
前

・
中
期
古
墳
副
葬
鎌
の
変
遷
と
そ
の
意
義

」

田火

純

【
要
約
】
鎌
は
古
墳
時
代
全
期
間
を
通
じ
て
、
多
く
の
古
墳
か
ら
の
出
土
が
み
ら
れ
る
器
物
で
あ
り
、
そ
の
変
遷
観
の
確
立
は
、
ひ
ろ
く
古
墳
の
年
代
決

定
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
、
ど
の
時
代
の
古
墳
か
ら
も
出
土
す
る
と
い
う
鍛
の
資
料
的
特
性
は
、
同
一
の
器
物
に
基
づ
き
古
墳
時
代

を
通
観
し
て
分
析
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
墳
時
代
前
期
の
鉄
鎌
・

銅
鍛
は
十
分
な
編
年
的
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
古
墳
時
代
前
期
お
よ
び
中
期
の
鉄
鐡
・
薄
恥
の
編
年
を
お
こ
な
っ
た
。

個
々
の
鎌
の
形
態
変
化
の
方
向
を
示
し
た
後
に
、
鍛
の
形
態
・
組
成
の
変
化
と
共
伴
遺
物
の
変
遷
が
相
関
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
組
成
の
変
遷

の
画
期
を
と
ら
え
る
こ
と
で
四
期
、
細
別
七
段
階
の
段
階
設
定
を
お
こ
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
各
期
に
お
い
て
流
通
し
て
い
る
鎌
形
式
と
実
際
の
古
墳
に
み

ら
れ
る
鎌
組
成
と
の
比
較
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
前
期
中
葉
以
降
、
鍛
形
式
の
刷
新
と
並
行
し
て
鍛
の
生
産
体
制
と
流
通
機
構
が
段
階
的
に
集
約
さ

れ
て
い
く
あ
り
様
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
二
巻
二
号
　
二
〇
〇
九
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

古
墳
に
副
葬
さ
れ
た
品
々
は
、
古
墳
時
代
社
会
の
あ
り
方
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
古
墳
か
ら
は
実
に
多
種
多
様

な
武
具
が
出
土
し
、
副
葬
品
の
中
で
も
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
武
具
に
対
す
る
検
討
は
、
古
墳
時
代
社
会
の
特
質
を
考

究
す
る
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
「
矢
」
は
、
有
機
質
の
腐
食
に
よ
り
そ
の
一
部
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品
で
あ
る
「
鎌
」
の
み
を
遺
存
す
る
例
が
大
半
で
あ
る
も
の
の
、
，
古
墳
時
代
全
期
間
を
通
じ
て
副
葬
さ
れ
続
け
る
器
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

矢
と
鍼
は
時
間
軸
に
沿
っ
て
そ
の
動
態
を
追
究
す
る
の
に
適
し
た
遺
物
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
形
態
的
な
多
様
性
は
、
当
時

の
社
会
が
鍼
に
付
与
し
た
様
々
な
性
格
の
反
映
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
年
代
決
定
の
た
め
の
有
力
な
副
葬
品
を
他
に
持
た
ず
、

鍛
の
み
が
そ
の
古
墳
の
年
代
決
定
の
た
め
の
資
料
と
し
て
期
待
さ
れ
る
古
墳
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
古
墳
時
代
研
究
の
た
め
の
基
礎
作
業
で

あ
る
古
墳
の
相
対
編
年
観
の
確
定
に
、
今
後
も
鍛
が
寄
与
す
る
箇
所
は
多
い
と
い
え
る
。

　
鉄
鐵
・
銅
鍛
は
、
は
や
く
は
後
藤
守
…
に
よ
り
検
討
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
「
古
墳
副
葬
品
と
し
て
は
（
中
略
）
普
遍
的
性
質
の
も
の
で
あ

り
、
（
中
略
）
若
し
こ
れ
が
年
代
観
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
古
墳
研
究
、
ひ
い
て
は
上
代
文
化
発
展
の
考
究
に
資
す
る
と
こ
ろ

　
　
　
①

多
か
ら
う
」
と
述
べ
た
こ
と
は
、
資
料
の
特
質
を
的
確
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
鎌
に
み
ら
れ
る
「
形
態
的
多
様
性
」
も
ま
た
、

年
代
観
確
立
の
た
め
に
有
効
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
鎌
の
形
態
的
多
様
性
は
、
翻
っ
て
非
常
に
雑
多
で
複
雑
な

現
状
の
資
料
状
況
を
生
み
出
し
、
総
体
的
な
把
握
を
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
資
料
状
況
に
対
応
す
る
形
で
、
時
期
や
地
域
を

限
定
し
た
研
究
が
多
く
現
れ
、
限
定
的
な
編
年
作
業
の
試
み
や
、
鍼
の
形
の
組
み
合
わ
せ
に
基
づ
く
地
域
性
の
抽
出
か
ら
鉄
器
生
産
・
流
通
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
り
様
を
論
じ
る
試
み
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
特
定
形
式
の
み
を
検
討
対
象
と
し
、
そ
の
変
遷
と
生
産
・
流
通
の
背
景
を
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
研
究
も
多
く
、
「
威
信
財
」
と
い
っ
た
雷
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
的
な
機
能
を
積
極
的
に
論
じ
て
い
く
試
み
も
み

　
　
④

ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
鉄
鎌
や
銅
鎌
を
対
象
と
す
る
研
究
が
非
常
に
多
く
の
方
向
性
を
志
向
し
て
い
る
～
方
で
、
現
在
の
古
墳
時
代
研
究
の
水
準
と
現
状

の
資
料
状
況
を
満
足
さ
せ
う
る
、
総
体
的
な
変
遷
観
と
年
代
観
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
遺
物
そ
の
も
の
の
変
遷
観
に
基
づ
く
年

代
的
枠
組
み
の
設
定
は
、
出
土
遺
跡
の
年
代
観
に
依
拠
し
た
研
究
と
は
異
な
っ
た
次
元
で
の
議
論
を
可
能
と
す
る
。
長
期
保
有
や
伝
世
と
い
っ

た
、
社
会
的
背
景
を
も
と
に
生
じ
る
器
物
の
特
殊
な
所
有
状
況
に
つ
い
て
、
よ
り
本
質
的
な
議
論
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
よ

う
な
作
業
が
前
提
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
基
礎
作
業
と
し
て
の
変
遷
観
確
立
の
重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
古
墳
出
土
の
鉄
心
・
銅
鍼
を
検
討
対
象
と
し
て
そ
の
編
年
を
お
こ
な
う
。

る
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

①
後
藤
守
一
一
九
三
九
「
上
古
時
代
鉄
鎌
の
年
代
研
究
扁
天
類
学
雑
誌
輪

　
第
五
四
巻
第
四
号
　
一
頁
。

②
尾
上
元
規
一
九
九
三
「
古
墳
時
代
鉄
鎌
の
地
域
性
－
長
頸
式
鉄
鎌
出
現

　
以
降
の
西
日
本
を
中
心
と
し
て
i
」
『
考
古
学
研
究
隔
第
四
〇
巻
第
｝
号
　
六

　
一
一
八
五
頁
。
水
野
敏
典
　
一
九
九
五
　
「
東
日
本
に
お
け
る
古
墳
時
代
鉄
鎌
の

　
地
域
性
」
凹
古
代
探
叢
W
i
滝
口
宏
先
生
追
悼
考
古
学
論
集
－
駄
　
四
二
三

　
一
四
四
　
頁
。
大
谷
宏
治
　
二
〇
〇
四
　
「
東
と
西
の
挟
間
一
古
墳
時
代
後
期

　
の
鉄
鎌
に
み
る
東
海
・
甲
信
地
方
の
特
質
扁
欄
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所

　
設
立
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
隔
　
二
五
七
一
二
七
六
頁
な
ど
。

③
関
義
則
一
九
九
～

「
逆
刺
独
立
三
角
・
御
葉
形
鉄
鎌
の
消
長
と
そ
の
意

そ
う
し
て
得
ら
れ
る
変
遷
観
に
基
づ
い
て
提
起
さ
れ

　
義
脚
『
埼
玉
考
古
学
論
集
』
　
六
八
三
－
七
〇
九
頁
。
池
淵
俊
　
　
二
〇
〇
二

　
「
神
原
神
社
古
墳
出
土
繋
頭
式
鉄
鎌
に
関
す
る
試
論
」
『
神
原
神
社
古
墳
㎞

　
二
＝
一
－
二
四
二
頁
。
鈴
木
一
有
　
二
〇
〇
三
　
「
二
段
逆
刺
鍼
の
象
徴
性
」

　
㎎
静
岡
県
考
古
学
研
究
』
三
五
　
七
三
－
九
〇
頁
な
ど
。

④
松
木
武
彦
一
九
九
一
　
「
前
期
古
墳
副
葬
鎌
の
成
立
と
展
開
」
咽
考
古
学
研

　
究
』
第
三
七
巻
第
四
号
　
　
二
九
…
五
八
買
。
鈴
木
一
有
　
｝
九
九
九
　
　
「
古
墳

　
時
代
中
期
前
半
に
お
け
る
鉄
鐵
組
成
」
『
五
ヶ
山
B
二
号
墳
』
　
九
三
…
九
九
頁
。

　
鈴
木
一
有
　
二
〇
〇
〇
　
　
「
交
易
さ
れ
る
鉄
鎌
」
遡
表
象
と
し
て
の
鉄
器
副
葬
』

　
七
五
－
九
四
頁
。

前・中期古墳副葬鎌の変遷とその意義（川畑）

第
一
章
　
研
究
史
と
本
稿
の
視
点

1
　
研
　
　
究
　
　
史

　
先
述
の
通
り
、
古
墳
出
土
の
鉄
鎌
・
銅
製
に
関
わ
る
先
行
研
究
の
方
向
性
は
非
常
に
多
様
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
主
に
本
稿
が
目
的
と
す
る

鍛
の
分
類
と
編
年
に
関
わ
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
整
理
を
お
こ
な
う
。
そ
の
他
の
、
機
能
論
な
ど
の
研
究
に
つ
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
適
宜

論
及
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
②

　
現
在
用
い
ら
れ
る
鎌
の
分
類
と
名
称
の
大
枠
は
主
に
後
藤
守
一
と
末
永
雅
雄
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
。
後
藤
の
作
業
は
個
々
の
鎌
を
極
限
に
ま

で
細
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鍛
が
有
す
る
要
素
名
の
羅
列
に
よ
る
個
別
名
称
の
設
定
と
分
類
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
石
鐵
や
正
倉

院
御
物
と
の
形
態
比
較
か
ら
そ
れ
ら
の
年
代
的
な
位
置
づ
け
を
試
み
て
い
る
。
さ
ら
に
「
類
銅
鎌
式
鉄
鎌
」
と
し
た
銅
鍼
と
同
様
の
形
態
を
呈
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す
る
類
例
を
古
式
と
し
て
位
置
づ
け
、
他
例
に
つ
い
て
も
出
土
古
墳
の
年
代
観
か
ら
位
置
づ
け
の
妥
当
性
の
検
証
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
分
類

の
基
準
や
系
統
性
の
理
解
な
ど
に
問
題
を
残
す
が
、
後
藤
に
よ
り
古
墳
時
代
の
鉄
鍛
の
年
代
的
位
置
づ
け
の
大
枠
は
定
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。

一
方
の
末
永
は
後
藤
と
は
異
な
り
、
よ
り
大
局
的
な
視
点
か
ら
分
類
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
細
身
で
よ
り
実
戦
的
な
形
態
と
み
な
さ
れ
る
「
細

根
系
」
や
、
大
型
で
扁
平
な
「
平
根
系
」
と
い
っ
た
ま
と
ま
り
を
抽
出
し
、
個
々
の
鎌
の
差
違
を
横
断
し
た
共
通
性
に
基
づ
く
名
称
の
設
定
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

分
類
を
お
こ
な
っ
た
。
濱
田
耕
作
・
梅
原
末
治
ら
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
集
成
の
対
象
と
さ
れ
た
霊
鑑
は
、
鉄
鍛
と
比
べ
て
形
態
の
規
格
性
が
高

い
こ
と
か
ら
分
類
は
主
要
な
論
点
と
は
な
ら
ず
、
森
本
六
葉
が
述
べ
る
よ
う
に
単
純
か
ら
複
雑
へ
と
い
う
変
遷
を
遂
げ
た
も
の
と
し
て
形
態
的

特
徴
か
ら
変
遷
観
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
試
み
が
み
ら
れ
㎏
。
そ
の
中
で
「
鰍
櫨
」
を
持
つ
例
や
十
字
の
鏑
を
持
つ
例
な
ど
が
薪
式
の

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
く
変
遷
観
は
、
今
井
発
が
洋
酒
の
変
化
の
方
向
性
と
し
て
、
銅
質
の
変
化

と
形
態
的
な
形
式
化
・
大
型
化
を
認
め
、
実
用
品
か
ら
非
実
用
品
へ
と
そ
の
性
格
を
変
化
さ
せ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
た
こ
と
と
も
通
じ
る
も

　
　
　
⑤

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
鎌
研
究
の
黎
明
期
に
お
い
て
は
、
鎌
形
態
か
ら
そ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
試
み
が
み
ら
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
～
方
で

他
の
遺
物
の
編
年
観
が
確
立
し
て
い
く
の
に
従
い
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
得
ら
れ
る
古
墳
の
年
代
学
に
依
拠
し
て
、
年
代
的
・
系
統
的
な
整

理
を
お
こ
な
う
論
考
が
多
く
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
特
に
地
域
を
限
定
し
た
古
墳
時
代
後
期
の
鉄
鎌
の
年
代
整
理
が
盛
行
し
た
こ
と
は
、
須
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

器
の
編
年
の
大
綱
が
確
立
し
た
こ
と
と
表
裏
の
現
象
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

　
主
に
古
墳
時
代
後
期
を
中
心
と
し
て
、
地
域
的
・
時
期
的
に
限
定
さ
れ
た
研
究
の
蓄
積
が
な
さ
れ
た
後
、
杉
山
頂
戴
に
よ
り
古
墳
時
代
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

観
し
た
全
国
的
な
鉄
鎌
の
編
年
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
杉
山
の
論
考
は
、
古
墳
時
代
を
通
じ
て
鉄
鐵
の
変
遷
を
追
究
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、

ま
た
、
古
墳
時
代
後
期
に
お
い
て
鎌
形
態
の
分
布
に
地
域
性
が
発
露
す
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
な
ど
、
非
常
に
重
要
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ

る
。
特
に
古
墳
時
代
後
期
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
分
布
の
地
域
性
の
背
景
に
つ
い
て
、
鉄
器
の
生
産
体
制
や
軍
事
組
織
論
と
い
っ
た
視
点
を

加
味
す
る
こ
と
で
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
、
よ
り
詳
細
で
多
様
な
考
察
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ど
、
鉄
鍛
研
究
は
～
つ
の
到
達
点
に
あ
る
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⑧

と
い
え
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
前
期
・
中
期
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
研
究
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
特
に
前

期
の
鉄
鎌
・
銅
壷
に
関
す
る
論
考
に
お
い
て
は
、
古
墳
時
代
開
始
論
を
そ
の
射
程
に
入
れ
る
こ
と
で
、
鍛
の
形
態
や
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
変
革

を
、
社
会
変
化
の
申
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
が
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
え
る
。
川
西
宏
幸
は
鉄
鍛
・
銅
鑑
を
形
態
・
素
材
・
製
作

技
術
・
分
布
な
ど
、
非
常
に
多
角
的
な
視
点
か
ら
分
析
し
、
古
墳
か
ら
出
土
す
る
「
形
態
変
革
」
を
遂
げ
た
鎌
に
、
弥
生
時
代
の
鍼
と
は
異
な

る
「
儀
侯
の
具
」
と
し
て
の
評
価
を
与
え
る
。
そ
し
て
「
儀
需
用
矢
鍼
の
生
産
・
分
与
の
創
業
」
を
「
古
墳
時
代
の
開
始
を
告
げ
る
点
鐘
」
と

　
　
　
　
⑨

位
置
づ
け
る
。
松
木
武
彦
は
鐵
の
形
態
と
古
墳
に
お
け
る
副
葬
位
置
の
差
異
を
勘
案
し
、
古
墳
時
代
前
期
の
鉄
鎌
・
銅
鎌
を
一
括
し
た
う
え
で

「
有
稜
系
」
「
平
根
系
」
「
細
根
系
」
の
三
種
に
再
分
類
す
る
。
そ
し
て
古
墳
時
代
の
開
始
期
を
前
後
し
て
導
入
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
鎌
に
、
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

な
っ
た
機
能
的
・
社
会
的
背
景
を
想
定
す
る
。

　
さ
ら
に
松
木
は
前
期
の
銅
鎌
の
編
年
作
業
を
お
こ
な
う
中
で
、
規
格
性
が
強
く
精
密
な
造
作
が
施
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
形
態
が
弛
緩
し
た
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

群
へ
と
変
化
す
る
と
い
う
方
向
性
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
形
態
変
化
の
方
向
性
は
、
高
田
健
～
が
銅
鍛
の
製
作
手
法
の
詳
細
な
分
析
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

提
示
し
た
、
製
作
段
階
に
お
け
る
省
力
化
と
い
う
製
作
技
術
上
の
変
化
の
方
向
性
の
理
解
と
調
和
的
で
あ
る
。
一
方
、
前
期
の
鉄
鎌
に
つ
い
て

は
、
変
化
の
方
向
性
と
そ
の
意
義
が
明
確
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
個
々
の
資
料
を
出
土
し
た
古
墳
の
年
代
観
か
ら
そ
の
盛
行
時
期
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

言
及
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。

　
前
期
に
お
け
る
年
代
整
理
作
業
が
主
に
個
別
の
資
料
の
検
討
に
向
け
ら
れ
た
の
に
対
し
、
中
期
に
お
け
る
編
年
作
業
は
、
よ
り
画
一
的
な
資

料
状
況
を
背
景
と
し
て
網
羅
的
な
年
代
整
理
を
志
向
し
た
と
い
え
る
。
主
に
、
短
頸
式
鉄
鎌
の
長
身
化
や
長
船
式
鉄
鎌
へ
の
転
換
と
い
っ
た
視

点
か
ら
、
水
野
敏
典
や
鈴
木
～
有
に
よ
り
4
な
い
し
5
段
階
の
変
遷
と
し
て
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
鎌
編
年
が
最
も
安
定
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

か
つ
実
用
的
な
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
中
で
、
中
期
前
半
の
短
頸
式
鉄
鎌
が
漸
次
的
に
長
身
化
し
、
中
期
後
半
以
降
に
主
流

と
な
る
長
々
式
鉄
鎌
へ
と
ス
ム
ー
ズ
に
変
化
す
る
と
い
う
あ
り
方
が
否
定
さ
れ
、
そ
の
移
行
に
隔
絶
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
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⑮

さ
れ
て
い
る
。
短
頸
式
鉄
鎌
・
長
頸
製
鉄
鍛
は
と
も
に
韓
半
島
に
お
い
て
も
出
土
す
る
形
式
で
あ
り
、
両
者
の
変
遷
に
は
強
い
影
響
関
係
が
想

定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
で
日
本
列
島
内
で
の
鉄
平
変
遷
の
独
自
性
が
示
さ
れ
た
点
は
、
両
地
域
の
相
対
編
年
を
考
え
る
上
で
も
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

意
味
が
あ
る
と
い
え
る
。
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2
　
本
稿
の
視
点

　
以
上
、
主
に
編
年
に
注
目
し
て
先
行
研
究
を
概
観
し
た
。
編
年
や
分
類
と
い
う
視
点
に
お
い
て
も
、
古
墳
時
代
前
期
・
中
期
・
後
期
に
お
い

て
全
く
異
な
っ
た
研
究
状
況
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
杉
山
の
論
考
の
み
が
明
確
な
通
時
性
を
備
え
、
か
つ
詳
細
な
論
述
の
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
ほ
と
ん
ど
唯
～
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
階
層
的
に
鎌
の
分
類
を
お
こ
な
い
、
樹
形
図
状
に
提
示
さ
れ
る
分
類
結
果
の
論
述
は
詳
細
に
な
さ

れ
て
お
り
、
参
考
に
す
る
べ
き
点
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
依
拠
し
た
年
代
観
は
特
に
前
期
・
中
期
に
つ
い
て
は
現
行
の
研
究
水
準
か
ら
い
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ば
修
正
の
余
地
が
大
き
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
年
代
整
理
手
順
に
関
わ
る
論
述
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
た
め
杉
山
の
論
考
を
前
提
と
し
て
、
薪

出
資
料
を
加
え
た
上
で
新
た
に
立
論
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
杉
山
以
降
の
研
究
が
、
分
節
化
さ
れ
た
時
間
幅
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
視
点
か
ら
編
年
を
組
み
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
多
様

な
方
向
性
を
志
向
し
て
い
る
も
の
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
の
み
依
拠
し
て
、
鑛
を

切
り
口
と
す
る
単
～
の
視
点
か
ら
、
古
墳
時
代
を
通
観
す
る
議
論
を
試
み
る
こ
と
は
、
や
は
り
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
杉
山
の
論
考
に
限

ら
ず
鍛
の
「
編
年
」
研
究
に
お
い
て
は
、
分
類
手
順
の
説
明
に
多
く
の
里
数
を
割
き
つ
つ
も
、
実
際
の
年
代
整
理
に
あ
た
っ
て
は
、
他
の
遺
物

か
ら
与
え
ら
れ
る
出
土
古
墳
の
年
代
観
に
の
み
依
拠
し
て
年
代
毎
に
「
割
り
振
っ
て
い
く
」
と
い
う
作
業
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

　
中
期
・
後
期
に
つ
い
て
は
、
そ
の
方
法
論
は
問
わ
な
い
に
し
て
も
、
個
別
の
作
業
に
よ
り
お
お
む
ね
鉄
製
の
変
遷
観
は
確
立
し
て
い
る
と
考

え
る
が
、
一
方
で
前
期
の
編
年
は
十
分
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
は
黒
い
難
い
。
一
貫
し
た
方
法
論
に
基
づ
く
、
前
期
か
ら
中
期
に
お
け
る
鎌
編
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年
の
確
立
は
、
鍼
形
態
の
変
遷
や
組
成
の
変
容
の
評
価
の
み
な
ら
ず
、
派
生
的
な
論
点
で
あ
る
生
産
や
流
通
と
い
っ
た
諸
問
題
に
つ
い
て
中
期

以
降
と
の
一
貫
し
た
議
論
を
す
る
際
の
素
地
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
お
お
む
ね
定
見
を
得
て
い
る
中
期
に
お
け
る
鍼
編
年
の
評
価
に

つ
い
て
も
、
重
要
な
影
響
を
も
た
ら
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
普
遍
性
の
高
い
遺
物
で
あ
る
鎌
の
基
礎
的
な
分
析
は
、
古
墳
時
代
に
お

け
る
鉄
器
生
産
・
武
器
生
産
の
様
相
を
考
え
る
上
で
も
、
重
要
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
古
墳
時
代
全
期
間
を
対
象
と
し
て
、
一
貫
し
た
論
理
に
基
づ
い
て
鎌
編
年
を
お
こ
な
う
こ
と
の
重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
行
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
後
期
に
お
い
て
は
鉄
の
国
内
生
産
の
開
始
を
背
景
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
鉄
鎌
の
分
節
的
な
地
域
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

発
露
が
み
ら
れ
、
前
期
・
中
期
と
は
そ
の
資
料
状
況
が
一
変
す
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
り
前
期
・
中
期
を
検
討
の
対
象
と
し
、

一
貫
し
た
視
点
と
方
法
論
に
基
づ
い
た
鎌
編
年
の
構
築
を
試
み
、
そ
の
有
効
性
を
提
示
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
た
だ
し
、
後
期
に
顕
在
化
す

る
と
さ
れ
る
、
鉄
鎌
の
地
域
性
を
勘
案
す
る
必
要
性
を
の
ぞ
け
ば
、
本
稿
で
採
用
す
る
方
法
論
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
中
期
と
連

続
す
る
後
期
の
鎌
の
編
年
も
ま
た
、
本
稿
の
延
長
線
上
で
お
こ
な
い
う
る
と
考
え
る
。

　
層
位
学
的
に
資
料
の
前
後
関
係
を
検
証
し
う
る
例
に
乏
し
い
古
墳
副
葬
品
の
う
ち
、
多
数
の
資
料
を
一
括
し
て
副
葬
す
る
こ
と
の
多
い
鍛
に

お
い
て
は
、
鎌
身
形
態
の
変
遷
と
そ
の
組
成
の
分
析
、
続
く
共
伴
遺
物
に
よ
る
変
遷
観
の
検
証
が
、
編
年
の
構
築
に
お
い
て
最
も
有
効
な
方
法

で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
そ
の
作
業
過
程
を
明
確
化
す
る
こ
と
の
み
が
今
後
も
継
続
す
る
で
あ
ろ
う
資
料
状
況
の
変
化
に
お
い
て
も
本
稿
の

妥
当
性
の
検
証
と
そ
の
修
正
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
①
後
藤
守
一
一
九
三
九
「
上
古
時
代
鉄
鎌
の
年
代
研
究
」
（
前
掲
）
。
　
　
　
④
森
本
六
爾
～
九
二
九
「
銅
鎌
考
察
と
本
古
墳
出
土
例
の
占
む
る
位
概
」

②
末
永
雅
雄
一
九
四
｝
　
『
日
本
上
代
の
武
器
睡
。
末
永
雅
雄
一
九
六
九

　
「
日
本
鉄
鎌
型
式
分
類
図
」
蝿
古
代
学
臨
第
｝
六
巻
面
素
ー
四
号
　
二
七
ニ
ー
二

　
九
六
頁
。

③
濱
田
耕
作
・
梅
原
末
治
一
九
二
六
「
日
本
発
見
銅
鐡
聚
成
表
」
『
切
利
支

　
丹
遺
物
の
研
究
』
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
報
告
第
七
冊
　
八
九
一
～

　
○
～
頁
。

　
『
川
漁
村
将
軍
塚
の
研
究
㎞
　
五
八
…
六
七
頁
。

⑤
今
井
難
～
九
六
〇
「
銅
鎌
に
つ
い
て
」
『
月
の
輪
古
墳
』
三
〇
四
－
三

　
一
〇
頁
。

⑥
小
久
保
徹
ほ
か
一
九
八
三
「
埼
玉
県
に
お
け
る
古
墳
出
土
遺
物
の
研
究
工

　
－
鉄
鎌
に
つ
い
て
一
」
『
研
究
紀
要
』
　
　
一
i
七
三
頁
。
小
森
哲
也
　
　
一
九

　
八
四
　
　
「
栃
木
県
内
古
墳
出
土
遺
物
考
（
～
）
偏
『
栃
木
県
考
古
学
会
誌
騒
第
八
集
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五
三
－
九
二
頁
。
関
義
則
　
一
九
八
六
　
「
古
墳
時
代
後
期
鉄
鎌
の
分
類
と
編

　
年
」
『
日
本
古
代
文
化
研
究
』
第
三
号
　
五
一
二
〇
頁
。
飯
塚
武
司
　
一
九
八
七

　
「
後
期
古
墳
出
土
の
鉄
鎌
に
つ
い
て
」
鶯
果
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
研
究
論

　
集
V
臨
　
五
七
一
八
五
頁
な
ど
。

⑦
杉
山
秀
宏
～
九
八
八
「
古
墳
時
代
の
鉄
鎌
に
つ
い
て
扁
『
橿
原
考
古
学
研

　
究
所
個
性
集
』
第
八
　

｝血

�
繧
猿
R
四
四
m
閣
頁
。

⑧
尾
上
元
規
一
九
九
三
「
古
墳
時
代
鉄
鎌
の
地
域
性
i
長
頸
式
鉄
鎌
出
現

　
以
降
の
西
日
本
を
中
心
と
し
て
一
」
（
前
掲
）
。
水
野
敏
典
　
　
【
九
九
三
　
　
「
古

　
墳
時
代
後
期
の
軍
事
組
織
と
武
器
副
葬
」
『
古
代
魅
第
九
六
号
　
七
四
一
～
〇
四

　
頁
。
水
野
敏
典
　
一
九
九
五
　
「
東
日
本
に
お
け
る
古
墳
時
代
鉄
鐡
の
地
域
性
扁

．
（
前
掲
）
。
豊
島
直
博
　
二
〇
〇
二
　
門
後
期
古
墳
出
土
鉄
鎌
の
地
域
性
と
階
層

　
性
」
剛
奈
良
文
化
財
研
究
所
学
報
第
六
五
羅
　
文
化
財
論
叢
盟
』
　
八
五
－
九
六

　
頁
。
大
谷
宏
治
　
二
〇
〇
四
　
　
「
東
と
西
の
鎌
髭
l
l
古
墳
時
代
後
期
の
鉄
鎌
に

　
み
る
東
海
・
甲
信
地
方
の
特
質
」
（
宙
掲
）
な
ど
。

⑨
川
西
宏
幸
～
九
九
〇
「
儀
佼
の
矢
鐵
－
古
墳
時
代
開
始
論
と
し
て

　
！
」
　
『
考
古
帯
†
雑
下
国
魅
榊
弟
七
よ
ハ
巻
第
二
口
写
　
＝
エ
バ
ー
⊥
ハ
ニ
鎌
脚
Q

⑩
松
木
武
彦
【
九
九
一
　
「
前
期
古
墳
副
葬
鎌
の
成
立
と
展
開
扁
（
前
掲
）
。
松

　
木
武
彦
　
一
九
九
六
　
「
前
期
古
墳
副
葬
星
群
の
成
立
過
程
と
構
成
－
霊
野
山

　
古
墳
出
土
鉄
・
銅
鎌
の
検
討
に
よ
せ
て
一
」
山
雪
野
山
古
墳
の
研
究
輪
考
察
編

　
三
五
～
…
三
八
四
頁
。
近
年
そ
れ
ら
は
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
松
木
武
彦
　
二
〇

　
〇
七
　
　
『
日
本
列
島
の
戦
争
と
初
期
国
家
形
成
』
。

⑪
松
木
武
彦
一
九
九
二
門
銅
鎌
の
終
焉
i
長
命
寺
南
原
古
墳
出
土
の
銅
鎌

　
を
め
ぐ
っ
て
i
」
『
長
軸
寺
南
原
古
墳
の
研
究
』
大
阪
大
学
文
学
部
考
古
学
研

　
殖
九
報
止
口
第
～
一
冊
　
　
一
〇
一
…
一
　
一
山
十
薬
。

⑫
高
韓
土
｝
一
九
九
七
「
古
墳
時
代
銅
鐡
の
生
産
と
流
通
」
『
待
兼
山
論

　
叢
』
第
三
～
号
史
学
篇
　
～
一
二
三
頁
。

⑬
野
島
永
一
九
九
｝
「
鉄
鐡
扁
『
権
現
山
幕
ヨ
土
墳
』
一
〇
一
…
一
〇
四

　
頁
。
卜
部
行
弘
　
～
九
九
六
　
「
金
属
器
」
噸
中
山
大
塚
古
墳
』
一
六
九
…
一
七

　
～
頁
。
佐
藤
慎
・
三
浦
知
徳
　
一
九
九
八
　
「
鉄
鎌
」
『
象
鴬
舌
～
号
古
墳
－

　
第
二
次
発
掘
調
査
の
成
果
一
』
養
老
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
第
二
冊
　
七
二

　
一
七
七
頁
。
南
部
裕
樹
　
二
〇
〇
一
　
「
銅
鎌
・
鉄
鍛
」
『
寺
戸
大
塚
古
墳
の
研

　
究
－
隔
前
方
部
副
葬
品
研
究
編
　
八
七
－
一
一
〇
頁
。
池
淵
俊
一
　
二
〇
〇
二

　
「
神
原
神
社
古
墳
出
土
墾
頭
式
鉄
鎌
に
関
す
る
試
論
」
（
前
掲
）
。
村
上
恭
通
　
二

　
〇
〇
三
　
「
大
和
に
お
け
る
古
墳
副
葬
鎌
の
形
成
i
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
出
土
品
を

　
中
心
に
一
」
『
初
期
古
墳
と
大
和
の
考
古
学
』
　
三
四
〇
1
三
五
〇
頁
。

⑭
水
野
敏
典
二
〇
〇
三
「
古
墳
時
代
中
期
に
お
け
る
鉄
鎌
の
分
類
と
編
年
」

　
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
蜘
第
　
四
　
二
五
五
f
二
七
六
頁
。
鈴
木
一
有
　
一
～

　
○
〇
三
　
「
中
期
古
墳
に
お
け
る
副
葬
鎌
の
特
質
扁
『
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研

　
究
所
研
究
報
告
』
第
＝
集
　
四
九
－
七
〇
頁
。

⑮
中
期
前
半
の
「
短
頸
式
鍛
扁
か
ら
中
期
後
半
の
「
長
旧
式
鎌
」
へ
の
移
行
に
つ

　
い
て
は
連
続
性
を
重
視
す
る
立
場
と
両
者
の
間
に
｝
定
の
隔
絶
性
を
認
め
る
立
場

　
と
が
あ
る
。
前
者
に
は
、
小
林
健
一
　
一
九
七
五
　
「
弓
矢
と
甲
冑
の
変
遷
扁

　
『
古
代
史
発
掘
』
茸
山
ハ
巻
　

九
八
…
一
〇
二
頁
、
　
m
国
中
皿
出
作
　
　
一
九
九
一
　
　
門
古

　
市
古
墳
群
・
百
舌
鳥
古
墳
群
の
鉄
鍛
」
噸
盾
塚
　
鞍
塚
　
珠
金
塚
㎞
　
～
江
一
－

　
二
四
七
頁
が
あ
る
。
後
者
に
は
、
鈴
木
一
有
　
二
〇
〇
二
　
「
鉄
製
武
器
・
武
具

　
に
お
け
る
型
式
学
的
研
究
の
視
座
」
『
考
古
学
に
お
け
る
認
識
と
実
測
』
　
一
一

　
一
二
三
頁
な
ど
が
あ
る
。

⑯
水
野
敏
典
二
〇
〇
三
「
古
墳
時
代
中
期
に
お
け
る
日
韓
鉄
鎌
の
一
様
摺
」

　
四
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告
』
第
＝
集
七
一
－
八
○
頁
。
水

　
野
敏
典
　
二
〇
〇
三
　
　
門
日
韓
鉄
鐵
に
見
る
鐘
楼
年
代
観
一
1
古
壌
時
代
中
期
を

　
中
心
と
し
て
一
」
明
新
世
紀
の
考
古
学
一
大
塚
初
重
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集

　
－
蝋
　
三
八
五
－
四
〇
〇
頁
。
水
野
敏
典
　
二
〇
〇
七
　
　
「
古
墳
時
代
鉄
鎌
研

　
究
の
諸
問
題
一
東
ア
ジ
ア
の
中
の
鉄
鑑
様
式
の
展
開
一
一
『
古
代
武
器
研

　
究
明
第
八
号
　
三
九
f
五
一
頁
。
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⑰
杉
山
が
依
拠
し
た
古
墳
ま
た
は
他
の
翻
葬
品
の
年
代
観
に
つ
い
て
は
、
註
に
お

　
け
る
表
で
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
詳
細
は
や
や
判
然
と
し
な
い
点
が
多
い
。
表

　
中
の
門
彷
製
鏡
」
が
い
わ
ゆ
る
「
彷
製
三
角
縁
神
獣
紅
梅
を
示
す
の
か
、
他
の

　
「
紡
製
鏡
」
も
含
め
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
に
先

　
立
っ
て
他
の
彷
険
峰
の
製
作
が
開
始
さ
れ
た
と
す
る
理
解
が
よ
り
整
合
性
を
増
し

　
て
い
る
現
況
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
不
鮮
明
さ
に
は
大
き
な
問
題
が
残
る
。
ま
た
、

　
鋲
留
技
法
の
導
入
が
須
恵
器
T
K
七
三
型
式
に
先
立
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

　
な
ど
、
中
期
の
年
代
観
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、
認
め
が
た
い

　
点
が
多
い
。

⑱
尾
上
元
首
一
九
九
三
門
古
墳
時
代
鉄
面
の
地
域
性
－
長
頸
式
鉄
鍼
出
現

　
以
降
の
西
日
本
を
中
心
と
し
て
i
」
（
前
掲
）
な
ど
。
杉
山
秀
宏
　
一
九
八
八

　
「
古
墳
時
代
の
鉄
鑑
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
で
は
さ
ら
に
地
域
性
の
発
露
に
軍
事

　
的
・
政
治
的
背
景
を
強
調
す
る
。

⑲
単
一
の
器
物
の
変
遷
と
消
長
か
ら
年
代
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
前

提
と
し
て
門
前
期
か
ら
中
期
鳳
と
い
う
古
墳
時
代
の
時
期
区
分
の
概
念
を
採
用
す

る
こ
と
は
論
理
的
に
不
整
合
の
感
は
否
め
な
い
。
し
か
し
先
行
研
究
に
よ
っ
て
位

置
づ
け
が
な
さ
れ
て
き
た
前
・
申
・
後
と
い
う
三
時
期
区
分
の
見
解
に
賛
同
す
る

た
め
、
便
宜
的
な
理
宙
に
よ
り
こ
れ
ら
の
概
念
を
用
い
る
（
小
林
行
雄
　
一
九
六

一
　
「
中
期
古
墳
時
代
文
化
と
そ
の
伝
播
」
唄
古
墳
時
代
の
研
究
』
　
二
二
五
－

二
六
〇
頁
）
。
ま
た
本
稿
は
あ
く
ま
で
鍛
と
い
う
単
｝
の
器
物
を
検
討
の
対
象
と

す
る
た
め
、
古
墳
時
代
前
期
か
ら
中
期
と
い
う
時
間
輻
を
松
木
武
彦
に
よ
る
「
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
く
り

稜
系
」
の
出
現
か
ら
、
深
い
腸
扶
を
持
つ
長
頸
片
刃
式
鉄
鎌
（
本
稿
に
お
け
る
長

頸
C
式
）
の
主
体
的
な
副
葬
終
了
と
い
う
時
間
幅
に
置
き
換
え
て
理
解
し
、
そ
れ

ら
を
検
討
の
対
象
と
す
る
（
松
木
武
彦
　
二
〇
〇
七
　
　
隅
敵
本
列
島
の
戦
争
と
初

期
国
家
形
成
晦
（
前
掲
）
。
中
期
の
時
間
幅
は
、
橋
本
達
也
　
　
一
〇
〇
五
　
　
州
古
墳

時
代
中
期
甲
冑
の
出
現
と
中
期
開
始
論
－
松
林
山
古
墳
と
津
堂
城
山
古
墳
か
ら

一
」
『
待
兼
山
考
古
学
論
集
一
都
出
比
呂
志
先
生
退
任
記
念
一
』
　
五
三

九
一
五
五
六
頁
に
よ
る
）
。

前・中期古墳副葬鎌の変遷とその意義（川畑）

第
二
章
　
分

1

類

部
分
名
称
と
用
語
の
設
定

　
鎌
の
分
類
が
共
通
の
見
解
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
研
究
史
に
お
い
て
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に

鎌
の
部
分
名
称
に
つ
い
て
も
、
論
者
に
よ
り
振
幅
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
対
象
と
す
る
時
期
が
広
く
な
る
に
つ
れ
顕
在
化
す
る
問

題
で
あ
り
、
よ
り
総
合
的
で
翻
齢
を
き
た
さ
な
い
用
語
体
系
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
分
類
に
先
立
ち
鎌
の
部
分
名
称
に
つ
い

て
整
理
を
お
こ
な
う
。
第
1
図
に
本
稿
で
用
い
る
部
分
名
称
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
3

　
第
1
秘
中
で
「
頸
部
」
と
し
て
表
記
し
た
、
い
わ
ゆ
る
短
頸
式
鉄
鎌
や
長
頸
式
鉄
製
に
み
ら
れ
る
鎌
身
部
と
茎
部
の
間
の
軸
状
部
に
つ
い

9　（293）



鎌
身
下
半

ヨ

鎌
身
部
箆
被

曲部

n部鉄

剞g関

s関

s部

透かし孔　　根挟み

@　　　／

@重挟　　短茎部

　　鎌
@　身
@　部

ﾚ釘孔

穿孔
二段関

鎌
身
部
頸
部

腸 嫉三部i
二
段
腸
挟

o
o
　
o

別造り

ﾐ腸挟

嫉身下半

振り口
巻
き 茎部

　
茎
部

lll

丸関 斜角関 　、iテ関 斜関 山形関 角関 棘関

第ユ図　部分名称と関名称

て
は
、
頸
部
の
用
語
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
考

え
る
。
し
か
し
、
第
1
図
中
に
お
い
て
「
鐡
身

下
半
」
と
し
た
部
位
に
つ
い
て
も
、
頸
部
と
し

て
表
記
す
る
場
合
が
多
い
。
本
稿
で
は
原
則
と

し
て
「
典
型
的
な
」
短
頸
式
鉄
鎌
や
長
頸
式
鉄

厳
と
そ
の
系
譜
上
に
あ
る
と
考
え
る
類
例
が
有

す
る
直
線
的
な
軸
状
部
の
み
に
限
定
し
て
「
頸

部
」
の
語
を
用
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
頸
部
」

と
は
異
な
る
、
刃
部
と
茎
部
の
間
の
部
位
に
つ

い
て
は
、
鍛
身
部
の
一
部
で
あ
る
と
す
る
考
え

に
立
つ
。
そ
の
上
で
鍍
身
部
中
の
刃
部
で
は
な

い
箇
所
を
指
す
語
と
し
て
「
鍛
身
下
半
」
の
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
定
義
し
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
た
「
箆
被
」
の
語
は
研
究
史
上
「
頸
部
」

と
同
様
の
部
位
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る

場
合
も
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
よ
り
限
定
的

に
用
い
る
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
鎌
身
部
・

茎
部
と
明
確
な
境
界
を
持
っ
て
付
随
す
る
、
平

面
形
が
台
形
を
、
横
断
面
形
が
円
形
を
な
す
、
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前・中期古墳副葬鍛の変遷とその意義（川畑）

円
錐
台
形
の
部
位
に
つ
い
て
の
み
そ
の
語
を
用
い
る
。
箆
被
に
つ
い
て
は
三
身
下
半
や
頸
部
と
は
異
な
っ
た
位
置
づ
け
が
可
能
で
あ
り
、

限
定
的
・
区
別
的
に
そ
の
評
価
を
す
る
べ
き
と
考
え
る
。

2
　
分
類
の
前
提

よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
松
木
武
彦
は
鎌
の
分
類
の
～
次
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
機
能
差
を
重
視
す
る
べ
き
と
主
張
す
る
。
鎌
身
形
態
や
鎌
惑
乱
の
大
小
に
加
え
、
そ
の

副
葬
状
況
の
差
異
に
鎌
の
機
能
分
化
を
想
定
し
た
こ
と
は
、
弥
生
時
代
の
鉄
鍛
・
銅
鎌
と
古
墳
時
代
の
そ
れ
と
の
隔
絶
性
を
明
確
に
し
、
古
墳

副
葬
鍛
の
特
質
を
理
解
す
る
上
で
一
つ
の
重
要
な
視
点
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
か
じ
め
鍛
の
機
能
を
限
定
し
て
論
を
展
開
す

る
こ
と
は
、
同
一
系
譜
の
鎌
の
変
遷
過
程
に
お
け
る
、
機
能
の
変
化
や
付
与
と
い
っ
た
起
こ
り
う
る
べ
き
事
態
を
、
前
提
と
し
て
否
定
す
る
も

の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
適
切
な
姿
勢
で
は
な
い
と
考
え
る
。
異
な
っ
た
機
能
を
有
す
る
と
み
ら
れ
る
例
が
混
合
さ
れ
て
理
解
・
評
価
さ
れ
る
こ

と
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
の
混
入
を
排
除
で
き
る
分
類
で
あ
れ
ば
必
ず
し
も
松
木
が
述
べ
る
よ
う
に
機
能
差
を
分
類
の
～
次
レ
ベ
ル
に
限
定

す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
機
能
差
を
反
映
し
た
と
み
ら
れ
る
お
よ
そ
大
型
・
小
型
と
い
っ
た
差
異
に
基
づ
く
分
類
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
次
レ
ベ
ル
と
し
て
は
位
置
づ
け
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
ま
た
、
前
提
と
し
て
鉄
鐵
・
銅
鍛
を
分
離
し
て
分
類
を
お
こ
な
う
こ
と
は
せ
ず
、
両
者
を
包
括
し
う
る
分
類
案
の
提
示
を
目
指
す
。
鉄
・
銅

と
い
う
素
材
の
違
い
は
鍛
造
や
塾
切
り
抜
き
と
鋳
造
と
い
う
製
作
技
法
の
違
い
に
帰
着
す
る
が
、
鉄
鍍
・
銅
鎌
の
両
者
に
共
通
の
形
態
的
特
徴

を
示
す
類
例
は
多
い
。
鉄
・
銅
と
い
う
素
材
の
違
い
を
超
え
て
同
一
の
形
態
を
志
向
す
る
よ
う
な
動
き
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た

め
形
態
の
変
遷
か
ら
編
年
を
お
こ
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
分
類
に
お
い
て
は
、
両
者
は
一
括
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
水
野
敏
典
は
鎌
の
分
類
の
一
次
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
鍛
と
矢
柄
と
の
装
着
方
法
に
着
目
し
た
。
根
挟
み
を
用
い
る
か
否
か
と
い
う
矢
柄
の
装

着
方
法
の
差
異
は
、
矢
と
し
て
の
製
作
段
階
に
お
け
る
強
烈
な
個
性
で
あ
り
、
ま
た
、
鎌
身
柱
の
形
態
そ
の
も
の
を
強
く
規
定
す
る
要
素
と
い

　
⑥

え
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
水
野
の
考
え
に
な
ら
い
、
分
類
の
～
次
レ
ベ
ル
と
し
て
茎
の
形
態
を
設
定
し
、
続
い
て
頸
部
の
有
無
に
よ
る
分
類
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　　茎の形態　　　　頸部の有無　　　刃部の位置・範囲

一一一L－Sx　一一一A一一一N　rt－A一一一x

「一團 無頸一一［翻

　　　　　無頸一［（先刃横刃）

第2図　分類構造模式図

團

湿

式
」
「
短
茎
式
」
「
先
刃
式
」
「
荷
止
式
」
「
有
頸
式
」

式
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
報
身
形
態
や
大
き
さ
に
ま
と
ま
り
の
み
ら
れ
る
一
群
と
し
て
、

に
よ
り
型
式
に
細
分
す
る
。
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、

の
妥
当
性
の
検
証
は
の
ち
に
お
こ
な
う
。
形
式
・
型
式
細
分
に
あ
た
っ
て
は
、

ま
た
、
各
形
式
・
型
式
の
分
類
要
素
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、

必
ず
し
も
鍛
の
分
類
・
編
年
に
あ
た
っ
て
有
効
で
は
な
い
と
研
究
史
上
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

を
お
こ
な
う
。
さ
ら
に
現
実
的
な
資
料
形
態
数
の
多
寡
を
考
慮
し
、
そ
の
下
位
分
類
と
し
て
刃

部
の
位
置
・
範
囲
を
設
定
す
る
。

　
つ
ま
り
、
一
次
レ
ベ
ル
と
し
て
、
茎
を
持
た
な
い
「
無
茎
式
」
、
短
小
で
扁
平
な
茎
を
持
つ

「
短
論
式
」
、
細
長
い
茎
を
持
つ
「
長
雲
路
」
に
分
類
す
る
。
続
い
て
二
次
レ
ベ
ル
と
し
て
、

頸
部
の
有
無
に
よ
り
分
類
を
お
こ
な
う
が
、
長
茎
式
を
除
く
他
の
例
は
頸
部
を
持
た
な
い
た
め

細
分
は
お
こ
な
い
え
な
い
。
長
草
式
は
頸
部
を
持
た
な
い
「
無
頸
式
」
と
頸
部
を
持
つ
「
有
頸

式
」
に
分
類
す
る
。
さ
ら
に
三
次
レ
ベ
ル
と
し
て
、
刃
部
の
位
置
・
範
囲
に
基
づ
き
細
分
を
お

こ
な
う
。
刃
部
が
鎌
身
部
の
先
端
に
あ
る
「
先
刃
式
」
と
刃
部
が
鎌
身
部
の
側
縁
に
ま
で
お
よ

ぶ
「
横
綴
式
」
に
分
類
す
る
。
分
類
構
造
の
模
式
図
を
第
2
図
に
あ
げ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
お
こ
な
う
階
層
的
な
分
類
に
よ
り
、
大
き
く
八
種
へ
と
分
類
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
無
茎
式
・
短
茎
式
と
長
々
式
の
う
ち
有
頸
式
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
類
例

数
が
限
ら
れ
る
た
め
、
さ
し
あ
た
り
刃
部
の
位
置
・
範
囲
に
よ
る
分
類
は
留
保
し
、
そ
れ
ぞ
れ

無
型
式
・
短
云
為
・
有
頸
式
と
し
て
ま
と
め
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
大
別
と
し
て
は
、
「
無
茎

　
　
の
五
種
を
有
効
と
し
、
こ
れ
ら
を
大
形
式
と
し
て
設
定
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
各
大
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
形
式
へ
と
細
分
す
る
。
形
式
は
さ
ら
に
各
種
の
要
素

　
　
型
式
は
同
一
形
式
内
に
お
け
る
時
間
的
差
異
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
位
置
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
形
式
の
分
類
の
よ
う
に
明
確
な
階
層
性
を
設
け
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
階
層
性
の
徹
底
や
分
類
基
準
の
画
｝
化
が
、
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前・中期古墳副葬鎌の変遷とその意義（川畑）

錺i身重が先刃式鎌の圭頭a式
と同様の形態をなす無茎式鎌。
（岡1⊥県浦開茶臼山、

　兵庫県御旅山3号）

〈
〕

無
茎
圭
頭

細身部が三角形をなす無茎

式鑛のうち、鍼身部下端が
直線となる一群。
（兵庫県西求女塚副室、

　京都府園部垣内）

無
茎
三
角
A

下身部の中位に段差を持ち、

上下二段にわかれるもの。
（静澗県堂山埴輪棺、

　広島県亀山1号）

貿無
茎
二
段

鍛身震が三角形をなす無茎
式鍼のうち、鎌身部下端に
腸挟を持つ一群。
（緬禺県会津大塚山北棺、

　大阪府庭鳥塚）

無
二
三
角
B

子心部が方形をなす無茎式
鐡。

（岡部県浦聞茶臼艮1、

　愛知県東之宮）

無
量
四
角

第3図　一浴式鎌の分類

　
個
々
の
鎌
は
「
定
角
A
1
式
」
の
よ
う
に
「
名
称
＋
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
＋
数
字
」

に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
。
「
名
称
＋
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
に
よ
り
形
式
を
、
「
数
字
」
に

よ
り
型
式
を
あ
ら
わ
す
。
た
だ
し
、
こ
の
「
名
称
＋
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
に
つ
い
て

は
、
便
宜
上
個
々
の
資
料
を
指
示
す
る
の
に
十
分
で
、
か
つ
最
も
簡
便
と
考
え
る
語

を
採
用
し
た
。
ま
た
、
鉄
・
銅
と
い
う
素
材
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
そ
の
差
異
に
関

し
て
論
及
す
る
必
要
性
を
認
め
る
場
合
や
実
際
に
個
々
の
資
料
に
つ
い
て
言
及
す
る

場
合
に
は
「
圭
頭
A
式
鉄
鎌
」
や
「
定
角
A
4
式
旧
藩
」
と
し
て
付
記
す
る
。

3
　
分

類

　
右
記
の
五
大
形
式
の
各
形
式
・
型
式
に
つ
い
て
論
述
す
る
。
形
式
・
型
式
分
類
の

模
式
図
に
つ
い
て
は
各
図
中
に
表
記
し
た
。
あ
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
分
類
基

準
と
主
な
出
土
古
墳
を
表
記
し
て
い
る
。
な
お
、
模
式
図
に
お
い
て
は
三
部
範
囲
を

太
線
で
表
現
し
た
。

　
a
無
茎
式
（
第
3
図
）

　
頸
部
・
茎
部
を
持
た
ず
、
病
身
部
の
み
で
構
成
さ
れ
る
一
群
で
あ
る
。
矢
柄
と
の

接
合
の
た
め
の
「
ア
ダ
プ
タ
ー
」
と
し
て
、
別
部
材
で
あ
る
根
挟
み
を
用
い
た
り
、

竹
や
木
製
の
矢
柄
の
先
端
を
半
裁
し
て
鍛
身
部
を
挟
み
込
む
こ
と
で
、
矢
柄
と
の
接

合
を
お
こ
な
う
。

　
鎌
警
部
の
形
態
差
に
基
づ
き
、
無
茎
三
角
A
式
・
B
式
、
無
封
四
角
柱
、
無
茎
圭
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生身部が三角形をなすもの
のうち、重挟を持たない短
茎式鑑。

（大阪府紫金山、

　京都府宇治二子山南）

△
短
茎
三
角
A

三身部が三角形をなすもの
のうち、重挟を持つ三密式
鎌。

（岡山県金蔵山副室、

　福井県天神山7号第1施設）

△
短
茎
三
角
B

錺i身部が方形の短茎式鑛。
（罵山県金蔵山副室、

　奈良県ヨ王f廉蓼苗塚石室タト）

短
茎
四
角

二
二

鍼身部が長三角形をなし、

[い腸満を持つ筑土式鐡の
長 うち、腸挟端部付近に屈曲
三 点を持つもの。
角 （京都府椿井大塚山、

A 大阪府紫金山）

短
茎
長
三

長三角形の生身部に深い腸
ｲを持つ短茎式鍼のうち腸
ｲ端部に屈曲点のないもの。

角 （奈良県ホケノ山、

B 大阪府紫金i⊥9

短
茎
長
三

長三角形の二身部に深い腸
��揩ﾂ短茎式鍼のうち重
高�揩ﾂもの。

角 （栃木県山三E寺大枡塚、

C 照山県金蔵山金室）

短 長三角形の鎌身部にかえり
茎 の浅い腸挟を持つもの。
長 または、かえりのまったく
三
角
D

無いもの。

i静岡県千人塚後円部、

@奈良県五條猫塚石室外）

第4図　短茎式鎌の分類

頭
式
、
無
茎
二
段
式
の
五
形
式
に
分
類
す
る
。
無
才
三
角
A

式
・
B
式
に
は
大
小
の
差
が
顕
著
な
類
例
も
あ
る
が
、
さ
し

あ
た
り
細
分
は
お
こ
な
わ
な
い
。

　
b
　
短
　
茎
　
式
（
第
4
図
）

　
短
小
で
扁
平
な
短
茎
部
と
鎌
平
楽
か
ら
な
る
一
群
で
あ
る
。

短
茎
部
は
そ
の
ま
ま
で
は
矢
柄
に
挿
入
し
た
際
に
十
分
な
固

定
効
果
を
期
待
し
難
い
形
態
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

無
茎
式
と
同
様
に
根
挟
み
を
用
い
た
り
、
あ
る
い
は
半
裁
し

た
矢
柄
の
先
端
で
骨
身
部
を
挟
み
込
む
こ
と
で
、
矢
柄
と
の

接
合
を
お
こ
な
う
。

　
　
　
　
　
わ
た
く
り

　
即
身
部
と
腸
扶
の
形
態
差
か
ら
、
短
茎
長
三
角
A
～
D
式
、

挙
々
三
角
A
式
・
B
式
、
短
茎
四
角
式
の
七
形
式
に
分
類
す

る
。
短
茎
長
三
角
B
式
・
C
式
・
D
式
に
は
大
小
の
差
が
顕

著
な
類
例
も
認
め
射
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
分
類
は
お
こ
な

わ
な
い
。

　
c
先
刃
式
（
第
5
図
、
第
6
図
）

　
矢
柄
に
挿
入
す
る
こ
と
で
十
分
な
固
定
効
果
が
期
待
で
き

る
長
い
茎
を
持
ち
、
鎌
身
部
の
先
端
に
刃
部
を
有
す
る
も
の

な
ら
び
に
そ
の
系
譜
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
～
群
で
あ
る
。
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前・中期古墳副葬鎌の変遷とその意義（川畑）

嫉身部の先端におおよそ1．Ocm以上の三角形の刃部を持つ
一一 Q。刃部および刃部関の形態により4型式に細分する。

1　　2　　3　　　4 　　　　（静岡県三池平、京都府平尾城由石榔）

4型式：刃部が強く膨らみ、刃部関の張りの強いもの。
　　　　（大阪府北玉山、福岡県潜塚2号棺）

凹
角
B

嫉身部の先端におおよそ1．Ocm以上の：刃部を持つ一群のう

ち、刃部側面がS字カーブを描くもの。

定
角
C

ふくらのある曲線的な三角
`の園部を持つ長身のもの。
i大阪府紫金由、

@宮崎県島内35号）

方
頭
A

錫i身締の先端に横～文字の扇

cを持つもののうち、鎌身部
､面が一直線となるもの。
i奈良県黒塚、

@静岡県新豊院山D2号）

圭
頭
A

凶刃部の先端に1．Ocm未満の

O：角形の刃部を持つものの

､ち、刃部関が明確に認め
轤黷驍烽ﾌ。
i福綱県津古生掛、

方
頭
B

鎌身動の先端に横一文宇の刃

狽�揩ﾂもののうち、二身部
ﾌ中位で幅が最大となるもの。
i島根県神原神社、大阪府紫金山）

広島県石鎚山1号第2号主体部） 錺i身部の先端に横一文字の刃

錺i身部の先端に1．Oc醗来満の 方 部を持つもののうち、長身の

圭
頭
B

三角形の刃部を持つものの

､ち、明確な刃部関を持た
ﾈいもの。

頭
C

もの。

i京都府園部垣内、

@山口県天神由1号）

（愛媛県朝B谷2号、
岐阜県象界山1号）

鎌身下半の横断面形が円形を

ふくらのない直線的な三角

圭
頭
C

形の刃部を持つ、長身のも

ﾌ。

i京都府瓦谷1丹第1主体、

円
柱

形となるが、刃部横断面形は

O角形または四角形となる。
i佐賀県西一本杉STOO9、

岡由県金蔵山繭室） ○　兵船概山）

第5図　先刃式鎌の分類（1）
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※大型定角・圭頭・方頭のA～F式については、
　刃部の形態を除き同様の基準で分類をおこなう
　ため、一括して表記している。模式図の左から
　大型定角子、大型圭頭式、大型方頭式。

　なお、今後の出土が想定される形式については
　破線で示している。

　出土古墳に続く括弧内には、実際に出土した形
　式を言己載した。

錺i身部の先端に刃部を

持つ大型の一群のうち、

茎関が丸関となるもの。
（兵庫県権現山51号三頭）、

　京都府椿井大塚山（方則））

大
型
定
角
・
圭
頭
・
方
頭
A

錺i二部の先端に刃部を持つ大型の～群のうち、

茎関が斜行するもの。茎関の形態により3型式
に細分する。

1型式：茎関が斜角関となるもの。
　　　　（香川県丸井（定打）、徳島県西山谷（定角））

2型式：茎関がナデ関となるもの。
　　　　（京都府寺戸大塚前方部（定角）、

　　　　大阪府北玉山（方頭））

3型式：茎関が斜関となるもの。
　　　　（京都麿愛宕山（定角）、

　　　　奈良県タニグチ1号（方頭））

、
刀
V321

大
型
定
角
・
圭
頭
・
方
里
B

三身部の先端に刃部を
持つ大型の一群のうち、

明確な茎関を持たずに
茎に至るもの。
（福岡県老者コ3号石葦き

　　　　　　（定角・圭頭
　静岡県各和金塚佳頭）〉

大
型
定
角
・
圭
頭
・
方
頭
E

錫i身部の先端に刃部を

持つ大型の一群のうち、
茎関が山形関となるもの。
（奈良県五條猫塚埴輪下（定角）

　静岡県各nlil金塚（圭頭））

大
型
定
角
・
圭
頭
・
座
頭
C

錺i身部の先端に刃部を

持つ大型の一群のうち、

鍛身下半で幅を減じずに
：角関の茎関に歪るもの。
（山口県国森（方頭）、

　京都府椿井大塚山
　　　　　　（定角・圭頭））

大
型
定
角
・
圭
頭
・
語
頭
F

　錺i身部の先端に刃部を
露持つ大型の一群のうち、

　鍼身下半が著しくすぼ
　まり、茎関が一関とな
　るもの。
　　（奈良県後出2号・（胃角）、

　　愛知県経ケ峰1号’（定角〉）

大
型
定
角
・
圭
頭
・
三
頭
D

第6図　先型式鎌の分類（2）

　
大
小
に
よ
る
差
異
と
刃

部
の
形
態
に
基
づ
き
、
分

類
を
お
こ
な
う
。
お
お
む

ね
二
・
五
㎝
以
上
の
鍛
身

部
幅
を
持
つ
も
の
を
大
型

と
す
る
。
定
角
A
～
C
式
、

圭
頭
A
～
C
式
、
方
響
A

～
C
式
、
円
柱
式
、
大
型

定
角
A
～
F
式
、
大
型
圭

頭
A
～
F
式
、
大
型
方
頭

A
～
F
式
の
二
八
形
式
に

分
類
す
る
。
な
お
、
大
型

定
角
式
、
大
型
圭
頭
式
、

大
型
方
頭
式
の
諸
形
式
に

つ
い
て
は
、
刃
部
の
形
態

に
よ
る
形
式
区
分
を
超
越

　
　
　
ま
ち

し
て
、
関
の
形
態
差
に
よ

り
同
様
の
基
準
に
基
づ
き

細
分
す
る
た
め
、
一
括
し
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前・中期古墳副葬鎌の変遷とその意義（川畑）

柳
葉
A

錺i身部側縁に直線的な三部を持

ｿ、そのまま茎関に至るものの
､ち、茎関が三関のもの。
i口曳県森尾、奈良県城山2号）

柳
葉
E

鎌身塾側縁の刃部と茎関が

r宇カーブを描く一群のう
ｿ、鎌周部上半で鎌三部幅
ｪ最大となるもの。最：も典

^的な柳葉式銅剣。
i岡山県浦聞茶臼山、

@奈良県メスリ山）

柳
葉
B

病身部側縁に直線的な二部を持

ｿ、そのまま茎関に至るものの
､ち、茎関がナデ闘のもの。
i奈良県黒塚、静岡県三池平）

柳
葉
C

鎌身部側縁にS字カーブを描く
n部を持ち、山形関を経て茎部
ﾖと至るもの。いわゆる鳥舌鍼。
i徳島県大代、編岡梁月岡）

柳
葉
F

錫i身部側縁の客部と茎関が

r字カーブを描く一群のう
ｿ、錫i身部下半で鎌三部幅

ｪ最大となるもの。
i岡山県月の輪、徳島県大代）

柳
葉
D

1　　2

鎌身部側縁に直：線的な刃部を持

ｿ、鍼身下半から角関を経て茎
ﾖに至るもの。

P型式：鍼身長10c賠未満のもの。
i京都府ニゴレ、

@東京都野毛大塚第3主体）

Q型式：鍼身長10cm以上のもの。
i京都府カヤが谷2号）

梛
葉
G

錺i警部繋辞に直線的な刃部

�揩ｿ、鍛身下半を持たず
ﾉ角関となる茎関に至るも
ﾌ。

i奈良県新沢500号、

@大阪府和泉黄金塚田郭）

大
型
柳
葉
A

下身部旧縁に刃部を持ち、嫉身
白ｷ6．5cm以上の大型の一群の
､ち、茎関が丸関のもの。
i奈良梁中山大塚、大阪府紫金山）

柳
葉
H

幅が狭い錺i身部に直線的な

ﾗ部を持つもの。
i奈良県富雄丸山1号、

@奈良県佐味田宝塚）

大
型
柳
葉
B

鍼面部側縁に刃部を持ち、鎌身
白ｷ6．5c搬以上の大型の一群の

､ち、茎関がナデ関のもの。
i滋賀県雪野山、大阪府盾塚）

梛
葉
1

錺i身部両側縁の刃部の長さ

ｪそれぞれ異なるもの。
R部関の形態は腸挾やナデ
ﾖがある。
i奈良県後出2号、

@福岡県勝浦10畳）

第7図　横刃式鍬の分類（1）

　
8
図
）

　
矢
柄
と
の
十
分
な
固
定
効
果
が

期
待
で
き
る
長
い
茎
を
持
ち
、
鍼

身
部
の
側
縁
に
刃
部
を
有
す
る
一

群
で
あ
る
。

　
応
身
部
や
鍛
身
関
の
形
態
と
腸

扶
の
有
無
に
よ
り
、
柳
葉
A
～
1

式
、
大
型
柳
葉
A
式
・
B
式
、
腸

扶
柳
葉
A
～
D
式
、
片
刃
A
式
・

B
式
の
一
七
形
式
に
分
類
す
る
。

て
表
記
を
し
て
い
る
。
そ
の
た
め

大
型
定
角
式
・
大
型
圭
頭
式
・
大

型
田
頭
式
を
合
わ
せ
て
先
刃
大
型

　
　
　
　
　
　
⑧

三
種
と
呼
称
す
る
。

　
斜
角
A
式
は
恩
讐
の
形
状
に
よ

り
四
型
式
に
、
先
刃
大
型
三
種
B

式
は
そ
れ
ぞ
れ
端
部
の
形
状
に
よ

り
三
型
式
に
細
分
す
る
。

　
d
横
刃
式
（
第
7
図
、
第

ユ7　（30ユ）



腸
挟
柳
葉
A

腸
挟
柳
葉
B

　　　書影を持つ鎌三部と茎部のみ

　　　腸挟を持つ錺i身部と単身下

　　　半を持ち、里山が角関とな

　　　　（福岡糞契老司4号・石室、

　　　　東京都野毛大塚第3主体）

片
刃
A

　　　嫉身部の片側のみに刃部を持
　　　つもののうち、鍼身部長が5．O

　　　cm程の短身のもの。刃部を持
　　　たない背側に段差がある。
　　　（滋賀県安土瓢箪山中央石榔、
　　　　大阪府壷共八幡宮蔵）

2

片
刃
B

鐡身部の片側のみに刃部を持
つもののうち、背に段差を持
たない長身のもの。

1型式：錫i身部長が5．5c瓶以上

　　　　10，0cm来満のもの。
（大阪府盾塚、大阪府鞍塚）

2型式：錺i身部長10．Ocm以上

　　　　のもの。
（東京都御嶽由、福岡県セスドノ）

（
口
囲
V
・

（
M
・

（
剛
・

腸
挟
柳
葉
C

腸
詰
柳
葉
D

腸挟を持つ葉身部と嫉身下半を持ち、茎関が角関となるもの。

　　！型式：鑛身部が7．Ocm未満、鍼身下半が茎関側で幅広になる

　　　　　　もの。腸快の切り込みは浅い。
　　　　　（愛知県東之宮、大阪府真名井）

　　2型式：鎌身部が7．Ocm未満で、鑛身下半が方形のもの。
　　　　　（京都府寺戸大塚前方部、福嗣県阿志岐B26号）

　　3型式：鎌身部が7．Ocm以上9．　Ocm未満で、腸癌の深いもの。

　　　　　（兵庫豊年ノ神6号、兵庫県小野王塚）

4　4型式：野冊部が9．Ocm以上で、腸快の深いもの。
　　　　　（岡山県随庵、京都府徳雲寺6号第3主体）

1　　　2

複数段の腸挟を持つもの。いわゆる二段腸挟嫉。

1型式：錺i神部上段の長さが下段より短いもの。
　　　　（大阪府翻神馬金塚中央榔）

2型式：錺i軸部上段の長さが下段以上のもの。三段領掌のも
　　　　のも含める。
　　　　（大阪府盾塚、大阪府アリ山中央施設）

　第8図

と

’全
鎌体

横刃式鎌の分類（2）

　
柳
葉
D
式
を
長
短
の
差
か
ら
二
型
式

に
、
腸
挟
柳
葉
B
式
を
関
部
の
形
状
か

ら
二
型
式
に
、
腸
挾
柳
葉
C
式
を
関
部

の
形
状
と
長
短
の
差
違
か
ら
四
型
式
に
、

腸
挟
柳
葉
D
式
を
三
身
部
の
形
状
か
ら

二
型
式
に
、
片
刃
B
式
を
長
短
の
差
違

か
ら
二
段
式
に
細
分
す
る
。

　
e
主
上
式
（
第
9
図
）

　
矢
柄
と
の
十
分
な
固
定
効
果
が
期
待

で
き
る
長
い
茎
と
鍼
身
骨
の
間
に
、
頸

部
を
持
つ
～
群
で
あ
る
。

　
全
体
的
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
差
違

と
、
鎌
身
部
の
大
小
に
基
づ
き
、
短
頸

A
～
C
式
、
長
頸
A
～
C
式
、
有
頸
平

根
A
～
C
式
の
九
形
式
に
分
類
す
る
。

　
な
お
、
西
岡
千
絵
に
よ
り
、
短
頸
鍼

と
長
門
鍼
の
境
界
は
お
お
よ
そ
鎌
長

（
刃
部
長
＋
頸
部
長
）
～
○
・
○
㎝
で
あ

　
　
　
　
　
　
⑨

る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
そ
の
見
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前・中期古墳副葬鎌の変遷とその意義（嬬畑）

短
頸
A

　　　鍛長（鐡身部長＋頸部長）がP　　　4．Oc揃ほどの短身のもの。鎌身　　　部は三角形をなす。　　　　（大阪府鷹鳥塚、静騰県赤門上）

錺i長4．5cm以上で錫i身部が三角

短 形のもの。二段関を持つものや
頸 頸部を振るものもみられる。
B （大阪府豊中大塚第2憲体、

静澗県堂L嚢埴輪棺）

錺i長4．5cm以上で錺i身部が柳葉

形をなすもの。嫉三関に腸挾を
持つものも含める。

短
頸 1型式：嫉長8．Ocm未満のもの。
C （徳島県大代、大阪府盾塚）

1　　2型式：鐡長8．Ocm以上のもの。
2　　（大阪府鞍塚、奈良県五條猫塚）

帯
鋸
平
根
A

幅広の鎌身心を持つ有頸式の
うち、錺i身部が短茎式と同様

の形態を呈するもの。頸部に

振りや別造片腸癌を持つ例が
多い。

（京都府愛宕山、

　静岡県五ケ山B2弩）

帯
出
平
根
B

幅広の鎌身部を持つ有凶漁の

うち、鍛身部に深い腸癌を持
つもの。
（奈良県菊〒沢71号、　膏卸岡県；石了ノテ｛多）

有
識
平
根
C

幅広の鎌物部を誇つ有頸式の
うち、当身関が角関となり、

三身部がふくらを持つ三角形
となるもの。
（奈良県新沢255号）

長
頸
A

長
頸
B

長
頸
C

1

2

錺i長10．　Ocm以上で鎌三部が

三角形をなすもの。別造り
片点挟を持…つものを含める。

1型式：錺i長13．5cm以上の

　　　　もの。
（京都府西山塚、

奈良県後出3号第2主体）

2型式：錫i長10．Ocm以上、

　　　　13．5cm未満のもの。
（京都府宇治二子山南、

香川県川上〉

1

2

錺i長！0．Ocm以上で鍼身部が

柳葉形をなすもの。別造り
片腸挟を持つものを含める。

1型式：錺i長13．5cm以上の

　　　　もの。
（大阪府珠金塚闇闇、

大阪府野申第2列）

2型式：錺i長10．Ocm以上、

　　　　13．　5cm未満のもの。

（奈良県後出3号第1主体、
兵庫県亀細副葬品埋納施設）

錫i長10．Ocm以上で錫i身部の

片側のみに門門を持つもの。
（東京都御嶽山、静岡県石ノ形）

第9図　有頸式鎌の分類

解
に
従
い
、
鎌
長
～
○
・

○
㎝
未
満
を
短
頸
式
、
そ

れ
以
上
を
長
頸
式
と
す
る
。

　
短
頸
C
式
、
長
頸
A
式
、

長
葱
B
式
を
そ
れ
ぞ
れ
長

短
の
差
違
に
よ
り
二
型
式

に
細
分
す
る
。
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①
腸
挟
柳
葉
魚
と
呼
称
さ
れ
る
例
に
お
い
て
、
深
く
切
り
込
ん
だ
腸
挾
を
作
出
す

　
る
た
め
に
、
腸
扶
と
茎
部
の
間
に
形
成
さ
れ
る
軸
上
の
部
位
に
つ
．
い
て
は
「
頸

　
部
」
の
語
を
用
い
る
の
に
支
障
の
な
い
形
状
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で

　
き
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
当
該
例
は
日
本
列
島
内
に
お
け
る
短
頸
式
鉄

　
鎌
出
現
以
前
の
類
例
か
ら
そ
の
系
譜
を
追
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に

　
つ
い
て
も
「
頸
部
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
は
、
用
語
の
よ
り
限
定
的
な
定
義
を
試

　
み
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
。
よ
っ
て
腸
挟
柳
葉
式
の
半
期
部
位
に

　
つ
い
て
は
、
爆
撃
下
半
と
し
て
載
録
づ
け
を
お
こ
な
う
。

②
松
木
武
彦
一
九
九
一
　
［
前
期
古
墳
醐
葬
鎌
の
成
立
と
展
閣
」
（
前
掲
）
。

③
さ
ら
に
い
え
ば
、
鎌
の
機
能
の
分
化
は
、
あ
る
鍛
の
「
か
た
ち
」
が
存
在
し
た

　
う
え
で
、
そ
れ
を
大
型
・
小
型
と
い
っ
た
よ
う
に
作
り
分
け
る
こ
と
で
現
出
し
た

　
も
の
で
あ
り
、
先
行
す
る
の
は
鍼
の
「
か
た
ち
」
で
あ
る
。
異
な
っ
た
機
能
を
付

　
与
さ
れ
作
り
分
け
ら
れ
て
い
た
も
の
が
の
ち
に
「
同
じ
か
た
ち
」
に
帰
着
し
た
の

　
で
は
な
い
。
機
能
差
の
弁
別
と
そ
の
評
価
は
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
、
本
稿
の
目

　
的
に
お
い
て
は
そ
れ
を
第
一
義
と
し
た
分
類
階
厨
は
必
ず
し
も
優
先
し
な
い
。

④
銅
鎌
と
鉄
鍬
を
一
括
し
て
位
置
づ
け
る
理
解
は
松
木
武
彦
に
よ
る
（
松
木
武
彦

　
～
九
九
～
　
「
前
期
古
墳
副
葬
鐵
の
成
立
と
展
開
」
（
前
掲
）
）
。

⑤
水
野
敏
典
二
〇
〇
三
「
古
墳
時
代
中
期
に
お
け
る
鉄
鍛
の
分
類
と
編
年
扁

　
（
前
掲
）
。

⑥
　
矢
柄
と
鍬
の
固
定
を
目
的
と
し
て
鎌
身
部
を
挟
み
込
む
有
機
質
に
つ
い
て
、
矢

　
柄
と
は
別
部
材
で
あ
る
根
挟
み
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
矢
柄
の
先
端
そ
の
も
の

　
で
あ
る
の
か
の
究
極
的
な
確
定
は
資
料
の
遺
存
状
態
の
問
題
か
ら
不
可
能
な
類
例

　
が
大
誰
を
占
め
る
。
そ
れ
ら
の
弁
別
は
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
た

　
め
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
鍼
身
体
を
狭
み
込
む
活
機
質
お
よ
び
同
部
材
を

　
便
宜
上
、
根
挟
み
と
呼
称
す
る
。

⑦
鐵
の
機
能
差
を
内
包
し
う
る
大
小
に
基
づ
く
分
類
は
、
こ
の
形
式
レ
ベ
ル
の
差

　
異
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

⑧
た
だ
し
こ
れ
は
、
関
の
形
態
差
に
よ
る
機
械
的
な
分
類
で
あ
り
、
出
土
が
想
定

　
し
う
る
形
式
は
第
6
図
中
で
破
線
で
示
し
た
。

⑨
西
岡
千
絵
二
〇
〇
五
「
計
測
値
か
ら
み
た
短
頸
鍬
と
長
頸
鎌
」
『
古
文
化

　
談
叢
臨
第
五
三
集
　
四
七
－
六
一
買
。
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第
三
章
　
型
式
設
定
の
検
証
と
配
列

1
　
型
式
設
定
の
検
証

　
前
章
で
お
こ
な
っ
た
分
類
で
は
、
形
式
内
に
お
い
て
時
間
差
と
考
え
た
差
異
に
型
式
と
し
て
の
細
分
を
与
え
た
。
本
章
で
は
そ
う
し
て
設
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
た
型
式
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
共
伴
遺
物
の
様
相
か
ら
検
証
を
お
こ
な
う
。
な
お
、
型
式
細
分
に
あ
た
っ
て
は
、
先
行
研
究
に
よ
り
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
形
式
の
変
遷
観
を
参
照
し
た
部
分
も
多
い
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
各
形
式
の
段
で
適
宜
言
及
す
る
。

〔
定
角
A
式
（
第
1
0
図
1
～
7
）
〕
　
四
型
式
に
細
分
し
た
。
刃
部
の
形
態
と
黙
過
関
の
張
り
の
強
弱
に
よ
り
1
式
か
ら
4
式
へ
、
あ
る
い
は
逆
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の
連
続
的
変
遷
が
想
定
で
き
る
。

鉄
鎌
に
お
い
て
は
3
式
・
4
式

に
は
鎌
身
関
が
角
関
で
は
な
く

ナ
デ
関
と
な
る
例
が
一
部
認
め

ら
れ
る
。
鎌
身
関
の
形
態
に
ナ

デ
関
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
を
関
形
態
の
弛
緩
と
捉

え
る
な
ら
ば
、
ナ
デ
関
と
な
る

類
例
を
含
む
3
式
・
4
式
を
新

相
に
、
ナ
デ
関
の
類
例
が
認
め

ら
れ
な
い
1
式
・
2
式
を
古
相

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
よ
っ
て
1
式
↓
2
式

↓
3
式
↓
4
式
と
い
う
型
式
学

　
　
　
　
　
　
　
　
②

的
変
遷
が
想
定
で
き
る
。

　
写
角
A
式
を
出
土
し
、
年
代

決
定
の
基
準
と
な
り
え
る
他
の

遺
物
を
出
土
し
た
古
墳
を
第
1

表
に
あ
げ
る
。
2
式
は
舶
載
三
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第1表　三角A式と共伴遺物

憲角A 三角縁

_獣鏡
彷製三角縁

@神獣鏡
倭製鏡 筒形銅器 短甲 その他

1 2 3 4

千葉県神門4号 ○

翻瑚津古生掛 ○ ○

奈良県中山大塚 ○ 鳴器

岡山県浦間茶臼山 ○ 特器

兵F構権現山51号 ○ 1目H　IV 特器

奈良縣黒塚 ○ lH田IV
滋賀賑雪野山 ○ O ○ H　IV …

畑；府椿井大塚掬 ○ ○ i臼正H［v

広勘県大迫山 ○ ○ A
大阪府真名井 ○ V
静1覗松林鼠1 ○ V i

I
長革？

綿府平尾城山省榔 ○ 一 m
山口県長光寺山西石榔 ○ ll－a A
静彫覧三池平 ○ ○ ［HH？ A2
大阪府紫金山 ○ ○ Iv 1－a1－c臣a m A 竪革

神葡1腺真土大塚山壽三榔 ○ ○ ［V

大阪府庭鳥塚 ○ ○ nI A
糊；府妙見山後再部 ○ ○ 1

3

ヌ｝（椰府寺戸大塚前方部 O 1－c Hl

灘糧安土瓢箪由中タミ石梛 O m A2 方革B

楽良県佐1乗田宝塚 ○ llll口iVV 1－c 1口llv
茨城県僧陸狐塚 ○ 方革一

角
縁
神
獣
鏡
や
特
殊
器
台
形
埴
輪
と
の
共
伴
が
み
ら
れ
、
3
式
は
三
角

縁
神
獣
鏡
の
う
ち
V
段
階
の
資
料
と
の
共
伴
が
み
ら
れ
る
。
4
式
は
彷

製
三
角
縁
神
獣
鏡
や
筒
形
銅
器
と
い
っ
た
古
墳
時
代
前
期
で
も
新
相
を

示
す
遺
物
と
の
共
伴
が
み
ら
れ
る
。
！
式
は
良
好
な
共
伴
遺
物
に
乏
し

い
が
、
1
式
を
出
土
し
た
福
岡
県
津
古
生
掛
古
墳
や
千
葉
県
神
門
4
号

墳
は
庄
内
式
併
行
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
古
相
を
示
す
と
い
え
る
。

よ
っ
て
1
式
か
ら
4
式
へ
の
変
遷
と
共
伴
遺
物
の
新
古
関
係
の
一
致
を

　
　
　
③

認
め
う
る
。

〔
先
刃
大
型
三
種
（
大
型
定
角
・
大
型
圭
頭
・
大
型
方
頭
）
8
式
（
第

10

}
8
～
粗
）
〕
　
大
型
定
角
・
大
型
圭
頭
・
大
型
方
頭
式
に
つ
い
て
は

刃
部
の
形
状
を
除
き
高
い
相
関
性
を
認
め
る
た
め
合
せ
て
検
討
を
お
こ

な
う
。
茎
関
の
形
態
に
よ
り
三
型
式
に
細
分
し
た
。
斜
角
関
、
ナ
デ
関
、

斜
関
は
一
連
の
形
態
変
化
と
し
て
想
定
し
う
る
と
考
え
る
。
斜
角
関
は

角
を
も
っ
て
鍛
身
部
－
茎
関
－
茎
部
を
明
確
に
区
分
す
る
が
、
鐡
身
関

か
ら
茎
部
に
至
る
部
位
の
角
を
省
略
し
、
明
確
な
段
差
を
設
け
ず
に
曲

線
的
で
急
激
な
内
湾
の
み
に
よ
っ
て
茎
関
を
作
り
出
し
た
も
の
を
ナ
デ

関
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
ナ
デ
関
か
ら
さ
ら
に
茎
関
の

内
湾
が
弱
ま
っ
た
も
の
が
斜
関
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
一

連
の
関
形
態
の
簡
略
化
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
斜
角
関
（
－
式
）
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前・中期古墳副葬鐵の変遷とその意義（川畑）

　　　　　　　　　　　　　　第2表　大形凹角B式と共伴遺物

大型

闃pB 三角縁

_獣鏡
彷製三角縁
@神獣鏡

倭製鏡 筒形銅器

1 2 3

香ll眼丸井第1石室 ○

徳島県西由谷 ○

京都府寺戸大塚薗方部 ○ 卜C lll

大阪府紫金山 ○ lV 1－a卜cil－a Hl A
滋賀県北谷1正号 ○ lll

大阪府庭鳥塚 ○ Hl A
京都府愛宕山 ○ Il目V
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第3表腸挟柳葉C式と共伴遺物

腸訣憐葉C 三角縁

_獣鏡
彷製三角縁
@神獣鏡

倭製鏡 短甲
1 2　3 4

大阪府真名井 ○ v
愛知県策之宮 ○ ○ V I

I

福島県会津大塚山南棺 ○ 卜b 1【1

京榔府寺戸大塚llでf方音rl ○ 1－C 田

大阪府盾塚 ○ ○ Ill 長革三革
兵∫・i‘県年ノ神6母 ○ 藍革

卿牒茶すり出第1主体 ○ 1＞＞ 長革三革襟
兵庫県小野口塚 ○ Ill 長革　　三鋲

大阪府野中第2列 ○ 三鋲？

大阪府豊中狐塚西搦 ○ 三身

1融業随庵 ○ 三鋲

↓
ナ
デ
関
（
2
式
）
↓
斜
関
（
3
式
）
と
い
う
変
遷
が
想
定
で
き
る
。

　
諸
刃
大
型
三
種
B
式
の
う
ち
、
唯
一
全
型
式
を
出
土
し
て
い
る
大
型
定
角
B
式
に
つ
い
て
検
討
を

お
こ
な
う
。
大
型
幕
議
B
式
を
出
土
し
た
古
墳
と
共
伴
遺
物
を
第
2
表
に
示
す
。
1
式
と
し
た
斜
角

関
の
類
例
は
庄
内
式
併
行
期
で
あ
る
香
川
県
丸
井
古
墳
や
徳
島
県
西
山
谷
古
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

2
式
は
紫
金
山
古
墳
や
京
都
府
寺
戸
大
塚
古
墳
前
方
部
で
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
や
皿
山
の
倭
製
鏡
と

共
伴
す
る
。
3
式
は
京
都
府
愛
宕
山
古
墳
で
W
期
の
倭
製
鏡
と
共
伴
す
る
。
1
式
か
ら
3
式
へ
の
変

遷
と
共
訳
遺
物
の
相
関
を
認
め
う
る
と
考
え
る
。
な
お
、
奈
良
県
タ
ニ
グ
チ
一
号
墳
で
は
、
大
型
方

頭
B
3
式
が
出
土
し
て
い
る
が
、
最
新
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
方
形
板
革
綴
短
甲
と
共
臥
し
て
お

り
、
3
式
の
後
出
を
追
認
で
き
る
。

〔
柳
葉
D
式
（
第
1
1
図
1
・
2
）
〕
　
鐵
身
部
の
長
短
に
よ
り
二
型
式
に
細
分
し
た
。

　
1
式
は
大
阪
府
和
泉
黄
金
塚
古
墳
東
榔
で
三
角
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
衝
角
付
冑
と
共
無
し
、

大
阪
府
鞍
塚
古
墳
で
三
角
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
襟
留
衝
角
付
冑
と
共
伴
す
る
。
2
式
は
大
阪
府
野

中
古
墳
第
二
列
で
遺
留
短
甲
と
共
慰
す
る
。
他
の
出
土
古
墳
に
お
い
て
も
1
式
は
革
綴
短
甲
と
、
2

式
は
鋲
留
短
甲
と
の
共
蓋
が
多
く
認
め
ら
れ
、
1
式
と
2
式
は
新
古
関
係
と
し
て
認
め
う
る
。

〔
腸
扶
柳
葉
B
式
（
第
1
1
図
3
～
6
）
〕
　
膚
身
関
が
斜
関
の
1
式
と
山
形
関
の
2
式
に
細
分
し
た
。

2
式
は
腸
挟
が
細
く
鋭
く
切
り
込
ま
れ
る
例
の
み
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
腸
挟
の
切
り
込
み
の
深
さ

や
細
密
さ
を
鉄
器
加
工
技
術
の
進
歩
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
腸
挟
切
り
込
み
の
弱
い
類
例
が
認
め
ら
れ

る
1
式
を
古
謡
に
、
腸
挟
切
り
込
み
が
強
い
類
例
の
み
で
占
め
ら
れ
る
2
式
を
新
相
に
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

24　（308）
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1
式
は
大
阪
府
庭
鳥
塚
古
墳
で
は
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
や
筒
形
銅
器
A
式
と
、
京
都
府
妙
見
山
古
墳
後
円
部
東
副
榔
で
B
式
の
筒
形
銅
器
と

の
共
益
が
み
ら
れ
る
。
2
式
は
大
阪
府
堂
山
一
号
墳
や
兵
庫
県
年
ノ
神
六
号
墳
に
お
い
て
三
角
板
革
綴
短
甲
と
共
伴
す
る
。
1
式
か
ら
2
式
へ

の
変
遷
と
共
伴
遺
物
の
相
関
を
認
め
る
。

〔
腸
挾
柳
葉
C
式
（
第
”
図
7
～
1
0
）
〕
　
上
身
部
長
と
腸
挟
の
切
り
込
み
の
強
さ
な
ら
び
に
剥
身
下
半
の
形
態
に
よ
り
四
型
式
に
細
分
し
た
。

1
式
・
2
式
は
鎌
身
部
首
が
幅
広
で
腸
挟
の
切
り
込
み
が
弱
い
と
い
う
点
で
共
通
し
た
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
3
式
は
鎌
髭
部
が
細
長
く
、

腸
挟
の
切
り
込
み
も
よ
り
細
密
で
深
い
。
4
式
は
3
式
か
ら
さ
ら
に
鎌
身
部
が
長
身
化
し
た
形
態
と
し
て
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
1
式
は
樋
門

下
半
が
宋
広
が
り
と
な
っ
て
お
り
、
2
式
・
3
式
・
4
式
と
は
異
な
る
特
徴
を
示
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
形
態
的
な
近
似
性
を
考
え
る
と
1
式

↓
2
式
↓
3
式
↓
4
式
な
い
し
そ
の
逆
の
変
遷
が
想
定
で
き
る
。
3
式
や
4
式
は
腸
扶
の
切
り
込
み
が
強
く
、
ま
た
鎌
下
部
が
や
や
厚
手
に
な

る
例
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
点
を
鉄
器
加
工
技
術
の
進
歩
と
考
え
る
な
ら
ば
、
1
式
を
最
も
古
式
と
し
4
式
を
最
も
新
式
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
腸
挟
柳
葉
C
式
を
出
土
し
、
良
好
な
共
伴
遺
物
の
認
め
ら
れ
る
古
墳
を
第
3
表
に
あ
げ
る
。
1
式
は
愛
知
県
東
之
宮
古
墳
や
大
阪
府
真
名
井

古
墳
に
お
い
て
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
の
う
ち
最
新
段
階
の
V
段
階
の
資
料
と
共
署
す
る
。
2
式
は
福
島
県
会
津
大
塚
山
古
墳
南
棺
や
寺
戸
大
塚

古
墳
前
方
部
に
お
い
て
彷
製
缶
角
縁
神
獣
鏡
と
共
嘉
す
る
。
3
式
は
極
極
古
墳
や
年
ノ
神
六
号
墳
で
三
角
板
革
綴
短
甲
と
共
宿
す
る
。
4
式
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

岡
由
鳴
虫
庵
古
墳
で
三
角
板
鋲
留
短
甲
や
横
寺
直
島
留
半
角
付
置
と
塁
砦
す
る
。
1
式
か
ら
4
式
へ
の
変
遷
と
遺
物
相
の
対
応
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

〔
腸
挾
柳
葉
D
式
〕
　
鈴
木
一
有
に
よ
り
詳
細
な
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
型
式
学
的
な
連
続
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
＝
疋

以
上
の
資
料
数
の
出
土
が
確
認
で
き
る
二
型
式
へ
の
細
分
に
と
ど
め
た
。
1
式
に
は
腸
挟
の
切
り
込
み
が
弱
い
類
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

！
式
を
古
相
と
し
、
2
式
へ
と
変
遷
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
！
式
は
和
泉
黄
金
塚
古
墳
中
央
榔
で
石
製
腕
飾
類
と
、
2
式
は
奈
良
県
五
條

猫
塚
古
墳
石
室
内
で
小
札
鋲
留
眉
庇
付
冑
と
共
伴
し
て
お
り
、
鈴
木
に
よ
る
位
置
づ
け
の
妥
当
性
が
追
認
で
き
る
。

〔
片
刃
B
式
（
第
1
1
図
1
2
・
1
3
）
〕
　
百
道
部
の
長
短
に
よ
り
二
型
式
に
細
分
し
た
。
形
態
的
特
徴
か
ら
は
変
化
の
方
向
を
想
定
し
難
い
。
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1
式
は
岐
阜
県
龍
門
寺
一
号
墳
や
盾
塚
古
墳
に
お
い
て
長
三
板
革
綴
短
甲
や
三
角
板
革
綴
短
甲
と
共
淫
す
る
。
2
式
は
東
京
都
御
嶽
山
古
墳

や
福
岡
県
セ
ス
ド
ノ
古
墳
に
お
い
て
横
矧
板
鋲
留
短
甲
と
共
伴
す
る
。
！
式
か
ら
2
式
へ
の
変
遷
を
認
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

〔
短
頸
式
・
長
頸
式
〕
　
水
野
敏
典
、
鈴
木
一
有
、
西
岡
千
絵
ら
に
よ
り
短
平
信
、
長
当
国
の
変
遷
は
詳
述
さ
れ
て
い
る
た
め
詳
細
な
検
証
は
省

略
す
る
。
短
舌
長
の
長
身
化
傾
向
と
、
短
年
式
と
長
頸
式
の
移
行
期
に
お
け
る
著
し
い
長
身
を
な
す
長
頸
式
の
出
現
な
ら
び
に
そ
の
漸
次
的
短

身
化
傾
向
は
追
認
し
う
る
と
考
え
る
。

2
　
配
列
と
段
階
設
定

　
前
節
で
は
年
代
差
を
反
映
す
る
分
類
と
し
て
型
式
細
分
を
お
こ
な
っ
た
形
式
に
つ
い
て
、
そ
の
妥
当
性
を
豊
年
遺
物
相
の
変
遷
か
ら
検
証
し

た
。
本
節
で
は
そ
れ
ら
の
形
式
に
つ
い
て
、
相
互
の
共
伴
関
係
か
ら
組
成
の
変
遷
を
整
理
し
、
段
階
設
定
を
お
こ
な
う
。
作
業
に
は
次
の
手
順

を
と
る
。

　
ま
ず
は
型
式
細
分
を
お
こ
な
い
え
た
形
式
の
う
ち
、
細
か
な
分
類
を
お
こ
な
い
、
か
つ
出
土
古
墳
数
が
多
く
確
認
で
き
る
形
式
と
し
て
定
角

A
式
と
腸
挟
柳
葉
C
式
を
認
め
、
配
列
に
お
け
る
優
位
形
式
と
し
て
設
定
す
る
。
続
い
て
定
角
A
式
ま
た
は
腸
挟
柳
葉
C
式
と
、
他
の
型
式
細

分
が
可
能
な
形
式
の
鍛
が
共
伴
し
た
古
墳
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
複
数
の
形
式
中
に
お
け
る
型
式
配
列
が
「
で
き
る
か
ぎ
り
」
整
合
的
に
な
る

よ
う
に
配
列
す
る
。
次
に
型
式
細
分
が
可
能
な
単
一
の
形
式
を
出
土
し
た
古
墳
を
そ
れ
ら
の
古
墳
配
列
の
間
に
位
置
づ
け
る
。
た
だ
し
、
単
～

形
式
の
み
に
よ
り
位
置
づ
け
を
与
え
た
古
墳
に
つ
い
て
は
括
弧
付
き
で
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
配
列
結
果
を
第
4
表
に

示
す
。
あ
わ
せ
て
各
古
墳
か
ら
出
土
し
た
共
伴
遺
物
を
あ
げ
る
。

　
ま
た
右
記
の
作
業
に
よ
り
得
ら
れ
た
配
列
結
果
に
よ
っ
て
、
型
式
細
分
を
お
こ
な
い
え
な
か
っ
た
各
形
式
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
出
土
し
た

複
数
の
古
墳
の
配
列
表
上
の
位
置
づ
け
か
ら
、
そ
の
形
式
が
副
葬
さ
れ
た
時
間
幅
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
想
定
で
き
る
各
形

式
の
副
葬
段
階
に
お
け
る
存
続
時
間
幅
に
よ
っ
て
、
理
論
上
あ
る
時
間
軸
上
の
定
点
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
形
式
す
べ
て
を
把
握
す
る
こ
と
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前・中期古墳副葬鍛の変遷とその意義（川畑）

が
可
能
と
な
る
。
こ
の
「
あ
る
時
間
軸
上
の
定
点
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
形
式
す
べ
て
」
を
指
す
語
と
し
て
「
全
体
組
成
」
の
語
を
定
義
し
、

使
用
す
る
。
ま
た
、
全
体
組
成
の
対
概
念
と
し
て
、
「
個
々
の
古
墳
に
お
い
て
実
際
に
確
認
で
き
る
組
成
」
を
指
す
語
と
し
て
「
個
別
組
成
」

の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
｝
方
、
こ
の
配
列
を
も
と
に
し
て
、
鍛
の
生
産
や
流
通
と
い
っ
た
諸
問
題
を
追
究
す
る
に
は
、
あ
る
程
度
の
妥
当
性
を
持
っ
た
段
階
設
定
が

作
業
上
必
須
と
な
る
。
ま
た
、
複
数
の
形
式
に
お
い
て
消
滅
や
出
現
と
い
っ
た
現
象
が
非
常
に
短
い
時
間
幅
の
中
で
発
生
し
て
い
る
事
態
を
想

定
し
え
た
場
合
、
同
一
の
背
景
の
中
で
そ
の
画
期
の
解
釈
を
試
み
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
と
考
え
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
鎌
変
遷
の
段

階
設
定
を
お
こ
な
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
段
階
設
定
に
あ
た
っ
て
は
型
式
変
化
よ
り
も
形
式
の
出
現
・
消
滅
を
画
期
の
認
定
に
際
し
て
の
優
先
事
項
と
す
る
。
ま
た
、
作
業
手
順
上
当

然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
設
定
す
る
段
階
は
あ
く
ま
で
副
葬
鎌
セ
ッ
ト
の
段
階
で
あ
り
、
鍛
製
作
の
変
遷
段
階
を
直
接
示
す
も
の
で
は
な

い
。
た
だ
し
、
製
作
か
ら
副
葬
に
至
る
ま
で
の
流
れ
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
試
み
る
場
合
、
あ
る
段
階
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
特
徴
的

な
鎌
が
、
よ
り
新
し
い
段
階
に
「
例
外
的
に
」
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
例
を
明
確
化
し
て
お
く
意
義
は
大
き
い
と
考
え
る
。
伝
世
や
長
期
保
有

と
い
っ
た
現
象
を
抽
出
し
う
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
例
に
つ
い
て
は
、
今
後
個
別
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。

　
第
一
の
画
期
と
し
て
、
定
角
C
式
・
圭
頭
C
式
・
学
頭
C
式
や
柳
葉
F
式
・
G
式
・
H
式
、
腸
挟
柳
葉
B
式
・
C
式
の
出
現
を
あ
げ
る
。
第

二
の
画
期
と
し
て
、
柳
葉
D
式
、
町
鳶
柳
葉
D
式
、
片
刃
B
式
、
短
頸
B
式
・
C
式
の
出
現
を
あ
げ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
短
頸
輪
や
鳥
舌

鎌
、
二
段
腸
挟
鎌
と
い
っ
た
～
群
の
導
入
期
と
し
て
中
期
開
始
の
指
標
の
一
つ
と
も
さ
れ
て
き
た
段
階
で
あ
る
。
第
三
の
画
期
と
し
て
、
長
野

式
の
出
現
を
あ
げ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
先
行
研
究
が
詳
し
い
が
、
導
入
期
の
長
島
A
式
・
B
式
は
先
行
す
る
短
頸
式
と
の
隔
絶
性
が
著
し
い
。

ま
た
、
長
頸
式
の
導
入
と
と
も
に
短
茎
長
三
角
B
式
が
衰
退
し
、
他
形
式
の
型
式
変
化
と
も
良
好
に
対
応
す
る
。

　
以
上
の
三
つ
の
画
期
に
よ
っ
て
弁
別
さ
れ
る
段
階
を
工
期
、
∬
期
、
燈
期
、
W
期
と
す
る
。
各
期
に
お
け
る
諸
形
式
の
消
長
を
第
5
表
に
示

す
。
紙
幅
の
関
係
で
詳
細
は
記
さ
な
い
が
、
各
形
式
の
消
長
は
そ
れ
ぞ
れ
の
低
毒
関
係
に
基
づ
き
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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古墳配列

三 彷 倭 鍬 筒 短 そ

角 製 製 形 形 甲 の

縁 三 鏡 石 銅 他

神 角 器
獣 縁
鏡 神

獣

鏡

津古生

特器 浦間茶

II　III　IV 特器 権現山

H　　　IV 1 1 雪野山

l　Ii　Ill　iv 椿弁大

V 真名井

V I
I

2 東之宮

H　韮1？ 三池平

lv 1－al－b　　H－a m 1　2　3 A 竪革 紫金山

III A 庭鳥塚

B 妙見山

卜c 1紅 寺戸大

丸山1

4 長革 石山

IV 4 三革 和泉黄

B 長革三革 盾塚

三革 年ノ神

1＞ 三革 鞍塚

中 三三革 五條猫

中 三鋲 珠金塚

Ill 長革　三鋲 小野王

徳雲寺

中 横鋲 宇治二

長革　横鋲 鶴由

三鋲 随庵

横鋲 御嶽山

横鋲 川上

横鋲 後出2

表中左側数字は鎌の型式を表す。右側の共伴遺物の略号は注1に表記した。
ただし、倭製鏡のうち「中」は中期型の鏡を表す。
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前・中期古墳副葬鎌の変遷とその意義（川畑）

第4表　鍛の変遷と

定 大 柳 腸 腸 腸 片 短 長 長
角 型 葉 挟 快 挟 刃 頸 頸 頸

A 定 D 柳 柳 枷 B C A B
角 葉 葉 葉
B B C D

（福周県津古耳掛） 12
（岡山県浦問茶臼山） 2

（兵庫県権現山51号） 2

（滋賀県雪野由） 123
京都府椿井大塚山 2　3

大阪府真名共 3 1

（愛知県東之宮） 1　2

静岡県三池平 3　荏 2

大阪府紫金山 3　4 3

大阪府庭鳥塚 3　4 4 1

京都府妙見山後円部 3　4 1

京都府寺戸大塚1】1訪部 4 3 2

卿肛県丸山1号南榔 雀 12
三重膏石；h東榔 2 2 1

大阪府禰泉黄金塚東翔； 1 1 1

大阪府盾塚 1 2 12 1 豆

兵庫県年ノ神6号 2 3 1

大阪府鞍塚 1 3 1 1　2

奈良県五條猫塚石寵内 1 3 2 i　2

大阪府珠金塚北榔 1 1

兵庫県小野王塚 3 2 2

京都府徳雲寺6号第3主体 4 1

京都府宇治二子山南 2 1

群馬県鶴山 2 1 2 2

岡山県随庵中央石郡 4 2 2

東京都御嶽山 2 2 2

香ll限川上 2 2

奈良県後出2号 2 荏 2 2
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第5表　段階設定と鎌の消長

1期 　H期
ﾃ　　　　新

　II工期
ﾃ　　　　新

　1V期
ﾎ　　　　新

無茎四角
ｳ茎圭頭
ｳ茎二段 唾　囲 国　固

短茎長三角A
B

困　隆謹

C
D短茎三角A

　　　　B
Z目四角

1　　2　　　　3 4定　　　角A

@　　　B
@　　　C�求

頭A比　　　　B

@　　　C
頭A 捌　困

F　國B

　　　　C~　　　柱
謳n大型三種A

@　　　B
@　　　C
@　　　D

1 2　　　　　　3

B
F葉A

回　廟

C
D

1

曝　隔

Q

柳　　　　B

@　　　E

@　　　I

剛　国

}1　癩

}　囹

｣　囲

F
G
H大型柳薬A

固　団
1

　　　　B
ｰ挟柳葉A
@　　　B
@　　　C
@　　　D
ﾐ　　　刃A
@　　　B

1　　　　　　2 3

1　　2

歪

回　鳳

Q

1

謹　團

u　国
P　　　　　　2

短　　　頸A

@　　　B
@　　　C
ｷ　　　頸A
@　　　B
@　　　C
L頸平根A
@　　　B
@　　　C

1　　　　　　2

闇　鳳

@團　阻
@麗　国
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前・中期古墳副葬鍼の変遷とその意義（州畑）

①
年
代
の
検
証
に
あ
た
っ
て
採
用
し
た
器
物
は
（
舶
載
）
三
角
縁
神
獣
鏡
、
彷
製

　
三
角
縁
神
獣
鏡
、
倭
製
鏡
、
鍬
形
石
、
筒
形
銅
器
、
鉄
製
短
甲
で
あ
る
。
変
遷
観

　
に
つ
い
て
は
、
（
舶
載
）
三
角
縁
神
獣
鏡
は
［
岸
本
直
文
　
一
九
九
五
　
　
コ
ニ
角

　
縁
神
獣
鏡
の
編
年
と
前
期
古
墳
の
新
古
」
糊
展
望
考
古
学
隔
【
〇
九
1
＝
六
頁
］
、

　
三
号
三
角
縁
神
獣
鏡
は
［
福
永
伸
裁
　
一
九
九
四
　
「
即
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
編

　
年
と
製
作
背
景
扁
『
考
古
学
研
究
』
第
四
～
巻
第
一
号
　
四
七
一
七
一
頁
｝
、
倭
製

　
鏡
は
［
下
垣
仁
志
　
二
〇
〇
三
　
「
古
墳
時
代
前
期
調
製
鏡
の
編
年
」
『
古
文
化

　
談
叢
臨
書
四
九
集
　
一
九
－
五
〇
頁
］
、
鍬
形
石
は
［
北
條
芳
隆
　
一
九
九
四

　
「
鍬
形
石
の
型
式
学
的
研
究
」
『
考
古
学
雑
誌
㎞
第
七
九
巻
第
閥
号
　
四
一
－
六

　
六
頁
嗣
、
方
形
板
革
綴
短
甲
は
［
橋
本
達
也
　
一
九
九
八
　
　
「
竪
空
板
・
方
形
板

　
革
綴
短
甲
の
系
譜
と
技
術
」
『
青
丘
学
術
論
集
』
第
一
二
集
　
四
七
－
七
六
頁
］
、

　
筒
形
銅
器
は
［
岩
本
崇
　
二
〇
〇
六
　
　
「
筒
形
銅
器
の
生
産
と
流
通
」
『
日
本
考

　
古
学
』
第
二
二
号
　
一
五
－
四
五
頁
］
、
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
帯
金

　
式
甲
冑
に
つ
い
て
は
詳
細
な
型
式
学
的
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
革
綴
・

　
鋲
留
の
細
分
に
留
め
た
。
ま
た
そ
の
他
に
、
そ
の
存
在
に
よ
り
年
代
的
位
置
づ
け

　
が
可
能
と
考
え
る
特
殊
器
台
形
埴
輪
も
参
照
し
て
い
る
。
な
お
、
表
中
の
略
語
は

　
以
下
の
通
り
。
門
竪
1
1
竪
矧
板
」
、
門
方
薩
方
形
四
一
、
「
三
睦
三
角
板
扁
「
横
目
横
矧

　
板
」
の
地
板
形
状
を
、
「
革
1
1
革
綴
」
「
鋲
U
襟
留
」
の
連
接
技
法
を
表
す
。
「
襟

　
1
1
襟
付
短
甲
」
。
「
特
器
1
1
特
殊
器
台
形
埴
輪
」
。
「
一
」
は
出
土
が
認
め
ら
れ
る
も

　
の
の
、
型
式
が
確
定
で
き
な
い
も
の
。

②
定
花
式
の
変
遷
観
に
つ
い
て
高
田
健
一
は
「
刃
部
は
出
現
期
の
も
の
は
い
ず
れ

　
も
内
湾
し
先
端
が
鋭
く
尖
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
新
し
い
時
期
の
も
の
は
外
湾

　
す
る
も
の
が
多
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
高
田
健
一
　
～
九
九
六
　
「
鉄
鎌
扁

　
　
『
雪
野
山
古
墳
の
研
究
』
報
告
編
　
一
四
二
頁
）
。

③
定
角
A
1
式
に
つ
い
て
は
、
出
土
古
墳
が
千
葉
県
神
門
4
号
墳
、
滋
賀
県
霊
野

　
山
古
墳
、
福
岡
県
津
古
生
掛
古
墳
の
3
古
墳
の
み
で
あ
り
、
そ
の
位
置
づ
け
に
は

　
や
や
問
題
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
津
古
八
掛
古
墳
に
お
け
る
A
1
式
と
A

　
2
式
の
共
伴
は
、
両
者
の
「
系
統
差
」
を
指
し
示
す
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、

　
雪
野
山
古
墳
で
明
確
に
A
1
式
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
1
点
の
み
で
あ
る
と
い
う

　
点
は
、
A
1
式
が
「
主
体
的
に
」
認
め
ら
れ
る
古
墳
が
庄
内
式
並
行
期
を
申
心
と

　
す
る
こ
と
を
示
す
。
最
終
的
に
は
資
料
点
数
の
増
加
を
待
つ
し
か
な
い
が
、
現
状

　
で
は
A
1
式
を
よ
り
古
摺
と
し
て
位
概
づ
け
る
方
が
よ
り
整
合
的
で
あ
る
と
考
え

　
る
。

④
田
中
新
史
は
本
稿
に
お
け
る
擦
車
柳
葉
C
3
式
鉄
鎌
に
つ
い
て
鍛
身
部
に
お
け

　
る
「
裏
す
き
申
状
の
加
工
を
古
段
階
の
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
る
と
し
て
い
る
（
田

　
中
新
史
　
二
〇
〇
四
　
「
古
墳
時
代
中
期
前
半
の
鉄
鍛
（
三
）
1
中
枢
域
の
事

　
例
分
析
1
」
『
土
筆
蝕
五
四
二
頁
）
。

⑤
鈴
木
一
有
二
〇
〇
三
「
二
段
融
業
鐡
の
象
徴
性
」
（
前
掲
）
。

⑥
水
野
敏
典
二
〇
〇
三
「
古
墳
時
代
中
期
に
お
け
る
鉄
鎌
の
分
類
と
編
年
」

　
（
前
掲
）
、
鈴
木
【
有
　
二
〇
〇
三
　
「
中
期
古
墳
に
お
け
る
副
葬
鍛
の
特
質
」

　
（
前
掲
）
、
西
岡
千
恵
　
二
〇
〇
五
　
　
「
計
測
値
か
ら
み
た
短
絡
鎌
と
長
頸
鎌
」

　
（
前
掲
）
。
な
お
、
田
中
薪
史
は
古
癖
の
百
重
鐵
に
の
み
み
ら
れ
る
特
徴
と
し
て

　
頸
部
横
断
面
形
が
円
形
と
な
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
（
田
中
薪
史
　
二
〇
〇
四

　
「
古
墳
時
代
中
期
前
半
の
鉄
鐡
（
三
）
1
中
枢
域
の
事
例
分
析
一
」
（
前

　
掲
）
）
。
鈴
木
一
有
は
横
断
面
円
形
の
頸
部
に
銅
鍛
の
影
響
を
想
定
す
る
。

⑦
古
墳
の
副
葬
品
に
は
「
伝
世
」
の
現
象
が
認
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
た

　
め
、
段
階
設
定
に
当
た
っ
て
は
形
式
の
「
消
滅
扁
よ
り
も
形
式
の
「
出
現
」
が
優

　
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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第
四
章
　
各
期
の
様
相
と
意
義

1
　
各
期
の
様
相

　
本
節
で
は
、
前
章
で
設
定
し
た
各
期
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
上
で
各
期
に
お
け
る
鍛
の
様
相
を
論
述
す
る
。

〔
1
期
〕
　
定
角
A
1
式
・
A
2
式
、
圭
頭
A
式
・
B
式
、
方
頭
A
式
、
柳
葉
A
式
・
E
式
、
腸
挟
柳
葉
A
式
な
ど
か
ら
な
る
。
短
茎
長
三
角
式

は
A
式
と
C
式
が
み
ら
れ
る
。
定
型
A
1
式
の
存
在
や
先
刃
大
型
三
種
A
式
や
大
型
葦
角
B
1
式
、
大
型
柳
葉
A
式
な
ど
の
認
め
ら
れ
る
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
相
対
的
に
古
相
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
時
期
的
な
細
分
は
や
や
難
し
い
。

　
1
期
に
お
け
る
全
体
組
成
は
非
常
に
多
く
の
形
式
か
ら
な
っ
て
お
り
、
個
別
組
成
も
多
彩
で
あ
る
。
全
体
組
成
と
個
別
組
成
の
懸
隔
も
大
き

い
。
柳
葉
E
式
銅
鎌
は
比
較
的
多
く
の
古
墳
か
ら
出
土
す
る
が
、
明
確
な
主
要
形
式
の
抽
出
は
難
し
い
と
い
え
る
。

　
共
伴
遺
物
と
し
て
は
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
や
賢
相
の
石
製
腕
飾
類
が
あ
げ
ら
れ
る
。
三
角
縁
神

獣
鏡
副
葬
以
前
の
段
階
も
含
ま
れ
る
。
庄
内
式
併
行
期
か
ら
前
期
前
半
に
栢
当
す
る
。

〔
H
期
〕
　
三
角
C
式
・
圭
頭
C
式
・
方
頭
C
式
や
柳
葉
F
式
・
G
式
・
H
式
、
腸
扶
柳
葉
B
式
・

C
式
が
採
用
さ
れ
る
段
階
で
あ
る
。
そ
の
他
の
形
式
に
つ
い
て
は
1
期
か
ら
の
連
続
性
が
高
い
。

ま
た
右
記
の
類
例
に
加
え
て
片
刃
A
式
や
二
世
A
式
、
有
頸
平
根
A
式
が
採
用
さ
れ
る
な
ど
、
皿

期
に
継
続
す
る
様
相
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
。
定
角
A
4
式
の
う
ち
、
さ
ら
に
芳
書
の
大
型
化
が
進

ん
だ
一
群
や
、
大
型
外
角
B
3
式
、
皿
期
に
つ
な
が
る
要
素
と
し
て
柳
葉
C
式
や
短
茎
長
三
角
C

式
（
第
1
2
図
）
の
出
現
を
も
っ
て
、
新
段
階
を
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
王
期
か
ら
消
滅
し
た
形
式
は
少
な
く
、
H
期
の
組
成
の
あ
り
様
は
1
期
の
組
成
を
基
礎
と
し
て
　5cmE］・rig・

第ユ2図

z

一fleeV，一　一i　XglX　k一
　　　　、　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　酬憎

　　　　　　　　　　　　　FN
　：l
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　H期の短茎長三角C式（S＝1／3）

32　（316）



前・中期古墳副葬鎌の変遷とその意義（川畑）

さ
ら
に
複
数
の
新
形
式
を
加
え
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
た
組
成
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
結
果
と
し
て
全
体
組
成
の
多
様
性
は
拡
大
さ
れ
、
個
別

組
成
も
非
常
に
多
彩
と
い
え
る
。
両
者
の
距
離
も
大
き
い
。

　
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
の
う
ち
最
新
の
V
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
無
文
帯
鏡
群
と
、
そ
れ
に
続
く
彷
製
三
角
縁
神
獣
鏡
と
の
共
伴
が
み
ら
れ

る
。
ま
た
、
竪
矧
板
革
綴
短
甲
・
方
形
板
革
綴
短
甲
と
い
っ
た
鉄
製
短
甲
や
筒
形
銅
器
と
も
共
伴
す
る
。
前
期
中
葉
か
ら
前
期
末
に
相
当
す
る
。

〔
皿
期
〕
　
柳
葉
C
式
・
D
式
、
腸
挟
柳
葉
B
2
式
・
C
3
式
・
D
式
、
片
刃
B
1
式
、
短
評
B
式
・
C
式
が
組
成
の
主
体
と
な
り
、
短
茎
式
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
典
型
的
な
重
挟
が
採
用
さ
れ
る
。
画
期
ま
で
に
み
ら
れ
た
多
く
の
形
式
が
消
滅
し
、
銅
鍼
の
副
葬
も
非
常
に
限
定
的
と
な
る
。
腸
曲
柳
葉
D

式
や
短
頸
C
式
の
細
分
に
よ
り
、
古
段
階
と
薪
段
階
に
細
分
が
可
能
で
あ
る
。
銅
鎌
の
副
葬
も
古
段
階
を
示
す
一
要
素
と
な
る
。

　
全
体
組
成
中
の
形
式
数
が
減
少
し
、
ま
た
、
短
頸
式
や
柳
葉
C
式
な
ど
明
確
な
主
要
形
式
が
出
現
す
る
。
あ
わ
せ
て
個
別
組
成
も
そ
れ
ぞ
れ

近
似
し
た
も
の
と
な
り
、
結
果
と
し
て
全
体
組
成
と
個
別
組
成
が
接
近
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
短
茎
式
に
つ
い
て
は
弄
糞
形
態
や
腸
扶
の
形
態

な
ど
の
小
差
を
捉
え
れ
ば
、
多
様
性
が
最
も
顕
在
化
す
る
段
階
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
形
式
に
お
け
る
画
一
性
の
進
行
と
は
異
な
っ
た
様
相

を
示
す
。

　
主
要
な
共
伴
遺
物
と
し
て
、
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
、
三
角
板
革
綴
衝
角
付
冑
と
小
札
鋲
留
衝
角
付
冑
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま

た
古
段
階
に
お
い
て
は
、
石
製
腕
飾
類
や
筒
形
銅
器
と
の
共
伴
も
認
め
ら
れ
る
。
中
期
初
頭
か
ら
中
期
中
葉
に
相
当
す
る
。

〔
W
期
〕
　
長
島
式
が
採
用
さ
れ
、
柳
葉
D
2
式
や
片
刃
B
2
式
、
腸
挟
柳
葉
C
4
式
な
ど
の
非
常
に
長
身
化
の
著
し
い
一
群
が
出
現
す
る
。
こ

れ
ら
の
一
群
に
つ
い
て
は
同
時
期
に
み
ら
れ
る
出
現
期
の
長
掌
裏
が
著
し
く
長
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
長
身
化
志
向
」
と
で
も
い
う
べ
き
形

態
の
希
求
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
長
頸
式
の
短
身
化
傾
向
を
示
す
長
頸
A
2
式
・
B
2
式
・
C
式
や
有
心
平
根
B
式
・
C
式
の
出
現

を
も
っ
て
古
段
階
と
新
段
階
に
区
分
可
能
で
あ
る
。

　
多
く
の
形
式
が
消
滅
す
る
と
と
も
に
、
長
添
星
が
圧
倒
的
な
主
要
形
式
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
。
多
数
の
長
頸
式
と
少
数
の
短
茎
長
三

角
D
式
や
有
頸
平
根
B
式
と
い
う
セ
ッ
ト
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
鎌
の
セ
ッ
ト
関
係
に
も
画
一
性
が
あ
ら
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
全
体
組
成
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と
個
別
組
成
が
非
常
に
近
似
し
た
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
贋
期
段
階
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
短
茎
式
の
多
様
性
も
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。

　
主
要
な
共
伴
遺
物
に
は
三
角
板
鋲
留
短
甲
や
横
矧
板
畳
留
短
甲
、
小
札
鋲
留
衝
角
付
冑
や
横
車
板
鋲
留
衝
角
付
上
、
須
恵
器
T
K
二
一
六
型

式
か
ら
T
K
四
七
型
式
が
あ
げ
ら
れ
る
。
中
期
後
半
か
ら
中
期
末
に
相
当
す
る
。

2

鍼
組
成
の
変
遷
と
そ
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　
③

　
い
わ
ゆ
る
有
稜
系
の
出
現
を
も
っ
て
前
段
階
と
画
さ
れ
る
古
墳
時
代
の
鉄
鎌
・
銅
鎌
組
成
は
、
1
期
段
階
は
非
常
に
多
様
な
形
態
を
有
し
、

全
体
組
成
と
個
別
組
成
の
差
異
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
さ
ら
に
、
E
期
段
階
に
至
っ
て
、
定
業
C
式
・
圭
頭
C
式
・
遷
御
C
式

や
腸
挟
柳
葉
B
式
・
C
式
な
ど
の
新
形
式
が
1
期
の
組
成
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
全
体
組
成
の
多
様
性
は
極
致
に
達

す
る
。
多
様
な
鐵
形
態
の
存
在
を
そ
の
ま
ま
生
産
地
の
多
元
性
に
直
結
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
が
、
十
字
鏑
を
持
つ
銅
鎌
が
東
日
本
に
偏

在
し
、
1
期
段
階
に
お
い
て
定
角
A
式
や
圭
頭
A
式
が
瀬
戸
内
中
部
地
域
に
多
く
み
ら
れ
る
と
い
っ
た
傾
向
は
、
特
定
の
鍛
形
式
の
地
域
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

生
産
と
流
通
の
可
能
性
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。
1
期
、
1
期
と
も
に
、
個
別
組
成
に
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
と
い
う
点

は
、
そ
の
よ
う
な
多
元
的
な
鍛
生
産
と
非
広
域
的
な
流
通
状
況
を
背
景
と
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
皿
期
に
至
っ
て
鎌
組
成
の
主
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
短
長
B
式
・
C
式
は
、
韓
半
島
と
の
関
係
の
中
で
新
た
に
導
入
さ
れ
た
新
形

式
と
し
て
評
価
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
、
韓
半
島
に
お
け
る
短
頸
式
は
、
鍼
身
部
が
柳
葉
形
を
な
し
明
確
な
愚
身
関
を
持
た
な
い
短
頸
C
式

が
主
流
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
列
島
内
で
は
、
短
甲
A
式
と
同
じ
く
、
九
関
と
い
う
明
確
な
怪
態
関
を
有
す
る
短
頸
B
式
も
ま
た
多
く
認
め

ら
れ
る
と
い
う
点
に
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
短
骨
C
式
に
お
い
て
も
、
腸
挟
を
有
す
る
例
が
多
い
点
も
韓
半
島
の
資
料
と
の
明
確
な
差
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
∬
期
段
階
の
短
艇
A
式
（
第
1
3
図
）
と
皿
期
段
階
の
短
絡
B
式
は
、
平
面
形
態
の
み
か
ら
判
断
す
れ
ば
十
分
に
一
連
の
も
の
と
し
て
理
解
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

き
る
。
し
か
し
、
号
旗
A
式
は
非
常
に
扁
平
で
あ
り
、
厚
手
な
短
頸
B
式
と
の
間
に
は
、
製
作
技
法
上
の
差
異
が
想
定
で
き
る
。
平
面
形
態
に
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み
る
近
似
性
と
側
面
形
態
な
ど
か
ら
想
定
で
き
る
製
作
技
法
を
、
い
か
に
関
連
さ
せ
て
理
解
す
る
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
資
料
数
の
制

約
も
合
わ
せ
れ
ば
、
現
状
で
は
そ
の
間
に
順
調
な
連
続
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
島
町

A
式
か
ら
の
連
続
性
は
保
留
す
る
と
し
て
も
、
日
本
列
島
に
お
け
る
短
頸
B
式
の
形
態
的
な
独
自
性
の
発
露
は
、
従
来
単
純
に
「
韓
半
島
か
ら

の
導
入
」
と
し
て
の
み
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
き
た
、
短
斎
鎌
導
入
期
の
実
相
に
つ
い
て
再
考
を
促
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
短
頸

式
の
導
入
に
は
韓
半
島
の
鉄
鎌
形
式
の
影
響
は
大
き
く
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
実
際
上
の
受
容
と
製
作
に
お
い
て
は
列
島
の
工
人
の
主
体

性
と
連
続
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
H
期
に
採
用
さ
れ
る
叢
話
柳
葉
B
式
や
C
式
と
い
っ
た
形
式
は
、
型
式
変
化
を
遂
げ
つ
つ
も
、
工
期
に
お
け
る
全
体
組
成
の
劇
的
な
転
換
を

経
て
も
な
お
生
産
が
継
続
す
る
。
面
角
C
式
・
壼
頭
C
式
・
方
頭
C
式
に
つ
い
て
も
、
皿
期
段
階
に
も
副
葬
が
み
ら
れ
る
。
皿
期
古
段
階
ま
で

は
銅
鐵
の
副
葬
が
継
続
す
る
こ
と
も
含
め
て
、
H
期
と
置
期
の
鐵
形
態
の
間
に
は
十
分
な
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
～
方
で
、

∬
期
と
比
較
し
て
、
全
体
組
成
と
個
別
組
成
が
接
近
す
る
と
い
う
現
象
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
北
且
尽
と
し
て
、
鍛
の
生
産
体
制
の
画
一
化
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

流
通
機
構
の
広
域
化
の
進
展
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

纏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
W
期
に
お
け
る
鎌
組
成
の
転
換
は
、
短
籍
式
か
ら
長
頸
式
へ
の
移
行
を
最
大
の
特
徴
と
す
る
が
、
他
の

駐
＠
識
）　　6

　　＠
　　＠1

　　1赤門上
置13図

2庭鳥塚

＠
to

＠

短頸A式（S　・＝1／3

諸
形
式
の
変
遷
は
お
お
む
ね
型
式
変
化
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
も
前
段
階
か
ら
の
隔

絶
性
と
と
も
に
連
続
性
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
皿
方
で
、
長
解
式
が
そ
の
出
現
と
共
に
圧
倒
的
な
主

要
形
式
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
全
体
組
成
と
個
別
組
成
が
よ
り
一
層
接

近
す
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
や
は
り
生
産
体
制
の
一
層
の
画
～
化
と
流
通
機
構
の
広
域
化
の
進
展
が

考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
長
頸
式
の
主
流
化
は
、
皿
期
以
前
に
み
ら
れ
た
ど
の
鎌
と
比
較
し
て
も
そ
の
速

や
か
さ
・
広
域
性
と
も
に
群
を
抜
い
て
お
り
、
W
期
に
お
け
る
生
産
・
流
通
体
制
の
棚
新
が
、
か
っ
て
な

い
ほ
ど
に
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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①
高
田
健
一
は
柳
葉
D
式
銅
鎌
の
う
ち
先
端
が
よ
り
尖
っ
た
例
を
古
相
に
位
置
づ

　
け
る
（
高
田
健
一
　
皿
九
九
七
　
「
古
墳
時
代
銅
鍬
の
生
産
と
流
通
」
（
前
掲
）
）
。

②
重
斬
の
墨
壷
は
K
期
新
段
階
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
形
状
は
皿
期
の
も
の
と
は

　
異
な
る
。
栃
木
県
山
王
寺
大
熱
塚
古
墳
例
（
第
1
2
図
1
）
は
、
腸
快
端
部
が
二
股

　
に
分
か
れ
る
形
態
を
な
し
て
お
り
、
腸
訣
の
中
問
付
近
に
重
扶
を
も
う
け
る
阻
期

　
の
「
典
型
的
な
」
重
訣
と
は
異
な
る
。
大
阪
府
北
玉
山
古
墳
例
（
第
1
2
図
2
）
は
、

　
腸
挟
端
部
が
鐵
の
主
軸
と
直
交
す
る
よ
う
な
角
度
を
な
し
て
お
り
、
重
挟
の
存
在

　
を
の
ぞ
け
ば
、
短
茎
長
三
角
A
式
に
区
分
さ
れ
る
べ
き
形
態
を
な
し
て
い
る
。
両

　
例
は
共
伴
す
る
鎌
か
ら
も
韮
期
に
位
概
づ
け
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
、
重
挟
の
初

　
現
例
と
し
て
理
解
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
形
態
的
な
差
異
を
勘
案
し
、

　
重
挟
の
一
般
化
は
皿
期
と
す
る
。

③
松
木
武
彦
一
九
九
一
　
門
前
期
古
墳
副
葬
鎌
の
成
立
と
展
開
」
（
前
掲
）
。

④
池
淵
俊
一
は
前
期
の
鉄
鎌
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
形
式
に
対
癒
す
る
製
作
集
団

　
の
存
在
を
想
定
す
る
（
池
淵
俊
一
　
二
〇
〇
二
　
「
神
原
神
社
古
墳
出
土
墾
頭
式

　
鉄
損
に
関
す
る
試
論
扁
（
前
掲
）
）
。

⑤
日
本
列
島
内
に
お
け
る
短
頸
C
式
の
出
現
を
、
定
角
A
4
式
や
等
角
B
2
式
に

　
た
ど
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
直
角
A
4
式
の
う
ち
、
刃
部
の
大
型
化
か

　
ら
、
現
在
最
終
形
態
に
位
置
づ
け
う
る
資
料
は
、
福
岡
県
潜
塚
古
墳
例
（
第
1
0
図

　
7
　
銅
鎌
）
で
あ
る
が
、
そ
の
義
強
の
大
型
化
は
非
常
に
著
し
く
、
む
し
ろ
古
段

　
階
の
短
頸
C
式
と
の
関
連
を
否
定
さ
せ
る
。
定
角
B
式
の
佐
味
田
宝
塚
古
墳
例

　
（
銅
鎌
）
に
つ
い
て
は
短
頸
C
式
の
祖
形
と
し
て
の
可
能
性
は
残
る
。

⑥
漏
平
な
短
頸
A
式
に
は
鉄
板
く
り
抜
き
が
、
厚
手
の
短
頸
B
式
に
は
鍛
造
に
よ

　
る
一
連
の
製
作
が
考
え
ら
れ
る
。

⑦
先
述
の
通
り
、
短
茎
式
に
つ
い
て
は
、
皿
期
に
お
い
て
形
態
の
ヴ
ァ
り
エ
ー
シ

　
ョ
ン
が
最
も
多
様
化
す
る
。
他
形
式
と
は
異
な
る
こ
の
事
象
に
つ
い
て
は
、
生
産

　
や
流
通
、
あ
る
い
は
、
付
与
さ
れ
た
祉
会
的
な
機
能
に
別
個
の
あ
り
様
が
存
在
し

　
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
う
る
。
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ま
と
め
と
今
後
の
展
望

　
本
稿
で
は
古
墳
時
代
前
期
・
中
期
の
鉄
山
・
脚
註
の
分
類
・
編
年
を
お
こ
な
い
、
四
期
、
細
別
七
段
階
と
し
て
の
変
遷
観
を
得
た
。
さ
ら
に

前
期
中
葉
以
降
そ
れ
ぞ
れ
の
画
期
に
お
い
て
、
全
体
組
成
と
個
溺
組
成
が
段
階
的
に
接
近
す
る
と
い
う
様
相
を
捉
え
て
、
鍍
形
式
の
刷
新
と
併

行
し
て
、
そ
の
生
産
体
制
と
流
通
機
構
の
集
約
化
が
段
階
的
に
進
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。

　
こ
こ
で
、
定
角
C
式
・
圭
頭
C
式
・
方
頭
C
式
に
着
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
三
形
式
は
、
E
期
か
ら
半
期
に
み
ら
れ
る
形
式
で
あ
る
が
、
H
期

に
お
い
て
は
出
土
古
墳
が
八
古
墳
九
主
体
部
と
限
定
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紫
金
山
古
墳
や
京
都
府
園
部
垣
内
古
墳
、
奈
良
県
富
雄
丸

山
古
墳
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
う
ち
六
古
墳
に
お
い
て
鉄
製
短
甲
と
螺
髪
す
る
（
第
6
表
）
。
E
期
の
鉄
製
短
甲
が
数
量
的
に
限
定
的

な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
共
鷺
草
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
ら
の
鉄
製
短
甲
は
筒
形
銅
器
と
共
に
、
韓
半
島
と
の
関
係
の
中
で
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前
期
後
半
に
な
っ
て
導
入
さ
れ
た
器
物
と
考
え
ら
れ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
形
態
か
ら
す
れ
ば
、
1
期
の
鍛
か
ら
の
連
続
性
を
想
定
し
が
た
い

定
角
C
式
・
圭
頭
C
式
・
舌
頭
C
式
に
つ
い
て
も
、
韓
半
島
と
の
関
係
の
中
で
導
入
さ
れ
た
形
式
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
H
期
に
お
い
て
、
鉄
製
短
甲
と
鉄
鎌
が
同
様
の
背
景
の
中
で
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
璽
期
以
降
に
み
ら
れ
る
鉄
製
甲
冑
の

質
的
・
量
的
拡
充
や
、
鐡
の
全
体
組
成
と
個
別
組
成
の
接
近
に
み
ら
れ
る
、
武
装
様
式
の
整
備
に
先
駆
け
る
動
き
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
古
墳
時
代
前
期
と
中
期
の
性
格
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
連
続
性
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
武

装
様
式
の
整
備
・
拡
充
と
、
本
稿
で
示
し
た
生
産
体
制
と
流
通
機
構
の
集
約
化
の
進
展
は
、
一
連
の
現
象
と
し
て
評
価
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
が
、
今
後
の
展
望
と
し
て
示
し
た
い
。

蝋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
稿
で
示
し
え
た
理
解
は
、
鎌
の
形
態
と
そ
の
組
成
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
そ
の
生
産
と

土拙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
流
通
の
み
を
主
要
な
論
点
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
「
鍛
」
は
本
来
「
矢
」
の
一
部
品
に
す
ぎ

螂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
、
実
際
に
は
製
品
と
し
て
の
完
成
形
態
で
あ
る
「
矢
」
と
し
て
流
了
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る

吻
　
　
　
　
　
な
ら
ば
・
本
稿
で
示
し
え
た
生
肇
流
通
の
様
相
は
必
ず
し
も
＋
分
な
も
の
と
は
言
い
讐
・
「
麩
を
改

式螂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
て
「
矢
」
の
一
部
口
㎜
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
性
を
痛
感
す
る
が
、
そ
の
た
め
の
前
提
作
業
と
し
て
、
本
稿

崖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
示
し
た
嫉
形
式
の
変
遷
観
と
段
階
設
定
が
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
と
考
え
る
。
豊
富
な
副
葬
品
を
旧

式配
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
大
型
古
墳
か
ら
、
鎌
の
み
を
副
葬
す
る
よ
う
な
中
小
古
墳
ま
で
を
、
同
一
の
議
論
の
繰
上
に
の
せ
る
こ
と

碇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
可
能
と
な
る
こ
と
は
、
古
墳
時
代
を
よ
り
多
元
的
な
視
野
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

け
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
く
の
先
行
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
鎌
研
究
の
方
向
性
は
非
常
に
多
岐
に
渡
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
に

六田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
け
る
一
貫
し
た
方
法
論
に
立
脚
し
た
編
年
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
雑
多
な
論
点
を
整
合
的
に
検
討
す
る
道

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筋
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
本
稿
を
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

郷
古墳名 出土鉄嫉 短甲

石川県雨の宮1号 定角C 方革
京都府園部守内 圭頭C　三頭C 方革

京都府瓦谷1号　第1主体 圭頭C 方革

京都府瓦谷1号　第2主体 圭頭C
京都府ヒル塚　第2主体 圭頭C
大阪府紫金山 定角C 竪革

奈良県鴨都波1号 定角C 二等

奈良県富雄丸山 圭頭C 方革
山口県長光毒山 圭頭C
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稿
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に
京
都
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院
文
学
研
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に
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た
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修
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The　Transformation　of　Arrowheads　in　the　Early　and　Middle

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kofun　Period

by

KAwAHATA　Jun

　　Iron　and　bronze　arrowheads　were　buried　in　tombs　throughout　the　Kofun　period

and　it　has　been　thought　that　they　may　provide　an　indication　of　the　date　of　tumuli．

In　order　to　determine　precisely　when　the　tumuti　were　buitd，　it　is　necessary　to

elucidate　the　transformation　of　arrowheads　and　clarify　when　a　particular　arrowhead

shape　was　rnade．　However，　chronological　studies，　particularly　of　the　early　Kofun

period，　are　inadequate．

　　In　this　paper，　1　have　aimed　to　establish　the　chronology　of　iron　and　bronze　arro－

wheads　in　the　early　and　middle　Kofun　period　（from　the　middle　third　century　£o　the

late　fifth　century）．　First，　1　classfied　the　arrowheads　into　54　types　based　on　the

way　an　arrowhead　is　attached　to　an　arrow　and　tkeir　shapes．　Second，　1　divided　1O

types　into　several　subtypes　that　indicate　diEferent　times　of　production．　Third，　I

proved　that　the　diliference　in　subtypes　really　indicates　a　dfierence　in　the　time　of

the　production　since　the　changes　in　subtype　coincide　with　those　in　other　funerary

objects．　1　referred　to　many　ebjects，　such　as　Bronze　mirrors　wi£h　triarigular　rim

and　design　of　deities　and　animals，　Japanese　copies　of　them，　Japanese　Bronze　mir－

rors，　hoe－shaped　brace｝ets，　Cylindrical　bronze　objects　and　iron　cuirass　and　so　on．

Fourth，　I　showed　that　in　28　tumuh£hat　had　a　wide　variety　of　asse狐blages　of　an℃w－

heads　and　the　other　objects　there　is　a　corre｝ation　between　the　transformations　of

several　varieties　of　the　10　types　and　the　changes　of　the　types　and　assemblages　of

the　other　objects．　Through　these　examinations，　1　proved　the　rise　and　declirie　of　all

forms　of　arrowheads，　establishing　four　stages　of　arrowheads　through　the　ear｝y　and

middle　Kofun　period　（phase　1　to　IV）．

　　Then，　1　considered　the　systerns　of　manufacture　and　distribution　imough　a　com－

parison　of　the　entire　assemblage　and　individual　assemblages．　For　the　purpose　of

this　study，　the　entire　assemblage　means　all　types　of　arrowheads　that　existed　at

any　one　stage　and　an　individual　assemblage　means　the　complex　of　arrowheads

buried　in　any　one　tumulus．　At　phase　1　and　II　the　entire　assemblage　consists　of

many　shapes　and　individual　assemblages　from　each　tumulus　dtiffer　greatly．　At

phase　III　the　number　of　the　shapes　included　in　the　entire　assemb｝age　decyeases
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and　the　individual　assemblages　become　uniform．　The　entire　and　individuai　assemb－

lages　begin　to　resemble　one　another．　At　phase　IV　the　tendency　grows　more　pro－

nounced．　The　number　of　shapes　included　in　the　entire　assemblage　dtmshes

more，　and　individual　assemblages　are　standardized．　The　entire　and　individual

assemblages　closely　resemble　one　another．　ln　short，　in　spite　of　the　introduction　of

new　arrowhead　shapes　at　each　stage，　the　number　of　shapes　gradually　diminishes．

The　changes　in　shapes　and　assemblages　occurred　at　the　time　approaching　the　uni－

formity　of　phase　IV．　Consequently，　arrowhead　style　had　been　standardized　since

the　early　f（）urth　cen加ry（phase　II）．　For　this　reason　I宅穎nk　that　until　the　beginn血9

0f　the　fourth　century　（phase　1）　the　manufacturing　system　varied　and　distribution

system　was　limited．　Then，　the　manufactu血g　system　had　been　united　and　the　dis－

tribueion　system　spread　its　boundaries　step　by　step　from　the　early　fourth　century

（phase　II）．

　　The　unity　of　manufacturing　system　and　the　widening　of　the　disuibution　system，

which　started　in　the　early　fourth　century，　occurred　simultaneously　with　introduc－

tion　of　early　types　of　iron　cuirass　（tatehagiita　hawatoji　tanko　and　houleeiban　leawa－

toji　tanleo），　which　aire　thought　to　have　been　distribu£ed　by　the　central　polity　of

ancient　Japan．　New　ferms　of　arrowheads　that　were　adopted　early　in　the　fourth

century　and　late　fourth　century　（phase　II・III）　were　frequently　associated　with

these　iron　cuirass．　Consequently　1　surmise　that　the　innovation　of　shapes　and

assemblages　and　the　expansion　of　the　manufacturing　and　distribute　systems　of

arrowheads　were　promoted　by　the　central　polity　of　ancient　Japan．

Orator　and　Emperor　in　Tetrarchic　Gaul：　The　Connection

　　　between　Court　and　Provincials　in　Panegyrici　Latini

by

NISH亙MURA　Masah辻。

　　This　article　focuses　on　Latin　panegyrics　from　the　late　3rd　to　early　4th　centuries

that　are　preserved　in　the　corpus　of　XII　Panegyrici　Latini．　A　panegyric　is　a　lauda－

tory　speech　that　is　designed　to　be　detivered　on　festive　occasions　for　edgnitaries

and　（especiaily）　emperors．　XII　Panegyrici　Latini　contains　12　panegyxics　by　the

Younger　Phny，　Pacatus，　Claudius　Mamertinus，　Nazarius，　Eumenius　of　Au加n，　and

other　anonymous　orators．　Eight　of　these　are　concentrated　jn　the　years　289－313

and　were　delivered　by　Gallic　rhetors　mainly　in　Trier　to　praise　imperial
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