成
立
期
の
1
式
を
経
て
鵬
式
か
ら
恥
式
へ
と
主
流
が
移
っ
て
い
っ

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
肋
式
や
撫
式
に
つ
い
て
は
、
地
板
構
成
の
乱
れ
な
ど
不
安
定
な
要
素
が
認
め
ら
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
も
傍
証
と
し
て
、

肋
式
の
出
現
で
定
着
を
み
る
技
術
が
、
先
行
し
て
試
作
的
に
導
入
さ
れ
た
も
の
と
評
価
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
製
作
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
技
術

が
普
及
し
て
い
っ
た
結
果
、
古
式
の
生
産
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
恥
式
や
鵬
式
の
存
在
は
工
人
個
人
レ
ベ
ル
の
技
術
差
の
範

囲
に
収
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
変
遷
観
に
基
づ
き
、
長
蔵
板
革
綴
短
甲
の
前
受
母
上
の
地
板
構
成
に
つ
い
て
も
整
理
し
て

お
き
た
い
（
表
1
1
A
）
。
盤
上
三
段
の
帯
金
を
も
た
な
い
～
群
の
う
ち
、
潮
上
二
段
の
地
板
が
長
側
一
段
の
地
板
に
上
重
ね
さ
れ
る
も
の
を
A

I
群
、
下
重
ね
さ
れ
る
も
の
を
A
∬
群
、
そ
し
て
竪
琴
三
段
の
帯
金
を
も
つ
一
群
を
B
群
と
し
て
、
三
つ
の
群
に
区
別
す
る
。
表
1
か
ら
は
、

各
型
式
に
お
い
て
A
I
群
が
多
数
を
占
め
る
こ
と
が
読
み
取
れ
、
長
方
板
革
綴
短
甲
の
存
続
期
間
を
通
じ
て
A
I
群
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
A
韮
群
は
わ
ず
か
三
例
を
数
え
る
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
基
本
的
な
地
板
構
成
の
点
で
は
A
I
群
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
く
ま
で
も
A
I
群
の
変
異
例
と
し
て
把
握
さ
れ
よ
う
。
B
群
は
表
1
に
示
し
得
な
か
っ
た
例
も
含
め
て
一
〇
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
う
ち
、
最
も
古
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
古
墳
か
ら
の
出
土
例
は
岡
山
県
月
の
輪
古
墳
例
で
あ
る
が
、
遺
存
状
態
が
悪
く
全
体
の
構
成
を
知
り

得
な
い
。
し
か
し
実
測
図
に
よ
れ
ば
地
板
枚
数
の
多
い
こ
と
が
窺
え
、
1
式
に
属
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
B
群
に
属
す
る
例
が
、
比
較
的
新
し

く
位
置
づ
け
ら
れ
る
古
墳
か
ら
主
に
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
月
の
輪
古
墳
の
よ
う
な
例
を
勘
案
し
、
な
お
か
つ
A
王
群
の
安

定
し
た
出
土
量
を
評
価
す
る
な
ら
ば
、
前
審
竪
上
三
段
の
帯
金
を
も
つ
と
い
う
要
素
は
個
体
単
位
で
選
択
的
に
付
加
さ
れ
た
可
能
性
が
強
く
、

長
方
板
革
綴
短
甲
の
変
遷
を
論
じ
る
指
標
と
し
て
必
ず
し
も
有
効
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
胴
竪
上
三
段
に
帯
金
を
付
加
す
る
と
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⑭

い
う
変
化
に
対
し
て
、
生
産
性
や
機
能
性
の
薗
に
お
け
る
重
要
な
意
義
を
認
め
が
た
い
こ
と
も
、
こ
の
判
断
を
支
持
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
長
方
板
畳
．
綴
短
甲
の
変
遷
を
復
元
し
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
拠
式
と
働
式
の
消
長
を
重
視
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
三

段
階
に
分
け
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
〔
長
引
板
革
綴
短
甲
第
一
段
階
〕
　
既
に
方
形
板
革
綴
短
甲
の
段
階
で
み
ら
れ
た
押
付
板
、
引
合
板
と
い
う
要
素
を
発
展
さ
せ
つ
つ
引
き
継
ぎ
、

瓢
た
に
帯
金
、
裾
板
と
い
う
要
素
を
加
え
て
1
式
が
成
立
す
る
。

　
〔
長
方
板
革
綴
短
甲
第
二
段
階
〕
　
閉
式
が
安
定
し
て
生
産
さ
れ
始
め
る
。
司
式
の
生
産
が
始
ま
っ
て
間
も
な
く
、
露
座
や
漁
式
も
少
数
生
産

さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
技
術
は
ま
だ
普
及
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
長
方
板
革
綴
短
甲
の
生
産
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
時
期
と
評
価

で
き
る
。

　
〔
長
方
板
革
綴
短
甲
第
三
段
階
〕
　
腕
輪
の
生
産
が
始
ま
り
、
以
後
主
流
を
占
め
る
が
、
恥
式
も
継
続
す
る
。
長
方
板
革
綴
短
甲
と
し
て
最
も

技
術
的
に
完
成
さ
れ
た
時
期
と
評
価
で
き
る
。

　
さ
ら
に
技
術
面
に
即
し
て
各
段
階
の
意
義
づ
け
を
お
こ
な
う
な
ら
ば
、
第
一
段
階
は
押
付
板
、
帯
金
、
壁
板
と
い
っ
た
「
フ
レ
ー
ム
」
と
な

る
部
材
の
一
般
化
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
複
雑
な
形
状
や
血
煙
を
も
つ
大
型
鉄
板
を
形
成
可
能
な
レ
ベ
ル
の
鍛
造
技
術
が
普
及
し
た
段
階
、
第

二
段
階
は
懲
り
を
も
つ
地
板
や
よ
り
大
型
の
地
板
の
導
入
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
複
雑
な
形
状
や
露
量
を
も
つ
鉄
板
同
士
を
連
接
さ
せ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
可
能
な
レ
ベ
ル
の
鍛
造
技
術
が
、
あ
る
程
度
普
及
し
た
段
階
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
長
方
板
革
綴
短
甲
の
特
色

を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
生
産
性
と
機
能
性
の
向
上
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
設
計
が
規
定
さ
れ
、
各
型
式
の
地
板
構
成
に
そ
れ
ぞ
れ
が
製
作
さ
れ

た
時
点
で
の
技
術
の
発
達
と
普
及
の
段
階
が
ほ
ぼ
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
強
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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①
甲
冑
の
変
遷
全
体
を
逓
じ
て
の
製
作
の
省
力
化
傾
向
は
【
小
林
謙
一
九
七
四

　
B
】
四
八
．
頁
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
札
鋲
留
額
角
付
冑
に
つ
い

　
て
、
【
末
永
一
九
三
四
】
ヨ
五
頁
で
は
小
札
幅
の
広
い
も
の
を
「
製
作
上
の
簡
略

を
計
っ
た
」
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
地
板
の
大
型
化
す
な
わ
ち
地
板

枚
数
の
減
少
に
着
目
し
、
そ
れ
を
製
作
の
省
力
化
と
評
価
し
た
論
考
の
嚥
矢
で
あ

ろ
う
。



長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪口）

②
長
方
板
革
綴
短
甲
の
出
土
古
墳
数
お
よ
び
患
土
穂
は
、
【
埋
蔵
文
化
財
研
究
会

　
皿
九
九
三
】
掲
載
の
「
甲
冑
型
式
種
騎
一
覧
表
扁
を
基
本
に
、
若
干
の
修
正
と
新

　
た
な
出
土
例
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
章
の
三
角
板
革
綴
短
甲
に
つ
い
て
も

　
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
束
莱
蓮
山
洞
八
号
竪
穴
式
石
榔
墓

　
か
ら
長
方
板
革
綴
短
甲
が
、
東
葉
福
泉
洞
四
号
墳
と
陳
川
玉
田
六
八
号
墳
か
ら
三

　
響
板
革
綴
短
甲
が
繊
毒
し
て
い
る
が
、
日
本
列
島
出
土
資
料
と
同
一
の
共
伴
遺
物

　
に
よ
る
検
読
手
続
き
を
踏
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
本
稿
で
は

　
検
討
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

③
こ
れ
ら
は
古
谷
毅
氏
が
指
摘
す
る
「
補
助
板
」
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
る

　
（
門
古
谷
～
九
九
六
】
六
六
頁
）
。
た
だ
し
、
古
谷
氏
が
例
示
し
た
和
泉
黄
金
塚
古

　
墳
例
な
ど
の
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
長
側
三
段
に
お
け
る
引
合
鷲
鼻
の
小
型
台
形

　
地
板
は
当
初
か
ら
の
設
計
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
存
在
は
長
側
三
段
に

　
お
け
る
三
角
形
地
板
の
連
続
的
配
置
の
中
で
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
竪

　
上
二
段
や
長
居
一
段
に
も
同
様
の
地
板
が
存
在
し
な
が
ら
長
側
三
段
の
地
板
の
み

　
を
「
補
助
板
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
も
疑
問
が
残
る
。

④
古
墳
時
代
の
時
期
区
分
に
関
し
て
は
様
々
な
考
え
方
が
あ
り
、
そ
の
概
念
規
定

　
や
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
研
究
者
間
で
相
違
が
あ
る
。
本
稿
で
は
前
期
・
中
期
・

　
後
期
の
三
期
区
分
を
憂
い
る
こ
と
と
し
、
「
中
期
」
の
具
体
的
内
容
は
【
小
林
行

　
一
九
六
一
】
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
様
相
に
準
拠
す
る
。

⑤
古
郡
家
一
号
婦
長
は
静
閥
県
安
久
路
二
号
墳
例
と
と
も
に
引
合
板
を
も
た
な
い
。

　
こ
の
点
は
方
形
板
革
綴
短
甲
に
お
け
る
数
欄
体
と
共
通
す
る
要
素
と
し
て
注
意
さ

　
れ
る
（
門
高
橋
克
一
九
九
三
】
一
工
四
頁
）
。

⑥
盾
塚
古
墳
後
円
部
か
ら
は
長
方
板
革
綴
短
甲
一
、
三
角
板
革
綴
短
甲
一
、
三
角

　
板
革
綴
衝
角
付
五
一
、
頸
甲
一
、
肩
甲
一
組
が
出
土
し
て
い
る
が
、
【
末
永
編
一

　
九
九
一
】
一
五
頁
の
置
土
状
態
の
説
明
文
で
は
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
が
明
確
に

　
示
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
同
文
献
所
収
の
【
藤
田
一
九
九
　
】
で
は
冑
と
付
属

　
具
は
と
も
に
長
極
板
革
綴
短
甲
と
組
み
合
う
と
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
田
土
状
態

　
の
説
明
に
食
い
違
い
が
あ
る
が
、
報
吉
文
で
あ
る
前
者
の
記
述
に
従
っ
て
お
く
。

　
前
述
の
と
お
り
、
前
者
は
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
な
い
が
、
患
土
状

　
態
の
説
明
文
や
実
測
図
か
ら
、
本
稿
で
は
長
懸
板
革
綴
短
甲
と
付
属
具
と
い
う
組

　
み
合
わ
せ
、
三
角
板
革
綴
短
甲
と
冑
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。

⑦
【
菅
谷
一
九
七
八
】
六
九
頁
、
第
王
三
図
に
よ
る
と
、
池
ノ
内
五
号
墳
例
は
竪

　
上
二
段
長
側
五
段
の
特
殊
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
が
、
資
料
調
査
の
際
に
勲
式
に

　
属
す
る
例
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

⑧
【
高
田
一
九
九
六
】
八
八
頁
。

⑨
こ
こ
で
取
り
扱
っ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
武
具
編
年
の
成
果
と
し
て
藤
田
和
蓉
氏

　
に
よ
る
頸
甲
の
編
年
が
あ
る
（
門
藤
田
一
九
八
四
】
）
。
藤
田
氏
の
編
年
は
長
方
板

　
革
綴
短
甲
か
ら
三
角
板
革
綴
短
甲
へ
の
壷
井
的
な
変
化
を
認
め
る
立
場
に
基
づ
い

　
て
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
両
形
式
の
時
期
的
開
係
の
究
明
を
課
題
の
一
つ
と
し
て

　
い
る
本
稿
に
お
い
て
、
そ
の
成
果
を
援
用
す
る
こ
と
は
方
法
論
上
不
適
切
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
参
考
と
し
て
長
方
板
革
綴
短
甲
の
各
出
土
例
と
屈
み
合
う
頸
甲
の
型
式

　
を
藤
田
氏
の
分
類
に
基
づ
い
て
表
1
1
B
に
併
記
し
た
。
た
だ
し
、
表
中
に
お
い

　
て
、
藤
田
氏
と
筆
者
で
同
一
資
料
に
対
す
る
型
式
の
認
定
が
異
な
っ
て
い
る
場
合

　
が
あ
る
。
な
お
、
同
様
に
三
角
板
革
綴
短
甲
の
各
出
土
例
と
組
み
合
う
頸
甲
の
型

　
式
を
表
2
1
B
に
併
記
し
た
。

⑩
【
小
林
謙
｝
九
七
四
A
】
五
八
頁
、
六
｝
頁
。
ま
た
、
表
1
中
の
縦
砂
口
革
綴

　
衝
角
付
冑
に
つ
い
て
、
【
小
林
謙
一
九
九
二
一
五
三
頁
は
門
眉
庇
付
冑
の
影
響

　
を
受
け
て
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
い
る
。

⑪
【
滝
沢
｝
九
入
八
】
九
四
九
－
九
五
〇
頁
。
た
だ
し
、
出
土
資
料
の
増
舶
に
よ

　
り
、
滝
沢
氏
に
よ
る
分
類
基
準
で
は
地
板
枚
数
の
点
で
対
応
し
き
れ
な
い
例
も
認

　
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
野
毛
大
塚
古
墳
例
や
私
市
円
山
古
墳
第
二
主

　
体
例
は
、
地
板
第
一
段
九
枚
、
第
一
一
段
一
三
枚
、
合
計
…
　
一
　
枚
の
地
板
で
構
成
さ
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れ
る
。
こ
の
場
合
、
H
式
の
出
現
が
三
角
板
革
綴
衝
角
付
冑
の
定
型
化
を
示
す
も

　
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
例
は
H
式
よ
り
も
1
式
に
近

　
い
製
最
と
評
価
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
野
毛
大
塚
古
墳
例
に
つ
い
て
は
橋

　
本
達
也
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
ま
た
、
三
角
板
革
綴
衝
角
付
冑
の
新
古
の
指
標
と

　
し
て
、
冑
の
総
高
に
対
す
る
帯
金
幅
の
比
率
の
高
低
が
、
門
鈴
木
一
九
九
五
】
に

　
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑫
門
古
谷
一
九
八
八
】
九
－
エ
ハ
頁
。

⑬
表
1
に
挙
げ
た
六
例
の
ほ
か
に
、
岡
山
県
月
の
輪
古
墳
、
山
口
県
天
神
山
一
号

　
墳
、
熊
本
漿
塚
原
将
軍
塚
古
墳
、
宮
崎
県
浄
土
寺
山
古
墳
の
各
例
が
あ
る
。

⑭
筆
者
は
、
後
に
第
三
章
註
⑦
で
述
べ
る
よ
う
に
、
前
置
竪
上
三
段
の
帯
金
の
付

　
加
は
六
角
板
革
綴
短
甲
の
製
作
に
お
い
て
初
め
て
導
入
さ
れ
、
そ
れ
が
一
つ
の
意

　
匠
と
し
て
長
方
板
革
綴
短
甲
の
製
作
に
選
択
的
に
導
入
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
て

　
い
る
。

⑮
革
綴
短
甲
の
組
み
上
げ
に
お
い
て
は
、
鉄
板
同
士
の
重
な
り
幅
を
一
定
に
保
ち
、

　
か
つ
曲
面
を
正
確
に
～
致
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
（
【
塚
本
皿
九
九
三
】
二
三
頁
）
。

　
つ
ま
り
鉄
板
の
一
辺
が
長
く
、
あ
る
い
は
曲
線
が
複
雑
に
な
る
に
従
い
、
｝
層
高

　
度
な
技
術
が
必
要
と
な
る
。
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第
三
章
　
三
角
板
革
綴
短
甲
の
変
遷

　
1
　
分
類
の
視
点

　
長
湿
板
革
綴
短
甲
と
の
比
較
を
試
み
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
三
角
板
革
綴
短
甲
に
つ
い
て
も
地
板
構
成
に
基
づ
い
て
分
類
を
お
こ
な
お
う
と

し
た
場
合
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
が
小
型
三
角
板
を
用
い
る
一
群
の
存
在
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
後
胴
竪
上
里
二
段
が
五
枚
以
上
の
地
板
で
構

成
さ
れ
る
も
の
を
小
型
三
角
板
使
用
、
そ
れ
に
対
し
て
三
枚
の
地
板
で
構
成
さ
れ
る
も
の
を
通
有
三
角
板
使
用
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
が
～
般

的
と
な
っ
て
い
る
。
小
型
三
角
板
使
用
例
を
通
有
の
三
角
板
革
綴
短
甲
の
初
現
的
形
態
と
み
る
見
解
が
あ
る
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、

そ
の
見
解
に
修
正
を
追
る
出
土
例
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
福
井
県
身
持
一
号
墳
出
土
一
号
短
甲
で
、
後
胴
至
上
二
段
に
五
枚
の

地
板
を
用
い
る
ほ
か
、
響
胴
の
地
板
構
成
が
左
右
対
称
に
な
ら
ず
不
規
則
で
あ
る
な
ど
、
非
常
に
個
性
的
な
製
品
で
あ
る
が
、
中
で
も
注
目
さ

れ
る
の
は
黒
板
の
連
結
に
鋲
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
部
に
鋲
を
使
用
し
た
革
綴
短
甲
と
し
て
は
、
長
側
二
段
の
帯
金
の
連
結
に
鋲

を
使
用
し
た
滋
賀
県
新
開
一
号
墳
出
土
の
通
有
の
三
角
板
革
綴
短
甲
が
著
名
で
あ
り
、
鋲
留
技
法
導
入
期
の
所
産
と
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
が
、

　
　
　
向
山
一
望
墳
出
土
　
号
短
甲
に
対
し
て
も
同
様
の
評
価
が
与
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
岐
阜
県
中
八
幡
古
墳
出
土
の
三
角
板
川
留
短
甲
は
、



長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪口）

等角系　　　　2A．鈍角系（地板5枚）　2B．鈍角系（地板3枚）

　　図3　三角板革綴短甲における二系列の後胴竪上地板構成模式図

1

破
片
資
料
で
あ
り
全
体
の
構
成
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
後
胴
潮
上
二
段
を
五
枚
の
地
板
で
構
成
し
、
長
側
一
段

の
地
板
に
も
小
型
の
三
角
板
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
例
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
鈴
木
　

有
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
鋲
留
技
法
が
導
入
さ
れ
る
殺
階
ま
で
小
型
三
角
板
使
用
の
製
品
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
、
通
有
の
三
角
板
革
綴
短
甲
の
生
産
と
併
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
三
角
板

革
綴
短
甲
の
設
計
系
統
の
中
に
も
小
型
三
角
板
を
用
い
る
系
列
と
通
有
三
角
板
を
用
い
る
系
列
と
い
う
二
系
列
が
存
在

し
た
と
の
想
定
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
爾
者
の
決
定
的
あ
る
い
は
本
質
的
な
違
い
と
し
て
、
地
板
の
大
き
さ
の
違
い
よ
り
も
、

む
し
ろ
そ
の
大
き
さ
の
違
い
を
生
み
出
す
原
曲
と
な
っ
て
い
る
三
角
板
の
形
状
の
違
い
を
重
視
し
た
い
。
具
体
的
に
は

小
型
三
角
板
使
用
と
さ
れ
る
も
の
の
地
板
に
は
正
三
角
形
に
近
い
形
状
の
も
の
が
多
く
、
通
有
と
さ
れ
る
も
の
に
は
底

辺
が
長
く
頂
角
が
鈍
角
を
な
す
三
角
形
の
地
板
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
で
あ
る
（
図
3
1
1
・
2
B
）
。
こ
の
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
は
、
濁
者
に
お
け
る
設
計
段
階
で
の
地
板
の
割
り
付
け
原
理
の
違
い
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

従
来
小
型
三
角
板
使
用
例
と
さ
れ
て
き
た
一
群
を
等
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
、
通
有
と
さ
れ
て
き
た
一
群
を
鈍
角
系
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

逸
板
革
綴
短
甲
と
仮
称
す
る
。
た
だ
し
、
従
来
の
枠
組
み
で
小
型
三
角
板
使
用
例
と
さ
れ
る
も
の
全
て
を
等
角
系
に
分

類
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
。
静
岡
県
五
ヶ
山
B
二
号
墳
例
の
よ
う
に
、
後
胴
竪
上
二
段
目
五
枚
の
地
板
を
使
用
し

て
い
な
が
ら
、
そ
の
中
央
の
地
板
が
、
鈍
角
系
の
後
門
島
上
二
段
を
構
成
す
る
三
枚
の
う
ち
の
中
央
の
地
板
と
同
様
に
、

鈍
角
三
角
形
で
あ
る
例
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
（
図
3
1
2
A
）
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
ほ
か
の
段
の
地
板
の
形
状
や

大
き
さ
に
つ
い
て
も
鈍
角
系
の
そ
れ
と
変
わ
り
が
な
く
、
地
板
の
割
り
付
け
原
理
を
重
視
す
る
視
点
か
ら
は
鈍
角
系
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

分
類
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
三
角
板
革
綴
短
甲
を
等
角
系
と
鈍
角
系
の
二
系
列
に
分
類
し
た
上
で
、
次
節
以
下
で
は
そ

19 （625）



れ
そ
れ
の
系
列
に
つ
い
て
長
側
一
段
脇
部
の
地
板
憐
成
に
着
目
し
、
細
分
を
試
み
た
い
。

　
2
　
等
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
の
分
類
と
変
遷

　
三
角
板
革
綴
短
甲
は
現
時
点
で
七
三
基
の
古
墳
か
ら
八
六
例
以
上
の
出
土
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
等
角
系
に
属
す
る
例
は
六
例

　
　
　
　
⑥

に
過
ぎ
な
い
。
詳
細
を
知
り
得
る
例
と
な
る
と
さ
ら
に
少
な
く
、
し
か
も
地
板
構
成
に
個
体
間
の
ば
ら
つ
き
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
制
約
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
仮
に
長
側
　
段
脇
部
の
地
板
構
成
の
違
い
に
基
づ
い
て
1
式
と
H
式
の
二
つ
に
細
分
す
る
（
表
2
1
A
）
。

　
〔
1
式
〕
　
長
潮
一
段
の
細
部
に
お
い
て
も
基
本
的
に
三
角
形
の
板
を
用
い
、
胴
一
周
を
通
じ
て
規
則
的
に
正
三
角
形
を
配
列
し
よ
う
と
す
る

意
図
が
看
取
さ
れ
る
（
図
4
1
1
）
。

　
〔
H
式
〕
　
長
側
一
段
の
脇
部
を
や
や
大
型
の
不
整
形
板
で
構
成
す
る
（
図
4
－
2
）
。

　
地
板
枚
数
の
滅
少
傾
向
を
認
め
る
立
場
か
ら
は
、
1
式
↓
H
式
の
順
に
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
が
、
冬
越
遺
物
の
組
み
合
わ
せ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ら
も
そ
の
妥
当
性
は
窺
え
る
（
表
2
1
C
）
。
1
式
に
属
す
る
例
と
し
て
滋
賀
県
大
塚
越
古
墳
例
が
挙
げ
ら
れ
、
共
伴
遺
物
は
古
泉
を
示
す
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

方
、
H
式
に
属
す
る
例
と
し
て
栃
木
県
佐
野
八
幡
山
古
墳
例
、
富
山
県
谷
内
二
一
号
墳
例
、
福
岡
県
井
手
ノ
上
古
墳
例
、
先
述
の
向
山
一
号
墳

出
土
一
号
短
甲
の
四
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
二
例
に
つ
い
て
は
短
甲
以
上
に
そ
の
副
葬
時
期
を
積
極
的
に
示
す
鳳
輿
遺
物
に
恵
ま
れ
て
い
な
い

が
、
後
二
例
は
新
客
を
示
す
遺
物
と
共
湿
し
て
い
る
。
以
上
の
共
伴
遺
物
相
か
ら
み
て
、
資
料
数
は
少
な
い
な
が
ら
も
1
式
が
且
式
に
先
行
す

る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
等
角
系
の
地
板
を
も
つ
例
と
し
て
大
阪
府
和
泉
黄
金
塚
古
墳
東
榔
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
破

片
資
料
で
あ
り
全
体
の
構
成
は
不
明
で
あ
る
が
、
共
心
遺
物
に
は
古
聖
が
認
め
ら
れ
る
。

　
等
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
資
料
数
の
少
な
さ
に
よ
る
制
約
が
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
1
式
か
ら
H
式
へ
の
単
系
的
な

変
遷
を
想
定
し
て
お
く
。
そ
の
変
化
の
要
因
と
し
て
、
「
生
産
性
の
追
求
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
技
術
の
発
達
」
と
い
う
要
素
は
勿
論
あ
る
に

し
て
も
、
よ
り
重
要
な
要
素
と
し
て
「
正
三
角
形
と
い
う
図
像
の
配
列
に
対
す
る
意
識
の
希
薄
化
」
を
考
え
た
い
。
つ
ま
り
、
正
三
角
形
の
配
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長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪口）

o

10cm

4

2

、

’
L

’7

5
」“●■門

ノづ　　ぞ 1

1

3

5

1．等角系1式（大塚越古墳）

3．鈍角系1式（堂山1号墳）
5．鈍角系皿式（鞍塚古墳）

　　　　t6

0　2ecm

　上段：縮尺1／16、

図4　三角板革綴短甲の諸例と地板構成構式閣

2

4

6

2．等角系E式（向山1号墳）
4．鈍角系∬式（長瀞西古墳）

6．鈍角系N式（ニゴレ古墳）

1のみ縮尺1／8、2は写真トレース。
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分類と共伴遺物の紐み合わせ

B C

i 古相 新 相

3 舶 腕 筒 曲 u 鹿 馬 金 須
セ ： 頸 眉 載 翰 形 刃 字 角 製 恵

署 冑　i鍛 甲 甲
鏡 形

石
銅
器

鎌 形
鍬

製
刀

具 垂
飾

器

i 製 鋤 装 付

；
贔 先 具 耳

9
飾

A ：　　：，　　　　　　　　　，

○

B 　摩O・革・衝IliA1
C

l
　
　
　
l
：

m－b O
A 1　｝ ○ ③

A
l　　　lI　　　　　　　　　l O

D 　I　　　　　　　　　I

O・革・衝1？10 1－a ○ ○ ○

B 　覇　　　　　　　　　，
O・革・衝；1　；AI ○ ④

D 　0　　　　　　　　　1
��E眉：　　IC阻 H－c ○ ○

D 　l　　　　　　　　　l
ｬ・鋲・眉：　　　：（B’盟） 1－b ○ ○

D 　「　　　　　　　　　　，

O・革・衝1特殊1（AI） 1－b ○ ○

D 　摩　　　　　　　　　摩

O・革緬IH　IA’1 ∬一b ○

D
A

　陰　　　　　　　　　匿
O・革・衝1丑　IC’瓢

@：　　1
襲一C ○ ○

B
　l　　l縦・革・衝1　　；A’1

B 　l　　　　　　　　　l
O・革・衝1①IA’1

D 　梱　　　　　　　　　1
ｬ・鋲・眉；　　ID撫 擁一b ○ ○

C
l　　ll　　l

○ ○ ○ ○

B 三・革・衝Il　lA’1

B 　8　　　　　　　　　1
O・草・衝｝H　；A’工 ○ ○

A
i　；

②
1　　：

B 小・鋲・眉：　　：D皿 ○
1

D
A

　　　…O・鋲・衝l　　lB’m　l　　l　l　　　l

四一b ○ ○ ○

○ ③

D 　1
ｬ・革・衝1　　　；（A”1）　　　9 田一b ○

綴じ合わせてあるようにみせかけるもの。

庇付霧3。

状施設周辺から蹴土。
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長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪口）

表2　三角板革綴短甲の

A

地

板 晶

型
出
土

枚
数

媚
地

式
宙
墳

竪
上 2

段

長
側

長
側 合

板
配
概

前
胴

後
月
同 1

段
3
段

計

1 大塚越 4 7 21 17 49 B

佐野八幡山 4 5 15 17 41 B
等
角
系

H
谷内21号

?山1号（1号短甲） 4
4
5
5

15

P3

15

P4

39

R6
B
変
則

井手ノ上 2 5 （13） （11） （31） 変則

和泉黄金塚 ？ ？ ？ ？ ？ （B）

堂山1号 4 3 11 11 29 B

新開1号 4 3 11 9 27 A
新沢千塚139号 4 3 9 11 27 B

五ケ山B2号 2 5 9 11 27 変則

私市円山（第1主体） 4 3 （9） 9 （25） A
恵解山2号 2 3 9 11 25 変則

1 老　司 2 3 11 9 25 A’

鈍
下開発茶臼山9号 2 3 9 9 23 A’

角 私市円山（第2主体） 2 3 9 9 23 A’

系 御獅子塚 2 3 9 9 23 A’

年ノ神6号 2 1 9 ll 23 A”

千人塚 2 3 （9） （9） （23） A’

盾　塚 2 3 9 （9） （23） A’

長瀞西 2 3 9 9 23 A’
H

ベンショ塚（第2主体） 2 3 7 9 21 A’

鞍　塚 2 3 7 9 21 A’
1
嚢

向山1男・（2号短甲） 2 3 5 7 17 B’

IV ニゴレ 2 3 9 12 26 A’

凡例・不確定要素がある場合には、数値あるいは記号に（）をつけて示してある。

　　・前胴地板配罎＝’…竪上2段地板を一枚板で構成するもの。

　　　　　　　”…竪上2段地板を一枚板で構成するが、革紐を貼りつけるなどして三角板を
　　・セット・鍛・頭甲：表1に剛じ。

　　・冑：〔三…三角板、縦…縦矧板、小…小札3、〔革…革綴、鋲…鋲留〕、〔衝…衝角付冑、眉…暇

　　・①…第二章註⑪参照。　　②…滑石製模造品。　　③…TK20S型式併行、くびれ部付近の倉

　　④・・TK73型式併行、主体部墓壌内および墳丘南西裾四筒埴鵜ダ納の2ヶ所から鵬土。

　　・須恵器を除いて、同一埋葬施設内で共伴した遺物のみを提示している。
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⑨

列
を
意
識
し
た
構
造
を
も
つ
1
式
か
ら
、
鈍
角
系
と
は
～
線
を
画
し
つ
つ
も
そ
の
意
識
の
希
薄
化
が
明
ら
か
に
窺
え
る
且
式
へ
と
変
遷
し
た
も

の
と
推
測
す
る
。
上
述
の
要
素
は
、
等
角
系
に
限
ら
ず
、
三
角
板
革
綴
短
甲
一
般
の
変
化
の
方
向
性
を
解
釈
す
る
上
で
最
も
注
目
す
べ
き
点
だ

と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
と
な
る
三
角
板
革
綴
短
甲
に
お
け
る
三
角
形
地
板
の
第
　
義
性
に
つ
い
て
は
本
章
第
四
節
で
考
察
す
る
。
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3
　
鈍
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
の
分
類
と
変
遷

　
鈍
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
に
つ
い
て
も
、
善
部
の
構
造
差
に
基
づ
い
て
、
1
式
、
範
式
、
皿
式
、
W
式
の
四
つ
に
細
分
を
お
こ
な
う
。
分
類

対
象
と
し
た
の
は
、
全
体
の
地
板
構
成
を
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
た
一
八
例
で
あ
る
（
表
2
－
A
）
。

　
〔
1
式
〕
　
長
側
一
段
に
お
い
て
、
全
部
を
左
右
そ
れ
ぞ
れ
二
枚
ず
つ
の
矢
印
状
の
地
板
（
図
4
中
ス
ク
リ
ー
ン
ト
ー
ン
部
分
）
で
構
成
す
る

（
図
4
1
3
）
。

　
〔
解
式
〕
　
長
側
一
段
に
お
い
て
、
脇
窯
を
左
右
そ
れ
ぞ
れ
　
枚
ず
つ
の
し
字
状
の
地
板
（
二
枚
の
矢
印
状
の
地
板
が
つ
な
が
っ
た
形
状
の
も
の
、

図
4
中
ス
ク
リ
ー
ン
ト
ー
ン
部
分
）
で
構
成
す
る
（
図
4
1
4
）
。

　
〔
皿
式
〕
　
前
胴
長
側
一
段
を
、
長
方
板
革
綴
短
甲
皿
式
と
同
様
に
、
左
右
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
ず
つ
の
地
板
で
構
成
す
る
（
図
4
－
5
）
。

　
〔
W
式
〕
　
脇
部
に
お
い
て
、
開
閉
装
置
を
も
つ
短
甲
と
皆
様
に
聖
上
一
段
押
付
板
、
長
側
　
段
地
板
、
長
側
二
段
帯
金
、
長
側
三
段
地
板
、

長
側
四
段
裾
板
の
継
ぎ
目
が
縦
の
一
直
線
と
な
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
（
図
4
1
6
）
。

　
生
産
性
と
機
能
性
の
向
上
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
1
式
↓
且
式
、
そ
し
て
1
式
↓
定
式
あ
る
い
は
H
式
↓
穣
式
と
い
う
変
遷
が
想
定
で
き
る
。

皿
式
は
一
部
に
長
方
板
革
綴
短
甲
匪
式
と
同
じ
形
状
の
地
板
を
用
い
る
と
い
う
特
色
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
出
現
時
期
が
あ
る
程
度
推
測
さ
れ
る

も
の
の
、
ス
ム
ー
ズ
な
型
式
変
化
を
追
え
る
1
式
↓
1
式
と
い
う
変
遷
と
は
種
類
の
異
な
る
発
想
に
基
づ
い
て
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
、
設
計

系
統
に
お
け
る
豆
式
と
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
推
定
し
が
た
い
。
W
式
は
鋲
留
技
法
と
と
も
に
導
入
さ
れ
た
開
閉
装
置
の
発
想
の
影
響
が
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
出
現
時
期
は
鋲
留
技
法
導
入
期
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
各
型
式
の
時
期
的
関
係
に
つ
い
て
、
以
上
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の
よ
う
に
想
定
し
て
大
過
な
い
こ
と
が
共
伴
遺
物
か
ら
あ
る
程
度
確
か
め
ら
れ
る
（
表
2
1
C
）
。

　
1
式
に
属
す
る
例
の
う
ち
、
副
葬
時
期
が
最
も
古
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
大
阪
府
盾
塚
古
墳
例
で
あ
ろ
う
。
前
章
で
も
触
れ
た
と
お
り
、

盾
塚
古
墳
か
ら
は
細
越
を
示
す
共
伴
遺
物
や
長
方
板
革
綴
短
甲
－
式
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
1
式
に
は
比
較
的
新
相
を
示
す
遺
物
と

共
度
し
て
い
る
出
土
例
も
多
数
あ
る
。
ほ
か
の
型
式
に
比
べ
て
1
式
に
属
す
る
例
は
多
く
、
ま
た
出
土
す
る
古
墳
の
築
造
時
期
の
幅
が
広
い
こ

と
か
ら
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
中
で
も
最
も
一
般
的
な
一
群
で
あ
る
と
い
え
る
。
H
式
に
属
す
る
例
と
し
て
は
、
群
馬
県
長
瀞
西
古
墳
例
、
奈

良
県
ベ
ン
シ
ョ
塚
古
墳
第
二
埋
葬
施
設
例
な
ど
を
挙
げ
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
も
新
栢
を
示
す
遺
物
と
共
亡
し
て
お
り
、
1
式
よ
り
も
そ

の
出
現
の
遅
れ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
開
式
に
つ
い
て
も
、
大
阪
府
鞍
塚
古
墳
例
と
福
井
県
向
山
　
号
墳
出
土
二
号
短
甲
の
二
例
を
挙
げ
得
る

に
過
ぎ
な
い
が
、
と
も
に
単
相
を
示
す
遺
物
と
共
介
し
て
い
る
。
W
式
に
属
す
る
例
と
し
て
は
京
都
府
ニ
ゴ
レ
古
墳
例
が
挙
げ
ら
れ
る
の
み
で

　
⑩

あ
る
。
出
土
し
た
鉄
鎌
や
埴
輪
か
ら
同
古
墳
の
築
造
年
代
を
五
世
紀
中
葉
に
お
く
報
告
者
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
繋
留
技
法
導
入
期
の
所
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
す
る
推
定
と
矛
盾
は
し
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
亭
亭
遺
物
か
ら
あ
る
程
度
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
変
遷
観
は
、
冑
や
鐙
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
も
の
と
い

え
る
（
表
2
1
B
）
。
冑
に
つ
い
て
み
る
と
、
1
式
は
三
角
板
革
綴
衝
角
付
冑
－
式
と
組
み
合
う
例
も
あ
れ
ば
広
板
小
札
鋲
留
眉
庇
付
冑
と
組
み

合
う
例
も
あ
り
、
そ
の
存
続
期
間
の
幅
の
大
き
さ
が
看
取
さ
れ
る
。
五
心
と
嬢
式
に
つ
い
て
は
、
提
示
し
得
た
資
料
が
少
な
す
ぎ
る
憾
み
は
あ

る
も
の
の
、
鋲
留
冑
の
み
と
組
み
合
っ
て
い
る
事
実
は
、
少
な
く
と
も
先
の
変
遷
観
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
W
式
の
ニ
ゴ
レ
古
墳
例
と

組
み
合
う
小
札
革
綴
衝
角
付
冑
は
唯
一
の
出
土
例
で
あ
る
が
、
そ
の
寸
法
が
個
体
差
の
少
な
い
小
札
鋲
留
衝
角
付
腎
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ら
、
一
定
の
規
格
の
も
と
で
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
短
甲
同
様
に
鋲
留
甲
冑
の
影
響
が
窺
わ
れ
る
。
鍛
と
の
組
み
合
わ
せ

も
ま
た
、
冑
と
岡
様
に
先
の
変
遷
観
の
妥
当
性
を
追
証
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、
鈍
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
は
、
そ
の
生
産
期
間
全
体
を
通
じ
て
、
1
式
が
主
流
を
占
め
、
H
式
は
そ
の
発
展
型
、
皿
式

は
長
方
響
革
綴
短
甲
皿
式
の
、
W
式
は
開
閉
国
育
留
短
甲
の
影
響
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
1
式
が
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多
く
生
産
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
複
雑
な
曲
面
を
必
要
と
す
る
脇
部
の
L
字
状
地
板
の
製
作
が
非
効
率
的
な
た
め
に
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

般
的
に
採
用
さ
れ
る
に
み
あ
う
ほ
ど
普
及
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
皿
式
は
、
書
聖
に
関
す
る
限
り
、
長
葱
三
段
を
除
け

ば
長
方
板
革
綴
短
甲
皿
式
と
構
造
的
に
も
技
術
的
に
も
全
く
同
様
で
、
地
板
全
体
に
三
角
板
を
使
用
し
た
場
合
と
比
べ
る
と
、
著
し
く
製
作
の

省
力
化
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
三
角
板
革
綴
短
甲
の
中
で
は
最
も
生
産
性
が
優
先
さ
れ
た
、
換
器
す
れ
ば
三
角
形
と
い
う
図
像
に
対
す
る
意

識
が
最
も
希
薄
化
し
た
形
態
と
い
え
よ
う
。
N
式
は
前
胴
を
開
閉
可
能
な
地
板
構
成
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
開
閉
装
置
を
も
た
ず
、

継
ぎ
目
は
綴
じ
合
わ
さ
れ
て
お
り
開
閉
は
不
可
能
で
あ
る
。
設
計
段
階
で
の
地
板
構
成
の
根
本
的
な
変
更
が
必
要
な
こ
と
や
、
結
果
と
し
て
無

意
味
な
労
力
を
投
入
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
生
産
性
が
重
視
さ
れ
た
製
品
と
は
考
え
に
く
く
、
そ
の
出
現
の
要
因
に
つ
い
て
は
別
の
視
点

か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
開
閉
式
の
鋲
留
短
甲
の
出
現
に
刺
激
を
受
け
た
旧
来
の
工
人
が
、
そ
れ
ら
の
外
見
を
模
倣
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

製
作
し
た
単
発
的
な
製
品
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
H
式
、
皿
式
、
W
式
の
時
期
的
な
先
後
関
係
は
い
ま
ひ
と
つ
明
確
に
し
き
れ
な
い

が
、
現
時
点
で
は
、
共
選
遺
物
相
か
ら
判
断
し
て
H
式
と
斑
式
を
ほ
ぼ
同
時
期
の
出
現
と
と
ら
え
、
鋲
留
技
法
導
入
期
の
W
式
よ
り
も
先
行
す

る
も
の
と
考
え
て
お
く
。
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4
　
等
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
と
鈍
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲

　
等
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
と
鈍
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
同
一
の
技
術
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
や
、
共
伴
遺

物
相
か
ら
み
て
等
角
系
が
時
期
的
に
先
行
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
等
角
系
か
ら
鈍
角
系
が
派
生
し
た
と
考
え
る
。
そ
の
背
景
と
し
て

は
、
図
像
と
し
て
の
正
三
角
形
へ
の
こ
だ
わ
り
よ
り
も
生
産
性
を
優
先
さ
せ
た
製
品
を
生
産
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
が
、
鈍
角
系
に
お
い
て
後
に
皿
式
の
よ
う
な
製
品
を
生
み
出
す
要
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
等
角
系
に
対
し
て

の
鈍
角
系
の
圧
倒
的
な
出
土
量
は
、
両
系
列
の
生
産
性
に
お
け
る
格
差
の
反
映
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
鈍
角
系
－
式
の
地
板
構

成
の
あ
り
方
が
安
定
し
た
傾
向
を
示
す
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
鈍
角
系
の
派
生
は
生
産
性
重
視
型
、
換
言
す
れ
ば
量
産
型
の
三
角
板
革
綴
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短
甲
の
出
現
お
よ
び
定
型
化
と
し
て
評
価
さ
れ
よ
う
。

　
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
、
等
角
系
お
よ
び
鈍
角
系
の
各
型
式
の
共
伴
遺
物
の
様
相
や
、
そ
こ
か
ら
推
定
さ
れ
る
副
葬
時
期
、
あ
る
い
は
数

量
か
ら
窺
わ
れ
る
生
産
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
変
遷
を
考
え
る
な
ら
ば
、
主
流
型
式
で
あ
る
鈍
角
系
工
式
の
成
立
と
鋲

留
技
法
導
入
の
影
響
の
発
現
を
重
視
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
〔
三
角
板
革
綴
短
甲
第
一
段
階
〕
　
新
た
に
三
角
形
地
板
が
採
用
さ
れ
、
等
角
系
－
式
が
成
立
す
る
。

　
〔
三
角
黒
革
綴
短
甲
第
二
段
階
〕
　
鈍
角
系
－
式
が
成
立
し
、
以
後
鋲
留
技
法
導
入
期
ま
で
盛
行
す
る
。
や
が
て
鈍
角
系
H
式
と
皿
式
も
出
現

す
る
。
等
角
系
－
式
も
こ
の
段
階
の
う
ち
に
生
産
が
開
始
さ
れ
る
。
量
産
型
の
三
角
板
革
綴
短
甲
が
定
型
化
し
、
そ
の
生
産
量
が
増
大
す
る
時

期
と
評
価
さ
れ
る
。

　
〔
三
角
板
革
綴
短
甲
第
三
段
階
〕
　
鈍
角
系
－
式
、
仏
式
、
穣
式
に
加
え
、
鈍
角
系
N
式
も
生
産
さ
れ
る
。
等
角
系
H
式
も
継
続
し
て
生
産
さ

れ
る
。
帯
金
や
裾
板
の
連
接
に
鋲
を
使
用
し
た
製
品
が
出
現
す
る
。
鋲
留
技
法
と
い
う
新
技
術
に
接
し
、
そ
の
導
入
が
試
み
ら
れ
る
時
期
と
評

価
さ
れ
る
。

　
三
角
板
革
綴
短
甲
の
地
板
構
成
の
変
遷
を
辿
っ
て
み
る
と
、
長
葺
板
革
綴
短
甲
の
場
合
に
看
取
し
得
た
よ
う
な
、
漸
進
的
な
鍛
造
技
術
の
発

達
を
、
第
一
段
階
か
ら
第
三
段
階
ま
で
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
観
察
し
得
な
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
等
角
系
と
鈍
角
系
で
は
地
板
の
大
き
さ
が

異
な
る
が
、
そ
の
差
は
長
方
板
革
綴
短
甲
－
式
と
姐
式
と
の
間
に
み
ら
れ
る
差
よ
り
も
は
る
か
に
小
さ
く
、
製
作
に
必
要
と
さ
れ
る
鍛
造
技
術

の
レ
ベ
ル
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
鈍
角
系
の
成
立
以
後
も
、
1
式
は
鍛
造
技
術
の
発
達
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
な

構
造
変
化
を
遂
げ
る
こ
と
な
く
、
三
角
心
事
留
短
甲
の
出
現
ま
で
　
暮
し
て
主
流
で
あ
り
続
け
た
。
わ
ず
か
に
1
式
に
分
類
し
た
L
字
状
の
地

板
を
も
つ
　
群
の
出
現
が
注
意
さ
れ
る
が
、
そ
れ
す
ら
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
皿
式
や
W
式
に
み
ら
れ
る
変
化
は
、
い
ず
れ
も
外
来
的

影
響
に
起
因
す
る
も
の
で
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
生
産
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
技
術
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
事
実
の
原
因
と
し
て
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
構
造
そ
の
も
の
が
も
つ
特
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
角
板
革
綴
短
甲
は
、
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そ
の
形
式
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
三
角
形
の
地
板
を
後
胴
を
中
心
に
配
置
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
板
の
構
成
が
数
パ
タ
ー
ン
に
規
制

さ
れ
る
。
ま
た
、
三
角
形
地
板
は
長
店
商
革
綴
短
甲
に
み
ら
れ
る
方
形
地
板
と
は
異
な
り
、
横
方
向
の
大
型
化
に
限
界
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
地
板
枚
数
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
方
向
性
に
沿
っ
て
鍛
造
技
術
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
に
制
限
が
加
え
ら
れ
て
し

ま
う
。
こ
う
し
た
特
性
は
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
設
計
が
生
産
性
や
機
能
性
の
向
上
と
い
う
方
向
性
の
み
で
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
示

唆
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
特
性
を
考
慮
す
る
と
、
三
角
形
の
地
板
が
使
用
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
三
角
形
と
い
う
図
像
を
作
り
出
す
こ
と
に
意
義
が
存

在
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
鋲
留
技
法
導
入
後
に
至
っ
て
も
な
お
、
生
産
性
を
幾
分
度
外
視
し
て
ま
で
も
三
角
板
形
式
の

短
甲
が
製
作
さ
れ
続
け
た
第
一
義
的
理
由
は
、
三
角
形
と
い
う
図
像
を
表
現
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、

三
角
板
革
綴
短
甲
の
変
遷
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
長
方
板
革
綴
短
甲
の
場
A
口
の
よ
う
に
「
生
産
性
お
よ
び
機
能
性
の
追
求
と
そ
れ
を
可

能
に
す
る
技
術
の
発
達
」
と
い
う
視
点
の
み
か
ら
で
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
本
章
第
二
節
以
降
た
び
た
び
触
れ
て
い
る
よ
う

に
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
変
化
の
要
因
と
し
て
「
正
三
角
形
と
い
う
図
像
と
そ
の
配
列
に
対
す
る
意
識
の
希
薄
化
」
を
想
定
す
る
と
、
合
理
的

に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
等
角
系
－
式
か
ら
H
式
へ
の
変
遷
や
、
等
角
系
か
ら
の
鈍
角
系
の
派
生
な
ど
の
諸
変
化
に
お
け
る
具
体
的

内
容
の
相
違
も
、
図
像
に
対
す
る
意
識
の
希
薄
化
の
程
度
の
差
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
鈍
角
極
内
に
お
け
る
変
化
に
つ

い
て
は
、
鈍
角
系
そ
の
も
の
が
あ
る
程
度
の
生
産
性
重
視
の
性
格
を
有
し
て
出
現
し
た
一
群
で
あ
る
た
め
、
そ
の
要
因
と
し
て
生
産
性
の
追
求

と
い
う
要
素
の
比
重
を
幾
分
高
く
評
価
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
特
色
を
長
方
板
革
綴
短
甲
の
場
合
と
対
比
的
に
総
括
す
る
。
正
三
角
形
と
い
う
図
像
と
そ

の
配
列
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
と
い
う
要
素
と
、
生
産
性
と
機
能
性
の
向
上
と
い
う
要
素
と
い
う
二
つ
の
要
素
の
兼
ね
合
い
に
よ
っ
て
設
計
が
規

定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
板
構
成
に
必
ず
し
も
製
作
時
に
お
け
る
最
新
技
術
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
強
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
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①
【
野
上
～
九
六
八
】
二
ニ
ー
二
四
頁
。

②
【
塚
本
一
九
九
三
】
…
二
頁
。

③
甲
冑
の
製
作
工
程
に
つ
い
て
は
【
古
谷
一
九
九
六
】
か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け

　
た
。

④
当
初
は
「
正
三
角
形
系
三
角
板
革
綴
短
甲
」
と
門
鈍
角
霊
角
形
系
三
角
板
革
綴

　
短
甲
」
と
い
う
名
称
を
使
用
し
た
が
、
「
三
角
」
と
い
う
語
が
重
な
る
こ
と
に
よ

　
る
語
感
の
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
等
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
と
鈍
角
系
三
角
板

　
革
綴
短
甲
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
変
更
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小

　
野
山
節
先
生
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

⑤
三
角
板
縄
索
短
甲
に
お
い
て
も
、
後
胴
蹴
上
二
段
に
五
枚
の
地
板
を
使
用
し
て

　
い
な
が
ら
鈍
角
系
の
地
板
構
成
を
と
る
例
と
し
て
、
福
井
県
二
本
松
山
古
墳
例
を

　
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
従
来
、
小
型
三
角
板
使
用
例
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
資
料
に
大

　
阪
府
津
堂
城
山
古
墳
例
が
あ
る
が
、
現
存
し
て
い
る
の
は
二
つ
の
破
片
の
み
で
あ

　
る
。
全
体
の
構
成
を
推
し
最
る
に
は
情
報
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
た
め
、
本
稿
で

　
は
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
（
門
藤
井
一
九
八
二
】
一
七
－
二
〇
頁
）
。

⑦
大
塚
越
古
墳
例
は
後
胴
聖
上
二
段
を
七
枚
も
の
地
板
で
構
成
し
て
い
る
ほ
か
、

　
一
般
的
な
長
堅
肥
革
綴
短
甲
と
同
様
に
、
響
胴
遡
上
蹉
段
の
帯
金
を
も
た
な
い
点

　
が
注
目
さ
れ
る
（
図
4
1
1
）
。
な
お
、
【
京
都
大
学
総
合
博
物
館
～
九
九
七
】
九

　
八
頁
に
お
け
る
「
前
平
・
後
胴
と
も
に
、
竪
上
三
段
、
長
側
四
段
目
七
段
構
成
」

　
と
の
記
述
は
誤
り
で
あ
る
。
前
照
準
上
三
段
の
帯
金
は
、
本
例
が
製
作
さ
れ
た
後

　
に
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
設
計
系
統
に
お
い
て
創
案
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
竪

　
上
二
段
と
長
側
三
段
の
、
段
ご
と
に
各
々
綴
じ
合
わ
さ
れ
た
地
板
群
を
、
さ
ら
に

　
段
同
士
で
綴
じ
合
わ
せ
る
際
の
作
業
性
と
、
完
成
時
に
お
け
る
強
度
の
問
題
を
解

　
決
す
る
こ
と
に
そ
の
創
案
の
契
機
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

⑧
【
橋
口
編
一
九
九
二
四
六
頁
、
笙
壬
瓢
図
で
「
2
号
主
体
部
副
葬
遺
物
9
」

　
と
さ
れ
て
い
る
鉄
板
は
、
短
甲
左
脇
部
を
構
成
す
る
地
板
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

　
と
考
え
る
。

⑨
向
山
一
号
墳
出
土
一
号
短
甲
の
左
右
対
称
を
な
さ
な
い
変
則
的
な
前
胴
地
板
構

　
成
は
、
H
式
に
お
い
て
は
、
地
板
の
枚
数
を
多
く
使
う
と
い
う
側
面
は
残
存
し
て

　
も
、
正
三
角
形
の
地
板
を
配
列
す
る
と
い
う
意
識
は
最
終
的
に
は
形
骸
化
し
て
い

　
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

⑩
こ
の
ほ
か
奈
良
娯
新
沢
千
塚
＝
二
九
号
芸
園
に
つ
い
て
、
【
吉
田
・
伊
達
～
九

　
八
一
】
三
八
三
頁
に
「
左
側
脇
に
蝶
番
が
み
ら
れ
る
扁
と
の
記
述
が
あ
り
、
前
胴

　
を
開
閉
で
き
る
構
造
を
も
つ
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
し
か
し
、
奈
良
県
立
橿
原
考

　
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
で
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
資
料
を
観
察
し
た
と
こ
ろ
で

　
は
、
そ
の
よ
う
な
構
造
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
W
式
に
分
類
し

　
な
い
。

⑪
【
西
谷
・
龍
田
～
九
八
八
】
六
五
頁
。

⑫
【
西
谷
・
置
田
一
九
八
八
】
七
〇
頁
。

⑬
　
一
般
に
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
当
時
の
最
新
技
術
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
あ
る
製
品
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
し
て
も
、
そ
の
技
術
を
発
揮
す
る
の

　
に
必
要
な
労
力
が
そ
の
製
品
の
製
作
に
み
あ
わ
な
い
場
合
は
、
そ
の
製
品
が
量
産

　
化
さ
れ
な
い
と
い
う
現
象
は
あ
り
得
る
こ
と
と
し
て
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。

⑭
鋲
留
技
法
が
渡
来
工
人
に
よ
る
舶
来
の
新
技
術
で
あ
っ
た
こ
と
は
【
北
野
一
九

　
六
三
】
に
よ
る
指
摘
以
来
定
説
と
な
っ
て
お
り
、
本
稿
で
も
こ
れ
を
支
持
す
る
。

　
ま
た
、
七
観
古
墳
出
土
の
三
角
板
平
行
四
辺
形
板
併
用
革
綴
短
甲
や
新
開
　
号
墳

　
出
土
の
菱
形
板
矢
羽
形
板
併
用
野
島
短
甲
な
ど
の
竪
上
五
段
長
側
四
段
の
九
段
構

　
成
を
と
る
短
甲
や
三
角
板
革
綴
襟
付
短
甲
を
、
新
来
の
技
術
に
刺
激
を
受
け
た
旧

　
来
の
工
入
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
鋲
留
技
法
導
入
期
の
特
殊
な
製
品
と
す
る
見
解

　
が
、
か
つ
て
門
野
上
一
九
六
八
】
二
二
一
二
四
頁
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
。
三
角

　
板
革
綴
襟
付
短
甲
に
つ
い
て
は
、
豊
中
大
塚
古
墳
か
ら
の
出
土
を
受
け
て
駒
留
技
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法
導
入
期
に
限
ら
れ
た
製
贔
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
大
阪
府
交
野
束

車
塚
古
墳
例
は
そ
れ
を
追
証
し
た
と
い
え
る
（
凶
高
橋
工
一
九
八
七
】
、
【
水
野
｝

九
九
二
】
、
【
交
野
市
文
化
財
事
業
団
一
九
九
四
】
）
。
九
段
構
成
を
と
る
短
甲
の
例

と
し
て
先
述
の
二
例
に
加
え
、
七
観
宵
墳
の
礫
床
か
と
考
え
ら
れ
る
施
設
か
ら
繊

慰
し
た
三
角
板
革
綴
短
甲
の
破
片
の
【
部
に
そ
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（【

ｴ
水
一
九
九
三
M
）
ほ
か
、
大
阪
府
御
獅
子
塚
古
墳
娼
土
の
三
角
板
雷
干
短
甲

を
挙
げ
得
る
。
筆
者
は
こ
れ
ら
の
製
口
㎜
に
つ
い
て
、
先
述
の
野
上
氏
に
よ
る
見
解

と
は
異
な
る
理
解
を
し
て
い
る
。
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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第
四
章
　
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲

　
1
　
生
産
時
期
に
お
け
る
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
長
甲
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
の
出
現
時
期
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
指
摘
の
と
お
り
、
方
形
板
革
綴
短
甲
か
ら
の
型
式

学
的
連
続
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
長
方
板
革
綴
短
甲
が
先
に
出
現
し
た
と
考
え
て
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
の
爾
形
式
の
時
期
的
な
関
係

を
検
討
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
両
形
式
の
地
板
を
併
せ
も
つ
長
方
板
三
角
板
併
用
革
綴
短
甲
や
鈍
角
系
三
角
板

革
綴
短
甲
皿
式
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
奈
良
県
界
沢
千
里
五
〇
八
号
墳
出
土
の
長
方
板
三
角
板
併
用
革
綴
短
甲
は
、
響
胴
に
長
方
板
革
綴
短
甲
工

式
の
地
板
構
成
を
も
ち
、
欝
欝
に
は
等
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
の
地
板
構
成
を
も
つ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
長
方
板
革
綴
短
甲
第
　
段
階
に
は
少

な
く
と
も
等
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
の
生
産
も
開
始
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
鞍
塚
古
墳
や
向
山
一
号
墳
か
ら
出
土
し
て

い
る
鈍
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
匪
式
の
前
胴
長
側
一
段
地
板
に
み
ら
れ
る
技
術
は
、
長
方
板
革
綴
短
甲
皿
式
の
前
胴
長
側
一
段
に
み
ら
れ
る
技

術
と
同
じ
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
長
方
板
革
綴
短
甲
第
三
段
階
と
三
鎧
板
革
綴
短
甲
第
二
段
階
の
併
行
関
係
が
想
定
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
妥
当

性
は
、
共
伴
遺
物
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
導
か
れ
た
時
期
的
な
評
価
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
長
薄
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
が
と
も
に
出
土
し
て
い
る
古
墳
に
注
目
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
古
墳
被
葬
者
が
そ
れ
ぞ

れ
を
入
手
し
た
時
期
が
異
な
る
可
能
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
傾
向
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
よ
う
。
盾
塚
古
墳
か
ら

は
長
悪
摺
革
綴
短
甲
－
式
と
鈍
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
－
式
が
同
一
埋
葬
施
設
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
三
角
黒
革
綴
短
甲
第
二
段
階
の
上
限
を
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國5　長方板革綴短甲と三角板革綴短甲の変遷模式図

考
え
る
上
で
興
味
深
い
。
谷
内
二
一
号
墳
で
は
長
方
板
革
綴
短
甲
一
式
と
等
角
系
三
角
板
革

綴
短
甲
－
式
が
同
～
埋
葬
施
設
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
向
山
一
号
墳
で
は
前
方
部
武

器
・
武
具
埋
納
施
設
か
ら
長
響
板
革
綴
短
甲
恥
式
が
、
後
円
部
石
室
か
ら
は
等
角
系
三
角
板

革
綴
短
甲
E
式
と
鈍
角
系
三
角
板
革
綴
短
甲
皿
式
が
出
土
し
て
お
り
、
横
穴
式
石
室
導
入
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ま
で
そ
れ
ぞ
れ
が
機
能
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
検
討
に
よ
り
、
長
膳
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
が
～
定
期
間
併
行
し
て
生

産
さ
れ
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
、
両
形
式
の
変
遷
と
い
う
視
点
か
ら
も
、
改
め
て
明
ら
か
に

な
っ
た
と
考
え
る
（
図
5
）
。

　
た
だ
し
、
両
形
式
の
製
作
の
終
焉
時
期
に
は
や
や
時
間
差
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
一

部
に
鋲
を
使
用
し
た
例
や
、
地
板
構
成
に
開
閉
装
置
を
も
つ
短
甲
の
影
響
が
窺
え
る
例
な
ど
、

鋲
留
短
甲
製
作
技
術
の
影
響
を
受
け
た
と
み
ら
れ
る
製
品
が
三
角
板
革
綴
短
甲
に
認
め
ら
れ

る
の
に
対
し
て
、
長
方
板
革
綴
短
甲
に
は
そ
の
よ
う
な
製
品
が
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
鋲
留
技
法
導
入
期
に
は
三
角
板
革
綴
短
甲
の
製
作
は
存
続
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
長

方
士
革
綴
短
甲
の
製
作
は
既
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
地
板
構
成
の

変
化
か
ら
み
て
生
産
性
の
向
上
を
重
視
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
長
方
板
革
綴
短
甲
生
産
の

性
格
を
考
慮
す
る
と
、
省
力
化
に
つ
な
が
る
鋲
留
技
法
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
採
用
し
な
か

っ
た
こ
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
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2
　
設
計
系
統
に
お
け
る
関
係
一
三
角
叛
革
綴
短
甲
出
現
の
契
機
一

　
長
薄
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
の
設
誹
系
統
に
お
け
る
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
前
に
、
短
甲
の
構
造
そ
の
も
の
か
ら
導
き
出

せ
る
両
形
式
の
共
通
点
と
相
違
点
を
確
認
、
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
共
通
点
と
し
て
重
要
な
点
は
、
両
形
式
と
も
押
付
板
、
帯
金
、
裾

板
、
そ
し
て
引
合
板
で
構
成
さ
れ
る
フ
レ
ー
ム
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
共
通
す
る
革
綴
技
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

両
形
式
の
う
ち
に
は
、
共
通
す
る
技
法
の
革
組
覆
輪
を
も
つ
例
も
多
い
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
以
上
の
点
か
ら
、
両
形
式
は
共
通
の

技
術
基
盤
に
立
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
反
対
に
、
相
違
点
は
各
々
の
地
板
の
形
状
が
異
な
る
と
い
う
点
に
尽
き
よ
う
。

　
先
に
検
討
し
た
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
の
時
期
的
関
係
と
、
両
形
式
が
共
通
の
技
術
基
盤
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ

せ
れ
ば
、
三
角
板
革
綴
短
甲
は
地
板
形
状
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
長
橋
板
革
綴
短
甲
か
ら
派
生
し
た
形
式
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
、
現
時
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
は
最
も
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
場
合
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
型
式
変
化
だ
け
で
は
な
く
出
現
そ
の
も
の
も
、
生
産
性

と
機
能
性
の
向
上
と
い
う
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
え
る
。
視
点
を
変
え
れ
ば
、
生
産
性
と
機
能
性
の
向
上
を
重
視
す
る

長
方
板
革
綴
短
甲
の
生
産
が
継
続
さ
れ
る
一
方
で
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
生
産
が
開
始
さ
れ
た
契
機
が
問
題
と
な
ろ
う
。

　
三
角
形
地
板
が
甲
冑
製
作
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
の
説
明
と
し
て
、
三
角
形
地
板
の
方
が
方
形
地
板
よ
り
も
曲
線
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
簿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

曲
を
容
易
に
得
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
想
定
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
ま
ず
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
三
角
板
革
綴
短
甲
の
場
合
、

地
板
の
加
工
と
し
て
は
横
方
向
の
轡
曲
の
み
が
必
要
で
縦
方
向
の
選
曲
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
は
最
も

複
雑
な
轡
曲
が
必
要
と
さ
れ
る
脇
部
に
お
い
て
三
角
形
地
板
を
使
用
す
る
例
は
、
前
章
で
検
討
し
た
と
お
り
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
結
局
は
方

形
地
板
の
場
合
と
同
様
の
技
術
が
投
入
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
三
角
形
地
板
が
轡
曲
の
形
成
に
お
い
て
方
形
地
板
よ
り
も
有
利
で
あ
る
と
い

う
見
解
に
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
一
領
を
構
成
す
る
た
め
の
地
板
枚
数
が
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
方
が

長
響
板
革
綴
短
甲
よ
り
も
多
く
必
要
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
三
角
形
地
板
を
使
用
す
る
方
が
地
板
の
裁
断
や
革
綴
に
一
層
多
く
の
労

力
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
使
用
す
る
地
板
の
形
状
が
か
た
や
四
角
形
か
た
や
三
角
形
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
事
実
は
必
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長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪口）

然
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
三
角
形
地
板
が
採
用
さ
れ
た
理
由
を
説
明
す
る
に
は
、
も
は
や
技
術
的
視
点
の
み
か
ら
で
は
困
難

で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
う
す
る
と
、
三
角
形
地
板
採
用
の
理
由
と
し
て
は
、
三
角
形
と
い
う
図
像
を
短
甲
の
意
匠
と
し
て
ど
う
し
て
も
表
現
す
る
必
要
性
が
生
じ

た
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
前
章
で
導
か
れ
た
三
角
板
革
綴
短
甲
の
変
化
の
方
向
性
に
対
す
る
解
釈
と
も

不
可
分
に
結
び
つ
き
、
互
い
に
支
持
し
あ
う
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
妥
当
性
を
裏
づ
け
る
製
品
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
兵
庫

県
年
ノ
神
六
号
墳
出
土
の
三
角
板
革
綴
短
甲
は
、
前
胴
、
後
胴
と
も
に
竪
上
二
段
地
板
が
一
枚
板
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
三
角
形
地
板
を
連

接
し
て
い
る
よ
う
な
外
観
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
地
板
に
穿
孔
を
お
こ
な
い
、
そ
こ
に
革
紐
を
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
阪
府
珠

金
塚
古
墳
南
榔
出
土
の
三
角
板
革
綴
短
甲
の
前
胴
長
側
一
段
地
板
に
連
続
的
に
革
紐
を
貼
り
つ
け
て
あ
る
の
も
、
同
様
の
効
果
を
意
図
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
三
要
素
革
綴
短
甲
の
例
で
は
な
い
が
、
兵
庫
県
雲
羽
車
塚
古
墳
出
土
の
三
角
板
鋲
留
鍛
は
機
能
性
の
上
で
は
一

枚
鍼
と
全
く
差
が
な
い
製
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
製
品
の
存
在
は
、
三
角
形
地
板
が
製
作
効
率
や
機
能
性
向
上
の
追
求
と
い
っ
た
要
講
か
ら
創

出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
三
角
形
と
い
う
図
像
の
表
現
が
求
め
ら
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
革
製
漆
塗
盾
に
み
ら
れ
る
連
続
三
角
文
や
銅
鐸
に
み
ら
れ
る
鋸
歯
文
と
関
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
せ
て
、
い
わ
ば
三
角
形
に
込
め
ら
れ
た
守
護
力
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
る
考
え
方
が
既
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
想
定
を
実
証
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
非
常
に
興
味
深
い
視
点
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
こ
れ
に
替
わ
る
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
も

ま
た
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
角
形
に
辟
邪
な
ど
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
を
想
定
す
る
立
場
に
従
い
、
そ
う
し
た
三
角
形
と
い
う
図
像

に
象
徴
さ
れ
る
意
味
を
短
甲
に
付
加
す
る
必
要
性
の
発
生
に
、
三
角
板
革
綴
短
甲
の
出
現
の
契
機
が
存
在
し
た
と
考
え
た
い
。

　
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
長
面
板
革
綴
短
甲
か
ら
、
辟
邪
な
ど
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
三
角
形
と
い
う
図

像
の
配
列
を
表
現
す
る
必
要
性
に
応
じ
て
、
三
角
板
革
綴
短
甲
と
い
う
新
形
式
が
派
生
し
た
可
能
性
が
強
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
の
設
計
系
統
に
関
連
し
て
、
両
形
式
と
生
産
期
間
が
併
行
す
る
三
角
板
革
綴
襟
付
短
甲
に
つ
い
て
、
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⑦

最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
三
角
板
革
綴
襟
付
短
甲
は
現
時
点
で
皇
基
の
古
墳
か
ら
の
出
土
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
襟
付
短
甲
と
し
て
は
ほ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
も
方
形
板
革
綴
襟
付
短
甲
と
三
角
板
鋲
留
襟
付
短
甲
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
検
討
は
長
鎌
継
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
を
め

ぐ
る
諸
論
点
の
考
察
に
も
深
く
関
わ
っ
て
く
る
。
以
下
、
本
稿
の
内
容
と
関
係
す
る
点
に
つ
い
て
若
千
の
見
通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
襟
付
短
甲
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
構
造
の
複
雑
さ
や
地
板
枚
数
の
多
さ
の
た
め
、
製
作
に
か
か
る
コ
ス
ト
が
通
有
の
短
甲
と
比
較
し
て
大

き
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
方
形
板
革
綴
形
式
に
一
例
が
存
在
す
る
ほ
か
は
、
全
て
三
角
板
形
式
に
属
す
る
と
い
う
、

襟
付
短
甲
の
現
時
点
で
の
あ
り
方
と
考
え
合
わ
せ
る
と
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
点
は
、
三
角
板
形
式
の
短
甲
の
設

計
系
統
が
、
方
形
板
革
綴
短
甲
の
設
計
系
統
、
す
な
わ
ち
引
き
続
い
て
長
方
板
革
綴
短
甲
へ
と
変
化
し
て
い
く
設
題
系
統
に
連
な
る
可
能
性
の

強
い
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
三
角
板
形
式
の
短
甲
の
設
計
系
統
が
必
ず
し
も
生
産
性
の
み
を
重
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
形
態
的
に
シ

ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
を
も
つ
製
品
を
生
産
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
本
稿
の
主
張
を
別
の
角
度
か
ら
補
強
す
る
も
の
と
考
え
る
。
三

角
板
形
式
の
成
立
以
後
、
襟
付
短
甲
に
三
角
板
を
使
用
す
る
例
の
み
が
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
長
軽
爆
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
と
い
う
両

形
式
の
性
格
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
象
徴
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

①
【
野
上
～
九
六
八
】
一
七
頁
、
門
高
橋
克
一
九
九
三
】
。

②
た
だ
し
、
後
円
部
石
室
に
は
二
回
以
上
三
回
以
下
の
埋
葬
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

　
謄
躍
時
の
設
営
と
推
定
さ
れ
て
い
る
前
方
部
武
器
・
武
具
埋
納
施
設
鳩
土
の
長
方

　
板
革
綴
短
甲
と
、
後
三
部
石
室
出
土
の
三
角
板
革
綴
短
甲
が
同
時
埋
納
で
あ
る
か

　
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
（
【
網
谷
一
九
八
九
】
）
。

③
【
高
橋
工
一
九
九
藁
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
覆
輪
技
法
の
検
討
は
甲
冑
研
究

　
の
上
で
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
技
法
の
見
極
め
は
簡
単
で
は
な

　
く
、
確
実
な
デ
ー
タ
を
揃
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は
検
討
を

　
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

④
最
古
段
階
の
三
角
板
革
綴
短
甲
と
考
え
ら
れ
る
大
塚
越
古
墳
例
が
、
前
胴
竪
上

　
王
段
の
帯
金
を
も
た
な
い
と
い
う
、
長
方
板
革
綴
短
甲
に
一
般
的
な
構
造
を
も
つ

　
点
も
こ
の
想
定
を
傍
証
す
る
も
の
と
考
え
る
。

⑤
門
小
林
謙
一
九
七
四
A
】
五
三
頁
。

⑥
【
滝
沢
一
九
九
二
四
七
頁
、
註
四
。
甲
冑
形
埴
輪
の
大
部
分
が
三
角
板
形
式

　
の
短
甲
を
か
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
考
え
方
と
関
連
さ
せ
て
理
解
す

　
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
三
角
板
革
綴
短
甲
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
【
辰
巳

　
一
九
九
四
】
、
【
菅
原
一
九
九
八
】
で
は
三
角
形
の
図
文
が
僻
邪
な
ど
の
意
味
を
も

　
つ
こ
と
を
論
じ
て
お
り
参
考
と
な
る
。

⑦
大
阪
府
百
香
鳥
大
塚
山
古
墳
、
七
観
古
墳
、
交
野
束
車
塚
古
墳
、
野
中
古
墳
、

　
豊
中
大
塚
古
墳
、
奈
良
県
円
照
寺
墓
山
一
号
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

⑧
方
形
板
革
綴
襟
付
短
甲
は
奈
良
県
上
殿
古
墳
、
三
角
板
鋲
留
襟
付
短
甲
は
大
阪

　
府
黒
娠
由
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪口）

　
本
稿
で
は
、
短
甲
そ
の
も
の
の
地
板
構
成
の
変
化
に
よ
っ
て
、
長
終
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
の
変
遷
を
跡
づ
け
、
両
形
式
に
注
ぎ

込
ま
れ
た
技
術
の
評
価
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
導
き
出
し
、
そ
の
生
産
時
期
や
設
計
系
統
に
お
け
る
関
係
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
試
み
た
。

そ
の
結
果
、
両
形
式
の
変
遷
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
し
得
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
本
稿
で
提
示
し
た
両
形
式
に
み
ら
れ
る
特
色
は
、

技
術
的
視
点
に
よ
っ
て
の
み
甲
冑
の
変
遷
を
考
え
よ
う
と
し
て
き
た
従
来
の
研
究
方
向
に
再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
た
い
。

あ
く
ま
で
も
技
術
的
視
点
を
検
討
の
基
本
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
技
術
の
進
化
論
的
な
変
化
だ
け
が
甲
冑
の
変
遷
を
規
定
し
て
い
る

の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
後
は
こ
う
し
た
視
点
に
も
注
意
し
つ
つ
、
冑
や
付
属
具
も
含
め
た
古
墳
時
代
甲
冑
生
産
の
総
体
を

対
象
と
し
て
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
十
分
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
長
壁
板
革
綴
短
甲

と
三
角
板
革
綴
短
甲
の
盛
行
期
の
前
後
の
時
期
と
の
関
連
、
ひ
い
て
は
甲
冑
生
産
の
総
体
的
な
変
遷
の
中
で
の
位
置
づ
け
も
明
確
に
な
る
も
の

と
考
え
る
。
加
え
て
、
三
角
形
と
い
う
図
像
の
配
列
を
表
現
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
背
景
に
つ
い
て
も
、
古
墳
時
代
中
期
と
い
う
時
代
の
性
格

を
も
絡
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
両
形
式
に
み
ら
れ
る
特
色
の
差
が
、
そ
の
ま

ま
両
形
式
の
製
品
と
し
て
の
性
格
差
と
し
て
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
闘
題
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

【
謝
辞
】
　
本
稿
は
一
九
九
五
年
｝
月
に
京
都
大
学
文
学
部
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
を

骨
子
と
し
、
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
成
果
や
撮
土
車
を
加
味
し
て
改
稿
し
た
も
の
で

す
。
卒
業
論
文
作
成
の
折
か
ら
小
野
山
節
先
生
、
山
中
㎝
郎
先
生
に
は
懇
切
な
ご
指

導
を
い
た
だ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
上
原
真
人
先
生
、
清
水
芳
裕
先
生
、
森
下
章
司

氏
、
伊
藤
淳
史
氏
を
は
じ
め
京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
、
京
都
大
学
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
の
み
な
さ
ま
に
は
B
頃
よ
り
様
々
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
古
墳
時
代
の
甲
冑
を
勉
強
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
小
林
謙
一
、
杉
本
和
江
、
高

橋
克
詳
、
塚
本
敏
夫
、
橋
本
達
也
、
藤
田
和
尊
、
古
谷
毅
の
各
氏
よ
り
様
々
な
ご
教

示
や
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
本
稿
の
内
容
は
一
九
九
五
年
三
月
に
京
都

古
墳
時
代
研
究
会
で
発
衷
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
折
に
は
和
田
購

吾
先
革
を
は
じ
め
出
席
者
の
方
々
か
ら
有
益
な
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
資
料

調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
各
施
設
の
常
設
展
・
特
別
展
な
ど
を
利
溺
す
る
と
と
も
に
、
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左
記
の
方
々
、
諸
機
関
か
ら
多
大
な
ご
配
慮
を
い
た
だ
き
ま
し
た
（
五
十
音
順
・
失

礼
な
が
ら
敬
称
を
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）
。

　
青
村
光
夫
　
網
谷
克
彦
　
伊
藤
隆
三
　
今
西
淳
　
宇
野
昭
男
　
小
川
暢
子
　
尾
崎

　
誠
　
加
古
千
恵
子
　
車
崎
正
彦
　
田
坂
嘉
則
　
立
花
聡
　
田
中
勝
弘
　
千
賀
久

　
寺
田
良
喜
　
二
間
英
喜
　
中
井
正
幸
　
永
江
寿
夫
　
長
津
宗
重
　
長
濱
誠
司
　
西

　
尾
太
加
二
　
西
山
要
～
　
橋
本
清
一
　
菱
田
哲
郎
廣
田
秀
久
　
村
田
巨
岩
森

　
下
浩
行
　
森
田
克
行
　
門
田
誠
一
　
柳
本
照
男
　
山
内
千
之
　
山
本
義
孝
　
横
田

　
宏
　
横
幕
大
祐
　
渡
辺
智
恵
美
　
浅
羽
町
教
育
委
員
会
　
池
田
町
教
育
委
員
会

　
今
治
市
教
育
委
員
会
　
今
治
城
　
小
矢
部
市
教
育
委
員
会
　
加
西
市
教
育
委
員
会

　
交
野
市
教
育
委
員
会
　
上
中
町
教
育
委
員
会
　
（
財
）
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
保
存

　
科
学
セ
ン
タ
ー
　
岸
和
田
市
教
育
委
員
会
　
敲
阜
市
歴
史
博
物
館
　
京
都
大
学
総

　
合
博
物
館
　
京
都
府
立
山
城
郷
土
資
料
館
　
佐
野
市
郷
土
博
物
館
　
　
（
財
）
静
岡

　
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所
　
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
　
高
槻
市
立
埋
蔵
文
化
財

　
調
査
セ
ン
タ
ー
　
辰
口
町
立
博
物
館
　
滋
賀
県
立
安
土
城
考
古
博
物
館
　
豊
中
市

　
教
育
委
員
会
　
富
田
林
市
教
育
委
員
会
　
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博

　
物
館
　
奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
　
延
岡
市
教
育
委
員
会
　
兵
同
県
教

　
育
委
員
会
　
宮
崎
県
総
合
博
物
館
　
綾
南
町
ふ
る
さ
と
資
料
館

　
ま
た
、
浅
羽
町
教
育
委
員
会
、
池
田
町
教
育
委
員
会
、
今
治
市
教
育
委
員
会
、
小

矢
部
市
教
育
委
員
会
、
上
中
町
教
育
委
員
会
、
岸
和
田
市
教
育
委
員
会
、
佐
野
市
郷

土
博
物
館
、
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
、
高
槻
市
立
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
、
辰

口
町
立
博
物
館
、
豊
中
市
教
育
委
員
会
、
奈
良
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
、
兵

庫
県
教
育
委
員
会
の
諸
機
関
か
ら
は
、
未
公
表
デ
ー
タ
の
引
用
に
つ
い
て
ご
高
配
を

賜
り
ま
し
た
。
宋
筆
な
が
ら
、
記
し
て
心
か
ら
の
感
課
の
意
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
挿
図
出
典

図
ユ
ー
上
段

臣
2
1
1

医
2
－
2

区
2
－
3

医
2
－
4

鶉
2
－
5

医
3

図
4
ー
ユ

麩
4
－
2

図
4
i
3

図
4
1
4

阪
一
4
1
i
5

区
4
1
6

図
5

　
撰
2
1
1
．

部
改
変
。

門
鈴
木
一
九
九
六
】
第
七
図

【
野
上
編
一
九
九
一
】
図
版
王
七

【
柳
本
編
一
九
八
七
】
第
八
四
図

【
磐
田
市
埋
蔵
文
化
鋤
セ
ン
タ
ー
一
九
八
九
】
一
頁

【
出
口
岡
一
九
七
鋼
帯
第
六
剛
凶

【
西
田
ほ
か
｝
九
六
一
】
第
二
二
図

筆
者
作
成

筆
者
実
測

【
福
井
県
立
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館
一
九
九
一
】
一
六
頁

門
三
木
編
～
九
九
三
・
九
四
】
第
一
五
図

門
後
藤
一
九
三
七
】
挿
図
第
一
二

門
末
永
編
一
九
九
一
】
第
六
六
図

【
西
谷
・
置
田
一
九
八
八
】
挿
図
八

筆
者
作
成

3
、
図
4
－
2
は
写
真
ト
レ
ー
ス
。
そ
の
ほ
か
は
再
ト
レ
ー
ス
、
～

　
参
考
・
引
用
文
献

・
紙
数
の
都
合
上
、
表
1
・
2
に
引
用
し
た
古
墳
の
報
告
書
類
を
割
愛
さ
せ
て
い
た

　
だ
い
た
。
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

網
谷
克
彦
　
～
九
八
九
　
　
「
向
山
一
号
墳
の
調
査
」
『
考
古
学
研
究
隔
第
蕪
五
巻
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
号

磐
田
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
　
一
九
八
九
『
安
久
路
二
二
膏
震
動
の
写
真
集
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
磐
田
市
教
育
委
員
会

大
塚
初
重
　
一
九
五
九
　
　
「
大
和
政
権
の
形
成
　
武
器
武
具
の
発
達
」
（
小
林
行
雄
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長方板革綴短甲と三角板革綴短甲（阪口）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
蛭
川
世
界
考
古
学
大
系
』
第
三
巻
　
日
本
田
　
古
墳
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
凡
社
）

小
野
山
節
　
一
九
八
七
　
「
武
器
・
武
具
と
馬
具
」
『
世
界
考
古
学
大
系
』
日
本
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
遺
　
天
山
舎

交
野
市
文
化
財
纂
業
団
　
一
九
九
四
　
「
東
灘
塚
古
墳
繊
土
短
甲
の
復
元
中
聞
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
」
『
交
野
市
文
化
財
だ
よ
り
』
第
一
号

北
野
耕
平
　
一
九
六
三
　
「
中
期
古
墳
の
翻
葬
贔
と
そ
の
技
術
史
的
意
義
…
鉄
製
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
冑
に
お
け
る
漸
技
術
の
出
現
1
」
『
近
畿
古
文
化
論
孜
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
弘
文
館

京
都
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
　
一
九
九
三
　
凹
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

京
都
大
学
総
合
博
物
館
　
一
九
九
七
　
　
剛
王
者
の
武
装
一
五
世
紀
の
金
工
技
術
1
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
大
学
総
合
博
物
館
春
季
企
画
展
展
示
図
録

後
藤
守
～
　
～
九
三
七
　
　
「
上
野
国
碓
氷
郡
八
幡
村
大
字
剣
二
字
長
瀞
西
古
墳
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
古
墳
発
掘
品
調
査
報
告
』
帝
壼
博
物
館
学
報
　
第
九
冊

小
林
謙
一
　
一
九
七
四
A
　
「
甲
冑
製
作
技
術
の
変
遷
と
工
人
の
系
統
　
上
端
『
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
学
研
究
』
第
二
〇
巻
第
四
号

　
　
　
　
　
一
九
七
四
B
　
　
「
甲
冑
製
作
技
術
の
変
遷
と
工
学
の
系
統
　
下
」
『
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
学
研
究
」
第
一
一
一
巻
第
二
号

　
　
　
　
　
一
九
九
一
　
「
一
　
子
山
北
墳
・
南
墳
出
土
の
甲
冑
を
め
ぐ
っ
て
」
（
杉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
宏
編
『
宇
治
二
子
山
古
墳
発
掘
調
査
報
告
隔
宇
治
市
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
化
財
調
査
報
告
書
　
第
二
冊
）

　
　
　
　
　
一
九
九
五
　
「
古
墳
時
代
に
お
け
る
初
期
の
甲
冑
」
凹
奈
良
国
立
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
研
究
所
創
立
四
〇
周
年
記
念
論
文
集
　
文
化
財
論
叢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
隔
　
同
朋
舎
繊
版

小
林
行
雄
　
一
九
五
九
　
　
「
た
ん
こ
う
」
（
水
野
清
一
・
小
林
行
雄
編
『
図
解
　
考

清
水
和
明

末
永
雅
雄

末
永
雅
雄
編

菅
谷
文
則
　
一
九
七
八

菅
原
文
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　　　　　Evolution　of　Two　Types　of　lron　Cuirasses

the　Chohoban　Kawatoji　Tanko　Emd　the　Sankakuban　Kawatoji　Tanko

by

SAKAGucHI　Hideki

　　This　paper　is　concemed　with　the　changes　of　two　types　of　iron　cuirasses，　the

chohoban　kawatoji　tariko　and　the　sankakuban　kawatoji　tanko　excavated　from　the

tombs　of　the　flrst　half　of　the　mid－Kofun　period　（From　the　late　fourth　century　to

the　mid　£ifth　centu3ry）．　The　chohoban　kawatoji　tanko　is　a　cuirass　sewn　by

rectangular　iron　pieces　wliile　sankakuban　kawatoji　tanko　is　a　cuirass　sewn　by

triangular　iron　pieces．

　　By　closeiy　examh血g　the　number　and　shape　of　the辻on　pieces　which　hldicates

the　stage　of　development　of　forging　technique，　we　can　draft　the　typology　of　each

kind　of　cuirasses　here．　The　validity　of　this　draft　is　also　proved　by　the　investigation

result　of　the　excavated　assemblages　of　relics　associated　in　the　tombs．

　　Through　these　examinations，　we　can　clarifY　the　following　points：　1）　Two　types

of　cuirasses　were　produced　nearly　in　the　same　period；　2）　The　design　of　the

sankakuban　kawatoji　tanko　was　derived　from　that　of　the　chohoban　kawatoji　tanko；

3）　The　evolution　of　the　chohoban　kawatoji　tanko　directly　refiected　the

development　of　the　forging　technique，　while　that　of　the　sankakuban　kawatoji　tanko

falled　to　do　this　because　the　iron　pieces　of　the　latter　were　fixed　in　triangLdar

shape．　Hence　we　can　deduce　that　the　production　of　the　chohoban　kawatoji　tanko

focused　on　its　production　rate，　but　the　sankakuban　kawatoji　tanko　was　produced　as

the　symbol　of　magic　particularly　regardmg　the　triangular　shape　of　its　iron　pieces．
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