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日

本
上
古
の
破
璃

梅

原

末

治

　
門
要
約
目
　
西
方
に
由
来
す
る
破
璃
の
知
識
が
棄
亜
に
流
伝
し
た
の
は
早
く
戦
国
時
代
に
遡
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
や
が
て
日
本
に
も
浪
及
し
た
こ
と
が
今

世
紀
の
二
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
考
古
学
上
の
発
見
例
か
ら
推
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
日
本
で
の
古
い
風
樹
の
遺
品
は
、
西
日
本
の
筑
前
地
方
か
ら
発
見
さ

れ
た
も
の
で
、
中
国
よ
り
伝
え
ら
れ
た
壁
と
共
に
、
内
地
で
作
ら
れ
た
と
覚
し
い
勾
玉
の
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
に
な
っ
て
筑
摩
須
玖

付
近
か
ら
新
た
に
鞍
璃
で
作
っ
た
勾
玉
管
玉
な
ど
に
加
え
て
、
勾
玉
の
錯
箔
が
見
出
さ
れ
、
ま
た
一
儀
の
職
璃
の
塞
粁
な
ど
の
発
見
も
あ
っ
て
、
日
本
上
古

の
薮
璃
に
就
い
て
の
一
層
具
体
的
な
墓
実
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
一
文
は
そ
の
機
会
に
既
往
の
関
係
遺
品
に
も
再
検
討
を
加
え
、
当
初
中
国
か
ら
伝
r

え
ら
れ
た
破
璃
そ
の
も
の
と
、
そ
の
技
術
に
依
っ
て
こ
の
圏
で
作
ら
れ
た
破
璃
の
実
際
に
就
い
て
記
述
し
、
然
る
後
出
土
遺
品
と
の
連
関
に
於
い
て
そ
の
時

代
を
論
じ
、
そ
れ
の
上
に
表
わ
れ
た
上
・
宵
初
期
の
文
化
の
様
相
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
な
お
孤
例
で
あ
る
が
故
守
屋
孝
蔵
氏
蒐
集
品
中
の
一
面
の

珍
ら
し
い
破
璃
の
小
鏡
が
、
我
が
上
古
に
同
じ
西
日
本
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
論
述
し
た
。

臼本上古の破璃（梅原）

　
矯
本
の
古
い
｛
軸
塚
～
の
副
｛
葬
撮
に
ガ
ラ
ス
で
作
っ
た
も
の
の
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
だ
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
も
早
い
元
禄
（
一
六
八
八
一
一

七
〇
三
）
の
頃
で
あ
っ
た
。
　
河
内
古
市
の
安
閑
天
皇
陵
発
見
の
所
謂

玉
椀
ー
カ
ッ
ト
・
ガ
ラ
ス
椀
一
が
そ
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
、

こ
の
器
は
当
時
か
ら
一
部
好
事
家
の
注
意
に
上
っ
て
、
爾
後
、
同
地

の
古
刹
西
琳
寺
の
什
宝
と
し
て
保
存
さ
れ
、
そ
れ
に
就
い
て
の
著
録

を
も
見
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
明
治
に
な
っ
て
、
　
そ
の
五
年
（
一
八
七

二
）
に
和
泉
に
あ
る
仁
徳
天
皇
陵
の
前
方
丘
の
一
部
が
崩
壊
し
て
、

竪
穴
式
石
室
が
露
わ
れ
、
う
ち
に
ま
た
同
じ
よ
う
な
訳
筆
の
容
器
の

遺
存
し
た
こ
と
が
伝
《
ら
れ
た
。
か
く
て
是
等
の
晶
が
、
奈
良
正
愈
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院
伝
来
め
数
多
い
破
璃
の
容
器
類
と
並
ん
で
、
も
と
西
方
に
由
来
す

る
破
璃
が
古
く
こ
の
島
国
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
る
物
的
資
料

と
し
て
、
早
く
上
代
に
於
け
る
東
西
文
化
の
交
流
の
上
で
の
新
た
な

興
味
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
我
が
古
代
の
破
璃
最
に
就
い
て
は
、
そ
の
後
日
本
で
考
古
の
学
が

発
達
す
る
に
つ
れ
、
今
世
紀
に
入
る
と
各
地
の
古
墳
よ
り
敦
璃
で
作

ら
れ
た
小
玉
類
に
加
え
る
に
、
特
色
あ
る
形
の
勾
玉
に
同
じ
材
質
の

も
の
ま
で
が
段
女
と
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
北
九
州
に
於

け
る
須
玖
其
他
の
所
謂
弥
生
式
の
甕
槙
墓
か
ら
、
古
墳
よ
り
時
代
の

遡
る
破
璃
製
贔
ー
ー
う
ち
に
壁
の
破
片
を
含
む
一
の
出
土
な
ど
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

確
か
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
別
に
近
接
し
た
南
鮮
慶
州
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

古
新
羅
…
の
陵
墓
に
於
け
る
駅
弁
器
の
新
発
見
な
り
、
従
来
志
ん
ど
実

例
盈
欠
如
し
て
い
た
中
国
本
土
で
も
古
い
漢
及
び
戦
国
時
代
の
験
璃

製
昂
の
出
土
例
が
知
ら
れ
だ
し
た
。
こ
れ
等
の
事
実
に
よ
っ
て
、
西

方
に
由
来
の
あ
る
破
璃
の
知
識
と
技
術
が
、
欧
亜
大
陸
北
部
や
葱
嶺

を
越
え
て
中
国
に
伝
わ
り
、
更
に
東
方
へ
と
流
伝
し
た
こ
と
が
い
よ

　
　
　
　
③

い
よ
遮
づ
け
ら
れ
、
’
そ
の
東
方
へ
と
流
伝
し
た
様
相
の
一
端
を
示
す

の
が
、
我
が
国
上
代
の
遺
贔
で
あ
る
こ
と
が
推
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
私
は
一
九
二
四
年
の
五
月
に
朝
鮮
の
慶
明
で
金
鈴
塚
の
発
掘
調
査

に
従
事
し
た
際
、
肢
蓋
置
二
個
を
こ
の
手
で
掘
り
出
し
た
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

爾
後
中
国
に
於
け
る
古
い
破
璃
口
叩
に
特
に
留
意
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

従
っ
て
我
が
筑
前
須
玖
の
聖
跡
で
中
国
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
破
裏

壁
片
の
出
土
を
聞
知
る
に
及
ん
で
そ
れ
へ
の
興
味
を
強
め
た
。
終
戦

後
、
山
崎
一
雄
教
授
が
新
た
に
化
学
上
の
分
野
よ
り
す
る
古
代
干
瓢

の
研
究
を
行
う
に
当
っ
て
、
考
古
学
上
確
実
な
遺
品
の
提
供
を
求
め

わ
れ
て
来
た
。
そ
こ
で
古
代
破
璃
の
研
究
を
続
け
ら
れ
て
い
る
原
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

淑
人
博
士
の
礁
尾
に
付
し
、
改
め
て
関
係
資
料
を
求
め
、
日
本
上
古

の
破
璃
の
考
察
に
関
与
し
た
。
雑
誌
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
の
第
六
八

号
に
載
せ
た
「
日
本
古
代
の
ガ
ラ
ス
」
は
初
に
挙
げ
た
河
内
安
閑
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

皇
陵
出
土
の
所
謂
聖
賢
が
再
発
現
し
た
機
会
に
、
そ
れ
ま
で
の
所
見

の
概
要
を
録
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
コ
文
中
そ
の
原
初
の
様
相
に

関
し
て
は
、
所
謂
北
九
州
の
饗
棺
墓
の
出
土
品
よ
り
観
て
、
中
国
の

古
文
化
が
そ
の
地
に
波
及
し
た
際
、
鏡
・
利
器
な
ど
と
同
様
破
璃
の

遺
撮
も
技
術
と
共
に
伝
え
ら
れ
、
や
が
て
小
玉
ば
か
り
で
な
く
書
聖

の
勾
玉
な
ど
も
早
く
同
地
で
作
ら
れ
た
の
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
記

し
た
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
北
九
州
に
於
け
る
日
本
で
の
古
い
破
璃
製

贔
の
実
物
が
、
其
後
の
三
、
四
年
の
間
に
福
岡
地
方
の
篤
志
家
達
の
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日本：上古の薮璃（梅原）

古
代
遺
物
検
出
へ
の
異
常
な
熱
意
に
よ
っ
て
更
に
重
要
な
も
の
が
加

わ
り
、
一
層
…
具
体
的
に
そ
の
事
実
が
確
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

筑
紫
郡
春
日
町
小
倉
在
往
の
鈴
木
幌
張
氏
が
須
玖
の
雍
棺
墓
群
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
　
サ
バ
ル

見
出
し
た
勾
玉
・
管
玉
・
所
謂
塞
軒
の
類
と
、
曰
佐
原
の
甕
櫨
埋
葬

地
帯
で
拾
得
し
た
勾
玉
の
鎗
箔
の
如
き
は
、
中
で
の
最
も
圭
算
す
べ

き
竜
の
で
あ
る
。
氏
は
私
の
古
代
破
．
璃
へ
の
関
心
を
知
り
、
是
等
の

遺
品
を
挙
げ
て
、
研
究
の
資
に
供
せ
ら
れ
た
。
さ
れ
ば
こ
れ
を
機
会

に
、
改
め
て
既
往
の
関
係
の
遺
品
に
も
記
述
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
等
か

ら
知
ら
れ
る
我
が
国
に
於
け
る
初
期
の
言
出
の
全
般
に
就
い
て
論
述

す
る
こ
と
に
し
た
。

二

　
さ
て
日
本
で
最
も
古
い
養
畜
の
遺
物
が
見
串
さ
れ
る
の
は
、
既
に

触
れ
た
よ
う
に
北
九
州
の
所
謂
弥
生
式
文
化
期
の
遺
跡
で
あ
っ
て
、

そ
の
従
来
知
ら
れ
た
も
の
で
は
須
玖
岡
本
の
支
石
を
伴
う
た
甕
隻
辞

が
著
し
い
。
同
遺
跡
は
、
た
だ
に
破
、
璃
ば
か
り
で
な
く
、
周
知
の
よ

う
に
種
女
の
点
で
そ
の
時
期
の
文
化
を
推
す
重
要
な
所
な
の
で
あ
る
。

三
つ
で
繊
土
の
破
璃
竜
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
改
め
て
そ
れ
か

ら
記
述
を
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
元
来
須
玖
岡
本
の
大
石
下
の
甕
棺
墓
は
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九

九
）
に
偶
然
掘
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
発
晃
の
多
数
遺
物
の

調
べ
山
な
ど
は
一
切
7
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
　
出
土
ロ
㎝
中
の
晶
坂
蕨
側
の
加
川
き
も
、

多
数
の
鏡
片
と
共
に
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
遺
存
の
事
実
が
確
か
め

ら
れ
る
に
至
っ
た
竜
の
で
あ
る
。
即
ち
壁
の
破
片
は
二
、
瓢
甥
ヰ
後
に

同
遺
跡
を
訪
れ
た
八
木
南
三
郎
氏
が
現
地
よ
り
齎
し
帰
っ
た
も
の
と

覚
し
く
、
大
正
に
な
っ
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
も
の
、
ま
た
他
の
ガ

ラ
ス
の
勾
玉
の
如
き
は
、
更
に
お
く
れ
た
大
正
十
一
年
に
故
中
山
門

次
郎
博
士
が
遺
跡
地
で
検
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
二
者
の
う
ち
壁
片
の
実
物
は
大
正
十
二
年
九
月
の
関
東
大
震
災
で

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
六
セ
ン
チ
内
外
の
ほ
ぼ
似
た
大
き

さ
の
破
片
二
個
で
あ
っ
て
、
共
に
面
は
風
化
白
色
を
呈
し
、
そ
の
粗

な
地
肌
の
面
に
切
自
状
の
穀
粒
様
文
が
お
ぼ
ろ
げ
に
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
見
あ
ま
り
目
立
た
な
い
破
片
が
大
正
七
、
八

年
に
そ
れ
と
認
め
ら
れ
た
の
は
、
須
玖
遺
跡
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た

に
加
え
て
、
当
時
中
国
か
ら
新
た
に
将
来
さ
れ
た
破
璃
壁
と
似
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
為
で
あ
る
こ
と
、
後
藤
守
一
氏
の
『
考
古
学
雑
誌
』
の
記
載
の
如
く

で
あ
る
。
同
じ
壁
片
と
思
わ
れ
る
も
の
は
極
め
て
細
片
で
は
あ
る
が
、

最
近
九
州
大
学
文
学
部
の
渡
辺
正
気
氏
の
手
で
、
故
中
山
博
士
が
須
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玖
遺
跡
で
蒐
集
し
て
お
か
れ
た
多
数
の
鏡
片
の
中
か
ら
新
た
に
検
出

さ
れ
た
。
こ
の
方
は
形
を
認
め
る
に
は
あ
ま
り
に
小
さ
過
ぎ
る
が
、

薄
い
作
り
の
扁
平
な
淡
青
色
を
呈
し
た
も
の
で
、
山
崎
一
雄
教
授
に

従
う
と
鉛
ガ
ラ
ス
で
あ
っ
て
、
成
分
は
中
国
で
の
…
数
多
い
破
乱
訴
と

ほ
ぼ
同
じ
屯
の
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
右
の
須
玖
の
壁
と
並
ん

で
、
実
物
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
北
九
州
で
同
種
の
昼
下
と
し
て

有
名
な
糸
島
郡
三
雲
の
甕
棺
墓
に
も
同
様
な
壁
の
存
し
た
こ
と
が
青

柳
種
信
の
記
述
に
見
え
て
い
る
。

　
江
戸
時
代
の
終
り
に
近
い
交
政
五
年
置
一
八
一
三
）
の
二
月
に
清
四

郎
な
る
農
夫
が
土
塀
を
築
こ
う
と
し
て
地
を
掘
り
、
見
出
し
た
そ
の

．
整
棺
墓
に
就
い
て
の
種
信
の
記
述
は
『
筑
前
国
怜
土
郡
三
雲
村
古
器

図
説
』
と
題
す
る
も
の
で
、
問
題
の
遺
物
に
つ
い
て
は

　
　
鏡
を
重
ね
た
る
間
毎
に
形
扁
く
円
に
し
て
径
二
寸
八
分
、
中
間
に
穴
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
タ
ヅ
ザ

　
　
り
、
穴
の
径
七
分
両
繭
を
難
土
に
て
塗
れ
る
如
き
物
を
挿
め
り
、
半
角

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ペ
ダ
テ

　
　
の
白
き
申
に
霰
紋
あ
り
、
澄
す
べ
て
の
形
厚
弐
分
差
其
縁
を
断
て
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
ヤ
　
　
　
　
ど
イ
ド
ロ

　
　
れ
ば
墓
土
の
如
き
物
の
中
心
は
飴
色
に
し
て
沢
あ
り
硝
子
の
諒
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
サ

　
　
れ
は
硝
子
の
久
し
く
水
土
に
蒸
れ
て
表
は
白
色
に
変
じ
た
る
か
、
こ
れ

　
　
も
悉
く
砕
け
て
全
か
ら
ず
。

と
詳
し
く
記
し
、
そ
の
破
片
の
一
つ
と
全
形
の
図
を
も
載
せ
て
あ
る
。

破
片
の
方
は
中
国
の
古
玉
に
見
る
穀
粒
文
瑛
の
形
に
描
か
れ
て
あ
る

が
、
記
述
な
り
轡
形
晶
の
図
か
ら
す
る
と
形
は
小
さ
い
も
の
な
が
ら

壁
に
相
違
な
く
、
そ
の
風
化
し
た
一
面
に
穀
粒
文
が
表
わ
さ
れ
て
い

る
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
中
国
出
土
の
破
璃
壁
…
に
穀
粒
文
が
一
町

に
あ
る
も
の
の
少
な
く
な
い
こ
と
、
例
え
ば
故
ウ
イ
ン
ス
ロ
ッ
プ

蒐
集
贔
（
○
．
≦
苫
野
戦
o
O
O
9
一
①
o
島
o
P
切
。
α
q
α
q
誤
算
試
房
窪
ヨ
頃
9
・
煙
く
鴛
α

¢
駐
く
段
凱
蔓
）
や
、
大
阪
江
口
次
郎
氏
．
所
蔵
の
遺
晶
に
見
る
の
と
同
様

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
同
時
出
土
の
多
数
の
鏡
が
中
国
鏡
で
あ
る
の

と
併
せ
見
て
、
硝
子
と
あ
る
そ
の
壁
竜
ま
た
彼
土
よ
り
の
舶
載
た
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

三

　
次
に
勾
玉
の
方
は
故
中
山
博
士
が
大
正
十
一
年
に
須
玖
岡
本
の
大

石
下
遺
跡
の
局
部
で
拾
得
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
玉
は
博
士
の
記
述

か
ら
す
る
と
、
　
後
年
の
こ
と
な
が
ら
、
　
そ
の
前
後
に
蒐
集
の
黒
し

い
鏡
町
と
共
に
、
太
・
来
の
副
葬
晶
だ
つ
た
こ
と
殆
ん
ど
疑
問
を
残
さ

　
⑦

な
い
。
現
在
九
州
大
学
文
学
部
考
古
学
教
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
そ

の
勾
玉
は
、
尾
部
は
少
し
く
欠
け
て
は
い
る
が
、
長
さ
五
・
四
セ
ン

チ
の
割
合
に
大
き
い
頭
部
に
切
麦
の
あ
る
所
謂
丁
字
頭
の
も
の
で
、
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全
面
は
既
に
風
化
し
去
っ
て
粗
な
白
垂
色
を

呈
す
る
が
、
尾
端
の
欠
け
た
と
こ
ろ
の
深
部
畠

に
は
鮮
緑
色
の
本
来
の
色
沢
を
と
ど
め
、
よ

く
破
璃
た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
玉
の
形

は
体
が
黒
点
な
丸
形
で
、
そ
れ
の
の
び
て
曲

っ
た
尾
に
対
し
、
頭
部
は
均
衡
の
と
れ
た
大

き
さ
で
、
孔
が
中
央
に
程
よ
ぐ
開
い
た
勾
玉

と
し
て
最
屯
整
う
た
形
の
も
の
で
あ
る
（
第

一
図
）
。
こ
の
形
は
後
に
挙
げ
る
新
出
土
の
勾

玉
と
も
同
様
で
あ
っ
て
、
近
年
発
見
例
を
加

え
た
肥
前
東
松
浦
郡
地
方
の
甕
棺
内
で
細
形

銅
剣
等
と
伴
出
す
る
硬
玉
の
勾
玉
が
概
ね
古

拙
な
形
を
し
て
い
る
の
と
は
違
う
。

　
須
玖
遺
跡
出
土
の
破
璃
の
勾
玉
に
連
関
し

て
こ
こ
で
ま
た
糸
島
郡
三
雲
遣
跡
で
も
、
そ

れ
と
想
定
さ
れ
る
勾
玉
の
あ
っ
た
こ
と
が
同

じ
青
柳
種
信
の
記
述
に
見
え
る
。
　
『
筑
前
国

・
三
巴
郡
三
雲
村
古
器
図
説
』
の
こ
れ
に
関
す

る
記
載
は
、
古
鏡
三
十
五
面
、
銅
鉾
大
小
二

丁一図　筑前須玖発見破璃勾玉（故中山博士蒐集品）

口
な
ど
の
発
見
品
を
挙
げ
た
く
だ
り
に

　
　
勾
玉
一
管
玉
一
つ
あ
り
、
玉
は
い
つ
れ

　
　
も
練
物
に
し
て
質
は
麓
な
り
、
其
数
多

　
　
か
り
し
か
ど
も
悉
く
砕
け
て
金
宝
に
泥

　
　
の
如
し
其
内
に
二
つ
全
も
の
あ
り
形
は

　
　
い
と
罎
菅
野
紛
紅
色
な
り
。

と
あ
る
。
右
の
記
述
に
は
練
物
と
し
て

い
て
、
前
記
の
壁
の
場
合
の
よ
う
に
硝

子
と
は
言
う
て
い
な
い
が
、
須
玖
の
勾

玉
に
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
ま

た
追
切
で
あ
っ
た
と
見
え
る
。
然
る
に

故
中
山
博
士
は
別
に
須
玖
遺
跡
よ
り
検

出
し
た
と
言
う
角
製
管
玉
な
る
も
の
の

所
見
か
ら
類
推
し
て
、
此
の
類
を
も
同

じ
鹿
角
製
で
あ
ろ
う
と
解
し
、
北
九
州

で
の
勾
玉
の
発
達
を
材
質
の
上
か
ら
、

時
代
の
遡
る
三
雲
で
の
鹿
角
か
ら
須
玖

の
破
璃
へ
の
推
移
が
あ
と
づ
け
ら
れ
る
■

　
　
　
　
　
　
⑧

と
論
述
せ
ら
れ
た
。
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須
玖
の
大
石
下
か
ら
博
士
が
蒐
集
し
た
と
雷
う
角
製
管
玉
の
実
物

は
、
い
ま
そ
の
所
在
を
詳
に
し
な
い
が
、
昭
和
四
年
行
わ
れ
た
京
都

大
学
の
須
玖
調
査
の
報
告
書
『
筑
前
須
玖
史
前
遺
跡
の
研
究
』
に
は
、

そ
の
際
D
地
点
で
十
二
個
の
同
じ
角
製
の
管
玉
が
出
た
こ
と
を
記
し
、

そ
の
一
例
を
挙
げ
て
大
石
下
か
ら
出
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
図
示
の
一
個
が
現
に
同
大
学
文
学
部
博
物
館
に
収
蔵

さ
れ
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
此
の
角
製
管
玉
な
る
も
の
は
、
祷
色
が
か

っ
た
色
沢
の
上
で
一
見
角
の
そ
れ
を
思
わ
し
め
る
外
観
を
呈
す
る
が
、

仔
細
に
観
察
す
る
と
、
体
に
骨
髄
が
見
え
ず
角
質
と
す
る
に
疑
が
挿

ま
れ
、
寧
ろ
野
栄
の
風
化
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
の
妥
当
な
る
を
示

す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
こ
と
は
更
に
近
年
同
じ
須
玖
の
甕
穂
墓

群
か
ら
の
縮
似
た
破
璃
管
玉
の
実
際
に
依
っ
て
裏
書
き
さ
れ
る
・
も
の

が
あ
る
。
破
璃
が
著
し
く
風
化
し
た
場
合
、
角
に
於
け
る
と
同
様
麓

く
な
る
こ
と
は
今
や
多
く
の
実
例
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
れ
ば
記
述
に
見
え
る
三
雲
の
勾
玉
と
管
玉
は
ま
た
破
璃
で
あ
っ
た

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
須
玖
の
遺
跡
と
並
ん
で
著
名
な
そ
の
一
二
雲
の
甕
棺
墓
で
、
上
記
の

硝
子
の
壁
と
併
せ
て
、
同
じ
質
の
勾
玉
な
り
、
管
玉
が
ま
た
副
葬
さ

れ
て
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
の
菓
は
、
勾
玉
が
古
く
大
陸
に
そ
の

例
を
見
受
け
な
い
点
よ
り
し
、
且
つ
は
霊
寺
跡
の
性
質
よ
勢
観
て
ま

さ
に
重
要
視
さ
る
逝
き
で
あ
る
。

四

　
上
代
の
破
璃
で
の
目
立
つ
た
以
上
の
遣
晶
に
つ
い
で
、
出
土
例
の

多
い
の
は
、
同
じ
須
玖
の
箋
棺
墓
に
も
既
に
存
在
の
認
め
ら
れ
た
破

璃
の
小
玉
で
あ
る
。
各
地
の
古
墳
の
侃
玉
に
普
遍
的
な
こ
の
類
は
、

北
九
州
で
も
同
じ
甕
棺
墓
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
と
岡
時
に
並
び
行

わ
れ
た
古
い
箱
雪
害
で
竜
見
出
さ
れ
る
こ
と
例
え
ば
対
馬
に
於
け
る

　
　
　
　
　
⑨

が
如
く
で
あ
る
。
併
し
そ
の
他
の
玉
を
も
加
え
た
著
し
い
破
璃
の
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

物
と
し
て
は
、
肥
前
永
田
の
遺
跡
な
り
筑
前
糸
島
郡
前
原
町
大
字
東

宇
二
塚
出
土
贔
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
在
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
と

な
っ
て
い
る
後
者
の
一
類
の
遺
贔
は
、
終
戦
後
に
原
田
大
六
氏
が
注

意
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
発
見
は
昭
和
十
年
八
月
に
遡
る
と
い
う
。

原
田
氏
が
当
初
（
昭
和
二
＋
五
年
二
月
）
有
光
教
一
氏
に
寄
せ
た
覚
書

は
、
よ
く
そ
れ
に
つ
い
て
の
要
を
つ
く
し
て
い
る
の
で
、
請
う
て
次

に
金
文
を
引
用
す
る
。

　
　
（
遺
物
が
出
た
）
甕
棺
は
須
玖
顔
合
せ
口
の
も
の
で
、
整
は
ほ
ぼ
完
全

　
　
な
形
で
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
発
掘
現
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
（
そ
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れ
が
）
前
方
後
円
墳
に
近
い
（
所
で
の
）
発
見
（
な
の
）
も
興
味
を
惹

き
ま
す
。
甕
の
申
に
は
網
当
量
の
朱
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
遺
物
は
皆
朱

に
染
ん
で
い
ま
す
。
遺
物
は

一
、
硝
子
製
釧
　
二
儒
　
大
小
あ
り
二
十
二
の
断
片
と
な
っ
て
あ
る

二
、
硝
子
製
管
玉
　
八
個
　
大
形
に
属
す
る
も
の

三
、
硝
子
製
小
玉
　
三
十
八
個
　
案
外
に
大
形
で
あ
る

（e・w“））i

X　ix　　　　／ノ＼．＼一ノ／／
　＼＼＿＿一ノ／

（＝二二鯵

二瀬コ蓼二珍

㎝

第二図 筑前前原町出土
破璃釧形状図

の
三
者
で
、
　
（
そ
の
）
釧
は
大
和
唐
古
発
見
の
黒
漆
塗
木
釧
に
似
た
円

形
の
も
の
ら
し
く
、
断
面
は
歪
ん
だ
半
円
を
し
て
い
ま
す
。
管
玉
は
孔

が
真
す
ぐ
に
あ
い
て
あ
っ
て
製
作
の
方
法
を
覗
え
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
に
あ
ま
り
大
小
の
違
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。
小
玉
は
管
玉
と
均

衡
の
と
れ
た
も
の
で
、
形
は
い
ろ
い
ろ
と
違
い
、
孔
に
も
大
小
が
あ
り

ま
す
。
是
等
の
遺
物
を
一
寸
黙
る
と
硝
子
と
思
え
な
い
程
に
変
質
し
て

い
て
、
そ
れ
は
中
山
博
士
発
見
（
須
玖
）
の
勾
玉
と
趣
を
同
じ
く
し
て

い
ま
す
。
十
五
年
も
以
前
の
発
見
胤
で
す
が
、
水
洗
も
さ
れ
ず
（
い
ま

も
）
朱
の
付
着
し
た
ま
ま
で
あ
り
ま
す
の
で
、
饅
近
発
掘
し
た
愚
物
の

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

図
版
第
二
の
一
に
載
せ
た
写
真
は
、
其
後
間
も
な
く
高
橋
猪
之
介
氏

の
撮
影
し
た
実
大
に
近
い
写
真
で
、
そ
の
う
ち
上
段
の
大
部
分
が
管

玉
、
ま
た
右
端
の
一
鯛
と
中
段
三
列
が
大
小
の
あ
る
小
玉
類
で
、
そ

れ
は
四
十
個
を
数
え
る
。
下
段
が
覚
書
に
大
小
工
三
分
と
い
う
釧
二

十
二
片
下
の
十
五
片
で
あ
る
。
現
在
東
京
国
立
博
物
館
で
は
、
管
玉

と
小
玉
と
を
然
る
べ
く
一
連
に
つ
な
い
で
、
玉
釧
と
し
て
取
扱
う
て

い
て
、
そ
の
数
は
管
玉
九
、
小
玉
三
十
九
個
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
が

も
と
玉
釧
で
あ
っ
た
と
す
る
確
証
は
な
い
。
朱
に
染
ん
で
面
の
風
化

し
た
中
で
の
管
玉
の
工
合
は
、
小
玉
類
と
共
に
原
田
氏
が
挙
げ
て
い

る
よ
う
に
白
要
色
を
呈
し
て
、
角
の
風
化
の
場
合
と
よ
く
似
た
外
観

の
も
の
た
る
こ
と
上
記
須
玖
の
所
謂
角
製
管
玉
な
り
、
次
に
録
す
る

同
じ
須
玖
で
の
新
出
土
の
管
玉
に
等
し
い
。

　
破
璃
釧
の
破
片
も
ま
た
博
物
館
で
一
連
と
し
て
あ
る
。
個
々
の
破

片
の
示
す
大
き
さ
の
上
で
、
原
田
氏
の
い
う
煮
繭
分
と
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
が
あ
る
。
但
し
破
．
断
が
著
し
く
そ
の
上
既
に
失
わ
れ
た
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竜
の
も
あ
る
よ
う
な
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
復
原
は
不
可
能
で
あ
る
。
割

合
に
よ
く
原
形
を
の
こ
し
た
、
や
や
大
き
な
　
二
、
四
の
片
を
取
っ
て
体

の
幽
率
を
測
る
と
、
い
ず
れ
も
外
径
が
八
セ
ン
チ
内
外
あ
っ
た
と
見

ら
れ
て
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
古
式
古
墳
出
十
…
の
石
釧
の
示
す
数
値
に
近
い
。

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
断
面
は
外
側
の
張
っ
た
下
膨
れ
の
惰
円
形
を
し
て
、

環
体
は
太
く
、
こ
れ
竜
素
交
で
は
あ
る
が
石
釧
の
断
面
に
似
通
っ
て

い
る
。
第
二
図
は
そ
の
断
面
と
推
定
復
原
形
で
あ
る
。
現
存
の
破
片

の
上
で
は
、
う
ち
に
朱
に
染
み
な
が
ら
、
比
較
的
水
色
の
ガ
ラ
ス
の

も
と
の
地
肌
を
の
こ
し
た
竜
の
と
、
面
の
著
し
く
風
化
し
て
白
櫛
色

を
呈
す
る
こ
と
、
同
時
に
出
た
管
玉
・
小
玉
の
類
と
同
様
な
二
つ
に

分
れ
る
だ
け
で
、
個
々
の
断
彌
に
は
少
許
の
違
い
は
あ
る
が
体
の
醸

率
な
ど
の
上
で
原
田
氏
の
い
う
よ
う
な
大
小
の
別
を
見
出
し
難
い
。

　
此
の
ガ
ラ
ス
の
釧
片
に
就
い
て
は
山
崎
一
雄
教
擾
の
化
学
上
の
検

査
に
依
っ
て
、
多
く
の
古
式
ガ
デ
ス
と
同
じ
鉛
ガ
ラ
ス
で
あ
っ
て
、
そ

の
色
沢
は
酸
化
銅
で
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
確
か
め
ら
れ
た
。
と

こ
ろ
が
同
時
の
調
べ
で
、
付
着
の
赤
色
が
水
銀
朱
で
あ
る
こ
と
の
外

に
、
風
化
し
て
白
盤
状
を
呈
し
た
表
面
が
燐
酸
鉛
と
な
っ
て
い
る
事

実
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
。
普
通
に
鉛
ガ
ラ
ス
が
風
化
す
る
と
炭
酸

鉛
と
な
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
異
常
で
あ
る
。
此
の
種
の
現
象
は
、

山
崎
教
授
に
従
う
と
次
に
述
べ
る
須
玖
新
出
土
の
勾
玉
・
管
玉
の
場

合
に
於
て
も
同
じ
よ
う
に
認
め
ら
れ
た
と
の
事
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
此
の
種
破
璃
玉
に
は
骨
角
製
と
見
ら
れ
易
い
一
面
が
あ
る
わ
け
に

な
る
。

五

　
さ
て
近
年
新
た
に
検
畠
さ
れ
た
同
じ
地
方
で
の
放
璃
の
著
し
い
心

心
は
、
初
に
も
触
れ
た
須
玖
岡
本
の
甕
棺
墓
地
帯
で
鈴
木
基
穿
話
が

丹
念
に
蒐
集
し
た
も
の
で
、
そ
れ
等
は
や
は
り
勾
玉
ご
個
と
多
数
の

管
玉
を
主
と
す
る
が
、
別
に
中
国
で
の
指
炭
中
の
所
謂
玉
葛
に
当
る

鼓
璃
製
愚
が
一
個
あ
り
、
更
に
や
や
離
れ
た
日
葡
原
出
土
に
勾
玉
の

鋳
箔
の
あ
る
こ
と
が
特
に
注
目
せ
ら
れ
る
。
そ
の
須
玖
で
の
遺
品
は

す
べ
て
同
地
に
群
集
す
る
甕
棺
墓
の
う
ち
か
ら
見
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
岡
氏
に
依
っ
て
中
で
の
管
玉
か
ら
そ
の
状
況
を
挙
げ
る
こ
と

に
す
る
。

　
管
玉
の
出
た
盤
棺
は
、
往
年
京
都
大
学
の
発
掘
し
た
地
点
か
ら
は

東
南
方
の
、
小
川
に
沿
う
た
台
地
上
に
埋
葬
さ
れ
て
あ
っ
た
も
の
で
、

此
の
地
域
に
は
箱
式
七
一
、
土
壌
二
を
ま
じ
え
た
数
十
の
甕
棺
墓
ー

ー
甕
棺
は
京
都
大
学
調
査
の
際
出
土
し
た
と
同
形
式
の
竜
の
で
あ
る

8　（8）



日本上古の破璃（梅原）

i
一
が
見
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
の
合
せ
甕
の
下
縫
の
下
底
に
遺

存
し
た
の
を
、
昭
和
二
十
九
年
に
氏
臨
か
ら
拾
得
し
た
と
い
う
。
こ

の
玉
は
、
竜
と
ほ
ぼ
相
似
た
も
の
三
十
個
あ
っ
て
、
一
連
の
首
飾
玉
を

な
む
た
ら
う
こ
と
を
思
わ
し
め
た
が
、
其
後
若
干
を
中
原
志
外
懐
氏

と
三
士
中
学
に
分
与
し
て
、
図
版
第
一
の
2
に
載
せ
た
の
は
、
中
で

の
十
六
個
で
あ
る
。
是
等
の
管
玉
は
実
大
の
そ
の
写
真
で
見
る
如
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　　

@　
@　
@　
@3

　
　
　
灘
　
　
…
留
　
　
・
，
目
　
　
目
　
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
響
聖
i
t
、
　
　
第

魚
苗
ミ
リ
前
後
、
長
さ
ニ
セ
ソ
チ
あ
ま
り
の
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
を
し

て
い
て
、
や
や
胴
膨
の
見
え
る
管
形
で
あ
り
、
そ
の
孔
は
割
に
太
く

中
央
に
貫
通
し
て
い
る
。
現
在
す
べ
て
の
表
面
が
全
く
風
化
し
表
っ

て
白
璽
色
を
呈
し
、
面
が
極
め
て
麓
と
な
っ
て
い
る
こ
と
前
原
町
の

そ
れ
ら
よ
り
竜
甚
だ
し
い
（
第
三
図
の
左
）
。
併
し
破
断
し
た
一
つ
で

は
中
央
の
深
部
に
鮮
か
な
青
緑
の
破
璃
本
来
の
色
沢
が
見
ら
れ
る
。

9

　
鈴
木
氏
の
採
集
で
は
な
い
が
、
須
玖
の
同
じ
地
区
の
や
や
北
に
寄

っ
た
心
胆
で
も
介
惜
の
管
玉
が
遺
存
し
た
。
玉
は
金
子
正
雄
氏
の
蒐

集
で
、
も
と
六
、
七
個
一
所
に
あ
っ
た
と
い
う
。
い
ま
三
碧
中
学
の

藤
田
教
諭
の
所
有
す
る
中
で
の
一
個
は
、
同
じ
図
版
の
左
の
下
に
載

せ
た
も
の
で
、
上
下
の
端
は
や
や
磨
滅
し
て
い
る
が
、
現
長
二
・
ニ

セ
ソ
チ
の
ま
た
胴
膨
れ
の
趣
の
あ
る
管
状
を
し
て
、
こ
れ
は
面
の
風

化
が
な
く
、
不
透
明
な
が
ら
、
青
水
色
の
破
璃
本
来
の
色
沢
を
と
ど

め
て
い
る
。
九
州
大
学
の
渡
辺
正
気
君
の
話
で
は
他
の
玉
も
み
な
同

様
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
勾
玉
で
あ
る
が
、
そ
の
一
個
は
同
じ
地
区
で
南
縁
に
近
い
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
甕
樵
の
一
つ
が
、
同
じ
二
十
九
年
頃
土
取
り
作
業
で

破
壊
さ
れ
た
際
の
出
土
で
、
鈴
木
町
が
発
見
者
か
ら
譲
り
受
け
た
も

の
と
い
う
。
玉
は
既
に
挙
げ
た
故
中
山
博
士
採
集
の
そ
れ
と
殆
ん
ど

同
じ
外
観
の
も
の
で
（
第
四
図
の
2
）
、
長
さ
三
・
四
セ
ン
チ
の
小
形

で
は
あ
り
、
ま
た
頭
に
切
り
目
な
ど
な
い
が
、
丸
い
体
の
曲
り
が
頭

尾
と
程
よ
い
均
衡
を
保
つ
た
一
層
整
美
な
形
を
し
て
、
頭
孔
は
直
に

貫
通
し
て
両
縁
が
心
持
ち
大
き
く
、
孔
壁
は
滑
ら
か
で
使
用
の
形
迩

を
と
ど
め
て
お
り
、
そ
の
奥
の
辺
に
わ
ず
か
な
が
ら
水
色
の
鞍
璃
本

来
の
色
が
認
め
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
樋
口
隆
康
残
に
従
う
と
、
琉
璃

9・（9）
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の
勾
玉
一
澗
を
も
と
故
加
藤
新
吉
氏
が
所
蔵
し

て
い
て
、
そ
れ
が
ま
た
須
玖
出
土
と
い
う
の
を

朝
倉
郡
三
奈
木
小
学
校
の
郷
土
室
で
実
見
し
た

が
、
そ
の
所
見
で
は
上
記
の
玉
と
よ
く
似
た
竜

の
で
あ
っ
た
と
。
併
せ
付
記
し
て
お
く
。

　
さ
て
是
等
の
管
玉
な
り
勾
玉
の
外
観
は
土
壌

出
土
の
例
を
除
い
て
、
す
べ
て
白
璽
色
を
呈
す

る
こ
と
上
記
前
原
町
出
土
品
の
場
合
と
同
様
で

あ
る
。
そ
し
て
山
崎
教
擾
の
行
う
た
そ
の
化
学

検
査
で
、
質
も
鉛
ガ
ラ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
等
が

ま
た
前
原
町
の
釧
片
と
同
じ
く
、
風
化
し
た
表

面
の
結
晶
質
の
燐
酸
鉛
で
あ
る
こ
と
も
X
線
の

処
理
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
特
殊
な
共
通

し
た
現
象
の
生
じ
た
理
由
と
し
て
顧
み
ら
れ
る

の
は
、
そ
れ
等
の
す
．
へ
て
が
、
も
と
内
部
の
空

洞
な
甕
糖
内
に
葬
置
の
遺
骸
と
共
存
し
た
点
で

あ
る
。
甕
棺
で
は
多
ぐ
の
場
合
、
骨
は
歳
月
の

経
過
と
共
に
概
ね
消
失
し
去
っ
て
、
時
に
副
え

た
遣
物
の
み
を
残
す
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
例
え

10　（10）
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ば
上
記
の
一
甕
棺
の
下
血
に
於
け
る
管
玉
の
み
の
残
存
の
如
き
で
あ

る
。
此
の
場
合
、
密
閉
さ
れ
た
棺
内
で
骨
格
が
消
失
す
る
過
程
に
於

い
て
、
そ
の
燐
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
が
共
存
の
他
の
物
暫
ハ
に
作
用
す
る
こ

と
が
自
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
然
ら
ば
破
子
の
玉
類
の
風
化
し
た
表
面

の
燐
酸
鉛
で
あ
る
事
実
は
、
そ
の
現
象
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
甕

棺
と
は
違
う
土
古
か
ら
の
管
玉
が
そ
う
で
な
く
、
山
崎
教
授
の
検
査

の
結
果
に
従
う
と
、
中
鼠
で
遺
骸
の
口
に
ふ
く
ま
し
め
た
輪
蝉
の
或

・
も
の
に
も
同
じ
現
象
を
見
る
事
実
は
、
そ
の
遺
骸
と
密
接
に
結
び
つ

く
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
如
上
の
遣
物
類
は
、
学

術
調
査
の
出
土
晶
で
は
な
い
が
、
甕
棺
内
に
存
し
た
こ
と
は
、
こ
の

点
か
ら
も
確
か
め
得
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
玉
類
が
角
と
見
誤
ら
れ

る
外
観
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
も
首
肯
し
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
挙
げ
た
玉
類
出
土
の
遺
跡
は
、
な
お
福
岡
近
郊
の
須
玖
と
三

雲
・
前
原
か
ら
管
玉
の
類
は
肥
前
の
永
田
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
是

等
の
甕
槙
か
ら
段
段
と
発
見
例
の
加
わ
っ
た
勾
玉
と
管
玉
な
ど
が
一

層
そ
の
例
の
多
い
毅
璃
小
玉
と
共
に
、
初
の
壁
と
は
違
い
本
邦
上
古

の
遺
物
と
し
て
普
遍
的
な
、
而
竜
勾
玉
の
如
き
は
日
本
上
古
特
有
の

も
の
た
る
点
で
、
破
璃
の
そ
れ
等
の
玉
が
こ
の
地
方
で
作
ら
れ
た
ろ

う
こ
と
が
自
か
ら
推
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
早
く

故
中
山
博
士
が
須
玖
で
最
初
の
勾
玉
を
見
出
し
た
際
、
推
論
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
著
し
く
拡
充
を
示
し
た
極
東
地
域
で
の
考

古
学
上
の
関
係
知
見
よ
托
し
て
竜
、
古
代
中
国
で
は
破
璃
が
戦
国
時

代
に
既
に
一
般
に
行
わ
れ
て
欝
欝
や
葬
玉
・
剣
飾
言
な
ど
に
そ
の
遺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

例
を
加
え
て
来
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勾
玉
の
如
き
玉
が
な
く
、
朝

鮮
半
島
に
あ
っ
て
も
、
此
の
学
芸
の
分
布
は
古
く
日
本
の
勢
力
の
及

ん
だ
時
期
の
半
島
南
半
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
よ
り
、
破
璃
の

勾
玉
が
、
そ
の
知
識
の
波
及
に
依
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
、
換
言
す
る

と
こ
の
国
で
の
雷
わ
ば
確
か
な
古
い
破
璃
の
製
作
例
と
す
べ
き
こ
と

に
蓋
然
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
を
具
体
的
に
示
す

物
的
の
証
拠
が
新
た
に
鈴
木
氏
の
手
で
見
出
さ
れ
た
。
須
玖
に
近
い

同
じ
春
日
町
曰
佐
原
で
の
勾
玉
の
鋳
掛
が
そ
れ
で
あ
る
。

よノ、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
　
サ

　
須
玖
鳥
跡
か
ら
鉄
道
を
越
え
て
西
方
約
一
翼
の
位
置
に
あ
る
日
佐

バ
ル原

の
南
北
に
の
び
た
台
地
は
、
一
昨
年
福
岡
女
学
院
の
移
転
敷
地
と

な
っ
た
為
に
広
範
囲
に
亙
る
土
工
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
石
壁
土

籏
、
箱
式
棺
な
ど
を
主
と
し
た
1
甕
棺
は
一
例
の
み
で
あ
る
一
f

多
数
の
古
墓
群
の
存
在
が
知
ら
れ
て
、
そ
の
或
者
か
ら
後
漢
時
代
の
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初
期
と
認
め
ら
れ
る
長
宜
子
孫
内
行
花
紋
鏡
な
り
、
勾
玉
・
管
玉
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

切
子
玉
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
玉
類
が
見
出
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
同
地

区
よ
り
二
、
三
百
米
離
れ
た
地
点
で
、
そ
の
後
別
に
弥
生
式
後
半
の

土
器
一
う
ち
に
二
形
の
長
手
の
壷
を
含
む
一
の
埋
没
し
て
い
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
、
同
所
で
鈴
木
氏
が
勾
玉
の
鉛
箔
を
拾
得
し
た
の

で
あ
る
。

　
こ
の
三
春
は
緒
色
を
帯
び
た
石
英
質
の
細
砂
を
固
め
て
作
っ
た
、

も
と
の
竪
五
・
ニ
セ
ソ
チ
、
横
幅
四
・
八
セ
ン
チ
、
高
さ
瓢
、
丁
四
セ

ン
チ
の
小
形
で
、
い
ま
そ
の
一
部
が
欠
け
な
ど
し
、
あ
ま
り
目
立
た

な
い
外
観
の
も
の
で
あ
る
。
併
し
実
大
写
真
（
図
版
第
一
の
一
）
に
見

る
よ
う
に
、
平
滑
に
作
ら
れ
た
そ
の
中
央
の
部
分
が
凹
ん
で
あ
っ
て
、

一
部
分
が
欠
け
な
が
ら
も
、
こ
れ
が
明
ら
か
に
勾
玉
の
形
を
し
て
お

り
、
胎
土
た
る
細
砂
が
固
く
焼
き
締
り
、
　
一
部
に
灰
緑
色
の
物
質
の

付
着
な
ど
も
あ
る
と
こ
ろ
、
実
際
に
使
用
さ
れ
た
鋳
箔
た
る
こ
と
疑

う
べ
く
竜
な
い
。
凹
み
の
示
す
そ
の
勾
玉
の
形
は
、
長
さ
が
約
三
・

三
セ
ソ
チ
を
測
り
、
腹
部
の
外
側
に
当
る
部
分
は
欠
け
て
わ
か
ら
な

い
が
、
頭
部
と
尾
の
工
合
よ
り
推
し
、
体
が
程
よ
く
懸
り
頭
尾
の
均

衡
の
よ
く
と
れ
た
整
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
円
体
を
切
蓋
し
た
形

を
し
た
凹
ん
だ
玉
形
の
頭
部
の
孔
に
当
る
と
こ
ろ
が
更
に
そ
の
大
き

さ
だ
け
凹
ん
で
い
る
（
第
四
閣
の
4
）
。

　
右
の
鋳
箆
の
示
す
形
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
も
と
二
つ
の
部
分
か

ら
な
る
合
せ
型
の
一
方
に
当
り
、
頭
孔
に
は
別
に
棒
状
部
が
加
わ

っ
て
一
具
を
な
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
方
に
作
ら
れ
た
鋳

ロ
ー
こ
れ
は
現
存
の
部
分
に
は
見
当
ら
な
い
が
、
破
損
し
た
下
辺

に
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
一
か
ら
溶
液
を
流
し
込
ん
で
玉
を
作
っ

た
こ
と
同
地
方
発
見
の
輪
講
や
銅
鉾
な
ど
の
鋳
金
と
同
じ
で
あ
っ
た

に
相
違
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
此
の
場
合
、
流
し
込
ん
だ
物
質
と
し
て

先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
銅
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
鋳
銅
の
勾
玉
は

・
な
お
出
土
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、
ガ
ラ
ス
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
、

付
近
の
同
じ
遺
跡
に
蕨
璃
勾
玉
の
実
例
が
遺
存
す
る
の
と
諸
侯
っ
て

自
か
ら
想
定
さ
れ
て
来
る
。
そ
し
て
そ
の
点
は
鋳
箔
に
見
ら
れ
る
勾

玉
の
形
が
、
上
に
挙
げ
た
二
つ
の
玉
と
殆
ん
ど
同
じ
形
を
し
て
い
る

こ
と
や
、
箔
の
一
部
に
付
着
残
存
し
た
物
質
が
そ
れ
に
連
関
す
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
で
確
か
さ
が
裏
書
き
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
此
の
鐙
箔
で
作
ら
れ
た
勾
玉
の
形
に
就
い
て
、
金
関
恕
君
が
欠

け
た
部
分
を
補
足
の
上
復
原
し
た
も
の
が
第
四
図
の
3
で
あ
る
。
そ

れ
は
頭
部
と
尾
部
と
の
均
衡
の
よ
く
取
れ
た
勾
玉
と
し
て
は
整
実
な

形
を
し
て
、
前
記
の
須
玖
出
土
の
一
例
と
殆
ん
ど
見
ま
が
う
ば
か
り

12　（12）
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で
あ
る
。
当
初
こ
の
錯
箔
を
見
た
際
、
か
の
玉
が
こ
の
鐘
範
で
作
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
わ
れ
た
程
で
あ
っ
た
（
図
版
第
一
の

一
）
。
尤
も
蕗
箔
の
玉
の
方
が
須
玖
出
土
の
実
物
に
較
べ
て
幾
分
か

大
き
い
。
既
に
破
璃
の
勾
玉
が
見
出
さ
れ
て
い
る
地
点
に
近
い
と
こ

ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
そ
の
玉
と
殆
ん
ど
同
じ
形
の
錨
箔
が
検
出
さ
れ

た
こ
と
は
、
同
種
の
玉
が
こ
の
地
方
で
作
ら
れ
た
こ
と
を
具
体
的
に

示
す
竜
の
に
外
な
ら
な
い
。

七

　
次
に
勾
玉
・
管
玉
の
類
と
共
に
須
玖
岡
本
遺
跡
地
帯
か
ら
鈴
木
氏

の
得
た
破
璃
製
品
に
一
個
の
塞
粁
が
あ
る
。
こ
の
龍
馬
品
は
昭
和
四

年
行
う
た
京
都
大
学
の
同
遺
跡
発
掘
地
区
の
西
方
に
接
し
た
区
域
か

ら
昭
頼
三
十
工
年
に
見
出
さ
れ
た
七
組
の
獲
棺
の
う
ち
、
そ
の
北
東

寄
虹
の
道
路
に
近
い
地
点
に
位
麗
し
た
一
つ
に
存
し
た
亀
の
で
、
鈴

木
氏
に
依
る
と
、
氏
自
か
ら
合
せ
整
の
下
聾
の
底
か
ら
検
出
し
た
と

　
言
う
。
そ
れ
は
上
来
の
白
総
の
玉
類
と
は
違
う
た
表
面
に
風
化
な
ど

の
な
い
、
濃
青
色
の
鮮
か
な
色
調
を
し
た
も
の
で
、
長
さ
三
・
三
セ

ン
チ
の
細
長
い
八
角
形
柱
状
の
一
端
が
円
盤
状
に
大
き
く
作
ら
れ
、

そ
の
径
一
i
四
セ
ン
チ
を
示
す
と
こ
ろ
一
見
所
謂
耳
払
の
形
に
似
通

っ
て
い
る
（
閣
版
第
一
の
②
左
上
、
第
三
図
の
右
）
。
併
し
そ
の
柱
状
体

に
は
穿
孔
な
ど
な
く
、
八
角
形
を
し
た
一
部
が
塞
状
を
な
す
と
こ
ろ
、

大
き
さ
と
相
侯
っ
て
、
中
国
に
於
け
る
葬
玉
具
中
の
塞
粁
た
る
こ
と

が
推
さ
れ
る
。
相
似
た
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
朝
鮮
石
巌
里
第
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

墳
遺
跡
出
土
の
玉
粁
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
り
、
同
様
な
玉
粁
の
中
国

本
土
で
の
出
土
は
今
や
新
発
掘
に
依
っ
て
そ
の
例
を
加
え
つ
つ
あ
る
。

　
器
の
形
に
対
し
て
此
の
破
璃
の
質
は
既
に
初
に
・
も
指
摘
し
た
よ
う

に
い
さ
さ
か
の
風
化
も
な
い
鮮
か
な
濃
い
色
沢
で
あ
る
上
に
、
そ
の

八
角
体
の
稜
線
は
鋭
い
縁
線
か
ら
成
っ
て
居
り
、
と
の
点
一
種
の
カ

ッ
ト
・
ガ
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
而
し
て
面
差
そ
の
も
の
の
化

学
成
分
は
山
崎
一
雄
教
授
に
従
う
と
上
来
の
勾
玉
や
管
玉
な
ど
と
は

可
な
り
違
う
て
い
る
と
書
う
。
然
ら
ば
外
形
と
相
応
じ
て
、
此
の
破

璃
は
当
時
中
国
か
ら
齋
さ
れ
た
舶
載
痛
で
あ
り
、
、
そ
の
時
代
ま
た
中

国
で
の
こ
の
種
の
葬
玉
の
行
わ
れ
た
時
期
、
少
く
と
電
漢
代
を
下
ら

な
い
こ
と
が
自
か
ら
認
め
ら
れ
る
次
第
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
初
に
挙

げ
た
須
玖
ニ
エ
雲
出
土
の
瑠
璃
壁
が
そ
の
特
色
の
あ
る
作
り
や
形
か

ら
中
国
の
舶
載
品
で
あ
る
こ
と
の
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
こ
こ
に
新
た
に
知
ら
れ
た
同
様
の
舶
載
の
例
が
、
，
、
当
時
中
国

の
戦
国
か
ら
漢
代
に
行
わ
れ
た
葬
玉
の
類
を
破
墨
で
作
っ
た
も
の
で

ユ3（13）



あ
る
事
実
は
当
然
注
租
さ
れ
る
可
き
で
あ
ろ
う
。

　
ガ
ラ
ス
が
西
方
か
ら
中
国
に
流
伝
し
た
際
、
瑠
璃
・
破
璃
・
火
斉

珠
な
ど
の
名
で
呼
ば
れ
、
そ
れ
で
古
玉
と
同
じ
遺
贔
が
作
ら
れ
た
こ

と
は
、
例
へ
ば
『
漢
書
』
西
域
伝
に
近
流
璃
の
記
載
が
あ
る
な
ど
で

推
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
世
紀
の
二
十
年
代
か
ら
知
ら
れ
出

し
た
中
国
で
の
古
い
破
璃
製
晶
が
、
戦
国
・
漢
代
に
於
い
て
通
有
な

丸
玉
を
外
し
て
は
壁
・
喀
蝉
・
玉
豚
其
他
の
葬
玉
具
、
磯
・
球
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
④

剣
装
具
等
玉
器
に
見
る
類
を
主
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
我
が
北
九
州
で
の
初
期
の
破
璃
器
の
う
ち
の
舶
載
品
に
、
な
ほ
喀

蝉
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
壁
に
加
え
て
新
た
に
此
の
塞
粁
が
甕

棺
内
か
ら
出
土
し
た
事
は
、
彼
土
の
文
物
の
こ
の
面
で
の
伝
播
を
も

如
実
に
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
そ
れ
が
同
じ
三
雲
や
須

玖
の
甕
棺
内
に
多
数
の
明
確
な
前
漢
代
の
舶
載
鏡
の
樹
葬
さ
れ
て
い

る
事
実
と
の
内
面
的
な
連
関
が
ま
た
顧
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
一
個
の
塞
秤
で
は
あ
る
が
、
此
の
特
色
あ
る
遺
品
は
既
に
失
わ
れ

た
壁
類
と
共
に
中
国
か
ら
此
の
国
に
伝
え
ら
わ
た
こ
と
の
明
な
実
例

を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
早
く
漢
盛
時
に
遡
る
時
期
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
電
の
と
せ
ら
れ
よ
う
。

八

　
以
上
挙
げ
て
来
た
出
土
例
よ
り
す
る
と
、
我
が
国
上
古
に
於
け
る

破
璃
品
は
、
当
初
他
の
進
ん
だ
交
物
と
同
様
に
、
中
国
本
土
で
戦
国

か
ら
漢
の
鍵
に
行
わ
れ
出
し
た
そ
の
遺
品
が
、
そ
の
頃
に
於
け
る
文

化
の
東
方
へ
の
流
伝
に
依
っ
て
齋
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
破
璃
が

当
代
人
の
興
味
を
惹
い
た
と
見
え
技
術
も
ま
た
や
が
て
伝
え
ら
れ
、

大
陸
に
近
い
北
九
州
の
一
部
で
作
り
出
し
た
も
の
が
勾
玉
・
管
玉
な

ど
前
者
と
違
う
た
一
群
の
破
璃
品
で
あ
る
。
後
者
の
事
実
を
具
体
的

に
示
す
屯
の
と
し
て
そ
の
勾
玉
が
こ
の
国
に
於
い
て
特
に
発
達
し
た
、

朝
鮮
半
島
や
中
国
に
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
に
加
へ
て
、
更
に
現

実
に
そ
の
鋳
箔
の
同
地
域
で
の
出
土
が
あ
る
。
而
も
舶
載
品
と
勾
玉

の
類
が
同
一
遺
跡
に
於
い
て
並
び
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
問
題
と
す
る
破
璃
の
舶
載
晶
と
こ
の
国
で
作
ら
れ
た
勾

玉
類
の
共
存
す
る
須
玖
な
り
三
雲
の
墓
は
、
我
が
国
に
於
け
る
所
謂

弥
生
式
文
化
の
中
期
の
代
表
的
な
遺
跡
で
あ
る
こ
と
は
こ
こ
に
改
め

て
説
く
ま
で
も
な
い
。
そ
う
す
る
と
そ
の
時
代
な
の
遺
贔
の
示
す
意

味
が
当
代
文
化
観
と
重
大
な
関
係
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
三
雲
・
須

玖
の
遺
跡
の
実
年
代
に
就
い
て
は
、
出
土
の
古
鏡
の
鋳
造
年
代
よ
り
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⑭

見
て
西
暦
紀
前
後
と
す
る
見
解
が
一
般
に
行
わ
れ
て
来
た
こ
と
で
あ

る
が
、
須
玖
に
存
す
る
一
面
の
襲
鳳
鏡
の
実
年
代
に
依
っ
て
、
そ
れ

が
止
揚
せ
ら
る
可
き
で
あ
っ
て
、
此
の
有
力
者
の
墓
の
営
ま
れ
た
年

代
が
、
如
何
に
古
く
と
竜
西
紀
二
世
紀
の
後
半
を
遡
り
得
ず
、
寧
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

西
紀
三
世
紀
に
比
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ

て
遺
跡
に
存
す
る
烏
鳶
の
勾
玉
の
時
代
は
そ
れ
か
ら
ま
た
推
さ
れ
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
勾
玉
自
体
の
形
に
就
い
て
見
て
も
、

そ
れ
等
の
一
ご
例
は
い
つ
れ
も
既
に
勾
玉
と
し
て
整
っ
た
形
を
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
同
じ
北
九
州
で
も
、
近
年
そ
の
出
土
例
を
加
え
た
肥

前
各
地
の
甕
棺
墓
か
ら
古
式
の
銅
剣
・
銅
鉾
の
類
と
伴
出
す
る
硬
玉

の
勾
玉
類
の
古
拙
な
形
に
較
べ
る
と
確
か
に
進
ん
だ
後
出
の
も
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
こ
と
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
北
九
州
の
一
部
で
瑛
「
璃
の
勾
玉
・
管
玉
な
ど
が
現
実
に
作
ら
れ
、

そ
れ
の
時
代
が
三
世
紀
以
前
に
遡
る
こ
と
が
推
さ
れ
る
如
上
の
帰
納

に
対
し
、
同
じ
類
と
し
て
こ
こ
で
新
た
に
顧
み
ら
れ
る
別
な
二
丁
昂

が
あ
る
。
故
守
屋
孝
蔵
氏
蒐
集
品
中
の
一
瀬
の
破
璃
の
小
割
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
の
鏡
は
一
九
二
〇
年
代
の
後
半
に
同
氏
の
有
と
な
っ
た

出
自
の
詳
ら
か
で
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
径
四
セ
ン
チ
の
小
さ
い
も

の
な
が
ら
爾
に
風
化
が
あ
っ
て
、
よ
く
古
調
を
帯
び
た
濃
緑
色
の
鉛

ガ
ラ
ス
ー
山
崎
教
授
の
鑑
査
に
依
る
l
i
で
、
鏡
体
は
第
五
図
に

載
せ
た
実
測
図
の
よ
う
に
、
作
り
は
厚
い
が
古
い
鏡
の
通
性
を
具
え

て
い
る
。
即
ち
薗
に
は
少
許
の
外
反
り
が
あ
り
、
ま
た
背
面
に
は
形

に
ふ
さ
わ
し
い
円
形
の
目
立
つ
た
鉦
を
饒
っ
て
文
様
が
衰
わ
さ
れ
て

あ
る
。
従
っ
て
古
い
鏡
た
る
こ
と
に
虫
聞
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な

例
が
他
に
な
い
為
に
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
は
単
・
に
六
朝
頃
の
珍
ら

し
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
併
し
形
の
小
さ
い
こ
と
と
爾
の
風
化
の
為
と
で
不
鮮
明
な
此
の
鏡

の
背
文
を
改
め
て
詳
し
く
観
る
と
、
挿
図
に
描
い
た
よ
う
に
、
や
や

突
起
し
た
縁
の
線
の
内
側
に
近
く
一
突
圏
が
あ
っ
て
、
所
謂
内
外
二

区
に
分
た
れ
た
内
区
に
、
外
方
か
ら
同
じ
突
起
で
五
条
の
簡
単
な
蕨

1
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手
状
渦
交
を
出
し
、
鉦
の
近
く
に
ま
ば
ら
な
珠
点
を
配
し
て
、
是
等
の

線
交
の
す
べ
て
の
古
拙
な
表
出
で
あ
る
の
が
認
め
ら
れ
る
（
第
五
図
）
。

こ
の
よ
う
な
図
文
の
描
線
は
一
般
に
中
国
の
鏡
に
は
全
く
例
の
な
い

の
に
対
し
、
本
邦
古
代
で
の
彷
製
鏡
に
は
、
常
に
見
ら
れ
る
共
遡
し

た
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
珍
ら
し
い
破
璃
の
小
鏡
も
そ
の
一
例

で
あ
ろ
う
こ
と
が
新
た
に
考
え
ら
れ
て
来
る
。
此
の
場
合
更
に
そ
の

前国犀州出土彷製鏡実大図（金関鱈）第六図

に
は
適
す
る
材
質
で
な
い
上
に
、

如
何
に
竜
実
用
を
離
れ
た
初
期
の
彷
楽
弓
に
共
通
し
た
面
を
持
っ
て

い
る
の
が
、
ま
た
思
い
併
わ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

背
文
の
工
合
が
、
近
年
そ
の
遺
例
の
増
加
し
た
北
九
州

に
於
け
る
初
期
の
彷
製
鏡
類
i
い
ま
問
題
と
し
て
い

る
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
そ
の
地
方
で
鋳
造
さ
れ
た
と
認
め

ら
れ
る
も
の
一
に
酷
似
し
て
い
る
点
で
こ
の
事
が
強

く
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
六
図
に
載
せ
た
豊
前
国

京
都
郡
犀
川
町
本
庄
通
称
大
池
出
土
の
月
影
を
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

破
璃
鏡
背
文
と
較
べ
る
と
、
繁
粗
の
別
は
あ
る
こ
と
な

が
ら
、
両
者
の
緩
緩
は
頗
る
明
瞭
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

上
述
の
如
く
そ
の
魏
魏
鏡
の
鋳
造
さ
れ
た
と
同
じ
時
期

に
現
実
に
同
じ
地
方
で
破
．
璃
の
玉
類
が
作
ら
れ
て
、
勾

玉
の
鉛
箔
が
出
て
来
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
い
ま
は

出
土
地
の
所
伝
な
ど
な
い
が
、
四
文
の
破
璃
の
小
鏡
を

以
て
同
地
で
の
所
産
と
す
る
可
能
性
が
充
分
に
考
へ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
一
体
濃
緑
色
の
破
璃
は
姿
見
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
小
形
で
作
り
の
厚
い
こ
と
が
、

破
璃
の
場
合
遺
品
が
目
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
点
で
、
な
ほ
資
料
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は
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
な
る

と
、
勾
玉
な
ど
に
加
え
て
、
破
璃
の
釧
か
ら
鏡
ま
で
竜
こ
の
国
で
作

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
破
璃
が
大
陸
文
化
の
波
及
で
此

の
国
に
伝
え
ら
れ
た
際
、
そ
れ
の
技
術
が
よ
く
受
容
さ
れ
、
問
も
な

く
、
そ
の
製
作
が
北
九
州
の
一
部
で
行
わ
れ
た
具
体
的
な
事
実
が
確

め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
時
期
た
る
や
所
謂
弥
生
式
文

化
の
中
期
に
当
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
弥
生
式
文
化
期
な
る
も
の
は
我
が
国
で
の
石
金
過
渡
の
低
い
文
化

の
時
代
と
し
て
、
い
ま
や
固
定
し
た
概
念
の
下
に
そ
の
編
年
が
追
及

さ
れ
つ
つ
あ
る
か
の
現
状
に
あ
る
。
併
し
そ
の
中
期
の
標
式
遺
跡
た

る
筑
前
三
雲
・
須
玖
の
聾
棺
墓
に
あ
っ
て
は
、
う
ち
に
舶
載
の
多
く

の
珍
宝
一
こ
こ
に
取
り
挙
げ
た
破
璃
壁
の
如
き
と
数
多
い
鏡
な
ど

が
そ
れ
で
あ
る
・
一
を
副
葬
し
た
点
で
、
有
力
者
の
奥
津
城
で
あ
っ

て
、
た
だ
内
容
に
於
い
て
近
畿
地
方
の
古
式
古
墳
に
比
す
べ
き
も
の

が
あ
る
。
こ
こ
に
問
題
と
し
た
破
潰
に
見
る
事
象
は
ま
さ
に
そ
れ
と

結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
中
期
に
当
っ
て
、
そ
れ
に
先
立
ち
こ
の
種

の
進
ん
だ
工
芸
品
の
製
作
が
既
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
弥

生
式
土
器
を
標
式
と
す
る
こ
の
文
化
は
実
際
に
於
い
て
は
低
い
金
石

過
渡
期
の
竜
の
で
は
な
く
一
つ
の
文
化
躍
進
の
期
で
あ
っ
て
、
そ
の

中
期
に
於
い
て
、
既
に
工
芸
の
作
品
に
あ
っ
て
も
特
色
の
あ
る
も
の

を
作
り
出
し
た
こ
と
が
こ
の
点
で
確
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
一
文
に
就
い
て
は
初
に
書
い
た
鈴
木
基
親
氏
と
共
に
資
料
の

上
で
九
州
大
学
女
学
部
の
渡
辺
正
気
君
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま

た
挿
入
の
実
測
図
に
関
し
て
は
す
べ
て
金
壷
恕
君
を
煩
わ
し
た
。
終

り
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
十
四
年
十
月
二
十
五
日
）

①
後
藤
守
一
氏
「
硝
子
製
破
璃
墾
断
片
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
　
～
ノ
一
二
）

　
及
び
『
筑
前
須
玖
史
前
遺
跡
の
研
究
』
　
（
京
都
大
学
考
古
学
研
究
報
告
第

　
十
，
一
冊
）
。

②
　
浜
園
・
梅
原
『
慶
州
金
冠
塚
と
其
遺
宝
』
　
（
朝
鮮
総
督
府
古
跡
調
査
牌

　
別
報
告
諭
三
冊
）
梅
原
、
　
『
慶
州
金
鈴
塚
飾
履
塚
発
掘
調
査
報
告
』
　
（
大

　
正
十
三
年
朝
鮮
総
軽
府
古
跡
調
査
報
告
第
一
冊
）
。

③
梅
原
「
中
国
古
代
の
ガ
ラ
ス
」
（
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
六
七
暑
）
。

④
梅
原
「
支
那
漢
代
の
破
璃
」
（
『
徳
雲
』
四
ノ
一
所
載
、
『
支
那
考
古
学

　
論
孜
』
所
収
）
。

⑤
原
田
淑
人
博
士
『
東
亜
考
古
学
研
究
』
所
収
の
諸
論
孜
。

⑥
梅
原
「
安
閑
陵
出
土
の
破
璃
碗
に
就
い
て
」
（
『
史
迩
と
美
術
』
瓢
一
ノ

　
　
一
）
。

⑦
故
中
肉
博
士
「
須
玖
岡
本
新
発
見
の
硝
子
製
勾
玉
」
（
『
歴
史
と
地
理
』

　
二
三
ノ
ニ
）
。

⑧
同
「
勾
玉
管
玉
考
」
（
『
歴
吏
と
地
理
』
九
ノ
六
）
。
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⑨
　
　
「
考
宵
〃
宇
か
ら
観
た
対
馬
」
　
（
九
学
瓜
夙
連
合
調
2
食
『
対
馬
の
窺
然
と
⊥
叉

　
化
』
所
取
）
参
照
。

⑩
　
　
『
俊
賀
県
文
化
財
報
告
譲
』
第
五
集
所
載
七
隈
忠
志
氏
詑
述
及
び
坪
井

　
漕
足
・
金
関
恕
両
氏
「
肥
前
永
田
遺
跡
弥
生
式
麗
棺
伴
撮
の
鏡
と
刀
」

　
『
史
林
』
三
七
∠
じ
。

〔
⑪
　
そ
の
顕
著
な
遺
篇
は
近
年
に
於
け
る
湖
南
省
長
沙
古
墓
の
鐵
口
話
で
あ

　
る
。
こ
れ
は
多
数
の
破
璃
壁
を
は
じ
め
剣
號
・
剣
藻
等
と
玉
類
等
に
亙
り
、

　
こ
の
戦
国
後
半
に
属
す
る
そ
れ
等
は
、
従
来
漢
代
と
せ
ら
れ
て
い
た
も
の

　
と
差
異
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

⑫
鏡
山
猛
教
授
「
環
幸
便
愛
甲
小
論
」
⑧
（
『
倉
淵
』
第
七
八
輯
）
参

　
照
。

⑧
　
関
野
博
士
等
『
楽
浪
郡
時
代
の
遺
蹟
』
　
（
朝
鮮
総
督
府
古
跡
調
査
特
洲

　
報
告
第
五
冊
）
参
照
。

⑭
　
夏
毛
岡
謙
蔵
「
九
州
北
部
に
於
け
る
古
鏡
の
年
代
に
就
い
て
」
（
『
考
古

　
学
雑
誌
』
八
ノ
九
所
載
、
『
古
鏡
の
研
究
』
所
収
）
、
梅
原
「
須
玖
岡
本
発

　
見
の
古
鏡
に
就
い
て
」
　
（
京
都
大
学
考
古
学
研
究
報
禽
第
十
一
冊
所
駁
）

　
参
照
。

⑮
　
梅
原
「
筑
前
須
玖
遺
跡
繊
土
の
蘂
鳳
鏡
に
就
い
て
」
（
『
古
代
学
』
第
八

　
巻
増
刊
号
）
。

⑯
　
例
え
ば
肥
前
東
松
浦
郡
旧
鏡
村
の
一
遺
跡
か
ら
狭
鋒
銅
鉾
二
口
、
細
形

　
銅
剣
一
口
と
伴
出
し
た
二
飼
の
勾
玉
の
置
き
は
そ
れ
で
、
共
に
硬
玉
で
あ

　
る
（
同
地
檎
爾
幸
之
助
闘
志
）
。
　
同
島
木
汲
田
の
饗
棺
墓
群
－
細
形
の

　
鋭
利
．
な
細
形
銅
剣
類
を
伴
う
た
！
の
勾
玉
類
ま
た
誉
れ
も
硬
玉
の
日
【
立

　
つ
た
も
の
で
古
式
の
形
式
の
外
に
、
異
形
勾
玉
を
も
含
ん
で
い
る
。
そ
の

　
第
三
十
八
号
甕
棺
か
ら
幽
た
も
の
は
勾
玉
三
姻
と
碧
玉
管
玉
四
十
三
個
で

　
一
連
の
傭
玉
を
な
し
た
姐
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑰
　
梅
原
「
上
古
初
期
の
彷
製
鏡
扁
　
（
読
史
会
創
立
五
十
年
記
念
『
圏
史
論

　
藥
』
所
載
）
参
照
。
第
六
図
に
載
せ
た
の
は
筆
者
の
原
図
を
金
関
恕
君
が

　
浄
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
の
鏡
で
は
図
文
が
可
な
り
磨
減
し
て
こ
の

　
よ
う
に
は
は
っ
き
り
と
せ
な
い
。
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Glasses　in　Ancient　Japan’

by

Sueji　Umehara

　　The　1〈nowledge　of　glasses　was　diffused　to　the　Eac　stern　Asia　from　the

West　dufing　the　War血g－States　Pefiod，　and　then　to　Japan．　Afchae－

elogical　evideences　of　the　antlqtte　glac　sses　in　Japan　ba，　ve　been　reported

since　1920。　The伽dings　of　cufved　gla白s　beads“77zagatama”勾玉afe

noticeable，　They　had　been　made　in　Japan　and　were　unearthed　in　tlie

Province　of　Chifeuzen筑前of　I〈y12shit　occasionally　together　with　i搬pofむ一

ed　Chinese　glass　disc　“Pi”　ew．一’．　Recently，　curved　glass　beads　“magatama”

cylindfica191ass　beads‘‘leudata・ma　”管玉，3mould　fof　glass‘‘ma．aatama’，，

and　a　glass　piece　of　“se－gan”　fj．，i，，・〈ig：，　one　of　the　burial　ritual　objects

in　the　ancie且t　China，　wefe　found　in　the　vicinity　of　Sztgu須玖in

Chikugen．　These　dlscovefies　indicac　te　the　situation　of　glass　industry　in

ancient　Japan．　ln　this　article，　the　author　fe－examines　these　previous

findings　of　glasses，　points　out　the　imported　glass　relics　and　home－made

pieces，　and　discusses　their　archaeologicl　sites．　He　also　mentions　abeut

a益uncommon　small　glass　mirror　kept　by　the　late　Kδg6　Moriyα守屋孝

蔵in　Kyoto，　and　proves　that　it　was瓢ade　in　the　Western　Japan，

The　Forrnation　of　the　Bossism　in　the　History

　　　　　　　　　　　　　　of　San　FraRcisco

a　case　study　in　regard　to　the　appearance　of　the

　　　　　A皿er童can　modern　socie七y

by

K6suke　Shimura

　　Conversion　of　the　American　society　into　the　present　century　should

be　partly　focused　upon　the　problern　of　the　corruption　in　politics　or　tlie

conspiracy　of　politics　wlth　business．　1｛ere　is　an　exarnple　of　the　Bess

Rzteザs　administration　in　San　Francisco，　as　a　case　study．　The　important

problem　in　this　period　is　the　countei‘acting　relation　among　the　national

monopolistic　capital　（tlxe　Southern　Pacific　Railway），　wlalch　controls

politics　openly，　the　country　middle　of　small　capital　which　struggles

the　big　t　business，　（the　city　capjtalists），　and　the　workers．　On　the

other　hand，　the　problem　of　systematically　corrupt　politics　by　the

（164）


