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長
門
向
津
具
久
津
出
土
の
飾
柄
銅
劒島ヘバ

田1

貞五

彦区良

一

　
昭
和
四
年
刊
行
の
東
方
考
古
墨
叢
刊
第
｝
冊
「
貌
子
窩
」
の
本
文

蚕
齢
に
「
族
順
要
塞
司
令
官
山
田
少
將
の
藏
品
に
事
柄
杉
銅
器
と

も
名
く
轟
く
、
我
々
の
未
だ
嘗
て
見
た
こ
と
の
な
い
珍
奇
な
晶
物

が
あ
る
。
是
は
銅
劒
と
共
に
牧
羊
城
附
近
に
於
い
て
概
見
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
云
は
れ
る
が
、
原
田
，
田
澤
君
等
の
探
索
に
よ

っ
て
、
城
蛙
附
近
の
】
古
墳
か
ら
嵐
話
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
か
と
な
っ
た
9
其
全
形
は
纐
（
第
｝
圖
）
の
如
く
、
内
部
に
銀
黒

色
を
饗
す
る
奇
妙
な
七
癖
品
を
餓
浴
し
、
外
部
に
は
一
種
特
有
の

透
模
様
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
其
全
艦
の
手
法
と
模
襟
は
、
南

朝
鮮
其
他
か
ら
嚢
見
せ
ら
れ
た
所
講
藤
代
の
直
物
と
思
は
れ
る
も

の
と
類
省
し
、
周
末
漢
初
の
も
の
た
る
こ
と
を
推
す
可
く
、
而
か

　
　
　
　
　
長
門
向
櫟
臭
久
隷
樹
土
の
日
柄
銅
劔
　
（
鳥
田
）

も
其
枕
形
品
は
梅
原
末
治
君
等
の
報
告
に
係
る
北
朝
鮮
黄
海
消
黄

州
郡
黒
橋
面
獲
見
の
所
謂
結
駄
銅
製
品
に
似
て
居
る
難
が
注
意
せ

ら
れ
る
。
な
ほ
類
似
の
石
製
鍵
形
品
は
族
順
附
近
か
ら
屡
々
想
見

せ
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
の
規
子
蕪
蒸
見
極
は
．
清
瀬

の
牛
部
を
示
す
の
み
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
其
瓜
の
皮
を
切
り
む
い

た
様
な
特
徴
あ
る
形
は
、
如
上
の
北
鮮
嚢
見
品
及
び
牧
羊
城
附
近

出
土
の
銅
器
中
の
枕
形
品
と
趣
を
同
ふ
し
て
み
る
と
感
ぜ
ざ
る
を

得
な
い
。
但
し
此
等
の
も
の
Σ
用
途
に
至
っ
て
は
詳
か
に
知
り
難

い
が
何
等
か
「
，
マ
ヂ
ッ
ク
」
の
カ
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
宗
教
的

意
義
を
有
し
た
も
の
と
想
像
し
得
る
の
み
で
あ
る
」
云
々
と
濱
田

博
士
の
紹
介
さ
れ
た
劒
柄
形
銅
器
は
昭
和
三
年
十
月
、
南
満
洲
族

順
管
内
牧
羊
城
官
屯
子
の
特
殊
な
構
造
を
な
す
石
墓
か
ら
出
土
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
博
士
の
論
述
に
見
る
様
に
從
來
欝
っ
て
其
綱

　
　
　
　
　
　
第
十
冶
稔
面
一
號
　
　
コ
遷
岬

（　123　）



　
　
　
　
　
長
門
膚
津
具
久
津
出
土
の
飾
柄
錫
劔
　
（
島
田
）

を
見
な
か
つ
土
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
該
種
銅
器
に
毒
す
る
最
初

の
物
恥
と
し
て
爾
來
其
不
可
思
議
な
遺
物
の
存
在
に
多
大
の
下
心

を
彿
ふ
に
垂
つ
虎
。
翌
昭

和
四
年
、
梅
原
末
治
君
の

海
外
か
あ
餓
學
盗
る
に
及

び
、
同
形
遺
品
の
博
物
館

に
臣
下
さ
る
」
も
の
の
三

鍔
縫
隣
編
醸

告
げ
る
こ
乏
Σ
な
り
、
．
盆

々
興
味
を
惹
く
題
目
と
な

っ
た
。
其
後
朝
鮮
濃
墨
に

て
既
出
す
る
二
個
（
残
訣
）

を
探
求
し
、
一
は
総
督
府

博
物
館
の
有
と
な
り
噛
は

梅
原
君
に
糠
っ
て
京
都
帝

國
大
更
考
古
學
教
室
の
も
の
と
な
っ
た
。
然
る
に
昨
春
た
ま
ノ
、

在
満
洲
の
一
乱
入
か
ら
撫
順
出
土
と
饗
す
る
同
形
品
を
京
都
膨
満

　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
第
一
號
　
　
ご
西

大
言
に
購
求
す
る
こ
と
、
な
り
、
藪
に
僅
々
爾
三
年
を
出
で
す
し

て
七
例
以
上
を
激
ふ
る
に
至
っ
た
。
競
近
著
し
く
婆
頭
し
て
來
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
那
古
銅
器
の
研
究
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
他
方
こ
の
異
形
銅
器
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
就
い
て
の
推
究
を
も
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閑
視
す
る
こ
と
を
許
さ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
な
か
っ
た
。
さ
れ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
用
途
に
至
っ
て
は
濱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
博
士
の
提
唱
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
宗
教
的
意
義
を
多
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
含
む
も
の
と
し
て
殆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
ど
こ
れ
に
疑
義
を
狭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
も
の
は
な
い
。
然
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
原
田
淑
人
上
士
は
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刊
さ
る
Σ
東
方
考
古
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叢
刊
第
二
冊
「
牧
羊
城
」

執
筆
中
、
本
遺
品
の
考
究
に
撮
れ
、
別
に
興
味
あ
る
所
詮
を
提
供

さ
る
、
に
至
っ
た
。
帥
ち
劒
柔
形
銅
器
は
名
の
如
く
劒
柄
に
相
當

（124　）



す
る
も
の
で
あ
っ
て
紐
を
通
し
て
異
形
銅
器
の
個
々
の
分
解
を
防

ぐ
と
共
に
更
に
諸
司
に
結
縛
し
た
も
の
と
し
寧
ろ
宗
教
的
用
具
と

云
は
ん
よ
り
も
古
文
献
に
見
ゆ
る

七
首
に
相
盛
す
る
も
の
で
は
な
か

ら
う
か
ど
さ
る
・
も
の
で
あ
お
。

＝

　
劒
柄
形
銅
器
に
就
て
は
以
上
の

宝
塚
を
見
て
み
る
。
　
一
は
そ
れ
自

浄
の
独
立
せ
る
宗
教
的
用
器
で
あ

る
と
し
、
一
は
二
千
す
る
世
用
的

用
器
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る

　
調
て
該
種
の
通
柄
形
銅
器
に
は

往
々
細
形
銅
劒
を
件
有
す
る
も
の

の
機
で
あ
っ
て
、
牧
羊
城
及
び
傳

撫
順
嚢
見
の
も
の
は
い
つ
れ
も
身

内
の
順
々
潤
い
特
異
鮎
を
有
す
る

（面AS）部状紐結器銅見獲近附Jth四丁牧　圖二第

所
謂
満
洲
式
銅
劒
と
共
存
し
て
み
る
こ
と
は
原
田
學
士
の
提
唱
す

　
　
　
　
　
長
門
向
津
具
久
津
出
土
の
飾
柄
銅
壷
　
（
島
田
）

る
銅
劒
附
着
の
飾
柄
と
す
る
に
合
理
な
鮎
を
認
め
ら
れ
る
。
劒
柄

形
銅
器
そ
の
も
の
の
細
部
の
説
明
は
藪
に
記
述
す
る
こ
と
を
省
略

す
る
が
、
基
本
的
形
歌
の
も
の
は
敷
個
に
分
解
せ
ら
れ
、
内
部
に

石
製
叉
は
銅
製
（
室
洞
）
の
結
紐
状
器
の
簸
め
込
ま
れ
て
み
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
再
記
し
て
置
き
た
い
。

　
薙
に
劒
柄
形
銅
器
と
し
て
主
要
な
観
鮎
を
な
す
所
謂
結
紐
献
器

は
、
從
來
軍
濁
に
登
見
さ
れ
て
る
る
例
謹
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て

凹
き
に
畢
け
た
満
洲
族
順
及
観
子
窩
出
土
の
も
の
を
除
い
て
南
北

爾
鮮
及
び
我
國
に
も
類
例
を
出
し
て
み
る
，
主
要
な
獲
見
地
と
し

て
北
鮮
で
は
黄
栂
消
黄
州
郡
黒
橋
面
コ
牛
安
臥
道
大
同
郡
大
同
江

面
土
城
里
三
×
以
上
蟹
）
獺
蜷
翻
る
離
新
駅

攣
同
道
儒
郡
於
懇
懇
古
（
石
製
）
無
調
雛
繊
叱
罐
讐

等
で
あ
り
、
南
鮮
で
は
慶
爾
北
道
慶
州
内
東
面
坪
里
、
同
南
山
里

（
以
上
石
器
）
鮪
鍍
難
平
欝
霧
鞍
灘
臨
戦
關
で
あ
り
、

更
に
麗
麗
に
入
っ
て
羅
馬
國
卜
縣
郡
佐
須
奈
村
白
刃
（
東
京
帝
國

大
學
人
類
學
教
室
藏
銅
製
）
に
匹
見
さ
れ
て
る
る
。

　
以
上
は
劒
柄
形
銅
器
及
び
こ
れ
に
附
随
し
て
主
要
な
位
置
を
占

め
る
結
紐
虚
器
に
關
疑
し
て
不
充
分
な
略
解
を
試
み
た
。
こ
の
こ

　
　
　
　
　
　
第
十
右
巻
　
第
一
號
　
　
一
二
五

（］25）



　
　
　
　
　
長
門
肉
瀧
具
久
瀧
碍
士
の
飾
槌
鋸
劔
（
島
躍
）

と
は
次
に
記
載
し
ょ
う
と
す
る
長
門
出
土
の
も
の
と
密
接
な
相
關

關
係
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
上
述
の
見
解
を
會
得
す
る
こ
と
が

ウ

．
糠

嬉

℃

恥
3

、
’
．

璽瀾圏臨　　　騨
　（面李）馬野下右面二黒鮮詑上顎　器高紐結見高高欄　　圖三第

　　　　　　　　　　（面立）面江同大鮮北下上左

温
潤
の
移
行
と
特
質
を
看
取
す
る
に
容
易
な
も
の
が
あ
ら
う
と
推

　
　
　
　
　
　
箏
，
＋
七
餐

察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

蝋
躍
晴
麗
　
　
　
』
二
占
ハ

　
　
　
三

今
次
出
土
し
養
門
國
大
津
郡
鶴
翼
村
李
向
津
具
旗
字
卿

圃示指在所津久門長　圖西第

ツ悼
は
日
本
海

に
臨
ん
だ
中

子
の
最
南
端

に
あ
っ
て
、

油
谷
濁
の
深

く
灘
入
し
た

北
岸
に
位
置

す
る
。
一
衣

海
、
水
を
．
躍
て

て
朝
鮮
牟
島

の
東
海
岸
に

宜
し
雨
．
者
の
關
聯
を
必
然
的
に
．
推
究
せ
し
め
る
様
な
環
境
を
な
し

て
み
る
。

　
昨
昭
和
⊥
ハ
年
嵩
、
月
下
旬
．
小
川
は
重
量
銅
劒
の
存
在
を
聞
知
し

（126）



た
の
で
翌
八
月
初
旬
同
地
を
踏
査
し
て
遺
物
を
親
し
く
實
難
し
、
　
　
び
襲
載
さ
れ
て
る
る
ひ

劒
柄
形
銅
器
と
關
聯
す
べ
き
貴
重
な
資
料
で
あ
る
を
知
り
、
所
藏
　
　
　
銅
劒
は
今
よ
り
約
五
十
年
繭
の
響
町
に
か
エ
り
、
薫
製
土
地
黙

者
の
了
解
の
も
と
に
取
敢
へ
す
山
旦
尚
等
學
校
歴
実
科
教
室
に
保
　
　
を
知
悉
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
近
き
將
來
に
再
調
を
期
す
る

　
　
　
　
　
　
　
簸
　
五
　
騒
　
　
長
門
國
大
隷
郡
晦
瀧
轟
久
津
田
土
飾
柄
銅
索
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鮒

　　2Ajif

“

内
（
口

」
1

」

潤
す
る
こ
と
、
な
っ
た
。
こ
の
顛
宋
を
島
凪
に
報
ず
る
所
が
あ
っ

た
の
で
考
古
墨
教
室
に
借
腹
を
乞
ひ
、
了
解
を
得
て
京
都
帯
國
大

境
讐
學
部
病
理
墨
思
慮
の
三
宅
宗
挽
氏
の
西
下
す
る
に
際
し
櫓
蹄

す
る
こ
と
が
出
來
た
。
因
み
に
尋
物
は
、
今
、
所
藏
者
の
も
と
に
再

　
　
　
　
　
長
跨
向
津
、
具
久
滝
撫
土
の
飾
槽
丁
霊
　
（
島
田
）

4．曾寸

こ
と
・
す
る
が
、
故
老
の
言
を
綜
合
す
る
に
輩
掲
に
出
土
し
た
も

の
で
，
特
殊
な
遽
構
を
認
め
な
か
っ
た
と
云
は
れ
る
、

　
銅
劒
は
破
確
さ
れ
て
数
燗
と
な
っ
て
み
る
が
、
接
合
す
る
に
殆

ん
ど
鋏
央
す
る
塵
の
な
い
略
々
完
全
に
近
き
も
の
で
あ
る
“
た
草

　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
一
貌
　
　
　
一
二
七
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長
門
向
津
具
久
溝
爾
土
の
点
葉
銅
劔
　
（
島
田
）

僅
か
に
鉾
先
の
一
小
部
分
を
亡
く
す
る
の
み
で
あ
る
。
現
存
部
の

総
長
一
尺
四
寸
七
分
あ
り
、
完
存
す
る
に
し
て
も
僅
か
に
五
分
内

外
を
附
加
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
全
形
の
溶
箔
に
罵
る
錦
造
で
嬬
通

し
と
な
っ
て
み
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
大
害
の
形

献
は
細
形
銅
劒
と
劒
柄
形
銅
器
と
を
結
合
し
た
も
の
で
あ
っ
て
，

拘
に
特
異
と
す
べ
き
形
式
を
具
備
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
へ
る
。

圃
に
よ
つ
て
明
か
な
機
に
久
津
出
土
の
臨
監
は
甚
し
く
形
式
化
す

る
も
將
さ
し
く
細
形
銅
劒
と
劒
柄
形
銅
器
と
の
複
合
形
式
で
あ
る

二
と
は
誰
れ
し
も
疑
ふ
所
は
な
か
ら
う
。
吹
に
陸
島
に
其
形
質
を

蓮
べ
る
こ
と
、
す
る
。

四

　
此
の
銅
劒
は
薫
陸
錨
に
包
ま
れ
、
所
々
殿
傷
し
て
み
る
が
全
形

を
ほ
掌
遣
存
す
る
こ
と
は
煎
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
銅
面
甚
し

く
粗
で
あ
っ
て
鑑
放
し
と
推
定
せ
し
め
る
。
該
種
舶
載
晶
に
見
る

黒
漆
叉
は
自
発
幽
趣
色
の
鏡
利
な
感
鰯
を
輿
へ
る
慮
が
な
い
。
こ

れ
は
比
較
的
含
有
銅
の
多
い
も
の
で
あ
ら
う
と
想
像
す
る
に
難
く

な
い
。
此
織
は
寧
ろ
朝
癬
望
見
の
古
銅
器
に
類
号
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
纂
十
七
巻
第
｝
號
　
　
一
二
八

っ
て
、
製
作
地
の
那
邊
で
あ
る
か
を
推
測
せ
し
め
る
外
面
的
な
一

つ
の
．
階
示
山
を
曜
繍
ら
す
も
の
と
云
へ
る
。

　
銅
劒
は
細
形
の
型
式
に
撫
し
、
身
部
芸
無
す
れ
ば
｝
尺
と
な
り

　
　
　
　
　
　
ハ
ゴ
キ

強
暴
は
増
高
の
鍬
に
相
冠
す
る
も
の
が
造
り
出
さ
れ
て
，
こ
れ
に

候
装
さ
れ
る
形
式
と
な
っ
て
み
る
。
此
部
長
六
分
。
　
、
　
　
、
！

　
電
電
に
劒
と
柄
と
を
結
縛
す
る
事
網
は
同
様
の
着
装
を
推
知
す

る
有
力
な
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
嚢
き
に
梅
原
君
に
嫁
の
類

し
た
手
法
を
嗜
示
せ
し
め
る
資
料
と
し
て
指
示
さ
れ
た
南
鮮
三
州

郡
入
室
退
去
北
鮮
大
同
江
面
出
土
の
銅
製
有
節
劒
柄
の
一
端
に
四

孔
を
穿
つ
例
謹
は
明
か
に
董
を
受
け
劒
と
柄
と
を
結
縛
す
る
に
供

し
九
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
謹
せ
し
め
る
も
の
で
あ
ら
う
。
而
か

も
後
者
の
も
の
に
は
久
津
例
と
罰
じ
く
鍬
に
當
る
も
の
が
造
り
出

・
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
一
鞭
こ
れ
を
是
認
せ
し
め
る
。

　
次
に
細
部
に
は
葉
を
受
け
た
劔
に
接
し
て
呼
量
の
鍔
に
紹
癒
す

る
長
二
寸
幅
一
寸
二
分
の
磁
（
或
は
藤
と
す
る
）
が
造
り
禺
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
カ
ア
ヒ

み
る
。
其
下
部
は
｝
個
の
節
理
突
起
の
あ
る
塗
壁
を
な
し
把
握
す

る
部
分
を
な
し
て
み
る
。
次
に
腰
掛
堕
ち
柄
頭
に
相
聾
す
る
部
分

を
形
成
し
て
み
る
。
こ
の
部
分
は
二
つ
に
癌
別
さ
れ
る
。
一
は
柄

（　12S・）



騰
セ
受
け
て
み
る
長
四
寸
八
分
，
最
大
幅
九
分
、
厚
二
分
の
南
端

鏡
角
を
な
し
元
形
歌
は
稜
形
に
酷
似
し
て
み
る
も
の
。
二
は
其
中

央
部
に
附
加
し
て
み
る
所
謂
結
紐
歌
形
の
も
の
で
あ
っ
て
、
長
一

寸
七
分
、
幅
六
分
五
厘
、
高
四
分
を
な
し
。
こ
の
樗
圓
形
の
爾
労

に
角
形
の
小
突
起
を
作
り
更
に
野
中
黙
か
ら
方
柱
歌
を
汚
し
其
尖

端
は
切
子
形
の
紐
歌
結
節
を
作
っ
て
み
る
。
其
形
歌
は
全
く
劒
柄

形
銅
器
の
結
紐
射
芸
と
尉
手
法
な
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

五

　
以
上
は
大
略
の
形
歌
其
他
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
特

異
細
の
多
い
鍬
劒
の
綴
土
に
よ
っ
て
仰
も
何
者
を
考
察
し
得
る
で

あ
ら
う
か
。
鋼
劒
そ
れ
自
艦
の
製
作
乃
至
年
代
、
或
は
劒
管
轄
銅

器
と
の
形
式
的
移
行
及
び
地
理
的
な
關
…
係
、
或
は
堤
脚
遺
跡
の
構

品
等
埋
け
潤
れ
ば
種
々
の
至
要
な
問
題
を
提
供
す
る
。
こ
の
こ
と

は
今
研
の
資
料
を
以
て
こ
の
雑
多
な
周
題
を
咀
．
鳴
し
柔
く
す
こ
と

は
出
來
な
い
。

　
た
草
こ
の
久
津
出
土
の
銅
劒
の
齎
ら
す
敷
果
を
卒
爾
な
が
ら
外

形
的
と
内
業
的
と
か
ら
推
究
し
て
こ
の
標
識
的
な
遣
、
物
の
紹
介
を

　
　
　
　
　
長
門
向
灘
其
久
溝
欝
土
の
佛
柄
鋼
劔
　
（
欝
田
）

終
る
こ
と
、
し
た
い
。

　
全
形
を
十
一
の
も
の
と
し
て
疇
出
さ
れ
て
み
る
こ
と
は
形
式
墨
．

上
か
ら
見
て
燗
々
の
分
離
し
て
所
作
さ
れ
た
も
の
に
比
し
移
行
後

出
の
形
式
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
が
九
い
σ
こ
の
盟
一
の
蟷
造
に

よ
つ
て
誹
種
銅
劒
の
若
装
状
態
を
知
り
、
更
に
不
可
思
議
な
も
の

と
せ
ら
れ
た
談
柄
形
銅
器
の
一
つ
の
確
實
な
飾
着
筆
を
認
識
し
得

た
。
こ
の
こ
と
は
本
論
劒
の
外
形
的
使
命
と
し
て
最
も
慣
埴
あ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
古
式
銅
劒
の
一
新
例
と
し
て
久
津
銅
劒
の
存
在

を
記
憶
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
其
他
細
部
に
亙
る
外
形
的
な

形
式
実
刑
は
省
略
す
る
こ
と
Σ
し
て
最
後
に
内
面
的
な
考
察
の
一

二
を
援
供
し
て
識
者
の
是
正
を
待
ち
た
い
σ

　
先
づ
最
初
に
銅
劔
そ
れ
自
…
艦
の
有
す
る
内
晦
的
意
義
と
し
て
観

照
さ
る
・
も
の
は
劔
柄
部
で
あ
っ
て
，
就
中
其
結
紐
歌
器
の
部
分

で
あ
ら
う
。
牧
羊
城
官
屯
慰
籍
土
の
も
の
は
、
該
種
の
典
型
的
標

本
と
さ
る
る
も
の
で
あ
っ
て
、
数
偲
に
分
解
せ
ぢ
れ
，
個
々
の
器

形
は
假
り
に
こ
れ
を
劒
身
と
結
縛
し
て
一
個
の
劒
柄
的
黒
具
と
な

る
事
は
肯
定
し
得
る
も
原
田
謀
士
の
研
謂
七
首
の
外
形
的
装
飾
な

り
と
す
る
に
は
煙
り
に
分
解
的
な
構
造
を
度
外
要
す
る
も
の
で
な

　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
一
醗
　
　
　
一
二
九
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長
門
向
白
重
久
灘
蹴
土
の
彿
柄
鋸
劔
　
（
島
田
）

か
ら
い
）
か
。
こ
の
鮎
に
於
て
濃
蘭
博
士
の
提
唱
さ
る
転
劒
柄
形
銅

器
と
す
る
そ
れ
肖
艦
を
強
調
し
て
一
個
の
猫
立
し
た
杷
握
用
の
宗

歎
的
器
具
で
あ
り
、
銅
劒
そ
れ
自
艦
と
は
最
初
か
ら
柄
頭
と
し
て

の
嚢
蓬
形
式
を
た
ど
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
．
つ
と
考
へ
て
見
た
．

ら
如
何
で
あ
ら
う
。
そ
の
雨
者
の
有
す
る
外
的
相
關
が
た
ま
～
、

結
合
し
て
宗
教
的
な
儀
式
的
利
器
と
し
て
雨
者
の
存
在
を
な
し
た

も
の
で
な
か
ら
う
か
。
結
紐
歌
器
が
如
何
な
る
「
マ
ヂ
ツ
ク
」
的
意

義
を
有
し
た
か
は
想
像
以
外
の
こ
と
で
あ
る
が
、
他
方
劒
鉾
類
は

其
鏡
利
な
利
器
の
精
紳
か
ら
宗
敏
親
さ
る
為
こ
と
は
藪
に
述
べ
る

ま
で
も
な
い
。
か
の
西
部
日
本
特
に
北
九
州
の
銅
壷
銅
鉾
の
特
異

な
形
状
は
こ
れ
を
有
力
に
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。
（
高
橋
博
士
「
銅

鉾
鋼
劒
の
研
究
」
）
斯
様
に
類
推
す
る
と
二
者
の
結
合
に
よ
っ
て
憂

に
偉
大
な
宗
教
的
器
具
を
現
鵬
し
た
も
の
と
す
る
に
何
等
の
矛
盾

を
も
感
じ
な
い
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
此
種
の
劒
歪
形
銅
器
は
必
し

も
利
器
と
俘
存
す
る
の
必
要
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
と
も
想
像
出

來
る
り
卑
近
な
一
例
と
し
て
泣
け
る
な
ら
ば
面
長
徒
の
宗
敏
的
器

具
と
す
る
「
鈷
」
か
た
ま
ノ
～
利
器
と
結
ば
れ
て
「
鈷
劒
」
を
形
づ
く

る
様
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ジ
ら
う
か
。

第
十
七
巻
　
纂
一
髪
　
　
＝
二
〇

　
　
　
　
六

　
北
九
捌
に
於
け
る
彊
盤
式
系
統
の
饗
棺
か
ら
幽
土
す
る
青
銅
遽

物
は
我
國
へ
の
金
属
文
化
の
新
興
で
あ
っ
て
、
實
年
代
考
定
の
上

限
と
し
て
三
雲
、
須
玖
爾
遽
跡
の
示
す
も
の
は
西
紀
葡
二
三
世
紀

に
遡
る
も
の
も
あ
る
が
大
庭
に
於
い
て
西
紀
元
年
を
中
心
と
し
た

前
後
の
聞
に
置
く
の
が
最
も
穏
當
と
さ
れ
る
。
（
「
筑
前
須
玖
吏
前
逡

跡
の
硯
織
し
京
都
帝
國
一
週
考
古
學
研
究
報
告
第
十
一
紐
）

　
他
方
、
劒
縦
形
銅
器
乃
至
結
紐
歌
器
出
土
の
遣
跡
を
尋
ね
る
に

漢
初
支
那
大
陸
文
化
東
漸
の
分
布
と
重
富
し
、
或
は
特
殊
な
銅
製

遣
物
を
出
土
す
る
等
少
く
と
も
前
漢
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

物
語
っ
て
み
る
。
該
種
遣
物
の
最
も
多
寓
す
る
北
鮮
樂
誤
爆
地
方

は
か
の
豪
華
な
盛
漢
文
化
（
「
樂
浪
郡
飯
代
の
選
跡
」
前
撫
「
樂
浪
」
東
京

帝
國
大
恩
丈
學
都
）
に
幾
分
と
も
先
行
し
て
外
直
系
と
も
縫
卜
す
る

も
の
で
あ
り
、
實
に
周
末
以
降
各
方
の
文
化
輪
入
接
鱗
の
重
要
な

「
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
な
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
し
得
る
こ
と
で

る
。
周
末
漢
意
文
化
の
東
漸
は
北
鮮
で
は
樂
浪
地
方
を
蕪
黙
と
し

て
南
北
爾
鮮
に
分
布
し
て
み
る
が
南
鮮
康
津
の
明
刀
の
如
き
或
は

（130）



臨
鮮
入
室
里
、
永
川
遽
跡
の
難
く
難
っ
て
奥
地
に
辮
在
す
る
こ
と

は
東
漸
へ
の
時
代
と
交
通
路
を
考
察
す
る
一
つ
の
基
準
と
な
ら

う
。
斯
く
し
て
牟
島
の
南
岸
に
出
で
一
方
、
能
州
島
、
饗
馬
に
他

方
、
我
國
四
部
滑
爆
に
波
及
し
て
傳
播
の
時
期
を
酉
紀
前
後
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
斯
く
し
て
三
世
紀
の
後
牛
乃
至
四
世
紀
の
初
牟
に
は
青
銅
魁
物

の
流
傳
を
見
る
こ
と
が
な
い
。
此
短
い
世
紀
間
に
丈
化
籾
を
異
に

す
る
も
の
の
封
立
す
る
事
費
は
如
何
に
解
縢
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
銅
劒
銅
鉾
の
古
式
と
す
る
も
の
は
前
漠
代
の
大
陸
所
産
で
あ

り
、
銅
鐸
と
最
も
密
接
な
關
係
に
あ
る
細
文
鏡
も
亦
た
同
代
を
降

ら
な
い
も
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
細
文
鏡
の
分
布
と
牟
島
に
於
け

る
そ
れ
を
類
推
し
、
併
せ
て
共
存
す
る
結
紐
歎
器
等
の
傳
播
を
考

察
す
る
と
銅
劒
銅
鉾
及
び
銅
鐸
と
の
接
鰯
分
布
圏
が
自
か
ら
中
國

近
畿
に
…
大
圏
幽
を
織
き
爾
者
銅
器
の
古
式
と
退
化
型
式
の
各
件

存
を
明
示
し
て
居
る
。
其
上
隈
に
は
多
少
の
系
列
的
葡
後
を
認
め

得
る
も
直
ち
に
酵
代
的
序
列
を
奥
へ
る
こ
と
は
出
楽
な
い
。
さ
れ

ば
銅
劒
銅
鉾
と
云
ひ
銅
鐸
と
云
ふ
ぽ
“
上
限
と
下
隈
と
の
年
代
の

等
し
く
而
か
も
分
布
圏
を
異
に
し
從
っ
て
文
化
相
の
相
違
を
示
し

　
　
　
　
　
長
門
向
津
具
久
灘
出
土
の
飾
柄
銅
劔
　
（
島
田
）

て
る
み
こ
と
ば
結
忌
牛
島
に
於
け
み
大
陸
文
化
接
受
と
無
断
播
の

推
究
に
待
た
ざ
れ
ば
解
決
の
鍵
を
握
る
こ
と
は
出
隅
な
か
ら
う
∂

た
ゴ
此
の
黙
に
於
い
て
久
津
轟
土
の
銅
製
は
難
中
に
於
け
る
青
銅

丈
化
徳
播
に
廻
す
る
推
定
へ
の
一
壷
厭
を
與
へ
る
も
の
と
云
へ

る
。
郎
ち
銅
劒
銅
鉾
の
利
器
を
好
禽
す
る
傳
播
は
多
分
の
大
陸
的

着
彩
を
幣
び
其
門
戸
を
西
部
九
州
と
す
る
に
賦
し
、
牟
島
的
色
彩

の
多
分
に
確
証
さ
れ
た
も
の
が
早
く
か
ら
漸
的
に
傳
博
し
遽
に
銅

鐸
を
所
産
す
る
に
至
っ
た
と
す
る
。

第
十
七
巷
第
一
號
　

こ
ご
嚇

（　1：ll　）


