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こ
こ
に
紹
介
し
よ
ら
と
す
る
鏡
と
刀
は
、
昨
秋
佐
賀
県
神
埼
郡
東
脊
振
村
三

津
永
田
遺
跡
で
弥
生
式
中
期
後
半
の
様
式
を
も
つ
た
合
口
甕
櫨
に
伴
出
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
後
者
は
特
に
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
弥
生
式
時
代
に
お
け

る
刀
の
使
駕
を
示
す
資
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　
こ
の
合
口
甕
穣
は
三
二
岩
の
地
山
を
掘
り
込
み
、
水
平
と
約
五
五
慶
の
角
度

を
保
っ
て
埋
麗
さ
れ
、
保
存
佳
良
な
成
人
男
性
骨
を
中
に
容
れ
て
い
た
。
癒
葬

さ
れ
た
遺
体
は
頭
部
か
ら
肩
に
か
け
て
水
銀
朱
が
塗
ら
れ
て
い
た
。
副
葬
贔
と

し
て
流
雲
丈
帯
五
獣
鏡
が
下
臥
の
底
に
鏡
背
を
下
に
し
て
た
て
か
け
ら
れ
、
棺

外
に
は
蘇
翔
の
合
せ
翼
の
目
張
り
の
粘
土
中
に
刃
を
内
に
向
け
て
鉄
製
尻
払
頭
大

刀
が
ほ
ぼ
水
平
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
（
第
一
図
）
。
棺
の
直
上
約
｛
米
の

と
こ
ろ
に
長
さ
一
九
〇
糎
・
幅
七
五
糎
・
厚
さ
三
〇
糎
ほ
ど
の
矩
形
の
平
面
を

も
つ
た
石
が
あ
り
、
そ
の
下
面
に
朱
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
か
ら
こ
れ
が
甕
柁

の
標
識
と
し
て
お
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
明
確
な
結
論
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
．
、
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さ
て
第
二
園
に
示
し
た
こ
の
流
雲
文
帯
五
獣
鏡
は
、
鏡
面
∵
鑛
脊
共
一
部
分

・
緑
鋪
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
，
良
質
の
白
鋼
で
鋳
造
さ
れ
た
ら
し
く
、
鍼
の
な
い
部

分
は
灰
白
色
の
光
沢
を
失
っ
て
い
な
い
。
鏡
背
に
は
、
外
垣
の
流
雲
文
帯
と
、

内
区
の
獣
帯
の
間
の
帯
圏
に
銘
文
が
環
っ
て
い
る
。
文
孚
は
や
や
不
明
瞭
な
も

の
も
あ
る
が

　
　
「
黍
鷺
之
弓
造
鏡
如
、
蒼
龍
在
左
白
虎
在
口
、
宜
蕃
質
孫
子
」
r

と
判
読
さ
れ
る
λ
樋
口
隆
康
講
師
の
教
示
に
よ
る
％
こ
の
形
の
銘
交
は
多
く

旧
格
規
短
四
神
鏡
に
伴
5
も
の
で
、
こ
の
種
の
獣
帯
鏡
に
伴
っ
た
例
は
稀
で
あ

る
。
鏡
武
か
ら
推
し
て
こ
れ
は
後
漢
初
頭
を
そ
れ
程
下
ら
ぬ
時
期
に
作
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
ご
力
鉄
製
謡
言
頭
大
刀
は
、
第
三
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
や
や
内
反
し
て
お

り
、
つ
く
り
の
上
で
身
と
茎
に
区
鋤
が
な
く
、
茎
の
金
部
に
は
把
巻
の
痕
が
残

っ
て
い
る
。
出
土
の
際
鍵
の
少
部
分
を
欠
い
だ
が
保
存
は
比
較
的
良
好
で
あ
る
。

吹
き
出
た
鉄
銃
を
除
い
て
測
っ
た
結
果
、
現
存
長
五
〇
∴
一
五
糎
、
身
長
三
五
・

二
糎
、
茎
長
二
一
・
一
腰
、
関
幅
二
・
三
婆
、
鍛
の
慌
径
五
・
下
腿
と
い
5
数

値
を
得
た
、
こ
れ
も
ま
た
舶
載
錨
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
5
。

　
次
に
こ
れ
ら
を
嵐
蒸
し
た
遺
跡
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明
を
加
え
よ
δ
。
佐
賀

平
野
と
玄
海
灘
に
顧
し
た
筑
前
西
端
の
低
地
と
の
分
水
嶺
を
な
す
秀
振
貸
売
は
、

佐
賀
平
野
の
東
都
で
数
条
の
丘
陵
を
南
に
派
生
し
て
い
る
．
、
風
化
し
た
花
淘
岩

の
地
山
で
構
成
さ
れ
た
こ
お
ら
の
丘
陵
は
受
寄
式
時
代
の
遺
跡
に
冨
ん
で
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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鳥
瀬
と
佐
賀
の
漂
ぼ
申
聞
に
あ
た
る
神
埼
駅
か
ら
北
ヵ
約
四
粁
を
隔
て
た
永
田

遺
跡
も
こ
れ
等
の
丘
陵
の
一
つ
に
営
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
．
、
総
栖
か
ら
飯
町
を

経
て
神
埼
に
通
じ
る
獄
道
が
こ
の
髭
陵
を
適
訳
に
切
詰
し
、
弾
帯
は
切
断
部
で

東
に
張
り
参
し
て
い
る
。
昭
和
二
八
年
夏
の
水
筈
を
受
け
た
こ
の
附
近
を
流
れ

る
城
原
潜
の
護
岸
の
為
に
こ
の
張
出
部
の
採
土
工
事
が
始
め
ら
れ
、
’
採
土
中

保
存
佳
畏
な
人
骨
を
含
む
多
数
め
弥
生
式
甕
糖
が
撚
還
し
た
。
破
壊
さ
れ
て
行

く
遺
跡
の
原
状
と
遺
物
出
土
状
態
を
記
録
す
る
こ
と
は
緊
急
を
要
し
た
の
で
、

昭
和
二
入
際
一
一
月
七
日
か
ら
八
二
闘
と
同
年
ご
一
月
二
一
二
籔
か
ら
八
戸
聞
の

二
慶
に
糎
て
蝉
井
清
足
。
金
騰
想
・
小
籔
山
節
が
黒
瀬
測
量
を
主
と
す
る
調
査

に
趣
き
、
前
略
の
甕
棺
を
含
む
一
一
組
の
合
口
順
調
を
調
査
し
、
他
に
五
組
の

弩
弓
位
霞
を
詰
め
た
。
こ
れ
等
の
結
果
か
ら
、
こ
の
焼
跡
は
弥
生
式
前
期
か
ら

中
期
後
半
に
か
け
て
鴬
蓬
れ
た
も
の
で
あ
り
、
甕
棺
は
調
査
し
た
範
懸
内
で
は

丘
陵
稜
線
か
ら
南
斜
面
の
中
腹
に
か
け
て
点
在
叉
は
群
在
し
て
分
窃
し
て
い
る

こ
と
を
知
り
得
た
の
で
あ
る
。
な
お
鏡
と
刀
を
伴
撮
し
た
甕
穂
は
丘
陵
稜
線
に

透
い
地
点
で
極
弓
隠
し
て
出
土
し
た
四
組
の
甕
棺
巾
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ

算
の
櫨
聾
は
出
土
状
態
と
甕
め
様
式
か
ら
見
て
、
互
い
に
時
期
を
異
に
し
て
埋

葬
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
わ
れ
く
の
第
一
次
調
査
課
前
に
出
土
し
た
石
藍
の
あ
る
驚
嘆
に
容
れ
ら
れ

て
い
た
双
三
鏡
と
、
七
田
忠
志
氏
が
す
で
に
報
告
し
て
い
ら
れ
る
（
擁
賀
県
文

化
財
調
査
．
報
告
一
第
ご
輯
i
）
内
雄
花
交
明
光
鏡
を
耀
わ
せ
て
、
永
闘
遺
蹟
で

鐘
二
颪
の
鏡
溝
出
土
し
た
こ
と
に
な
る
．
、
こ
れ
ま
で
北
九
州
に
お
け
る
麓
縮
劃

八
○

藻
癩
と
し
て
の
鏡
の
分
蒲
は
玄
海
灘
に
製
し
た
古
代
果
厳
・
掃
郡
・
奴
の
諾
国

に
限
ら
れ
て
お
り
、
脊
振
山
塊
を
隔
て
た
震
明
海
側
の
蘭
方
で
は
佐
賀
県
神
埼

鄭
仁
比
山
村
患
土
と
い
5
一
例
よ
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
．
、
そ
れ
故
こ
の
遺

跡
で
出
土
し
た
三
薗
の
鏡
は
脊
振
山
　
塊
南
側
で
は
甕
棺
伴
出
鏡
の
最
初
の
確
実

な
例
で
あ
り
、
と
れ
等
が
一
往
跡
で
出
土
し
た
こ
と
は
、
大
陸
交
名
流
入
の
交

通
路
に
あ
た
る
玄
海
皆
紅
の
庵
方
だ
け
で
な
く
、
こ
の
地
方
で
も
既
に
当
時
か

か
る
晶
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
藷
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
弥
生
式
時
代
に
刀
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
例
証
す
る
資
料
と
し
て

は
佐
賀
県
唐
津
市
重
壁
場
で
得
ら
れ
た
断
片
以
外
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
点
か
ら
、
こ
の
刀
の
糞
土
庶
圃
時
代
に
お
け
る
そ
の
霧
在
を
明
確
に
示
す

と
共
に
、
古
墳
時
代
も
さ
程
早
か
ら
ぬ
時
期
を
出
現
の
上
限
と
さ
れ
て
い
た
鉄

製
素
鑛
頭
大
刀
が
弥
生
式
時
代
に
す
で
に
霧
在
す
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
従
来
多
く
の
縄
島
式
時
代
の
入
温
1
4
と
、
比
絞
的
少
数
で
は
あ
る
が
古
墳
時
代

人
骨
が
得
ら
れ
て
い
た
が
、
弥
生
式
時
代
入
骨
の
ま
と
ま
っ
た
資
料
は
皆
無
に

近
い
状
態
で
あ
？
π
．
、
し
か
も
古
墳
時
代
人
は
現
代
臼
本
人
と
体
質
的
に
直
覧

繋
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
繍
…
文
式
時
代
人
は
こ
れ
と
枳
籔
な
ひ
ら
き
が
あ
り
、

こ
の
空
白
を
埋
め
る
意
味
に
お
い
て
も
、
又
農
耕
女
化
流
入
の
問
題
を
解
明
す

る
慧
昧
に
お
い
て
も
弥
生
式
時
代
入
の
も
つ
意
義
は
璽
要
で
あ
る
凸
、
従
っ
て
こ

の
遺
跡
は
か
か
る
点
で
極
め
て
貴
重
な
資
料
晶
ゲ
唱
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
、

（　／90　）



料
紹
介
（
坪
井
．
金
閾
）

八
一

im　　3
　　　　N．

o

刀

　　　　　蒼　　　　ξこ・ξ蔓

L＿＿＿so・cm　寒・彫。
　　　　　　唖「、9，　

1

10cm

エ
　

。 5crn

（191）


