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【
要
約
】

古
墳
時
代
の
主
要
な
武
具
で
あ
る
短
甲
・
頸
甲
・
冑
に
つ
い
て
︑
生
産
時
の
系
統
差
に
基
づ
い
て
組
み
合
わ
せ
の
変
遷
と
分
布
を
検
討
し
︑
そ

の
社
会
的
意
義
の
一
端
を
論
じ
た
︒
鉄
製
甲
冑
の
導
入
当
初
は
生
産
と
流
通
は
独
占
的
に
掌
握
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
配
布
は
各
地
の
有
力
者
の
一
元
的
な

格
差
づ
け
に
寄
与
し
て
い
た
が
︑
や
が
て
新
来
工
人
集
団
の
掌
握
と
組
織
化
を
経
て
複
数
工
房
に
お
け
る
生
産
と
そ
れ
ぞ
れ
の
工
房
を
掌
握
す
る
上
位
集

団
に
よ
る
各
地
へ
の
配
布
体
制
が
構
築
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
結
果
と
し
て
甲
冑
の
配
布
を
差
配
し
た
各
集
団
の
自
己
論
理
に
よ
る
独
立
的
な
生
産
・
配
布
体

制
の
成
立
へ
と
つ
な
が
り
︑
甲
冑
を
用
い
た
一
元
的
な
格
差
づ
け
の
論
理
と
社
会
的
機
能
は
そ
の
役
割
を
終
え
て
い
く
︒
こ
れ
ま
で
倭
王
権
に
よ
る
一
元

的
な
生
産
と
配
布
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
鉄
製
甲
冑
に
つ
い
て
︑
王
権
内
に
お
け
る
複
数
勢
力
に
よ
る
生
産
と
そ
れ
ら
と
結
び
つ
い
た
各
地
へ
の
配
布
の
実

態
を
論
じ
︑
多
元
的
な
甲
冑
の
授
受
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
︒

史
林

一
〇
一
巻
二
号

二
〇
一
八
年
三
月

第
一
章

は

じ

め

に

古
墳
と
呼
ば
れ
る
特
異
な
厚
葬
墓
が
︑
北
は
東
北
北
部
︑
南
は
九
州
南
部
ま
で
こ
ぞ
っ
て
築
造
さ
れ
た
古
墳
時
代
に
お
い
て
︑
そ
の
領
導
者

で
あ
っ
た
倭
王
権
が
い
か
な
る
軍
事
組
織
を
有
し
︑
ま
た
各
地
の
有
力
者
は
ど
の
よ
う
に
そ
れ
に
参
画
し
あ
る
い
は
編
入
さ
れ
て
い
た
の
か
と

い
う
問
題
は
︑
古
墳
時
代
ひ
い
て
は
日
本
に
お
け
る
国
家
形
成
過
程
の
評
価
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
︒

古
墳
時
代
の
武
器
や
武
具
の
う
ち
︑
甲
冑
は
当
時
先
進
の
鍛
冶
技
術
を
駆
使
し
た
製
品
で
あ
り
︑
軍
事
力
の
物
理
的
側
面
の
重
要
な
一
要
素
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と
し
て
︑
あ
る
い
は
武
力
の
象
徴
と
し
て
大
き
な
社
会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
特
に
古
墳
時
代
前
期
・
中
期
を
中
心
に
出

土
す
る
短
甲
と
そ
れ
に
組
み
合
う
頸
甲
・
肩
甲
や
冑①
は
日
本
列
島
各
地
で
同
様
式
の
も
の
が
出
土
し
︑
さ
ら
に
当
時
の
大
王
墓
が
営
ま
れ
た
後

の
畿
内
地
域
を
中
心
に
多
数
出
土
す
る
た
め
︑
倭
王
権
に
よ
る
生
産
と
各
地
の
有
力
者
へ
の
配
布
が
想
定
さ
れ
て
き
た②
︒
そ
の
配
布
は
倭
王
権

と
各
地
の
有
力
者
と
の
軍
事
的
同
盟
の
証
や
︑
倭
王
権
が
各
地
の
有
力
者
を
そ
の
軍
事
組
織
に
編
入
し
た
証
と
評
価
さ
れ
︑
甲
冑
の
分
析
か
ら

倭
王
権
に
よ
る
地
域
首
長
の
軍
事
的
編
成
・
掌
握
過
程
が
描
写
さ
れ
て
き
た③
︒
古
墳
に
副
葬
さ
れ
た
武
器
・
武
具
は
実
に
多
種
に
及
ぶ
が
︑
そ

の
中
で
も
特
に
甲
冑
は
古
墳
時
代
の
軍
事
組
織
を
論
じ
る
上
で
格
好
の
材
料
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
古
墳
時
代
の
甲
冑
の
分
析
か
ら
︑
倭
王
権
と
各
地
の
有
力
者
の
関
係
と
そ
の
社
会
的
意
義
の
展
開
を
論
じ
る
︒
本
稿
の
検
討
に

よ
り
︑
当
初
は
単
一
の
工
房
が
独
占
的
に
甲
冑
の
生
産
と
流
通
を
掌
握
し
︑
そ
の
配
布
に
よ
り
各
地
の
有
力
者
の
一
元
的
な
格
差
づ
け
を
果
た

し
て
い
た
が
︑
や
が
て
新
来
工
人
集
団
の
掌
握
と
組
織
化
を
経
て
複
数
の
所
管
勢
力
に
よ
る
多
元
的
生
産
体
制
が
構
築
さ
れ
甲
冑
生
産
量
の
増

加
が
図
ら
れ
る
こ
と
で
︑
結
果
と
し
て
各
所
管
勢
力
に
よ
る
独
立
的
な
生
産
・
配
布
体
制
が
成
立
し
︑
甲
冑
を
用
い
た
格
差
づ
け
の
論
理
と
社

会
的
機
能
が
役
割
を
終
え
て
い
く
状
況
を
明
ら
か
に
す
る④
︒

①

本
稿
で
は
︑
頸
甲
・
肩
甲
と
冑
を
ま
と
め
て
付
属
具
と
呼
称
す
る
︒
籠
手
や
臑

当
な
ど
出
土
点
数
が
少
な
い
部
位
を
含
め
て
付
属
具
と
し
︑
あ
る
い
は
頸
甲
・
肩

甲
と
冑
を
主
要
な
武
装
の
一
つ
と
し
て
付
属
具
に
加
え
な
い
場
合
も
あ
る
が
︑
論

述
の
簡
便
さ
の
た
め
右
の
よ
う
に
す
る
︒
な
お
︑
肩
甲
は
原
則
と
し
て
頸
甲
に
付

属
す
る
た
め
︑
頸
甲
・
肩
甲
と
は
せ
ず
特
に
必
要
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
両
者
を

含
め
て
単
に
頸
甲
と
記
載
す
る
︒

②

北
野
耕
平

一
九
六
九

﹁
五
世
紀
に
お
け
る
甲
冑
出
土
古
墳
の
諸
問
題
﹂

﹃
考
古
学
雑
誌
﹄
第
五
四
巻
第
四
号

日
本
考
古
学
会

一

二
〇
頁
な
ど
︒

③

甲
冑
を
主
た
る
研
究
対
象
と
し
た
単
著
と
し
て
は
︑
田
中
晋
作

二
〇
〇
一

﹃
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
の
研
究
﹄

学
生
社
︑
藤
田
和
尊

二
〇
〇
六

﹃
古

墳
時
代
の
王
権
と
軍
事
﹄

学
生
社
︑
滝
沢

誠

二
〇
一
五

﹃
古
墳
時
代
の

軍
事
組
織
と
政
治
構
造
﹄

同
成
社
な
ど
︒

④

本
稿
で
は
︑
詳
細
な
型
式
的
な
分
析
が
可
能
な
古
墳
時
代
前
期
・
中
期
を
中
心

と
す
る
短
甲
を
中
心
と
し
た
甲
冑
を
検
討
対
象
と
す
る
︒
本
来
な
ら
ば
同
時
期
の

小
札
甲
︑
古
墳
時
代
後
期
の
資
料
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
だ
が
︑
今

後
の
課
題
と
し
て
お
く
︒

2 (318)



衝
角
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冑
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ょ
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か
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頸
甲

肩
甲

籠
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草
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短
甲

眉
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錣

ま
び
さ
し
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し
こ
ろ

あ
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よ
ろ
い

か
た
よ
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た
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こ
う
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ず
り
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第
二
章

研

究

史

�

甲
冑
研
究
史
の
展
開

古
墳
時
代
の
甲
冑
研
究
は
﹁
型
式
﹂
﹁
技
術
﹂
﹁
生
産
体
制
﹂
﹁
軍
事
組
織
︵
あ
る
い
は
政
治
論
︶
﹂
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
が
そ
れ
ぞ

れ
絡
み
合
い
な
が
ら
展
開
し
て
き
た
︒
そ
の
今
日
的
な
研
究
の
端
緒
は
比
較
的
早
く
︑
末
永
雅
雄
に
よ
る
古
墳
時
代
甲
冑
の
全
体
像
の
復
元
や

形
式
分
類
︑
部
分
名
称
の
設
定
に
よ
り
基
礎
が
形
作
ら
れ
た①
︒
そ
う
し
て
設
定
さ
れ
た
短
甲
の
地
板
形
態
の
差
や
革
綴
・
鋲
留
と
い
う
連
接
技

法
に
基
づ
く
形
式
分
類
は
︑
小
林
行
雄
や
大
塚
初
重
に
よ
り
編
年
指
標
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る②
︒

地
板
の
形
態
差
や
連
接
技
法
に
基
づ
く
甲
冑
編
年
の
大
枠
が
示
さ
れ
た
後
︑
製
作
技
術
論
や
渡
来
系
工
人
と
の
関
係
を
含
む
製
作
工
人
論
︑

生
産
体
制
論
︑
軍
事
組
織
論
と
い
っ
た
︑
そ
の
後
の
甲
冑
研
究
で
も
主
要
な
論

点
と
な
る
種
々
の
視
点
が
北
野
耕
平
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る③
︒
北
野
に
よ
っ
て

提
示
さ
れ
た
種
々
の
論
点
は
︑
野
上
𠀋
助
や
小
林
謙
一
に
よ
る
型
式
的
分
析
の

深
化
に
よ
り
︑
特
に
技
術
論
・
生
産
組
織
論
に
お
い
て
一
層
の
実
証
性
を
も
っ

て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る④
︒
ま
た
︑
地
域
を
限
定
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑

田
中
新
史
は
甲
冑
出
土
古
墳
の
分
析
か
ら
中
央
と
地
域
の
関
係
を
論
じ
る
な
ど
︑

倭
王
権
と
各
地
の
政
治
的
関
係
も
視
野
に
入
れ
た
研
究
が
現
れ
る⑤
︒
な
お
こ
の

頃
に
は
︑
小
林
謙
一
に
よ
る
衝
角
付
冑
の
衝
角
底
板
の
連
接
手
法
に
関
す
る
研

究
や
︑
田
中
新
史
に
よ
る
短
甲
の
鋲
留
位
置
に
関
す
る
研
究
な
ど
︑
地
板
の
形

態
差
や
連
接
技
法
だ
け
で
な
く
そ
の
他
の
要
素
に
つ
い
て
も
編
年
指
標
に
な
り
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う
る
こ
と
が
示
さ
れ
始
め
る
よ
う
に
な
る
︒

一
九
七
〇
年
代
ま
で
に
大
い
に
進
展
し
た
型
式
論
や
技
術
論
︑
生
産
組
織
論
に
よ
り
︑
今
日
の
甲
冑
研
究
の
最
大
公
約
数
的
な
理
解
で
あ
る

﹁
倭
王
権
に
よ
る
一
元
的
な
生
産
・
配
布
﹂
と
い
う
理
解
が
確
立
し
た
︒
そ
う
し
た
理
解
に
基
づ
き
︑
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
軍
事
組
織
や

政
治
構
造
に
関
す
る
議
論
が
大
き
く
展
開
す
る
︒
甲
冑
の
副
葬
に
倭
王
権
に
よ
る
軍
事
的
動
員
を
想
定
し
た
川
西
宏
幸
は
︑
最
新
の
形
式
で
あ

る
横
矧
板
鋲
留
短
甲
の
出
土
が
九
州
や
関
東
で
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
そ
の
背
景
に
当
該
時
期
に
お
け
る
倭
王
権
に
よ
る
軍
事
動
員
地
の
広

域
化
を
読
み
取
っ
た⑥
︒
そ
う
し
た
甲
冑
分
布
の
分
析
に
お
い
て
は
︑
藤
田
和
尊
は
頸
甲
を
主
軸
と
し
た
自
身
の
編
年
を
前
提
に
︑
甲
冑
セ
ッ
ト

の
い
ず
れ
か
を
古
相
の
も
の
で
補
う
﹁
劣
っ
た
セ
ッ
ト
﹂
の
抽
出
や
︑
頸
甲
や
冑
の
有
無
と
い
う
観
点
を
加
味
す
る
こ
と
で
甲
冑
の
格
差
を
検

討
し
︑
最
新
の
武
具
を
も
つ
倭
王
権
と
劣
位
の
武
具
を
も
つ
各
地
域
の
首
長
と
い
う
姿
を
描
き
出
し
た
︒
合
わ
せ
て
︑
多
数
の
甲
冑
を
出
土
し

た
古
墳
の
類
型
化
か
ら
︑
各
地
へ
の
甲
冑
の
流
通
の
背
景
に
存
在
す
る
甲
冑
の
管
理
・
配
布
体
制
の
展
開
が
論
じ
ら
れ
た⑦
︒
こ
れ
ら
分
布
論
と

組
み
合
わ
せ
の
検
討
の
深
化
の
一
方
で
︑
単
一
の
古
墳
に
お
け
る
甲
冑
を
含
む
武
器
・
武
具
セ
ッ
ト
の
分
析
か
ら
︑
古
墳
被
葬
者
膝
下
の
軍
事

組
織
の
復
元
を
試
み
た
の
は
田
中
晋
作
で
あ
る⑧
︒
古
墳
か
ら
出
土
す
る
甲
冑
は
第
一
義
的
に
は
葬
送
行
為
の
痕
跡
で
あ
り
︑
被
葬
者
の
生
前
の

武
装
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
松
木
武
彦
に
よ
る
批
判
は
あ
る
が⑨
︑
こ
の
段
階
に
お
い
て
単
一
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
一

括
資
料
の
分
析
︑
型
式
的
な
新
古
関
係
の
有
無
︑
出
土
古
墳
の
規
模
や
分
布
傾
向
と
い
っ
た
現
状
で
想
定
し
う
る
項
目
に
対
す
る
分
析
は
ほ
ぼ

出
揃
っ
た
感
す
ら
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
地
板
の
形
態
差
と
連
接
技
法
に
基
づ
く
形
式
設
定
と
編
年
か
ら
甲
冑
出
土
古
墳
ひ
い
て
は
そ
の
背
景
に
想
定
さ
れ
る
軍
事
組
織

に
関
す
る
研
究
が
大
い
に
進
展
し
た
が
︑
一
九
八
〇
年
代
末
ご
ろ
か
ら
︑
そ
の
他
の
要
素
を
主
要
な
編
年
指
標
と
し
て
従
来
の
編
年
を
見
直
そ

う
と
す
る
研
究
が
現
れ
る
︒
吉
村
和
昭
は
鋲
留
短
甲
の
帯
金
幅
や
鋲
の
大
き
さ
・
使
用
数
の
分
析
か
ら
︑
そ
れ
ま
で
前
後
関
係
と
考
え
ら
れ
て

い
た
三
角
板
鋲
留
短
甲
と
横
矧
板
鋲
留
短
甲
が
一
定
期
間
併
行
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
︑
さ
ら
に
同
一
形
式
内
に
お
い
て
も
新
古
関
係
を

把
握
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た⑩
︒
こ
の
視
点
は
滝
沢
誠
が
鋲
の
使
用
位
置
の
分
析
を
加
え
る
こ
と
で
さ
ら
に
推
し
進
め
︑
詳
細
な
編
年
追
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究
へ
と
展
開
し
た⑪
︒
甲
冑
の
持
つ
多
様
な
要
素
に
注
目
し
︑
同
一
形
式
の
甲
冑
内
で
の
よ
り
細
か
な
編
年
を
試
み
る
研
究
に
つ
い
て
は
︑
前
期

の
方
形
板
革
綴
短
甲
で
は
橋
本
達
也
と
阪
口
英
毅
が⑫
︑
中
期
の
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
で
は
阪
口
英
毅
︑
鈴
木
一
有
︑
松
木
武

彦
が⑬
精
力
的
に
進
め
︑
特
に
短
甲
を
中
心
と
し
て
地
板
形
態
の
差
は
単
純
な
製
作
の
時
間
差
を
示
す
も
の
で
は
な
く
︑
一
定
の
併
行
関
係
を
持

ち
つ
つ
各
形
式
が
変
遷
す
る
と
い
う
多
系
的
な
変
遷
観
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

こ
れ
ら
多
系
的
で
詳
細
な
編
年
の
再
構
築
は
︑
前
段
階
に
大
い
に
進
め
ら
れ
た
甲
冑
出
土
古
墳
と
軍
事
組
織
研
究
の
前
提
を
問
い
直
す
も
の

で
あ
っ
た
︒
そ
の
中
で
︑
滝
沢
誠
は
自
身
の
編
年
を
も
と
に
倭
王
権
の
軍
事
機
構
へ
の
中
小
古
墳
被
葬
者
層
の
編
入
が
中
期
前
半
以
降
段
階
的

に
増
加
す
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
の⑭
︑
そ
れ
以
外
の
批
判
的
再
検
討
は
や
や
低
調
で
あ
っ
た
︒
一
方
で
︑
こ
う
し
た
多
系
的
な
編
年
に
対
し
て
︑

田
中
晋
作
や
藤
田
和
尊
は
新
た
な
編
年
観
に
反
論
し
た
上
で
自
身
の
研
究
の
再
構
成
を
進
め
る
な
ど⑮
︑
新
た
な
展
開
も
み
ら
れ
た
︒

そ
う
し
た
中
で
︑
型
式
論
は
よ
り
詳
細
な
分
析
を
志
向
し
︑
甲
冑
生
産
の
内
実
の
解
明
が
推
し
進
め
ら
れ
る
︒
滝
沢
誠
は
覆
輪
技
法
と
蝶
番

金
具
の
対
応
か
ら
鋲
留
甲
冑
に
い
く
つ
か
の
系
統
を
見
出
し
︑
そ
の
中
で
も
小
鉄
板
の
使
用
な
ど
﹁
同
工
品
﹂
と
想
定
し
う
る
細
か
な
特
徴
を

共
有
す
る
短
甲
が
存
在
す
る
こ
と
を
論
じ
た⑯
︒
吉
村
和
昭
は
複
数
の
短
甲
間
で
同
形
同
大
の
部
材
を
使
用
す
る
例
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
︑

共
通
の
﹁
型
紙
﹂
を
も
と
に
し
た
生
産
を
論
じ
た⑰
︒
こ
う
し
た
詳
細
な
研
究
に
よ
り
︑
こ
れ
ま
で
倭
王
権
に
よ
る
一
元
的
生
産
と
し
て
論
じ
ら

れ
て
き
た
生
産
体
制
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
た
と
い
え
る
︒

短
甲
で
は
地
板
形
態
以
外
の
要
素
へ
の
注
目
に
よ
り
多
系
的
な
編
年
が
推
し
進
め
ら
れ
た
が
︑
衝
角
付
冑
と
眉
庇
付
冑
に
つ
い
て
も
地
板
形

態
以
外
の
要
素
に
着
目
し
た
新
た
な
編
年
観
が
橋
本
達
也
や
山
田
琴
子
︑
鈴
木
一
有
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た⑱
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
複
数
の
属
性

に
注
目
し
た
検
討
か
ら
︑
川
畑
純
は
衝
角
付
冑
や
眉
庇
付
冑
に
つ
い
て
も
生
産
単
位
が
異
な
る
複
数
系
統
が
存
在
す
る
こ
と
と
︑
そ
れ
に
基
づ

く
多
系
的
な
編
年
を
提
示
し
た⑲
︒

こ
の
よ
う
に
甲
冑
の
型
式
的
な
分
析
は
非
常
に
細
か
な
要
素
の
検
討
に
ま
で
及
び
進
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
詳
細
な
型
式
的
分
析
の
深

化
の
背
景
に
は
︑
多
面
展
開
に
よ
る
精
細
な
実
測
図
提
示
の
一
般
化
と
早
く
に
報
告
さ
れ
て
い
た
資
料
の
再
報
告
の
進
展
が
あ
る
︒
ま
た
︑
韓

古墳時代甲冑の系統と授受（川畑）
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国
に
お
け
る
出
土
資
料
の
増
加
と
報
告
︑
日
韓
双
方
の
研
究
者
に
よ
る
検
討
の
進
展
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
︒
そ
れ
ら
は
北
野
耕
平

以
来
の
技
術
系
譜
論
の
深
化
を
も
た
ら
し
︑
複
合
的
な
技
術
を
持
つ
渡
来
系
工
人
が
︑
甲
冑
の
み
な
ら
ず
金
工
品
や
馬
具
な
ど
各
種
製
品
を
製

作
し
た
と
す
る
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る⑳
︒
一
方
で
︑
内
山
敏
行
は
小
札
を
用
い
た
甲
冑
に
加
え
て
馬
具
や
様
々
な
金
工
品
と
の
比
較
検
討
か
ら
︑

中
期
中
葉
に
お
け
る
外
来
系
甲
冑
の
出
現
の
背
景
に
在
来
甲
冑
工
人
と
渡
来
甲
冑
工
人
︑
装
飾
品
工
人
の
協
業
体
制
の
成
立
を
指
摘
し
︑
中
期

後
葉
に
は
在
来
・
渡
来
甲
冑
工
人
の
混
成
や
体
制
組
み
換
え
に
よ
る
新
た
な
甲
冑
生
産
組
織
が
成
立
す
る
と
し
た㉑

︒

な
お
︑
こ
う
し
た
甲
冑
研
究
の
多
様
化
と
進
展
に
即
し
て
︑
資
料
の
一
覧
化
と
甲
冑
関
係
論
文
の
集
成
が
随
時
進
め
ら
れ
た
こ
と
も
︑
研
究

の
背
景
と
し
て
重
要
で
あ
る㉒

︒

�

研
究
史
上
の
課
題
と
本
稿
の
視
点

甲
冑
を
素
材
と
し
た
研
究
は
︑
出
土
古
墳
の
規
模
や
分
布
︑
付
属
具
の
有
無
︑
セ
ッ
ト
の
甲
冑
に
お
け
る
新
古
関
係
の
有
無
の
検
討
な
ど
の

多
く
の
視
点
か
ら
進
め
ら
れ
︑
一
部
は
軍
事
組
織
研
究
へ
と
進
む
な
ど
多
様
な
展
開
を
み
せ
て
き
た
︒
一
方
で
︑
主
に
一
九
八
〇
年
代
末
以
降

に
進
展
し
た
多
様
な
属
性
に
基
づ
く
多
系
的
な
編
年
は
︑
そ
う
し
た
軍
事
組
織
研
究
の
前
提
と
し
て
の
編
年
に
再
検
討
が
必
要
な
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
︒
し
か
し
︑
革
綴
短
甲
︑
鋲
留
短
甲
︑
衝
角
付
冑
︑
眉
庇
付
冑
そ
れ
ぞ
れ
の
編
年
は
深
化
し
た
も
の
の
そ
れ
ら
を
統
合
し
た
編
年
は

構
築
さ
れ
ず
︑
新
た
な
総
合
的
な
編
年
に
基
づ
く
分
布
や
セ
ッ
ト
関
係
の
再
検
討
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
︒

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
て
筆
者
は
︑
革
綴
短
甲
︑
鋲
留
短
甲
︑
頸
甲
︑
衝
角
付
冑
︑
眉
庇
付
冑
と
い
う
甲
冑
の
主
要
部
位
の
型
式
的
な
分
析

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
分
化
と
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
組
み
合
わ
せ
を
検
討
し
︑
各
部
位
の
変
遷
が
非
常
に
整
合
的
に
対
応
す
る
こ
と

を
確
認
し
︑
甲
冑
の
総
合
的
な
編
年
を
提
示
し
た㉓

︒
加
え
て
︑
一
括
資
料
と
し
て
一
つ
の
古
墳
か
ら
複
数
の
甲
冑
が
出
土
し
た
際
に
︑
型
式
的

に
古
相
の
甲
冑
の
方
が
付
属
具
や
金
銅
装
の
有
無
な
ど
で
よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
︒
こ
う
し
た
検
討
に
よ
り
︑

副
葬
さ
れ
た
甲
冑
セ
ッ
ト
中
の
い
ず
れ
か
の
部
位
を
型
式
的
に
古
式
と
な
る
資
料
で
補
う
﹁
劣
っ
た
セ
ッ
ト
構
成
﹂
は
ご
く
例
外
的
で
あ
る
こ
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と
︑
ま
た
︑
こ
れ
ま
で
古
墳
時
代
の
武
器
・
武
具
研
究
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
﹁
最
新
の
武
器
﹂
こ
そ
が
よ
り
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
と
い

う
想
定
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

一
方
で
︑
新
た
に
提
示
し
た
編
年
と
系
統
差
の
認
識
に
基
づ
く
甲
冑
の
生
産
体
制
の
復
元
と
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
た
付
属
具
の
有
無
や
分
布
等

の
分
析
に
つ
い
て
は
未
着
手
で
あ
り
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ら
こ
そ
が
甲
冑
に
よ
る
軍
事
組
織
研
究
の
基
礎
と
な
る
部

分
で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
筆
者
が
新
た
に
提
示
し
た
甲
冑
編
年
と
系
統
差
の
理
解
に
基
づ
き
︑
甲
冑
の
生
産
体
制
と
倭
王
権

地
域
に
よ

る
授
受
の
実
態
と
そ
の
社
会
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
︒

①

末
永
雅
雄

一
九
三
四

﹃
日
本
上
代
の
甲
冑
﹄
岡
書
院
︒
の
ち
︑
末
永
雅
雄

一
九
八
一

﹃
増
補

日
本
上
代
の
甲
冑
﹄

木
耳
社
︒

②

小
林
行
雄

一
九
五
一

﹃
日
本
考
古
学
概
説
﹄

東
京
創
元
社
︑
大
塚
初
重

一
九
五
九

﹁
大
和
政
権
の
形
成
﹂
﹃
世
界
考
古
学
大
系
﹄
三

日
本
Ⅲ

平
凡

社
︒

③

北
野
耕
平

一
九
六
三

﹁
中
期
古
墳
の
副
葬
品
と
そ
の
技
術
史
的
意
義

鉄

製
甲
冑
に
お
け
る
新
技
術
の
出
現

﹂
﹃
近
畿
古
文
化
論
攷
﹄

吉
川
弘
文
館

一
六
三

一
八
四
頁
︑
北
野
耕
平

一
九
六
九

﹁
五
世
紀
に
お
け
る
甲
冑
出
土

古
墳
の
諸
問
題
﹂
︵
前
掲
︶
︒

④

野
上
𠀋
助

一
九
六
八

﹁
古
墳
時
代
に
お
け
る
甲
冑
の
変
遷
と
そ
の
技
術
史

的
意
義
﹂
﹃
考
古
学
研
究
﹄
第
一
四
巻
第
四
号

考
古
学
研
究
会

一
二

四
三

頁
︑
野
上
𠀋
助

一
九
七
五

﹁
甲
冑
製
作
技
法
と
系
譜
を
め
ぐ
る
問
題
点
・

上
﹂
﹃
考
古
学
研
究
﹄
第
二
一
巻
第
四
号

考
古
学
研
究
会

三
四

五
八
頁
︑

小
林
謙
一

一
九
七
四

﹁
甲
冑
製
作
技
術
の
変
遷
と
工
人
の
系
統
︵
上
︶
﹂
﹃
考

古
学
研
究
﹄
第
二
〇
巻
第
四
号

考
古
学
研
究
会

四
八

六
八
頁
︑
小
林
謙
一

一
九
七
四

﹁
甲
冑
製
作
技
術
の
変
遷
と
工
人
の
系
統
︵
下
︶
﹂
﹃
考
古
学
研
究
﹄

第
二
一
巻
第
二
号

考
古
学
研
究
会

三
七

四
九
頁
︒

⑤

田
中
新
史

一
九
七
五

﹁
五
世
紀
に
お
け
る
短
甲
出
土
古
墳
の
一
様
相

房

総
出
土
の
短
甲
と
そ
の
古
墳
を
中
心
と
し
て
﹂
﹃
史
館
﹄
第
五
号

弘
文
社

八

〇

一
〇
三
頁
︑
田
中
新
史

一
九
七
八

﹁
御
嶽
山
古
墳
出
土
の
短
甲
﹂
﹃
考

古
学
雑
誌
﹄
第
六
四
巻
第
一
号

日
本
考
古
学
会

二
八

四
四
頁
︒

⑥

川
西
宏
幸

一
九
八
三

﹁
中
期
畿
内
政
権
論
﹂
﹃
考
古
学
雑
誌
﹄
第
六
九
巻

第
二
号

日
本
考
古
学
会

一

三
五
頁
︒

⑦

藤
田
和
尊

一
九
八
四

﹁
頸
甲
編
年
と
そ
の
意
義
﹂
﹃
関
西
大
学
考
古
学
研

究
紀
要
﹄
四

関
西
大
学
考
古
学
研
究
室

五
五

七
二
頁
︑
藤
田
和
尊

一
九

八
八

﹁
古
墳
時
代
に
お
け
る
武
器
・
武
具
保
有
形
態
の
変
遷
﹂
﹃
橿
原
考
古
学

研
究
所
論
集
﹄
第
八

吉
川
弘
文
館

四
二
五

五
一
〇
頁
︑
の
ち
︑
藤
田
和
尊

二
〇
〇
六

﹃
古
墳
時
代
の
王
権
と
軍
事
﹄
︵
前
掲
︶
︒

⑧

田
中
晋
作

一
九
八
一

﹁
武
器
の
所
有
形
態
か
ら
み
た
古
墳
被
葬
者
の
性

格
﹂
﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
第
九
三
号

大
阪
歴
史
学
会

一

二
〇
頁
︑
田
中
晋
作

一
九
九
三

﹁
武
器
の
所
有
形
態
か
ら
み
た
常
備
軍
成
立
の
可
能
性
に
つ
い
て

︵
上
︶
﹂
﹃
古
代
文
化
﹄
第
四
五
巻
八
号

古
代
学
協
会

一
三

二
一
頁
︑
田
中

晋
作

一
九
九
三

﹁
武
器
の
所
有
形
態
か
ら
み
た
常
備
軍
成
立
の
可
能
性
に
つ

い
て
︵
下
︶
﹂
﹃
古
代
文
化
﹄
第
四
五
巻
一
〇
号

古
代
学
協
会

一
四

二
三
頁
︑

の
ち
︑
田
中
晋
作

二
〇
〇
一

﹃
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
の
研
究
﹄
︵
前
掲
︶
︒

⑨

松
木
武
彦

一
九
九
四

﹁
古
墳
時
代
の
武
器
・
武
具
お
よ
び
軍
事
組
織
研
究

古墳時代甲冑の系統と授受（川畑）
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の
動
向
﹂
﹃
考
古
学
研
究
﹄
第
四
一
巻
第
一
号

考
古
学
研
究
会

九
四

一
〇

四
頁
︑
松
木
武
彦

一
九
九
五

﹁
考
古
資
料
に
よ
る
軍
事
組
織
研
究
の
現
状
と

展
望
﹂
﹃
展
望
考
古
学
﹄

考
古
学
研
究
会
四
〇
周
年
記
念
論
集

考
古
学
研
究

会

一
四
八

一
五
三
頁
︒
対
し
て
︑
田
中
晋
作

一
九
九
五

﹁
古
墳
時
代
中

期
に
お
け
る
軍
事
組
織
に
つ
い
て
﹂
﹃
考
古
学
研
究
﹄
第
四
一
巻
第
四
号

考
古

学
研
究
会

九
六

一
〇
三
頁
︑
藤
田
和
尊

一
九
九
五

﹁
古
墳
時
代
中
期
に

お
け
る
軍
事
組
織
の
実
体
﹂
﹃
考
古
学
研
究
﹄
第
四
一
巻
第
四
号

考
古
学
研
究

会

七
八

九
五
頁
︑
と
い
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
た
︒

⑩

吉
村
和
昭

一
九
八
八

﹁
短
甲
系
譜
試
論

鋲
留
技
法
導
入
以
後
を
中
心
と

し
て

﹂
﹃
橿
原
考
古
学
研
究
所
紀
要
考
古
学
論
攷
﹄
第
一
三
冊

奈
良
県
立
橿

原
考
古
学
研
究
所

二
三

三
九
頁
︒

⑪

滝
沢

誠

一
九
九
一

﹁
鋲
留
短
甲
の
編
年
﹂
﹃
考
古
学
雑
誌
﹄
第
七
六
巻

第
三
号

日
本
考
古
学
会

一
六

六
一
頁
︑
の
ち
︑
滝
沢

誠

二
〇
一
五

﹃
古
墳
時
代
の
軍
事
組
織
と
政
治
構
造
﹄
︵
前
掲
︶
︒

⑫

橋
本
達
也

一
九
九
八

﹁
竪
矧
板
・
方
形
板
革
綴
短
甲
の
技
術
と
系
譜
﹂

﹃
青
丘
学
術
論
集
﹄
第
一
二
集

韓
国
文
化
研
究
振
興
財
団

四
七

七
六
頁
︑

阪
口
英
毅

二
〇
一
〇

﹁
帯
金
式
甲
冑
の
成
立
﹂
﹃
遠
古
登
攀
﹄

遠
古
登
攀

刊
行
会

真
陽
社

三
〇
五

三
二
〇
頁
︒

⑬

阪
口
英
毅

一
九
九
八

﹁
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲

変
遷
と

そ
の
特
質

﹂
﹃
史
林
﹄
第
八
一
巻
第
五
号

史
学
研
究
会

一

三
九
頁
︑
鈴

木
一
有

一
九
九
六

﹁
三
角
板
系
短
甲
に
つ
い
て

千
人
塚
古
墳
の
研
究

︵
二
︶

﹂
﹃
浜
松
市
博
物
館
館
報
﹄
Ⅷ

浜
松
市
博
物
館

二
三

四
五
頁
︑

鈴
木
一
有

二
〇
〇
八

﹁
前
胴
長
方
形
分
割
の
三
角
板
短
甲
﹂
﹃
森
町
円
田
丘

陵
の
古
墳
群
﹄
静
岡
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所
調
査
報
告
第
一
八
六
集

静
岡

県
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
所

二
七
一

二
八
三
頁
︑
松
木
武
彦

二
〇
一
〇

﹁
古
墳
時
代
中
期
短
甲
の
変
遷
と
そ
の
背
景
﹂
﹃
待
兼
山
考
古
学
論
集
Ⅱ

大
阪

大
学
考
古
学
研
究
室
二
〇
周
年
記
念
論
集

﹄

大
阪
大
学
考
古
学
友
の
会

四

六
五

四
八
〇
頁
︒

⑭

滝
沢

誠

一
九
九
四

﹁
甲
冑
出
土
古
墳
か
ら
み
た
古
墳
時
代
前
・
中
期
の

軍
事
編
成
﹂
﹃
日
本
と
世
界
の
考
古
学

現
代
考
古
学
の
展
開

﹄

雄
山
閣
出

版

一
九
八

二
一
五
頁
︑
の
ち
︑
滝
沢

誠

二
〇
一
五

﹃
古
墳
時
代
の
軍

事
組
織
と
政
治
構
造
﹄
︵
前
掲
︶
︒

⑮

田
中
晋
作

二
〇
〇
一

﹃
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
の
研
究
﹄
︵
前
掲
︶
︑
藤
田

和
尊

二
〇
〇
六

﹃
古
墳
時
代
の
王
権
と
軍
事
﹄
︵
前
掲
︶
︒

⑯

滝
沢

誠

二
〇
〇
八

﹃
古
墳
時
代
中
期
に
お
け
る
短
甲
の
同
工
品
に
関
す

る
基
礎
的
研
究
﹄

静
岡
大
学
人
文
学
部
︑
の
ち
︑
滝
沢

誠

二
〇
一
五

﹃
古
墳
時
代
の
軍
事
組
織
と
政
治
構
造
﹄
︵
前
掲
︶
︒

⑰

吉
村
和
昭

二
〇
一
四

﹃
三
次
元
レ
ー
ザ
ー
計
測
を
利
用
し
た
古
墳
時
代
甲

冑
製
作
の
復
元
的
研
究
﹄

平
成
二
三
年
度
～
二
五
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業

︵
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
︶
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶
研
究
成
果
報
告
書

奈
良
県

立
橿
原
考
古
学
研
究
所
︑
吉
村
和
昭

二
〇
一
七

﹃
古
墳
時
代
甲
冑
製
作
に
お

け
る
﹁
型
紙
﹂
の
新
例
発
見
と
そ
の
意
義
﹄
︵
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
︶

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
︒

⑱

橋
本
達
也

一
九
九
五

﹁
古
墳
時
代
中
期
に
お
け
る
金
工
技
術
の
変
革
と
そ

の
意
義

眉
庇
付
冑
を
中
心
と
し
て

﹂
﹃
考
古
学
雑
誌
﹄
第
八
〇
巻
第
四
号

日
本
考
古
学
会

一

三
三
頁
︑
山
田
琴
子

二
〇
〇
二

﹁
小
札
鋲
留
衝
角
付

冑
と
横
矧
板
鋲
留
衝
角
付
冑
﹂
﹃
溯
航
﹄
第
二
〇
号

早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
考
古
談
話
会

一
六

三
六
頁
︑
鈴
木
一
有

二
〇
一
二

﹁
小
札
鋲
留

衝
角
付
冑
の
変
遷
と
そ
の
意
義
﹂
﹃
マ
ロ
塚
古
墳
出
土
品
を
中
心
に
し
た
古
墳
時

代
中
期
武
器
武
具
の
研
究
﹄
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
一
七
三
集

国

立
歴
史
民
俗
博
物
館

四
三
五

四
五
六
頁
︒

⑲

川
畑

純

二
〇
一
五

﹃
武
具
が
語
る
古
代
史

古
墳
時
代
社
会
の
構
造
転

換

﹄
プ
リ
ミ
エ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
六
〇

京
都
大
学
学
術
出
版
会
︒

⑳

福
尾
正
彦

一
九
八
七

﹁
眉
庇
付
冑
の
系
譜

そ
の
出
現
期
を
中
心
に

﹂
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﹃
東
ア
ジ
ア
の
考
古
と
歴
史
﹄

同
朋
舎

一
三
五

一
六
七
頁
︑
塚
本
敏
夫

一
九
九
三

﹁
鋲
留
甲
冑
の
技
術
﹂
﹃
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹄
N
o.三
六
六

ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
社

二
二

二
六
頁
︑
橋
本
達
也

一
九
九
五

﹁
古
墳

時
代
中
期
に
お
け
る
金
工
技
術
の
変
革
と
そ
の
意
義

眉
庇
付
冑
を
中
心
と
し
て

﹂
︵
前
掲
︶
な
ど
︒

㉑

内
山
敏
行

二
〇
〇
八

﹁
古
墳
時
代
の
武
具
生
産

古
墳
時
代
中
期
甲
冑
の

二
系
統
を
中
心
に

﹂
﹃
地
域
と
文
化
の
考
古
学
﹄
Ⅱ

明
治
大
学
文
学
部
考
古

学
研
究
室

三
七
九

三
九
二
頁
︒

㉒

柳
沢
一
男
ほ
か

一
九
九
三

﹃
甲
冑
出
土
古
墳
に
み
る
武
器
・
武
具
の
変

遷
﹄

第
三
三
回
埋
蔵
文
化
財
研
究
集
会

埋
蔵
文
化
財
研
究
会
︑
橋
本
達
也
・

鈴
木
一
有

二
〇
一
四

﹃
古
墳
時
代
甲
冑
集
成
﹄

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
︑
阪
口
英
毅

二
〇
一
三

﹁
⑨
甲
冑
﹂
﹃
副
葬
品
の
型
式
と
編
年
﹄
古
墳

時
代
の
考
古
学
四

同
成
社

一
一
一

一
二
四
頁
︑
阪
口
英
毅

二
〇
一
七

﹁
甲
冑
研
究
の
動
向

�

�

年
代
を
中
心
に

﹂
﹃
月
刊

考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ

ル
﹄
N
o.七
〇
一

ニ
ュ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
社

五

九
頁
︒
韓
国
に
お
け
る
集

成
は
︑
李
賢
珠
︵
編
︶

二
〇
一
〇

﹃
韓
国
의
古
代
甲
冑
﹄

福
泉
博
物
館
学

術
研
究
叢
書

福
泉
博
物
館
︑
金
赫
中
︵
編
︶

二
〇
一
五

﹃
갑
주

전
사
의

상
징
﹄

国
立
金
海
博
物
館
︒

㉓

川
畑

純

二
〇
一
六

﹃
甲
冑
編
年
の
再
構
築
に
基
づ
く
モ
ノ
の
履
歴
と
扱

い
の
研
究
﹄
平
成
二
四
～
二
七
年
度
科
学
研
究
費
︵
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金

︵
若
手
研
究
︵
Ｂ
︶
︶
研
究
成
果
報
告
書

奈
良
文
化
財
研
究
所
︒

第
三
章

分

析

の

前

提

�

鋲
留
短
甲
の
系
統
に
つ
い
て

鋲
留
甲
冑
に
複
数
の
系
統
が
存
在
す
る
こ
と
は
研
究
史
中
で
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
詳
細
な
論
証
は
別
稿
に
譲
る
が
︑
そ
れ
は
︑

①
鋲
留
短
甲
に
は
技
術
的
・
構
造
的
な
特
徴
を
異
に
す
る
い
く
つ
か
の
系
統
が
存
在
す
る
︒

②
そ
れ
ら
各
系
統
は
部
材
の
製
作
か
ら
組
み
立
て
ま
で
一
定
の
独
自
性
を
持
つ
︒

③
各
系
統
は
金
銅
や
皮
革
の
使
用
な
ど
異
な
る
技
術
的
の
基
盤
や
選
択
指
向
を
も
ち
︑
そ
れ
は
素
材
の
確
保
や
技
術
・
工
人
編
成
と
い
っ
た

基
幹
部
分
の
違
い
を
反
映
す
る
︒

④
た
だ
し
︑
各
系
統
間
で
の
生
産
体
制
は
一
様
に
離
れ
て
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
一
定
の
近
縁
関
係
を
持
つ
系
統
も
存
在
す
る
︒

と
約
言
で
き
る
︒
特
に
新
相
の
鋲
留
甲
冑
は
い
く
つ
か
の
単
位
で
あ
る
程
度
独
立
的
に
生
産
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

古墳時代甲冑の系統と授受（川畑）
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ち
な
み
に
短
甲
の
系
統
は
︑
視
覚
的
に
最
も
わ
か
り
や
す
い
要
素
で
あ
る
蝶
番
金
具

の
違
い
に
よ
り
代
表
さ
せ
て
名
称
を
つ
け
て
お
り
︑
開
閉
構
造
を
持
た
な
い
﹁
胴
一
連

系
統
﹂
︑
﹁
長
方
形
�
鋲
系
統
﹂
︑
﹁
方
形
�
鋲
系
統
﹂
︑
﹁
方
形
�
鋲
系
統
﹂
︵
爪
形
�
鋲
の

蝶
番
金
具
の
も
の
を
含
む
︶
︑
﹁
長
釣
壺
系
統
﹂
︑
﹁
釣
壺
系
統
﹂
︑
﹁
軸
筒
系
統
﹂
と
各
系
統

を
呼
称
す
る
︵
第
�
図
・
第
�
図
︶
︒

�

甲
冑
の
時
期
設
定

詳
細
は
前
稿①
に
よ
る
が
︑
本
稿
で
の
編
年
は
次
の
一
二
期
に
基
づ
く
︒

�

期

鉄
製
短
甲
が
出
現
︒
竪
矧
板
革
綴
短
甲
と
そ
れ
に
続
く
古
相
の
方
形
板
革
綴

短
甲
か
ら
な
る
︒
︵
前
期
中
葉
～
後
葉
：
四
世
紀
前
葉
～
中
葉
ご
ろ
︶

�

期

方
形
板
革
綴
短
甲
の
型
式
変
化
が
進
み
︑
新
相
の
一
群
が
出
現
︒
︵
前
期
後
葉

～
末
：
四
世
紀
中
葉
ご
ろ
︶

�

期

帯
金
に
代
表
さ
れ
る
フ
レ
ー
ム
構
造②
が
採
用
さ
れ
︑
長
方
板
革
綴
短
甲
が
成

立
︒
︵
前
期
末
～
中
期
初
頭
：
四
世
紀
後
葉
～
末
ご
ろ
︶

�

期

三
角
板
革
綴
短
甲
が
成
立
し
︑
長
方
板
革
綴
短
甲
と
併
存
︒
頸
甲
・
肩
甲
や

三
角
板
革
綴
衝
角
付
冑
が
出
現
︒
︵
中
期
初
頭
～
前
葉
：
四
世
紀
末
ご
ろ
︶

�

期

前
段
階
と
基
本
的
な
組
み
合
わ
せ
は
同
じ
だ
が
︑
型
式
変
化
が
進
む
︒
︵
中

期
前
葉
：
五
世
紀
初
頭
ご
ろ
︶

�

期

連
接
方
式
に
鋲
留
技
法
が
出
現
︒
長
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
や
鋲
留
衝
角
付
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〈前〉 〈後〉

第�図 短甲の部分名称

〈前〉 〈後〉

第�図 短甲の部分名称

〈前〉 〈後〉

第�図 短甲の部分名称

〈前〉 〈後〉

第�図 短甲の部分名称

冑
︑
眉
庇
付
冑
が
成
立
︒
︵
中
期
前
葉
～
中
葉
：
五
世
紀
前
葉
ご
ろ
︶

�

期

胴
一
連
系
統
︑
長
釣
壺
系
統
︑
方
形
�
鋲
系
統
の
鋲
留
短
甲
が
出
現
し
︑
短
甲
生

産
が
多
系
化
︒
革
綴
短
甲
の
生
産
が
終
了
︒
頸
甲
・
衝
角
付
冑
・
眉
庇
付
冑
と
も
型
式
変
化

が
進
む
︒
︵
中
期
中
葉
：
五
世
紀
前
葉
～
中
葉
ご
ろ
︶

	

期

横
矧
板
鋲
留
短
甲
や
内
接
式
の
衝
角
付
冑
が
成
立
す
る
な
ど
︑
型
式
変
化
が
進
む
︒

︵
中
期
中
葉
～
後
葉
：
五
世
紀
中
葉
ご
ろ
︶




期

い
ず
れ
も
型
式
変
化
が
進
む
︒
前
胴
に
も
三
角
板
を
用
い
る
三
角
板
鋲
留
短
甲
の

生
産
は
こ
の
段
階
で
終
了
︒
釣
壺
系
統
︑
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
が
成
立
︒
︵
中
期
後
葉
：
五

世
紀
後
葉
ご
ろ
︶

10
期

三
角
板
・
横
矧
板
併
用
鋲
留
短
甲
と
横
矧
板
鋲
留
短
甲
︑
横
矧
板
革
綴
短
甲
か
ら

な
る
︒
こ
の
段
階
で
眉
庇
付
冑
の
生
産
が
終
了
︒
︵
中
期
後
葉
：
五
世
紀
後
葉
ご
ろ
︶

11
期

三
角
板
を
使
用
す
る
短
甲
が
完
全
に
み
ら
れ
な
く
な
る
︒
頸
甲
と
小
札
鋲
留
衝
角

付
冑
の
生
産
は
こ
の
段
階
で
終
了
︒
︵
中
期
末
：
五
世
紀
末
ご
ろ
︶

12
期

段
階
設
定
と
し
て
や
や
心
許
な
い
が
︑
横
矧
板
鋲
留
短
甲
と
横
矧
板
鋲
留
衝
角
付

冑
の
み
か
ら
な
る
︒
︵
中
期
末
：
五
世
紀
末
ご
ろ
︶

�

衝
角
付
冑
・
眉
庇
付
冑
の
系
統
と
変
遷

古
墳
時
代
中
期
の
主
要
な
冑
で
あ
る
衝
角
付
冑
と
眉
庇
付
冑
に
つ
い
て
も
す
で
に
詳
細
を

論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る③
︒
そ
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
︵
第
�
図
︶
︒

古墳時代甲冑の系統と授受（川畑）
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第�図 冑の形式と衝角付冑の衝角底板連接手法・眉庇付冑の庇部文様の変遷第�図 冑の形式と衝角付冑の衝角底板連接手法・眉庇付冑の庇部文様の変遷第�図 冑の形式と衝角付冑の衝角底板連接手法・眉庇付冑の庇部文様の変遷

衝
角
付
冑
は
衝
角
底
板
の
連
接
手
法
の
違
い
か

ら
変
遷
と
系
統
差
が
判
明
す
る
︒
�
期
の
成
立
当

初
は
横
接
式
か
ら
上
接
�
式
・
�
式
・
�
式
へ
と

単
一
系
統
で
変
化
し
︑
そ
の
後
︑
上
接
�
式
か
ら

上
内
接
式
︑
内
接
�
式
︑
内
接
�
式
︑
内
接
�
式

へ
と
変
化
す
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
�
期
に
は
少
数

例
だ
が
上
接
�
式
か
ら
分
化
す
る
形
で
上
下
接
式

が
成
立
し
︑
さ
ら
に
�
期
か
ら
�
期
ご
ろ
に
は
内

接
�
式
か
ら
分
化
す
る
形
で
外
接
式
が
成
立
し
主

要
な
系
列
を
な
す
︒
時
期
に
も
よ
る
が
�
期
以
降

は
上
下
接
式
︑
上
内
接
式
︑
内
接
式
︑
外
接
式
の

二
︑
三
系
統
が
併
存
す
る
︒
そ
う
し
た
型
式
変
化

に
合
わ
せ
て
主
要
な
地
板
の
形
態
も
お
お
む
ね
三

角
板
か
ら
小
札
︑
横
矧
板
へ
と
変
化
す
る
︒

眉
庇
付
冑
は
庇
部
文
様
の
違
い
が
生
産
系
統
の

違
い
を
最
も
明
瞭
に
示
す
︒
�
期
の
主
た
る
型
式

の
成
立
段
階
か
ら
す
で
に
複
数
系
統
が
認
め
ら
れ
︑

無
透
系
︑
葉
文
系
Ａ
類
・
Ｂ
類
︑
三
角
文
系
Ａ

類
・
Ｂ
類
︑
レ
ン
ズ
文
系
Ａ
類
・
Ｂ
類
と
分
類
で
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き
る
︒
う
ち
︑
レ
ン
ズ
文
系
と
三
角
文
系
は
Ａ
�
類
か
ら
Ａ
�
類
︑
Ａ
�
類
と
い
う
よ
う
に
文
様
が
変
化
す
る
︒
地
板
の
形
態
は
竪
矧
板
が
古

相
だ
が
︑
小
札
や
横
矧
板
も
や
や
遅
れ
て
出
現
し
そ
れ
ぞ
れ
が
併
存
す
る
︒
ま
た
︑
眉
庇
付
冑
で
は
系
統
の
違
い
と
冑
の
金
銅
装
の
有
無
が
概

ね
対
応
し
て
お
り
︑
金
銅
装
と
す
る
︵
＝
金
銅
を
使
用
す
る
技
術
を
持
つ
︶
系
統
と
技
術
を
持
た
な
い
系
統
に
分
か
れ
る
︒
こ
う
し
た
様
相
は
短

甲
に
お
け
る
系
統
の
違
い
と
蝶
番
金
具
の
金
銅
装
の
有
無
と
い
う
状
況
と
一
致
し
て
お
り
︑
甲
冑
の
生
産
に
お
い
て
は
金
銅
を
使
用
す
る
技
術

を
持
つ
系
統
と
持
た
な
い
系
統
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

頸
甲
・
衝
角
付
冑
・
眉
庇
付
冑
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
型
式
変
遷
を
論
じ
る
こ
と
が
可
能
だ
が
︑
組
み
合
う
短
甲
と
矛
盾
な
く
変
遷

す
る
た
め
︑
以
下
︑
数
量
的
に
も
組
み
合
わ
せ
的
に
も
主
と
な
る
短
甲
の
時
期
区
分
で
あ
る
右
記
の
12
期
の
変
遷
を
も
と
に
議
論
を
進
め
る
︒

①

川
畑

純

二
〇
一
六

﹃
甲
冑
編
年
の
再
構
築
に
基
づ
く
モ
ノ
の
履
歴
と
扱

い
の
研
究
﹄
︵
前
掲
︶
︒

②

長
方
板
革
綴
短
甲
以
降
の
短
甲
は
︑
押
付
板
や
裾
板
︑
帯
金
と
い
っ
た
短
甲
の

枠
組
を
構
成
す
る
部
材
の
間
に
地
板
を
配
置
す
る
こ
と
で
短
甲
全
体
を
構
成
す
る

も
の
で
︑
そ
れ
以
前
の
竪
矧
板
革
綴
短
甲
や
方
形
板
革
綴
短
甲
と
は
製
作
手
順
や

設
計
構
造
上
大
き
な
違
い
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
フ
レ
ー
ム
構
造
を
持
つ
甲
冑
は

﹁
帯
金
式
甲
冑
﹂
と
呼
称
さ
れ
︑
そ
の
出
現
が
製
作
技
術
上
の
画
期
と
さ
れ
る
︒

古
谷

毅

一
九
九
六

﹁
古
墳
時
代
甲
冑
研
究
の
方
法
と
課
題
﹂
﹃
考
古
学
雑

誌
﹄
第
八
一
巻
第
四
号

日
本
考
古
学
会

五
八

八
五
頁
︒

③

川
畑

純

二
〇
一
五

﹃
武
具
が
語
る
古
代
史

古
墳
時
代
社
会
の
構
造
転

換

﹄
︵
前
掲
︶
︒

第
四
章

甲
冑
の
組
み
合
わ
せ
と
系
統
・
格
差

�

甲
冑
の
組
み
合
わ
せ
の
変
遷

以
下
︑
特
に
断
り
の
な
い
限
り
︑
本
稿
の
末
に
提
示
し
た
一
覧
︵
第
�
表
︶
に
基
づ
き
分
析
す
る
︒
こ
こ
で
提
示
・
検
討
し
た
も
の
は
︑
段

階
設
定
と
系
統
区
分
が
可
能
な
あ
る
程
度
遺
存
状
態
の
良
い
短
甲
を
中
心
と
す
る
甲
冑
に
限
定
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
組
み
合
わ
せ
と
し
て
提
示

し
た
頸
甲
や
冑
は
原
則
と
し
て
出
土
時
の
組
み
合
わ
せ
に
基
づ
く
︒
そ
の
た
め
︑
同
一
古
墳
か
ら
付
属
具
が
出
土
し
て
い
て
も
別
の
甲
に
組
み

古墳時代甲冑の系統と授受（川畑）
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第�表 短甲の形式と組み合う付属具第�表 短甲の形式と組み合う付属具第�表 短甲の形式と組み合う付属具

合
う
場
合
な
ど
︑
一
覧
に
記
載
し
て
い
な
い

場
合
が
あ
る
︒
第
�
表
と
し
て
︑
短
甲
の
形

式
ご
と
に
組
み
合
う
付
属
具
の
状
況
を
︑
第

�
表
と
し
て
短
甲
の
系
統
ご
と
に
組
み
合
う

付
属
具
と
冑
の
型
式
を
提
示
し
た
︒

�
期
・
�
期
・
�
期
は
頸
甲
と
冑
の
出
現

以
前
の
段
階
で
︑
組
み
合
わ
せ
を
検
討
で
き

な
い
︒
�
期
・
�
期
の
竪
矧
板
革
綴
短
甲
・

方
形
板
革
綴
短
甲
の
特
徴
と
し
て
︑
出
土
古

墳
が
前
方
後
円
墳
・
前
方
後
方
墳
や
近
畿
・

九
州
北
部
の
円
墳
・
方
墳
に
限
ら
れ
る
と
い

う
点
が
︑
後
続
す
る
長
方
板
革
綴
短
甲
・
三

角
板
革
綴
短
甲
と
の
違
い
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
き
た①
︒
こ
う
し
た
特
徴
は
�
期
に
も
同
様

に
認
め
ら
れ
︑
�
期
～
�
期
は
頸
甲
や
冑
の

不
在
と
合
わ
せ
て
一
連
で
評
価
で
き
る
︒
帯

金
な
ど
の
フ
レ
ー
ム
構
造
を
持
つ
長
方
板
革

綴
短
甲
の
出
現
が
短
甲
生
産
の
画
期
と
し
て

論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が②
︑
そ
れ
は
あ
く
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第�表 短甲の系統と組み合う付属具第�表 短甲の系統と組み合う付属具第�表 短甲の系統と組み合う付属具第�表 短甲の系統と組み合う付属具

古墳時代甲冑の系統と授受（川畑）
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ま
で
型
式
的
な
画
期
で
あ
り
︑
型
式
変
化
が
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
生
産
体
制
の
革
新
や
出
土
古
墳
の
様
相
の
違
い
に
は
直
結
し
な
い
︒

�
期
は
頸
甲
と
衝
角
付
冑
が
出
現
し
︑
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
が
併
存
す
る
な
ど
︑
�
期
ま
で
と
比
べ
て
大
き
な
変
化
を
み

せ
る
︒
長
方
板
革
綴
短
甲
は
提
示
し
た
六
例
の
う
ち
五
例
が
頸
甲
と
︑
一
例
が
冑
と
組
み
合
う
︒
一
方
の
三
角
板
革
綴
短
甲
は
襟
付
短
甲
を
除

け
ば
︑
提
示
し
た
五
例
の
う
ち
二
例
が
頸
甲
と
︑
二
例
が
冑
と
組
み
合
う
︒
長
方
板
革
綴
短
甲
は
頸
甲
と
組
み
合
う
も
の
が
多
く
︑
三
角
板
革

綴
短
甲
は
頸
甲
と
組
み
合
う
も
の
が
少
な
い
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
︒

そ
う
し
た
�
期
の
傾
向
は
�
期
に
も
継
続
す
る
︒
長
方
板
革
綴
短
甲
一
一
例
は
頸
甲
七
例
︑
冑
七
例
と
組
み
合
う
の
に
対
し
︑
襟
付
短
甲
を

除
く
三
角
板
革
綴
短
甲
一
一
例
は
頸
甲
二
例
︑
冑
六
例
と
組
み
合
う
︒
明
ら
か
に
頸
甲
と
組
み
合
う
比
率
で
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴

短
甲
に
違
い
が
あ
る
︒

�
期
・
�
期
の
様
相
は
�
期
に
長
方
板
革
綴
短
甲
が
激
減
す
る
と
大
き
く
変
化
す
る
︒
長
方
板
革
綴
短
甲
三
例
は
頸
甲
一
例
︑
冑
一
例
と
組

み
合
い
︑
襟
付
短
甲
を
除
く
三
角
板
革
綴
短
甲
二
三
例
は
頸
甲
一
二
例
︑
冑
一
四
例
と
組
み
合
う
︒
�
期
ま
で
は
三
角
板
革
綴
短
甲
と
頸
甲
の

組
み
合
わ
せ
は
稀
で
あ
っ
た
が
︑
長
方
板
革
綴
短
甲
の
激
減
・
終
焉
に
伴
い
そ
の
機
能
を
継
承
す
る
か
の
よ
う
に
頸
甲
と
の
組
み
合
わ
せ
が
多

く
な
る
︒
な
お
︑
�
期
に
は
長
方
形
�
鋲
系
統
の
鋲
留
短
甲
が
出
現
す
る
が
︑
い
ず
れ
も
冑
と
組
み
合
う
︒

�
期
に
は
革
綴
短
甲
が
み
ら
れ
な
く
な
る
一
方
で
︑
鋲
留
短
甲
の
多
系
化
が
生
じ
る
︒
必
ず
し
も
明
瞭
に
分
か
れ
る
訳
で
は
な
い
が
︑
胴
一

連
系
統
の
短
甲
は
葉
文
系
Ｂ
類
・
レ
ン
ズ
文
系
Ｂ
類
・
三
角
文
系
Ａ
類
の
眉
庇
付
冑
と
︑
長
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
は
葉
文
系
Ａ
類
・
Ｂ
類
と

三
角
文
系
Ａ
類
の
眉
庇
付
冑
と
︑
長
釣
壺
系
統
の
短
甲
は
葉
文
系
Ｂ
類
・
レ
ン
ズ
文
系
の
眉
庇
付
冑
と
組
み
合
う
傾
向
が
あ
る
な
ど
︑
短
甲
の

系
統
と
眉
庇
付
冑
の
系
統
に
一
定
の
相
関
性
が
認
め
ら
れ
る
︒
二
例
だ
け
だ
が
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
は
ど
ち
ら
も
衝
角
付
冑
と
組
み
合
う
点

も
︑
短
甲
の
系
統
と
冑
の
対
応
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
︒

�
期
に
は
横
矧
板
鋲
留
短
甲
が
出
現
す
る
が
︑
三
角
板
鋲
留
短
甲
に
比
べ
て
明
ら
か
に
付
属
具
の
共
伴
率
が
低
い
︒
三
角
板
鋲
留
短
甲
一
五

例
の
う
ち
一
〇
例
で
頸
甲
と
冑
を
伴
い
︑
短
甲
だ
け
の
も
の
は
�
例
で
あ
る
の
に
対
し
︑
横
矧
板
鋲
留
短
甲
で
は
一
九
例
の
う
ち
頸
甲
と
冑
を

16 (332)



伴
う
の
は
五
例
で
︑
一
三
例
は
短
甲
の
み
で
あ
る
︒
付
属
具
の
共
伴
率
か
ら
す
る
と
前
段
階
か
ら
存
在
し
て
い
た
三
角
板
鋲
留
短
甲
を
よ
り
上

位
に
︑
新
た
に
導
入
さ
れ
た
横
矧
板
鋲
留
短
甲
を
下
位
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
︑
新
た
な
形
式
の
短
甲
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
系
統

ご
と
に
み
る
と
︑
胴
一
連
系
統
の
短
甲
一
一
例
の
う
ち
一
例
の
み
が
衝
角
付
冑
と
組
み
合
う
の
に
対
し
︑
七
例
が
眉
庇
付
冑
と
組
み
合
う
︒
一

方
︑
長
方
形
�
鋲
系
統
の
も
の
一
三
例
で
は
衝
角
付
冑
は
確
実
な
も
の
で
四
例
組
み
合
う
の
に
対
し
て
眉
庇
付
冑
は
一
例
と
︑
明
ら
か
に
胴
一

連
系
統
の
も
の
と
組
み
合
う
冑
の
種
類
に
違
い
を
み
せ
る
︒
長
方
形
�
鋲
系
統
と
組
み
合
う
衝
角
付
冑
は
内
接
式
の
も
の
が
多
い
点
も
注
目
さ

れ
る
︒
方
形
�
鋲
系
統
の
も
の
七
例
の
う
ち
冑
と
組
み
合
う
の
は
二
例
の
み
だ
が
︑
ど
ち
ら
も
外
接
式
の
衝
角
付
冑
で
あ
る
︒
短
甲
の
系
統
と

組
み
合
う
冑
が
衝
角
付
冑
か
眉
庇
付
冑
か
と
い
う
点
に
一
定
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
︒

�
期
に
は
�
期
の
横
矧
板
鋲
留
短
甲
導
入
当
初
に
み
ら
れ
た
三
角
板
鋲
留
短
甲
と
の
付
属
具
共
伴
率
の
格
差
は
消
滅
す
る
︒
ま
た
︑
眉
庇
付

冑
の
数
が
減
少
す
る
こ
と
で
組
み
合
わ
せ
の
様
相
が
一
変
す
る
︒
眉
庇
付
冑
と
組
み
合
う
割
合
が
高
か
っ
た
胴
一
連
系
統
で
は
︑
一
〇
例
の
う

ち
六
例
が
衝
角
付
冑
と
︑
二
例
が
眉
庇
付
冑
と
組
み
合
い
︑
六
例
で
頸
甲
と
組
み
合
う
︒
長
方
形
�
鋲
系
統
で
は
確
実
な
も
の
で
は
眉
庇
付
冑

と
の
組
み
合
わ
せ
は
一
例
の
み
で
︑
頸
甲
と
の
確
実
な
組
み
合
わ
せ
は
み
ら
れ
な
い
︒
方
形
�
鋲
系
統
で
は
一
例
で
眉
庇
付
冑
と
︑
二
例
で
衝

角
付
冑
と
組
み
合
い
︑
方
形
�
鋲
系
統
で
は
一
例
で
頸
甲
と
衝
角
付
冑
の
組
み
合
わ
せ
が
み
ら
れ
る
︒

10
期
に
は
胴
一
連
系
統
が
み
ら
れ
な
く
な
る
︒
長
方
形
�
鋲
系
統
で
は
一
二
例
の
う
ち
大
阪
府
黒
姫
山
古
墳
二
三
号
短
甲
一
例
の
み
が
衝
角

付
冑
・
眉
庇
付
冑
の
両
方
が
入
れ
込
ま
れ
た
形
で
出
土
し
て
い
る
が
︑
他
に
は
頸
甲
や
冑
と
組
み
合
う
も
の
は
み
ら
れ
ず
︑
�
期
と
同
様
に
付

属
具
を
伴
わ
な
い
系
統
と
し
て
明
確
な
特
徴
を
示
す
︒
一
方
の
方
形
�
鋲
系
統
は
一
〇
例
の
う
ち
四
例
が
衝
角
付
冑
と
︑
四
例
が
頸
甲
と
組
み

合
い
︑
短
甲
に
対
し
て
付
属
具
の
割
合
が
減
る
中
で
明
ら
か
に
高
い
付
属
具
の
共
伴
率
を
み
せ
る
︒
�
期
ま
で
は
付
属
具
は
胴
一
連
系
統
に
伴

う
こ
と
が
多
い
が
︑
胴
一
連
系
統
の
生
産
終
了
と
と
も
に
︑
付
属
具
と
の
組
み
合
わ
せ
は
方
形
�
鋲
系
統
に
移
行
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
︑
10
期
以
降
主
流
な
系
統
と
な
る
方
形
�
鋲
系
統
で
は
︑
冑
と
組
み
合
う
の
が
六
例
中
一
例
の
み
で③
︑
付
属
具
と
の
組
み
合
わ
せ
が
非
常

に
限
ら
れ
る
︒
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12
期
は
類
例
が
少
な
く
︑
ま
た
段
階
設
定
と
し
て
や
や
不
安
定
な
の
で
11
期
・
12
期
を
ま
と
め
て
検
討
す
る
︒
長
方
形
�
鋲
系
統
の
も
の
八

例
は
︑
衝
角
付
冑
三
例
︑
頸
甲
二
例
と
組
み
合
う
︒
方
形
�
鋲
系
統
で
は
六
例
中
一
例
が
頸
甲
と
衝
角
付
冑
と
組
み
合
う
︒
方
形
�
鋲
系
統
は

甲
冑
の
組
み
合
わ
せ
が
不
明
な
も
の
が
多
い
が
︑
確
実
に
付
属
具
と
組
み
合
う
も
の
は
現
状
で
認
め
ら
れ
な
い④
︒

�

甲
冑
の
組
み
合
わ
せ
の
意
味

い
く
つ
か
の
段
階
ご
と
に
短
甲
と
付
属
具
の
組
み
合
わ
せ
状
況
に
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
そ
れ
は
�
～
�
期
︑
�
・
�
期
︑

�
・
�
期
︑
�
・
�
期
︑
10
～
12
期
の
五
段
階
に
分
け
て
理
解
で
き
る
︒

Ⅰ
段
階
︵
�
～
�
期
︶
：
付
属
具
の
無
い
段
階
で
組
み
合
わ
せ
を
検
討
で
き
な
い
が
︑
い
ず
れ
も
前
方
後
円
墳
・
前
方
後
方
墳
や
︑
近
畿
地
方

と
九
州
北
部
の
円
墳
・
方
墳
か
ら
の
出
土
に
限
ら
れ
︑
各
期
が
同
様
の
様
相
を
示
す
と
い
え
る
︒

Ⅱ
段
階
︵
�
期
・
�
期
︶
：
頸
甲
と
組
み
合
う
長
方
板
革
綴
短
甲
と
組
み
合
わ
な
い
三
角
板
革
綴
短
甲
と
い
う
︑
短
甲
の
形
式
と
付
属
具
の
有

無
に
高
い
相
関
性
が
み
ら
れ
る
︒

Ⅲ
段
階
︵
�
期
・
�
期
︶
：
長
方
板
革
綴
短
甲
の
激
減
に
対
し
て
多
く
の
三
角
板
革
綴
短
甲
が
頸
甲
と
組
み
合
う
よ
う
に
な
り
︑
形
式
差
や
系

統
差
と
関
係
し
な
い
短
甲
・
頸
甲
・
冑
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
確
立
す
る
︒
非
常
に
高
い
割
合
で
付
属
具
が
伴
う
︒

Ⅳ
段
階
︵
�
期
・
�
期
︶
：
短
甲
の
系
統
ご
と
に
組
み
合
う
付
属
具
に
明
確
な
差
が
現
れ
る
︒
胴
一
連
系
統
は
付
属
具
の
共
伴
率
が
非
常
に
高

く
︑
他
系
統
は
相
対
的
に
低
い
︒
特
に
�
期
を
中
心
に
︑
胴
一
連
系
統
や
長
釣
壺
系
統
の
短
甲
に
は
眉
庇
付
冑
が
︑
長
方
形
�
鋲
系
統
や
方
形

�
鋲
系
統
に
は
衝
角
付
冑
が
伴
う
︒

Ⅴ
段
階
︵
10
～
12
期
︶
：
引
き
続
き
短
甲
の
系
統
と
付
属
具
の
共
伴
状
況
に
明
確
な
差
が
み
ら
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
付
属
具
の
共
伴
率
が
非
常
に

高
か
っ
た
胴
一
連
系
統
の
消
滅
後
︑
そ
の
特
徴
を
引
き
継
ぐ
か
の
よ
う
に
方
形
�
鋲
系
統
に
付
属
具
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
た
だ
し
︑

全
体
的
に
付
属
具
の
数
が
減
少
し
て
お
り
︑
短
甲
の
み
の
事
例
が
多
い
︒
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長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
は
型
式
変
化
の
方
向
性
や
脇
部
な
ど
の
地
板
配
置
方
式
が
共
通
す
る
た
め
︑
完
全
な
別
系
統
と
し
て

別
個
に
生
産
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
︒
頸
甲
を
伴
う
武
装
と
し
て
の
長
方
板
革
綴
短
甲
︑
伴
わ
な
い
三
角
板
革
綴
短
甲
と
い
う
︑
付
属
具
を
含

め
た
武
装
様
式
の
違
い
と
し
て
両
者
は
理
解
で
き
る
︒
そ
う
し
た
違
い
も
�
期
に
は
長
方
板
革
綴
短
甲
が
激
減
し
三
角
板
革
綴
短
甲
と
頸
甲
の

共
伴
率
が
一
気
に
上
昇
す
る
こ
と
か
ら
︑
長
方
板
革
綴
短
甲
が
担
っ
た
武
装
様
式
が
三
角
板
革
綴
短
甲
に
集
約
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
あ
る

い
は
︑
頸
甲
を
伴
わ
な
い
と
い
う
武
装
様
式
の
消
滅
が
︑
長
方
板
革
綴
短
甲
の
終
焉
を
も
た
ら
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
Ⅱ

段
階
と
し
た
�
期
・
�
期
に
は
短
甲
の
地
板
の
違
い
や
付
属
具
の
有
無
は
︑
甲
冑
全
体
で
の
武
装
様
式
を
相
補
的
に
補
完
す
る
形
で
機
能
し
︑

格
差
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
︒

�
期
の
鋲
留
短
甲
の
一
般
化
と
短
甲
の
系
統
分
化
後
は
︑
短
甲
と
組
み
合
う
冑
の
型
式
に
一
定
の
対
応
関
係
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
短

甲
や
冑
の
系
統
差
が
生
産
系
統
の
違
い
を
反
映
す
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
︑
で
あ
る
な
ら
ば
︑
こ
う
し
た
現
象
は
い
く
つ
か
の
生
産
系
統
が

あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
短
甲
と
冑
の
生
産
を
担
っ
た
姿
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
そ
の
中
で
︑
付
属
具
を
比
較
的
多
く
生
産
す

る
系
統
︑
ほ
ぼ
短
甲
の
生
産
の
み
に
限
定
す
る
系
統
と
い
う
よ
う
に
︑
独
自
の
体
制
を
確
立
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

�
期
以
降
こ
う
し
た
短
甲
系
統
と
付
属
具
の
組
み
合
わ
せ
の
違
い
が
大
き
く
な
る
︒
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
長
方
形
�
鋲
系
統
で
︑
�
期
に

は
半
数
を
超
え
︑
�
期
に
も
四
割
近
く
に
及
ん
だ
冑
の
共
伴
率
が
二
割
程
度
に
ま
で
落
ち
込
む
︒
�
期
以
降
︑
系
統
別
で
は
冑
の
共
伴
率
が
最

も
高
い
方
形
�
鋲
系
統
で
も
三
割
程
度
な
の
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
に
は
み
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
�
期
以
降
の
長
方
形
�
鋲
系
統
の

短
甲
に
組
み
合
う
冑
の
数
に
は
衝
角
付
冑
と
眉
庇
付
冑
が
一
点
ず
つ
入
れ
込
ま
れ
て
い
た
黒
姫
山
古
墳
二
三
号
短
甲
で
の
二
点
が
含
ま
れ
て
い

る
の
で
︑
実
際
の
組
み
合
わ
せ
比
率
は
よ
り
低
い
︒
ま
た
︑
冑
を
伴
う
確
実
な
五
例
の
う
ち
三
例
が
黒
姫
山
古
墳
か
ら
︑
二
例
が
島
内
地
下
式

横
穴
墓
群
か
ら
の
出
土
と
い
う
特
定
の
古
墳
や
地
域
に
集
中
す
る
状
況
も
︑
特
殊
事
例
と
す
べ
き
だ
ろ
う
か
︒

頸
甲
の
共
伴
率
の
差
は
よ
り
顕
著
で
︑
�
期
・
�
期
に
は
長
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
の
五
割
弱
に
頸
甲
が
伴
う
が
︑
�
期
以
降
で
は
二
三
例

中
二
例
し
か
頸
甲
と
組
み
合
わ
な
い
︒
方
形
�
鋲
系
統
で
は
二
割
程
度
の
短
甲
に
頸
甲
が
伴
う
の
で
︑
系
統
ご
と
の
差
は
大
き
い
︒
�
期
・
�
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期
の
よ
う
に
︑
短
甲
の
系
統
と
冑
の
系
統
に
一
定
の
関
係
が
み
ら
れ
る
状
況
と
は
異
な
り
︑
�
期
以
降
に
は
方
形
�
鋲
系
統
の
よ
う
に
付
属
具

を
多
く
持
つ
系
統
と
︑
長
方
形
�
鋲
系
統
や
方
形
�
鋲
系
統
の
よ
う
に
付
属
具
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
系
統
と
い
う
よ
う
に
︑
系
統
ご
と
の
付

属
具
の
有
無
に
大
き
な
差
が
現
れ
る
︒

�

系

統

と

生

産

こ
う
し
た
︑
特
に
�
期
以
降
の
短
甲
の
系
統
ご
と
に
み
ら
れ
る
付
属
具
の
共
伴
率
の
大
き
な
差
の
意
味
を
考
え
る
上
で
︑
改
め
て
各
系
統
の

型
式
的
な
特
徴
を
検
討
し
た
い
︒
短
甲
の
系
統
ご
と
の
違
い
に
は
︑
覆
輪
技
法
や
小
鉄
板
使
用
の
有
無⑤
︑
前
胴
竪
上
の
帯
金
の
有
無
等
が
あ
る

が
︑
こ
こ
で
は
前
胴
竪
上
�
段
の
帯
金
に
使
用
す
る
鋲
の
数
と
用
い
る
部
材
の
大
き
さ
に
注
目
す
る
︒

前
胴
竪
上
�
段
の
帯
金
に
使
用
す
る
鋲
の
数
を
各
系
統
ご
と
に
ま
と
め
た
の
が
第
�
表
で
あ
る
︒
鋲
数
は
﹁
Ａ
＋
Ｂ
﹂
の
よ
う
に
示
し
て
い

る
が
︑
そ
の
場
合
︑
竪
上
�
段
の
帯
金
に
使
用
す
る
鋲
の
う
ち
上
段
の
鋲
数
が
Ａ
︑
下
段
の
鋲
数
が
Ｂ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒
竪
上
�
段

の
帯
金
を
も
た
ず
︑
竪
上
�
段
の
地
板
と
長
側
�
段
の
地
板
を
直
接
連
接
す
る
前
胴
�
段
構
成
の
短
甲
に
つ
い
て
は
﹁
Ｃ
﹂
の
よ
う
な
形
で
の

提
示
と
な
る⑥
︒

こ
こ
で
は
資
料
数
が
一
定
数
あ
る
胴
一
連
系
統
・
長
方
形
�
鋲
系
統
・
方
形
�
鋲
系
統
・
方
形
�
鋲
系
統
・
長
釣
壺
系
統
を
検
討
す
る
︒
時

期
的
に
古
い
手
法
で
あ
る
﹁
�
＋
�
﹂
以
上
か
ら
最
も
新
し
い
手
法
で
あ
る
﹁
�
＋
�
﹂
ま
で
各
系
統
で
多
寡
が
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
の
盛

行
時
期
の
違
い
を
示
す
が⑦
︑
そ
の
中
で
も
﹁
�
＋
�
﹂
の
あ
り
方
に
系
統
ご
と
の
特
徴
が
表
れ
る
︒
胴
一
連
系
統
・
方
形
�
鋲
系
統
・
方
形
�

鋲
系
統
・
長
釣
壺
系
統
で
は
﹁
�
＋
�
﹂
の
数
は
各
系
統
内
で
の
使
用
鋲
数
の
漸
次
的
な
減
少
と
し
て
理
解
で
き
る
が
︑
長
方
形
�
鋲
系
統
で

は
﹁
�
＋
�
﹂
は
一
点
だ
け
で⑧
︑
基
本
的
に
﹁
�
＋
�
﹂
と
い
う
鋲
の
使
用
法
を
経
由
せ
ず
に
﹁
�
＋
�
﹂
に
至
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
長
方
形

�
鋲
系
統
は
鋲
の
使
用
法
で
他
の
系
統
と
明
ら
か
に
異
な
る
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
前
胴
竪
上
�
段
の
帯
金
に
使
用
す
る

鋲
数
が
﹁
�
＋
�
﹂
に
な
る
も
の
は
お
お
よ
そ
�
期
か
ら
10
期
ご
ろ
に
現
れ
る
特
徴
で
あ
る
︒
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第�表 系統ごとの前胴竪上�段の鋲数第�表 系統ごとの前胴竪上�段の鋲数第�表 系統ごとの前胴竪上�段の鋲数第�表 系統ごとの前胴竪上�段の鋲数

こ
う
し
た
系
統
ご
と
の
違
い
は
前
胴
竪
上
板
や
後
胴
裾
板
な
ど
の
部
材
の
大
き
さ
に
も
表
れ
る
︒

第
�
図
は
各
系
統
の
前
胴
竪
上
板
と
後
胴
裾
板
の
幅
を
各
段
階
ご
と
に
示
し
た
も
の
で
あ
る⑨
︒
竪
上

板
の
幅
で
は
︑
�
期
か
ら
�
期
に
か
け
て
は
全
体
と
し
て
系
統
ご
と
の
差
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
�
期
に
な
る
と
胴
一
連
系
統
は
や
や
大
型
の
六
～
七
㎝
が
中
心
に
︑
長
方
形
�
鋲
系
統
と

方
形
�
鋲
系
統
で
は
や
や
小
型
の
五
～
六
㎝
が
中
心
に
な
り
︑
系
統
ご
と
の
差
が
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
︒
10
期
に
は
胴
一
連
系
統
は
み
ら
れ
な
く
な
る
が
︑
新
た
に
出
現
す
る
方
形
�
鋲
系
統
は
六
～

七
㎝
の
や
や
大
型
の
も
の
を
中
心
と
す
る
︒
11
期
・
12
期
で
は
方
形
�
鋲
系
統
・
方
形
�
鋲
系
統
は

五
～
六
㎝
の
や
や
大
型
の
も
の
を
中
心
と
す
る
一
方
で
︑
長
方
形
�
鋲
系
統
は
五
㎝
以
下
に
ま
と
ま

る
な
ど
︑
明
確
な
系
統
ご
と
の
差
が
現
れ
る
︒
ま
た
︑
全
期
間
を
通
じ
て
み
れ
ば
漸
次
的
に
竪
上
板

幅
が
徐
々
に
小
さ
く
な
る
が
︑
特
に
長
方
形
�
鋲
系
統
の
小
型
化
傾
向
が
顕
著
で
︑
各
系
統
で
変
化

の
あ
り
方
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

後
胴
裾
板
幅
で
は
︑
�
期
・
�
期
に
は
系
統
ご
と
の
差
は
見
出
し
に
く
い
が
︑
�
期
・
�
期
に
か

け
て
胴
一
連
系
統
が
全
体
と
し
て
七
㎝
以
下
を
中
心
に
九
㎝
以
下
ま
で
の
や
や
小
型
の
も
の
に
ま
と

ま
る
傾
向
を
み
せ
る
︒
10
期
に
は
長
方
形
�
鋲
系
統
の
中
心
は
八
～
九
㎝
に
︑
方
形
�
鋲
系
統
の
中

心
は
九
～
一
〇
㎝
に
な
り
︑
わ
ず
か
だ
が
両
系
統
の
差
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
11
期
・
12
期
に

は
そ
う
し
た
傾
向
は
よ
り
明
確
に
な
り
長
方
形
�
鋲
系
統
は
八
～
九
㎝
に
集
中
し
︑
方
形
�
鋲
系
統

や
方
形
�
鋲
系
統
は
そ
れ
以
上
の
も
の
が
中
心
と
な
る
︒
全
期
間
を
通
じ
て
み
れ
ば
漸
次
的
に
裾
板

幅
は
大
き
く
な
る
が
︑
胴
一
連
系
統
で
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
み
ら
れ
ず
︑
一
方
で
方
形
�
鋲
系
統
で

は
大
型
化
の
傾
向
が
著
し
い
と
い
う
︑
各
系
統
で
の
変
化
の
あ
り
方
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
︒
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第�図 各期における竪上板と裾板の幅第�図 各期における竪上板と裾板の幅第�図 各期における竪上板と裾板の幅
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竪
上
板
と
裾
板
の
大
き
さ
か
ら
は
︑
ど
ち
ら
も
全
体
と
し
て
変
化
の
方
向
は
一
致
す
る
も
の
の
各
系
統
で
変
化
の
あ
り
方
や
変
化
幅
に
違
い

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
に
よ
り
︑
当
初
は
各
系
統
で
の
差
は
明
確
で
な
い
が
︑
徐
々
に
差
が
大
き
く
な
り
︑
�
期
な
い
し
10
期
に
は
各

系
統
の
違
い
が
顕
著
に
な
り
︑
最
終
の
11
期
・
12
期
に
は
系
統
ご
と
の
違
い
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
当
初
は
共
通
す

る
が
徐
々
に
違
い
が
顕
在
化
す
る
と
い
う
あ
り
方
は
︑
�
期
か
ら
10
期
相
当
段
階
の
前
胴
竪
上
�
段
鋲
数
で
あ
る
﹁
�
＋
�
﹂
の
現
れ
方
の
顕

著
な
違
い
と
も
共
通
す
る
様
相
と
い
え
る
︒

鋲
の
使
用
数
や
部
材
の
大
き
さ
の
違
い
は
︑
製
作
手
法
や
使
用
す
る
部
材
の
規
格
が
違
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
う
し
た
違
い
は
各
系
統
の

短
甲
生
産
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
単
位
で
行
わ
れ
た
可
能
性
を
示
す
が
︑
特
に
こ
う
し
た
違
い
が
徐
々
に
大
き
く
な
る
こ
と
は
︑
同
一
の
系
統
か

ら
派
生
し
つ
つ
も
工
人
の
交
流
な
ど
情
報
の
や
り
取
り
が
乏
し
い
た
め
に
徐
々
に
形
態
や
手
法
の
差
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
各
系
統
で
そ
れ
ぞ
れ
生
産
体
制
が
大
き
く
異
な
る
う
え
に
一
定
程
度
関
係
性
が
断
絶
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
で
き

る
わ
け
だ
が
︑
そ
う
し
た
点
も
先
に
示
し
た
頸
甲
や
冑
の
共
伴
率
の
違
い
や
特
定
系
統
の
冑
の
組
み
合
わ
せ
状
況
と
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
︒
独

自
性
の
高
い
生
産
体
制
を
持
つ
胴
一
連
系
統
と
長
方
形
�
鋲
系
統
は
︑
付
属
具
の
有
無
の
点
か
ら
し
て
も
独
自
性
を
持
つ
の
で
あ
る
︒

一
方
で
︑
付
属
具
の
共
伴
率
の
低
さ
で
は
︑
方
形
�
鋲
系
統
も
長
方
形
�
鋲
系
統
と
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
示
す
︒
方
形
�
鋲
系
統
は
小
鉄
板

使
用
や
鉄
包
覆
輪
の
使
用
か
ら
︑
長
方
形
�
鋲
系
統
を
も
と
に
派
生
し
た
系
統
と
考
え
ら
れ
る
が⑩
︑
部
材
の
大
き
さ
は
方
形
�
鋲
系
統
に
近
く
︑

ま
た
金
銅
装
の
蝶
番
金
具
を
使
用
す
る
点
は
方
形
�
鋲
系
統
と
同
様
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
方
形
�
鋲
系
統
は
長
方
形
�
鋲

系
統
か
ら
派
生
し
た
も
の
の
︑
方
形
�
鋲
系
統
と
比
較
的
近
い
︑
あ
る
い
は
一
体
的
な
単
位
で
生
産
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
方
形
�
鋲
系
統

の
短
甲
は
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
と
近
い
生
産
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
が
︑
付
属
具
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
多
分
に
意
図
さ
れ
て
い
た

方
形
�
鋲
系
統
と
︑
同
様
の
体
制
の
中
で
も
付
属
具
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
ず
短
甲
の
み
で
流
通
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
た
方
形
�
鋲
系
統

と
い
う
理
解
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒

�
期
・
10
期
以
降
の
長
方
形
�
鋲
系
統
の
様
相
は
︑
方
形
�
鋲
・
方
形
�
鋲
系
統
と
は
大
き
く
異
な
る
単
位
の
下
で
生
産
が
進
め
ら
れ
た
可

古墳時代甲冑の系統と授受（川畑）
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能
性
を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
前
段
階
と
は
異
な
り
基
本
的
に
付
属
具
生
産
を
伴
わ
な
い
ほ
ぼ
短
甲
だ
け
に
限
っ
た
生
産
で
あ
る
︒
先
述
の

と
お
り
︑
部
材
の
大
き
さ
・
規
格
が
異
な
る
点
は
部
材
の
調
達
や
準
備
か
ら
異
な
る
体
制
下
で
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
ま
た
︑
他

系
統
も
含
め
部
材
の
規
格
の
差
が
順
次
顕
在
化
す
る
こ
と
は
︑
各
系
統
の
生
産
体
制
が
あ
る
程
度
没
交
渉
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
前
段
階
か
ら
す
で
に
系
統
差
は
存
在
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
が
こ
の
段
階
に
及
ん
で
よ
り
顕
在
化
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
︒
長
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
で
は
︑
新
し
い
段
階
に
な
る
と
竪
上
�
段
の
帯
金
を
欠
く
前
胴
六
段
構
成
と
い
う
特
徴
を
も
つ
も
の
が

多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
︑
そ
う
し
た
点
も
各
系
統
が
異
な
る
単
位
で
生
産
さ
れ
る
こ
と
で
徐
々
に
型
式
的
な
差
が
大
き
く
な
り
︑
最
終

的
に
は
段
構
成
の
違
い
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

一
方
で
︑
方
形
�
鋲
系
統
と
方
形
�
鋲
系
統
は
相
対
的
に
近
い
あ
り
方
を
示
す
︒
ま
た
︑
吉
村
和
昭
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
方
形
�
鋲

系
統
の
も
の
と
方
形
�
鋲
系
統
の
も
の
に
は
︑
地
板
の
細
部
形
態
ま
で
も
が
一
致
す
る
事
例
が
あ
り
︑
﹁
型
紙
﹂
の
共
有
の
よ
う
な
事
象
と
し

て
解
釈
さ
れ
て
い
る⑪
︒
こ
う
し
た
現
象
も
︑
両
系
統
の
生
産
体
制
と
し
て
の
近
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

�

武
装
と
し
て
の
格
差

短
甲
の
系
統
と
付
属
具
の
関
係
を
踏
ま
え
て
︑
付
属
具
の
有
無
の
意
味
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ま
で
単
純
に
頸
甲

や
冑
を
伴
う
場
合
︑
短
甲
だ
け
の
場
合
と
比
べ
て
﹁
格
が
高
い
﹂
﹁
あ
る
い
は
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
﹂
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ

ら
に
つ
い
て
も
再
検
討
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
︒

Ⅰ
段
階
︵
�
期
～
�
期
︶
：
短
甲
だ
け
の
段
階
で
あ
り
︑
付
属
具
の
有
無
で
の
比
較
は
で
き
な
い
︒

Ⅱ
段
階
︵
�
期
・
�
期
︶
：
�
期
に
は
冑
は
存
在
す
る
が
数
が
限
ら
れ
て
お
り
参
照
は
難
し
い
︒
基
本
的
に
﹁
短
甲
の
み＜

短
甲
＋
頸
甲
﹂
と

い
う
の
が
付
属
具
に
よ
る
格
差
づ
け
の
原
則
で
あ
ろ
う
︒
�
期
に
は
冑
の
数
が
増
加
し
︑
﹁
短
甲
の
み＜

短
甲
＋
冑＜

短
甲
＋
頸
甲
＋
冑
﹂
と

い
う
関
係
が
明
瞭
に
な
る
︒
た
だ
し
�
期
・
�
期
と
も
頸
甲
が
伴
う
の
は
基
本
的
に
長
方
板
革
綴
短
甲
で
︑
冑
の
共
伴
率
は
短
甲
の
形
式
差
と
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関
係
し
な
い
た
め
﹁
三
角
板
革
綴
短
甲＜

長
方
板
革
綴
短
甲
﹂
と
い
う
格
差
も
想
定
で
き
る
︒
短
甲
の
形
式
差
が
付
属
具
の
有
無
に
も
関
係
し
︑

そ
の
上
に
﹁
短
甲
︵
＋
冑
︶＜

短
甲
＋
頸
甲
︵
＋
冑
︶
﹂
と
い
う
格
差
が
存
在
す
る
︒

Ⅲ
段
階
︵
�
期
・
�
期
︶
：
長
方
板
革
綴
短
甲
が
ほ
ぼ
み
ら
れ
な
く
な
り
︑
短
甲
の
形
式
差
に
よ
る
格
差
づ
け
は
消
滅
す
る
︒
一
部
で
冑
の
み

を
伴
う
事
例
が
あ
り
︑
﹁
短
甲
の
み＜

短
甲
＋
冑＜

短
甲
＋
頸
甲
＋
冑
﹂
と
い
う
格
差
が
み
ら
れ
る
︒
な
お
︑
当
該
段
階
は
短
甲
の
数
に
対
し

て
頸
甲
・
冑
の
数
が
最
も
多
い
︒

Ⅳ
段
階
︵
�
期
・
�
期
︶
：
頸
甲
ま
た
は
冑
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
を
伴
う
事
例
は
限
ら
れ
︑
付
属
具
を
伴
う
場
合
は
頸
甲
と
冑
の
両
者
を
も

つ
よ
う
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
短
甲
の
み＜

短
甲
＋
頸
甲
＋
冑
﹂
と
い
う
二
段
階
の
格
差
づ
け
の
み
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
︒
付
属
具
を

伴
う
事
例
は
胴
一
連
系
統
の
短
甲
が
圧
倒
的
に
多
く
︑
胴
一
連
系
統
の
短
甲
が
最
上
級
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
︒
ま

た
︑
�
期
で
は
付
属
具
の
共
伴
率
か
ら
す
る
と
三
角
板
鋲
留
短
甲
が
上
位
︑
横
矧
板
鋲
留
短
甲
が
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑

横
矧
板
鋲
留
短
甲
は
導
入
当
初
は
三
角
板
鋲
留
短
甲
よ
り
も
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
︑
や
が
て
�
期
に
は
両
者
の
格
差
は
消
滅
す
る

よ
う
で
あ
る
︒

Ⅴ
段
階
︵
10
期
～
12
期
︶
：
Ⅳ
段
階
と
同
様
に
︑
﹁
短
甲
の
み＜

短
甲
＋
頸
甲
＋
冑
﹂
と
い
う
二
段
階
の
格
差
づ
け
の
み
が
想
定
で
き
る
︒
た

だ
し
︑
付
属
具
の
数
が
非
常
に
少
な
く
大
半
で
短
甲
の
み
の
事
例
と
な
る
点
は
大
き
く
異
な
る
︒

長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
は
一
定
の
格
差
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
が
︑
一
方
で
両
形
式
の
型
式
的
な
変
化
の
方
向
性
は
一
致
す

る
た
め
︑
両
者
の
違
い
は
同
一
の
生
産
体
制
内
で
の
﹁
格
差
づ
け
を
企
図
し
た
作
り
分
け
﹂
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
中
で
︑
前
段

階
の
方
形
板
革
綴
短
甲
か
ら
の
流
れ
を
く
む
長
方
板
革
綴
短
甲
が
上
位
に
︑
新
た
に
採
用
さ
れ
た
三
角
板
革
綴
短
甲
が
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑

両
者
が
統
一
的
な
体
制
の
も
と
で
管
理
さ
れ
た
と
い
え
る
︒
そ
う
し
た
格
差
の
存
在
は
︑
長
方
板
革
綴
短
甲
が
消
滅
す
る
Ⅲ
段
階
に
か
け
て
も

﹁
短
甲
形
式
と
し
て
の
格
差
﹂
が
消
滅
し
た
だ
け
で
︑
付
属
具
の
有
無
で
の
格
差
づ
け
に
は
変
更
は
み
ら
れ
な
い
︒

�
期
に
は
新
式
の
横
矧
板
鋲
留
短
甲
が
付
属
具
の
有
無
で
三
角
板
鋲
留
短
甲
よ
り
も
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑
長
方
板
革
綴
短
甲
か
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ら
三
角
板
革
綴
・
鋲
留
短
甲
︑
そ
し
て
横
矧
板
鋲
留
短
甲
へ
と
︑
新
た
な
形
式
の
短
甲
の
採
用
に
際
し
て
は
︑
前
段
階
か
ら
存
在
す
る
短
甲
が

上
位
に
︑
新
た
に
導
入
さ
れ
た
も
の
は
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
︒
胴
一
連
系
統
の
短
甲
の
付
属
具
と
の
共
伴
率
が
高
い
の
も
︑
構
造
上

最
も
古
式
で
あ
る
点
が
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
一
定
の
数
が
知
ら
れ
る
系
統
の
う
ち
最
も
新
し
い
系
統
で
あ
る
方
形
�
鋲
系
統
が
︑
方

形
�
鋲
系
統
と
近
い
生
産
体
制
の
中
で
生
産
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
付
属
具
の
共
伴
率
が
低
い
の
も
︑
新
し
い
も
の
を
よ
り
下
位
に
位
置
づ
け

る
と
い
う
現
象
の
現
れ
の
中
で
評
価
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
︒

Ⅳ
段
階
・
Ⅴ
段
階
に
は
格
差
づ
け
の
原
理
は
﹁
短
甲
の
み
﹂
か
﹁
頸
甲
と
冑
を
も
つ
﹂
と
い
う
両
者
に
集
約
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
Ⅳ
段
階
に
は

胴
一
連
系
統
の
短
甲
に
︑
Ⅴ
段
階
に
は
数
量
は
限
ら
れ
る
が
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
に
付
属
具
が
伴
う
事
例
が
多
く
︑
相
対
的
に
高
い
格
が
与

え
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
特
に
Ⅴ
段
階
に
は
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
に
は
付
属
具
が
伴
わ
な
い
事
例
も
多
く
︑
方
形
�
鋲

系
統
の
短
甲
が
高
い
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
の
生
産
を
担
っ
た
組
織
が
付
属
具
の
生
産
も
担
っ

て
お
り
︑
そ
の
中
で
付
属
具
の
有
無
と
い
う
格
差
づ
け
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

①

藤
田
和
尊

一
九
八
八

﹁
古
墳
時
代
に
お
け
る
武
器
・
武
具
保
有
形
態
の
変

遷
﹂
︵
前
掲
︶
︒

②

小
林
行
雄

一
九
六
五

﹁
神
功
・
応
神
紀
の
時
代
﹂
﹃
朝
鮮
学
報
﹄
第
三
六

輯

朝
鮮
学
会

二
五

四
七
頁
︑
小
林
謙
一

一
九
七
四

﹁
甲
冑
製
作
技
術

の
変
遷
と
工
人
の
系
統
︵
上
︶
︵
下
︶
﹂
︵
前
掲
︶
︑
小
林
謙
一

一
九
七
五

﹁
弓

矢
と
甲
冑
の
変
遷
﹂
﹃
古
代
史
発
掘
﹄
第
六
巻

講
談
社

九
八

一
〇
二
頁
︑

古
谷

毅

一
九
九
六

﹁
古
墳
時
代
甲
冑
研
究
の
方
法
と
課
題
﹂
︵
前
掲
︶
︑
橋

本
達
也

二
〇
〇
五

﹁
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

﹂
﹃
待
兼
山
考
古
学
論
集

都
出
比
呂
志
先
生
退

任
記
念
﹄

大
阪
大
学
考
古
学
友
の
会

五
三
九

五
五
六
頁
な
ど
︒

③

島
内
七
六
号
地
下
式
横
穴
墓
例
︒
組
み
合
う
冑
は
上
接
�
式
の
三
角
板
革
綴
衝

角
付
冑
で
あ
り
型
式
的
に
は
圧
倒
的
に
古
相
で
︑
製
作
段
階
が
大
き
く
異
な
る
︒

組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
明
ら
か
に
乱
れ
て
お
り
︑
生
産
時
か
ら
の
組
み
合
わ
せ
と

考
え
る
に
は
問
題
が
大
き
い
︒

④

11
期
の
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
の
う
ち
︑
マ
ロ
塚
古
墳
で
は
同
古
墳
出
土
と
し

て
衝
角
付
冑
一
点
︑
眉
庇
付
冑
二
点
︑
頸
甲
三
点
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
型
式
的
に

同
時
期
と
し
て
問
題
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
︑
出
土
時
の
組
み
合
わ
せ
や
他

の
短
甲
の
状
況
は
不
明
だ
が
︑
い
ず
れ
か
の
冑
や
頸
甲
は
実
際
に
は
組
み
合
う
と

考
え
ら
れ
る
︒
江
田
船
山
古
墳
で
も
衝
角
付
冑
の
出
土
が
知
ら
れ
る
が
︑
方
形
�

鋲
系
統
の
�
号
短
甲
も
出
土
し
て
お
り
ど
ち
ら
に
伴
う
か
不
明
で
あ
る
︒

⑤

押
付
板
や
裾
板
の
端
部
か
ら
身
体
を
保
護
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
覆
輪
技
法
に

は
革
組
覆
輪
・
革
包
覆
輪
・
鉄
包
覆
輪
・
鉄
折
覆
輪
の
四
つ
の
技
法
が
あ
る
︒
小

鉄
板
使
用
は
通
常
一
枚
の
鉄
板
が
配
置
さ
れ
る
部
位
に
別
の
小
型
の
鉄
板
を
充
て

る
こ
と
で
部
材
を
構
成
す
る
手
法
の
こ
と
︒
使
用
さ
れ
る
覆
輪
技
法
は
蝶
番
金
具
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の
形
態
差
と
明
確
な
相
関
性
が
あ
り
︑
ま
た
︑
小
鉄
板
使
用
の
短
甲
は
長
方
形
�

鋲
系
統
と
方
形
�
鋲
系
統
の
短
甲
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
な
ど
︑
ど
ち
ら
も
短
甲

の
系
統
的
な
ま
と
ま
り
を
反
映
す
る
属
性
で
あ
る
︒
滝
沢

誠

二
〇
〇
八

﹃
古
墳
時
代
中
期
に
お
け
る
短
甲
の
同
工
品
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
﹄
︵
前
掲
︶
︑

川
畑

純

二
〇
一
五

﹃
武
具
が
語
る
古
代
史

古
墳
時
代
社
会
の
構
造
転

換
﹄
︵
前
掲
︶
︒

⑥

左
右
の
前
胴
で
竪
上
�
段
に
使
用
す
る
鋲
数
が
異
な
る
場
合
︑
鋲
数
の
多
い
方

を
採
用
し
た
︒
第
�
表
中
で
竪
上
�
段
鋲
数
の
項
目
に
括
弧
付
で
二
つ
の
鋲
数
が

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
該
当
す
る
︒

⑦

前
胴
竪
上
�
段
の
帯
金
に
使
用
す
る
鋲
数
の
減
少
は
︑
鋲
留
短
甲
全
体
に
お
け

る
少
鋲
化
現
象
と
同
根
の
現
象
と
い
え
る
︒
吉
村
和
昭

一
九
八
八

﹁
短
甲
系

譜
試
論

鋲
留
技
法
導
入
以
後
を
中
心
と
し
て

﹂
︵
前
掲
︶
︑
滝
沢

誠

一
九

九
一

﹁
鋲
留
短
甲
の
編
年
﹂
︵
前
掲
︶
︑
川
畑

純

二
〇
一
六

﹃
甲
冑
編
年

の
再
構
築
に
基
づ
く
モ
ノ
の
履
歴
と
扱
い
の
研
究
﹄
︵
前
掲
︶
︒

⑧

花
野
井
大
塚
古
墳
例
︒
た
だ
し
︑
花
野
井
大
塚
古
墳
例
は
短
甲
の
遺
存
状
態
が

や
や
悪
く
︑
竪
上
�
段
の
鋲
数
は
復
元
的
に
理
解
し
た
も
の
で
︑
や
や
確
度
は
低

い
︒
そ
れ
を
除
け
ば
︑
長
方
形
�
鋲
系
統
に
は
﹁
�
＋
�
﹂
と
な
る
も
の
は
確
認

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
︒

⑨

竪
上
板
の
幅
は
引
合
板
と
の
接
点
︑
裾
板
の
幅
は
後
胴
側
中
心
部
を
計
測
し
た
︒

た
だ
し
︑
当
該
部
位
が
破
損
し
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
︒

⑩

川
畑

純

二
〇
一
五

﹃
武
具
が
語
る
古
代
史

古
墳
時
代
社
会
の
構
造
転

換

﹄
︵
前
掲
︶
︒

⑪

吉
村
和
昭

二
〇
一
四

﹃
三
次
元
レ
ー
ザ
ー
計
測
を
利
用
し
た
古
墳
時
代
甲

冑
製
作
の
復
元
的
研
究
﹄
︵
前
掲
︶
︒

第
五
章

甲

冑

の

流

通

�

短
甲
系
統
の
分
布

続
い
て
各
系
統
の
分
布
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
こ
う
し
た
系
統
差
の
意
味
を
考
え
た
い
︒
第
�
図
は
各
系
統
の
短
甲
の
分
布
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
︒
出
土
例
の
多
い
長
方
形
�
鋲
系
統
・
方
形
�
鋲
系
統
と
︑
相
対
的
に
少
な
い
そ
の
他
の
系
統
に
分
け
て
示
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
す

べ
て
の
時
期
の
も
の
を
ま
と
め
て
提
示
し
て
お
り
︑
ま
た
︑
詳
細
な
出
土
古
墳
が
確
定
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
︑
出
土
し
た
古
墳
群
等
が

判
明
し
て
い
る
場
合
は
提
示
し
て
い
る
︒

全
国
的
な
傾
向
と
し
て
︑
胴
一
連
系
統
の
近
畿
地
方
を
中
心
と
し
た
偏
在
が
認
め
ら
れ
る
︒
特
に
︑
野
中
古
墳
と
黒
姫
山
古
墳
へ
の
一
括
副

葬
が
圧
倒
的
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
除
い
て
も
福
島
県
の
四
穂
田
古
墳
や
宮
崎
県
の
島
内
三
号
地
下
式
横
穴
墓
と
い
う
遠
隔
地
か
ら
の
出
土
例
が
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第�図 各系統の短甲の分布第�図 各系統の短甲の分布第�図 各系統の短甲の分布
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あ
る
も
の
の
︑
他
地
域
で
の
副
葬
は
限
定
的
で
あ
る
︒
ま
た
︑
長
釣
壺
系
統
の
も
の
は
宮
崎
県
の
伝
・
六
野
原
地
下
式
横
穴
墓
群
や
佐
賀
県
の

夏
崎
古
墳
の
出
土
事
例
が
あ
る
が
︑
近
畿
以
東
に
偏
在
す
る
傾
向
が
強
い
︒

こ
れ
ら
広
域
的
な
分
布
の
違
い
は
や
や
緩
や
か
な
も
の
で
あ
る
が
︑
よ
り
微
視
的
に
み
れ
ば
特
定
の
系
統
が
特
定
地
域
に
集
中
す
る
こ
と
が

わ
か
る
︒
長
方
形
�
鋲
系
統
で
は
︑
千
葉
県
北
西
部
か
ら
東
京
都
︑
神
奈
川
県
東
部
に
か
け
て①
や
︑
長
野
県
飯
田
市
域②
︑
兵
庫
県
姫
路
市
周
辺③
︑

福
岡
県
北
西
部
の
筑
前
・
筑
豊
地
域④
に
ま
と
ま
り
が
み
ら
れ
る
︒

こ
う
し
た
長
方
形
�
鋲
系
統
の
特
定
地
域
へ
の
分
布
は
︑
方
形
�
鋲
系
統
と
の
比
較
に
よ
り
さ
ら
に
明
確
に
な
る
︒
千
葉
県
北
西
部
か
ら
東

京
都
・
神
奈
川
県
の
長
方
形
�
鋲
系
統
の
集
中
に
対
し
︑
茨
城
県
南
部
か
ら
千
葉
県
に
は
方
形
�
鋲
系
統
が
集
中
す
る⑤
︒
福
岡
県
北
西
部
の
筑

前
・
筑
豊
地
域
へ
の
長
方
形
�
鋲
系
統
の
集
中
に
対
し
て
は
︑
福
岡
県
南
部
の
筑
後
地
域
か
ら
熊
本
県
北
部
に
方
形
�
鋲
系
統
が
集
中
す
る⑥
︒

他
に
も
︑
方
形
�
鋲
系
統
は
群
馬
県
南
部
と
埼
玉
県
北
西
部
の
伊
勢
崎
市
・
高
崎
市
・
本
庄
市
に
集
中
す
る⑦
︒

数
は
限
ら
れ
る
が
︑
他
の
系
統
で
も
特
定
地
域
へ
の
集
中
が
み
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
︒
熊
本
県
玉
名
市
か
ら
熊
本
市
北
部
に
は
方
形
�
鋲
系

統
が
集
中
す
る⑧
︒
韓
国
釜
山
市
域
で
は
長
釣
壺
系
統
が
集
中
す
る
が⑨
︑
釜
山
市
域
の
こ
れ
ら
の
事
例
以
外
は
韓
国
で
は
長
方
形
�
鋲
系
統
が
多

く
︑
顕
著
な
違
い
と
い
え
る
︒
こ
の
他
に
も
�
点
程
度
の
ま
と
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
事
例
は
各
所
に
あ
り
︑
資
料
点
数
が
増
え
れ
ば
よ
り
こ
う

し
た
集
中
傾
向
が
顕
著
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
︒

な
お
︑
方
形
�
鋲
系
統
と
方
形
�
鋲
系
統
は
互
い
に
生
産
単
位
と
し
て
近
い
あ
り
方
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
う
し
た
あ
り
方
は

方
形
�
鋲
系
統
が
集
中
す
る
茨
城
県
南
部
か
ら
千
葉
県
に
か
け
て
方
形
�
鋲
系
統
が
同
様
に
含
ま
れ
︑
福
岡
県
南
部
か
ら
熊
本
県
北
部
で
は
両

系
統
が
集
中
す
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
な
ど
︑
分
布
の
面
か
ら
も
追
認
で
き
る
部
分
も
あ
る
︒
宮
崎
県
東
部
も
方
形
�
鋲
系
統
・
方
形
�
鋲

系
統
が
や
や
多
い
地
域
と
い
え
る
︒
近
畿
地
方
に
お
い
て
も
黒
姫
山
古
墳
で
は
胴
一
連
系
統
を
主
体
と
し
つ
つ
も
長
方
形
�
鋲
系
統
が
一
定
数

あ
り
︑
方
形
�
鋲
・
方
形
�
鋲
系
統
の
数
が
非
常
に
少
な
い
の
に
対
し
て
︑
後
出
古
墳
群
や
新
沢
千
塚
古
墳
群
で
は
方
形
�
鋲
系
統
が
過
半
を

占
め
る
こ
と
な
ど
も
︑
各
系
統
の
集
中
の
一
環
と
し
て
参
照
で
き
る
だ
ろ
う
︒
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�

分
布
の
集
中
と
そ
の
意
味

こ
の
よ
う
に
短
甲
の
系
統
に
は
︑
特
定
の
地
域
に
集
中
し
他
系
統
と
は
一
定
の
ま
と
ま
り
の
違
い
を
み
せ
る
も
の
が
あ
る
︒
特
に
数
の
多
い

長
方
形
�
鋲
系
統
と
方
形
�
鋲
系
統
・
方
形
�
鋲
系
統
で
は
明
確
な
分
布
の
違
い
を
示
す
地
域
が
存
在
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
複
数
の
系
統
が
一

地
域
さ
ら
に
は
一
古
墳
群
や
一
古
墳
内
で
共
伴
す
る
こ
と
も
多
く
︑
各
系
統
の
分
布
は
そ
れ
ぞ
れ
完
全
に
排
他
的
な
も
の
で
は
な
い
が
︑
こ
う

し
た
分
布
の
違
い
は
︑
こ
れ
ま
で
に
示
し
て
き
た
各
系
統
の
型
式
的
特
徴
や
付
属
具
の
組
み
合
わ
せ
と
い
っ
た
違
い
が
︑
分
布
の
面
︑
す
な
わ

ち
流
通
の
段
階
に
も
及
ぶ
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

短
甲
の
各
系
統
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
の
高
い
単
位
で
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
示
し
て
き
た
が
︑
こ
う
し
た
分
布
の
状
況
は
︑

系
統
差
と
し
て
認
識
さ
れ
る
生
産
時
の
単
位
が
流
通
時
に
も
維
持
さ
れ
た
こ
と
で
︑
特
定
の
地
域
に
特
定
の
系
統
の
短
甲
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
︒
生
産
の
単
位
は
そ
の
ま
ま
流
通
の
単
位
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
生
産
の
当
初
か
ら
流
通
に
至
る
ま
で
生
産
組
織
が
関
与

で
き
る
工
程
全
て
が
あ
る
程
度
独
立
し
た
閉
じ
ら
れ
た
体
制
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
当
然
そ
う
し
た
体
制
の
違
い
は
生
産
の

場
・
一
時
的
な
集
積
の
場
な
ど
の
物
理
的
な
生
産
場
所
の
違
い
を
伴
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
で
あ
る
な
ら
ば
︑
こ
う
し
た
あ
る
程
度
閉
じ
ら
れ

た
単
位
で
行
わ
れ
た
生
産
や
流
通
を
担
っ
た
の
は
︑
一
つ
の
﹁
工
房
﹂
と
し
て
の
ま
と
ま
り
に
相
当
す
る
製
作
集
団
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る⑩
︒

す
な
わ
ち
︑
胴
一
連
系
統
︑
長
方
形
�
鋲
系
統
︑
方
形
�
鋲
系
統
と
方
形
�
鋲
系
統
と
し
て
顕
在
化
し
た
甲
冑
の
違
い
は
そ
れ
ぞ
れ
が
生
産
さ

れ
た
﹁
工
房
﹂
の
違
い
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
Ⅰ
段
階
・
Ⅱ
段
階
に
は
甲
冑
の
系
統
分
化
は
み
ら
れ
ず
形
式
差
と
格
差
づ

け
が
対
応
す
る
な
ど
当
初
は
一
元
的
な
体
制
の
下
で
生
産
・
管
理
さ
れ
て
い
た
が
︑
Ⅲ
段
階
に
お
け
る
鋲
留
短
甲
の
成
立
と
と
も
に
系
統
分
化

す
な
わ
ち
異
な
る
﹁
工
房
﹂
で
の
生
産
が
開
始
さ
れ
︑
相
互
の
交
流
が
限
定
的
で
あ
っ
た
た
め
徐
々
に
規
格
性
や
手
法
的
な
同
一
性
を
失
い
︑

Ⅴ
段
階
に
は
部
材
の
大
き
さ
や
製
作
時
の
諸
特
徴
が
明
確
に
異
な
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
工
房
に
相
当
す
る
よ
う
な
生
産
の
単
位
が
流
通
の
単
位
に
も
一
致
す
る
状
況
と
い
う
の
は
︑
甲
冑
の
生
産
主
体
側
か
ら
み
た
評
価
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で
あ
る
が
︑
一
方
で
甲
冑
を
副
葬
し
た
各
地
の
古
墳
の
被
葬
者
側
か
ら
考
え
れ
ば
︑
ま
た
異
な
る
評
価
が
で
き
る
︒
特
定
の
系
統
の
短
甲
を
副

葬
し
た
あ
る
特
定
の
地
域
は
︑
そ
の
地
域
を
勢
力
基
盤
と
す
る
地
域
の
有
力
集
団
が
勢
力
範
囲
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
で
あ
る
な
ら

ば
そ
う
し
た
特
定
の
地
域
へ
の
特
定
系
統
の
短
甲
の
集
中
は
︑
地
域
の
有
力
集
団
が
特
定
の
甲
冑
の
製
作
集
団
と
結
び
つ
い
て
お
り
︑
そ
の
関

係
性
に
基
づ
い
て
甲
冑
を
入
手
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

甲
冑
の
素
材
と
な
る
鉄
は
当
該
時
期
に
は
日
本
列
島
内
で
は
生
産
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
基
本
的
に
朝
鮮
半
島
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る⑪
︒
で
あ
る
な
ら
ば
︑
甲
冑
を
製
作
し
た
工
人
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
朝
鮮
半
島
と
交
易
し
素
材
を
入
手
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
す

る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
工
人
集
団
を
所
管
す
る
よ
り
上
位
の
集
団
・
組
織
が
存
在
し
︑
素
材
の
入
手
や
製
品
の
流
通
と
い
っ
た

他
の
組
織
と
の
関
係
の
調
整
を
図
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
甲
冑
の
分
布
は
︑
特
定
の
甲
冑
の
生
産

と
流
通
を
掌
握
す
る
上
位
の
集
団
が
結
び
つ
い
て
い
た
地
域
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
翻
っ
て
考
え
れ
ば
︑
特
定
の
甲

冑
の
生
産
と
流
通
を
掌
握
す
る
上
位
の
集
団
は
各
地
域
と
結
び
つ
き
を
も
っ
て
お
り
︑
そ
の
結
び
つ
き
に
基
づ
い
て
特
定
の
地
域
に
特
定
の
系

統
の
甲
冑
が
多
く
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

①

花
野
井
大
塚
古
墳
︑
金
塚
古
墳
︑
御
嶽
山
古
墳
︑
朝
光
寺
原
古
墳
︒

②

塚
原
一
一
号
墳
︑
塚
原
古
墳
群
︵
開
善
寺
旧
蔵
︶
︑
権
現
三
号
墳
︑
溝
口
の
塚

古
墳
︒

③

奥
山
二
号
墳
︑
宮
山
古
墳
︑
法
花
堂
二
号
墳
︑
安
黒
御
山
五
号
墳
︒
な
お
︑
姫

路
市
周
辺
の
事
例
で
は
︑
姫
路
市
か
ら
市
川
を
北
上
す
れ
ば
豊
岡
市
域
に
至
る
た

め
︑
豊
岡
市
の
小
山
一
号
墳
も
同
様
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒

④

永
浦
四
号
墳
︑
高
丸
一
〇
号
墳
︑
か
っ
て
塚
古
墳
︑
セ
ス
ド
ノ
古
墳
︒

⑤

武
具
八
幡
古
墳
︑
船
塚
山
一
七
号
墳
︑
布
野
台
Ａ
区
埋
葬
施
設
︑
烏
山
二
号
墳
︑

野
焼
二
号
墳
︒

⑥

塚
堂
古
墳
︑
真
浄
寺
二
号
墳
︑
江
田
船
山
古
墳
︒

⑦

本
関
五
号
墳
︑
鶴
山
古
墳
︑
中
原
古
墳
︑
生
野
山
古
墳
︒

⑧

伝
佐
山
古
墳
︑
マ
ロ
塚
古
墳
︑
江
田
船
山
古
墳
︒

⑨

蓮
山
洞
�
号
墳
︑
伝
蓮
山
洞
︑
加
達
�
号
墳
︒

⑩

こ
こ
で
は
﹁
工
房
﹂
と
す
る
が
︑
単
独
の
建
物
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
か

ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
役
割
を
持
つ
こ
と
も
想
定
で
き
る
複
数
の
建
物
か
ら
な
り
︑

多
数
の
工
人
が
生
産
に
あ
た
る
よ
う
な
体
制
ま
で
様
々
な
形
態
を
想
定
し
て
﹁
工

房
﹂
と
呼
称
す
る
︒
た
だ
し
︑
生
産
﹁
工
房
﹂
の
実
態
の
検
討
は
今
後
の
課
題
で

あ
る
︒

⑪

村
上
恭
通

一
九
九
八

﹃
倭
人
と
鉄
の
考
古
学
﹄

青
木
書
店
な
ど
︒
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第
六
章

結

語

こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
り
︑
当
初
は
特
定
上
位
層
の
み
が
鉄
製
甲
冑
を
保
有
・
副
葬
し
て
い
た
が
︑
順
次
そ
の
下
位
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら

れ
る
形
で
新
た
な
形
式
や
系
統
が
導
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
︑
Ⅲ
段
階
に
お
け
る
鋲
留
技
法
の
導
入
を
境
に
い
く
つ
か
の
生
産
﹁
工
房
﹂
へ
と
生

産
体
制
が
分
化
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
付
属
具
の
組
み
合
わ
せ
や
流
通
先
を
異
に
し
つ
つ
各
工
房
と
そ
れ
を
掌
握
す
る
上
位
集
団
の
意
図
の
下
︑
地
域

と
の
関
係
の
中
で
あ
る
程
度
独
立
的
に
甲
冑
の
授
受
を
行
う
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒

Ⅳ
段
階
の
胴
一
連
系
統
の
生
産
終
了
ま
で
は
︑
甲
冑
の
生
産
体
制
の
中
で
全
体
を
貫
く
格
差
づ
け
の
論
理
が
少
な
か
ら
ず
機
能
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
甲
冑
全
体
の
出
土
点
数
と
付
属
具
の
共
伴
率
で
他
地
域
に
対
し
て
卓
越
す
る
近
畿
地
方
の
倭
王
権
が
︑
一
定
の
階
層
化

原
理
を
組
み
込
み
つ
つ
そ
の
周
辺
地
域
や
各
地
の
有
力
者
と
の
関
係
を
構
築
し
て
い
っ
た
姿
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
う
し
た
生
産
・

流
通
体
制
は
鋲
留
技
法
導
入
期
に
金
銅
の
技
術
を
持
つ
金
工
工
人
を
中
心
に
新
来
の
渡
来
系
工
人
集
団
を
巻
き
込
む
形
で
再
編
さ
れ①
︑
生
産
工

房
の
分
化
と
複
数
の
集
団
に
よ
る
分
掌
体
制
へ
の
移
行
に
よ
り
生
産
量
の
増
加
が
図
ら
れ
る
が
︑
新
形
式
の
甲
冑
を
旧
来
的
な
甲
冑
よ
り
下
位

に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
︑
甲
冑
の
配
布
者
と
旧
来
的
な
保
有
層
︑
そ
し
て
新
た
な
保
有
層
を
一
元
的
に
格
差
づ
け
る
と
い
う
目
的
は
一
定
程
度

果
た
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
複
数
工
房
に
よ
る
多
元
的
な
生
産
は
︑
結
果
と
し
て
各
集
団
に
よ
る
独
自
の
付
属
具
の
構
成
原
理
を
生
み
出
し
︑

ま
た
甲
冑
生
産
を
掌
握
す
る
各
集
団
が
地
域
と
独
自
に
関
係
性
を
構
築
す
る
動
き
へ
と
展
開
す
る
な
ど
︑
一
元
的
な
関
係
性
の
構
築
や
格
差
づ

け
の
論
理
の
崩
壊
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
︒

こ
れ
ま
で
の
甲
冑
を
素
材
と
し
た
古
墳
時
代
の
軍
事
組
織
研
究
に
お
い
て
は
︑
長
方
板
革
綴
短
甲
と
三
角
板
革
綴
短
甲
の
導
入
や
鋲
留
技
法

の
導
入
に
よ
り
生
産
量
が
増
大
し
︑
そ
れ
に
伴
い
地
域
の
中
小
古
墳
か
ら
の
出
土
量
が
増
大
す
る
こ
と
か
ら
︑
徐
々
に
地
域
の
大
首
長
を
介
し

た
間
接
的
な
関
係
の
構
築
か
ら
中
小
首
長
層
の
直
接
的
な
掌
握
へ
と
倭
王
権
と
各
地
の
関
係
は
移
行
し
た
と
す
る
考
え
が
示
さ
れ
て
き
た②
︒
本

稿
で
の
分
析
に
よ
れ
ば
︑
新
た
に
導
入
さ
れ
る
各
形
式
・
系
統
の
短
甲
は
既
存
の
甲
冑
に
対
し
て
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑
新
形
式
の
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導
入
と
生
産
量
の
増
大
︑
中
小
古
墳
か
ら
の
出
土
比
率
の
増
大
が
そ
れ
ま
で
の
甲
冑
と
同
じ
位
置
づ
け
の
中
で
な
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
︒
生

産
量
の
増
大
と
中
小
古
墳
被
葬
者
へ
の
配
布
比
率
の
増
大
方
針
は
︑
最
終
的
に
は
複
数
の
集
団
に
よ
る
甲
冑
生
産
と
流
通
体
制
の
確
立
へ
と
至

る
が
︑
そ
れ
は
結
果
と
し
て
そ
れ
ら
の
集
団
の
目
的
・
自
己
論
理
に
基
づ
く
生
産
と
流
通
の
差
配
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
こ
で
は
当
初
企

図
さ
れ
た
甲
冑
を
用
い
た
地
域
の
有
力
者
と
の
一
元
的
な
関
係
の
構
築
戦
略
は
す
で
に
変
質
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
Ⅳ
・
Ⅴ
段
階
に
お
け
る
中
小
古
墳
か
ら
の
甲
冑
出
土
を
︑
地
域
の
中
小
首
長
が
倭
王
権
の
軍
事
機
構
に
直
接
的
に

編
入
さ
れ
た
証
と
し
て
単
純
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
は
︑
甲
冑
の
生
産
と
流
通
を
分
掌
し
た
倭
王
権
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の

有
力
集
団
が
各
地
域
と
結
び
つ
い
た
姿
の
反
映
で
あ
る
︒
む
し
ろ
そ
う
し
た
倭
王
権
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の
集
団
が
︑
自
集
団
の
利
益
追
求

の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
競
い
合
う
よ
う
に
各
地
域
と
の
関
係
の
構
築
を
試
み
た
結
果
が
︑
各
地
の
中
小
古
墳
か
ら
の
甲
冑
出
土
量
増
大
の
実
態
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
う
し
た
動
き
の
総
体
が
︑
王
権
に
よ
る
全
国
各
地
へ
の
影
響
の
実
体
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

ち
な
み
に
前
稿
で
は
︑
同
一
の
埋
葬
施
設
か
ら
複
数
の
甲
冑
が
出
土
し
た
場
合
︑
よ
り
古
相
の
甲
冑
の
方
が
副
葬
位
置
に
お
い
て
も
よ
り
高

い
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た③
︒
こ
う
し
た
現
象
は
︑
古
相
の
甲
冑
を
よ
り
上
位
に
︑
新
相
の
甲
冑
を
よ
り
下
位
に

位
置
づ
け
て
格
差
づ
け
を
進
め
て
い
っ
た
甲
冑
の
配
布
主
体
で
あ
る
倭
王
権
側
の
論
理
を
︑
甲
冑
の
受
領
者
ま
た
は
甲
冑
を
古
墳
に
副
葬
し
た

葬
送
行
為
の
実
施
者
が
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
甲
冑
の
受
領
者
も
倭
王
権
に
よ
る
格
差
づ
け
を
知
っ
た
う
え
で
︑
そ
の
位
置

づ
け
を
受
け
入
れ
︑
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

①

橋
本
達
也

一
九
九
五

﹁
古
墳
時
代
中
期
に
お
け
る
金
工
技
術
の
変
革
と
そ

の
意
義

眉
庇
付
冑
を
中
心
と
し
て

﹂
︵
前
掲
︶
︑
阪
口
英
毅

二
〇
〇
八

﹁
い
わ
ゆ
る
﹁
鋲
留
技
法
導
入
期
﹂
の
評
価
﹂
﹃
古
代
武
器
研
究
﹄
第
九
号

古

代
武
器
研
究
会

三
一

五
一
頁
な
ど
︒

②

藤
田
和
尊

一
九
八
八

﹁
古
墳
時
代
に
お
け
る
武
器
・
武
具
保
有
形
態
の
変

遷
﹂
︵
前
掲
︶
︑
滝
沢

誠

一
九
九
四

﹁
甲
冑
出
土
古
墳
か
ら
み
た
古
墳
時
代

前
・
中
期
の
軍
事
編
成
﹂
︵
前
掲
︶
︒

③

川
畑

純

二
〇
一
六

﹃
甲
冑
編
年
の
再
構
築
に
基
づ
く
モ
ノ
の
履
歴
と
扱

い
の
研
究
﹄
︵
前
掲
︶
︒
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第
七
章

お

わ

り

に

倭
王
権
に
よ
る
一
元
的
な
生
産
と
配
布
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
古
墳
時
代
の
鉄
製
甲
冑
に
つ
い
て
︑
そ
の
生
産
が
最
終
的
に
は
複
数
の
有
力
集

団
に
よ
り
担
わ
れ
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
が
独
自
に
地
域
の
集
団
と
結
び
つ
き
甲
冑
の
授
受
を
果
た
し
た
こ
と
を
示
し
た
︒
た
だ

し
︑
こ
う
し
た
多
元
的
な
生
産
と
配
布
体
制
と
は
い
っ
て
も
︑
あ
く
ま
で
そ
れ
は
倭
王
権
を
構
成
す
る
有
力
集
団
が
担
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ

の
意
味
で
は
倭
王
権
に
よ
る
﹁
一
元
的
な
﹂
生
産
・
配
布
体
制
の
内
実
が
複
数
の
集
団
に
よ
る
分
掌
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
う
し
た
複
数
の
工
房
・
集
団
に
よ
る
甲
冑
の
生
産
と
配
布
は
あ
く
ま
で
甲
冑
自
体
の
検
討
に
よ
る
も
の
で
︑
実
際
の
生
産
遺
跡
は
未
だ
不

明
で
あ
る
︒
た
だ
︑
中
期
中
葉
頃
︵
五
世
紀
前
葉
～
中
葉
ご
ろ
︶
は
大
阪
府
の
柏
原
市
大
県
遺
跡
や
交
野
市
森
遺
跡
な
ど
後
の
畿
内
地
域
各
地
で

大
規
模
鍛
冶
工
房
が
操
業
を
行
い
︑
倭
王
権
の
領
域
内
に
各
種
器
物
の
生
産
拠
点
が
配
置
さ
れ
る
時
期
に
あ
た
る①
︒
中
期
中
葉
は
甲
冑
の
系
統

分
化
が
生
じ
る
段
階
で
︑
両
者
の
時
期
的
な
符
合
は
注
目
で
き
る
︒
明
確
な
根
拠
は
提
示
で
き
な
い
が
︑
い
く
つ
か
の
大
規
模
鍛
冶
工
房
が
甲

冑
生
産
を
担
っ
た
可
能
性
を
想
定
し
た
い
︒
な
お
︑
時
期
的
に
は
中
期
初
頭
か
ら
前
葉
と
や
や
ず
れ
る
が
︑
奈
良
県
御
所
市
の
南
郷
遺
跡
群
で

は
鉄
製
品
だ
け
で
な
く
金
工
品
も
生
産
さ
れ
て
お
り②
︑
金
工
品
も
生
産
し
う
る
工
房
と
そ
う
し
た
技
術
を
持
た
な
い
工
房
と
い
う
多
様
な
工
房

の
在
り
方
を
想
定
す
れ
ば
︑
特
定
系
統
の
甲
冑
に
だ
け
金
銅
装
の
も
の
が
集
中
す
る
と
い
う
点
も
理
解
し
や
す
い
︒

中
期
の
鍛
冶
関
連
遺
跡
に
は
︑
大
県
遺
跡
や
森
遺
跡
な
ど
大
王
直
営
と
さ
れ
る
も
の
と
︑
南
郷
遺
跡
群
や
天
理
市
布
留
遺
跡
な
ど
地
域
の
有

力
集
団
経
営
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
︑
い
く
つ
か
の
性
格
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
る③
︒
刀
剣
等
は
装
具
未
製
品
の
出
土
か
ら
各
所
で
の
生
産
が
想

定
さ
れ
て
き
た
が
︑
倭
王
権
に
よ
る
一
元
的
生
産
が
想
定
さ
れ
て
き
た
甲
冑
に
つ
い
て
は
︑
大
県
遺
跡
な
ど
大
王
直
営
工
房
で
の
極
め
て
限
定

的
な
生
産
で
あ
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
南
郷
遺
跡
群
な
ど
で
も
生
産
し
え
た
の
か
に
つ
い
て
︑
工
房
の
経
営
主
体
と
製
品
に
つ
い
て
複
数
の
見
解

が
示
さ
れ
て
き
た④
︒
こ
れ
ら
の
見
解
の
違
い
は
︑
甲
冑
の
型
式
的
な
分
析
と
鍛
冶
関
連
遺
跡
の
実
態
と
い
う
異
な
る
視
点
を
い
か
に
整
合
す
る

の
か
と
い
う
点
に
よ
る
も
の
だ
が
︑
本
稿
で
の
分
析
に
よ
り
畿
内
地
域
各
所
の
鍛
冶
関
連
遺
跡
に
お
い
て
︑
地
域
の
有
力
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
甲
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冑
生
産
を
担
っ
た
と
考
え
る
事
も
可
能
と
な
っ
た
︒
本
稿
で
示
し
た
分
布
の
実
態
は
︑
畿
内
地
域
の
有
力
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
に
基
づ
き

各
地
の
有
力
者
と
武
具
の
授
受
を
伴
う
関
係
を
構
築
し
た
姿
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
事
も
で
き
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
畿
内
各
地
の

鍛
冶
関
連
遺
跡
に
つ
い
て
は
後
に
﹁
氏
族
﹂
と
し
て
認
識
さ
れ
る
有
力
集
団
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
︑
こ
う
し
た
有
力
集
団
に

よ
る
武
具
生
産
と
授
受
の
あ
り
方
は
︑
氏
族
の
成
立
と
そ
の
あ
り
方
の
前
史
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒

倭
王
権
の
動
向
を
知
る
上
で
も
注
目
さ
れ
︑
詳
細
な
型
式
的
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
鉄
製
甲
冑
で
あ
る
が
︑
そ
の
内
包
す
る
情
報
は
膨
大

で
︑
ま
だ
ま
だ
詳
細
な
分
析
の
余
地
は
多
い
︒
近
年
進
展
し
て
い
る
部
材
形
態
の
一
致
や
同
工
品
の
有
無
な
ど
甲
冑
生
産
の
小
単
位
を
明
ら
か

に
し
う
る
研
究
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
で
示
し
た
工
房
の
想
定
の
是
非
を
検
討
し
う
る
視
点
と
い
え
る
︒
あ
る
い
は
そ
う
し
た
さ
ら
な
る
細
部
の

分
析
に
よ
っ
て
各
工
房
に
お
け
る
生
産
の
実
態
を
明
ら
か
に
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
︒
ま
だ
ま
だ
課
題
は
多
い
が
︑
も
と
よ
り
不
十
分
な
点
の

多
い
本
稿
か
ら
の
展
望
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
︒

①

花
田
勝
弘

二
〇
〇
二

﹃
古
代
の
鉄
生
産
と
渡
来
人

倭
政
権
の
形
成
と
生

産
組
織

﹄

雄
山
閣
︑
菱
田
哲
郎

二
〇
〇
七

﹃
古
代
日
本

国
家
形
成
の

考
古
学
﹄

京
都
大
学
学
術
出
版
会
︒

②

坂

靖
︵
編
︶

一
九
九
六

﹃
南
郷
遺
跡
群
Ⅰ
﹄

奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然

記
念
物
調
査
報
告
第
六
九
冊

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
︒

③

花
田
勝
広

一
九
八
九

﹁
倭
政
権
と
鍛
冶
工
房

畿
内
の
鍛
冶
専
業
集
落
を

中
心
に

﹂
﹃
考
古
学
研
究
﹄
三
六

三

考
古
学
研
究
会

六
七

七
九
頁
︑

坂

靖

一
九
九
八

﹁
古
墳
時
代
に
お
け
る
大
和
の
鍛
冶
集
団
﹂
﹃
橿
原
考
古

学
研
究
所
論
集
﹄
一
三

吉
川
弘
文
館

三
一

五
五
頁
︑
花
田
勝
広

二
〇
一

二

﹁
鍛
冶
と
製
鉄
﹂
﹃
講
座
日
本
の
考
古
学
﹄
八

古
墳
時
代
︵
下
︶

青
木

書
店

九
九

一
二
三
頁
︑

坂

靖

二
〇
一
三

﹁
古
墳
時
代
中
期
の
遺
跡

構
造
と
渡
来
系
集
団
﹂
﹃
古
代
学
研
究
﹄
一
九
九

古
代
学
研
究
会

九

一
六

頁
な
ど
︒

④

大
県
遺
跡
を
中
心
と
す
る
極
め
て
限
定
的
な
工
房
に
お
け
る
甲
冑
生
産
を
想
定

す
る
立
場
と
し
て
︑
橋
本
達
也

二
〇
一
五

﹁
古
墳
時
代
中
期
の
武
器
・
武
具

生
産
﹂
﹃
中
期
古
墳
と
そ
の
時
代

五
世
紀
の
倭
王
権
を
考
え
る
﹄
季
刊
考
古

学
・
別
冊
二
二

雄
山
閣

九
九

一
一
〇
頁
な
ど
︒
南
郷
遺
跡
群
に
お
け
る
甲

冑
生
産
を
認
め
る
立
場
と
し
て
︑
坂

靖

一
九
九
八

﹁
古
墳
時
代
に
お
け
る

大
和
の
鍛
冶
集
団
﹂
︵
前
掲
︶
︑
内
山
敏
行

二
〇
〇
八

﹁
古
墳
時
代
の
武
具
生

産

古
墳
時
代
中
期
甲
冑
の
二
系
統
を
中
心
に

﹂
︵
前
掲
︶
︑
鈴
木
一
有

二
〇

一
二

﹁
武
器
・
武
具
﹂
﹃
古
墳
時
代
研
究
の
現
状
と
課
題
﹄
下

同
成
社

一

〇
七

一
二
七
頁
な
ど
︒

図
版
出
典

第
�
図

末
永
一
九
三
四
を
も
と
に
作
成
︒
そ
の
他
の
挿
図
・
挿
表
は
筆
者
作
成
︒

︵
文
化
庁
文
化
財
部
記
念
物
課
︶
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The Systems of Production, Distribution and

Reception of Armor in the Kofun Period

by

KAWAHATA Jun

It has been thought that almost all of the iron armor (cuirasses, pauldrons

and helmets) produced during the Kofun period, which spans the 350 years

from the middle of 3
rd

century to the end of the 6
th

century, was exclusively

manufactured and distributed by the Yamato government and this played an

important social role in reinforcing the power of the Yamato regime. I make

clear in this article that in the early stage of the manufacture of iron plate

armor in the Japanese archipelago (from 4
th

century to the early in the 5
th

century), the Yamato government made and distributed iron armor

monopolistically to distinguish statuses among the elites, but in the later

stage of the manufacture of iron plate armor (from the middle 5
th

century to

the end of 5
th

century) several groups produced and distributed armor for

their own interests. With the formation of the systems in which several

groups made and distributed iron armor for their own purposes iron armor

gradually lost its earlier social role, and in the 6
th

century its role in

distinguishing social statuses among the elites disappeared.

First, I elucidate the changes in iron plate armor based on a typological

analysis and establish 5 phases. On the basis of the typological analysis, it is

clear that there were several systems of production for iron cuirasses during

phase 4 and phase 5. Second, by considering the size of the parts and the

number of rivets used in one cuirass from each production system, I clarify

that in the early stage of manufacturing the cuirasses production in these

systems was similar in each, but gradually individual characterist of each

production system appeared and they finally grew different from one

another. Third, considering the distribution of armor from each production

system, I reveal that although armor from each production system has been

excavated from throughout the main areas controlled by the Yamato

government and southern part of Korean peninsula, armor from a particular

production system is often discovered in one specific region. This indicates

that the production and distribution of iron armor was carried out on the
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basis of a production system. Through this analysis, I reached the conclusion

that the difference in production systems of iron armor means that a

different workshop produced them, and that the elite groups that operated

workshops produced and distributed iron armor for their own purposes.

Based on the above, transitions of iron armor into 5 phases can be

summarized in the following manner. Phase 1 (from the early half of 4
th

century to the late in the 4
th

century): iron armor was made exclusively and

a limited, small number of the elite obtained iron armor and used it as

funerary goods their own tumuli. Phase 2 (from the end of 4
th

century to the

beginning of 5
th

century): a new type of cuirass, called sankakuban kawatoji

tankō, which signified lower status than the pre-existing type of cuirass

known as chōhōban kawatoji tankō, appeared, and a status distinction among

the elites based on the combination of iron armor (cuirass, pauldron and

helmet) began. Phase 3 (early 5
th

century): the production of chōhōban

kawatoji tankō ceased, and the combination of cuirass (sankakuban kawatoji

tankō) and accompanying helmet alone differentiated the elites. Phase 4 (the

middle 5
th

century): several groups independently began to produce and

distribute iron armor for their own purposes. Phase 5 (the late 5th century):

independent production and distribution systems conducted by several

groups were reorganized and the expression of status differences based on

different combinations of iron armor also ended.

The independent production and distribution systems conducted by

several groups in phases 4 and 5 indicated the preliminary situation in the

6
th

century when several clans served the Yamato government in various

capacities. The results of this research demonstrate trends of the powerful

groups that constituted the Yamato government, and they are important in

considering this aspect of state formation in Japan.
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