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樋

口

康

纐文帯神獣鏡と古墳交化（樋の

一
【
要
碧
古
墳
翻
葬
鏡
と
し
て
三
角
縁
譲
鏡
に
つ
ぐ
多
量
の
出
土
例
を
も
つ
要
帯
神
獣
鏡
は
・
そ
の
製
作
は
東
漢
末
か
ら
茜
・
西
晋
代
に
中
心
が
…

㎝
萱
三
角
驚
獣
響
縷
同
食
代
に
属
す
・
が
、
わ
が
国
で
は
、
後
妻
鰯
の
嘉
編
藷
を
袋
す
・
の
に
対
・
、
前
謹
蚕
れ
・
ゑ

…
駄
酪
騒
横
難
略
報
贈
雛
鷲
哩
認
謙
鯨
雛
醜
畑
灘
繍
縫
価
訟
縫
鎧
饗
鱒
罎
耀
拶
碗

…
峯
貿
易
の
霧
が
重
髭
・
．
華
紫
・
み
・
れ
・
三
角
縁
蟄
鏡
は
三
世
紀
の
滋
養
易
の
お
・
な
わ
れ
て
い
た
鯉
渡
来
し
て
き
た
嘉
・
わ

一　

黷
驕
B
一
方
画
声
帯
神
獣
鏡
は
華
南
系
で
あ
っ
て
、
紺
江
南
貿
易
の
主
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
四
、
五
世
紀
の
悶
に
多
く
は
い
っ
て
来
た
。
し
か
も
、
九
州

｝　

ﾅ
は
、
北
部
が
華
北
貿
易
に
関
係
が
深
か
っ
た
の
に
対
し
、
江
南
貿
易
は
南
九
州
の
豪
族
も
積
極
的
に
参
与
し
た
。
そ
こ
に
両
鏡
が
分
布
と
時
代
を
異
に
す
　
㎝

∴
蝶
誇
購
鯵
縫
魏
ゲ
選
書
獣
鏡
を
手
に
入
れ
た
豪
族
の
子
孫
瑛
次
の
江
南
貿
易
で
幽
文
櫓
軍
神
取
置
を
も
入
…

画
交
帯
神
獣
鏡
の
三
態

　
古
墳
か
ら
出
土
す
る
中
国
鏡
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
数
的
に
竜
多

く
、
ま
た
三
世
紀
の
魏
鏡
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
古
代
史

解
明
の
資
料
と
し
て
、
と
く
に
重
用
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

れ
に
次
ぐ
出
土
例
を
も
つ
酒
文
尊
神
歯
鏡
は
、
古
墳
文
化
の
な
か
で
、

ま
た
一
つ
の
時
期
を
代
表
す
る
資
料
で
あ
る
。
し
か
も
魏
の
年
号
を

も
つ
最
初
三
年
鏡
は
実
は
こ
の
類
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
三
角
縁
神

獣
鏡
の
唯
二
の
年
男
鏡
と
さ
れ
る
正
始
元
年
鏡
も
、
主
文
は
景
初
三

年
鏡
に
類
似
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
画
文
帯
神
獣
鏡
と
の
関
係
を
し

め
す
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
古
墳
時
代
前
半
の
文
化
を
論
ず
る
場
合
、
こ
れ
を

1 （673）



無
視
し
た
所
論
は
片
手
落
の
批
判
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ

た
ぐ
し
は
か
っ
て
こ
の
点
を
指
摘
し
、
画
文
殿
神
獣
鏡
の
性
質
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
①

端
を
挙
げ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
、
古
代
資
糾
と
し
て
こ

の
類
の
鏡
を
採
用
す
る
た
め
に
、
ま
ず
画
集
帯
神
獣
鏡
そ
の
も
の
を
、

も
う
一
歩
ほ
り
さ
げ
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
一
体
神
像
と
獣
形
を
配
合
し
て
、
半
肉
筆
り
で
表
出
し
た
い
わ
ゆ

る
神
…
獣
鏡
の
主
導
は
、
昏
像
の
形
態
や
配
合
が
多
種
多
様
に
わ
か
れ

て
い
て
、
従
来
の
分
類
名
称
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
。
環
状
乳
神

獣
鏡
と
い
う
名
称
は
、
獣
形
の
骨
節
が
変
形
し
て
環
状
を
な
す
も
の

を
乳
と
呼
ん
だ
た
め
に
、
図
様
の
境
界
を
一
般
に
示
す
機
能
を
も
つ

た
乳
と
混
同
し
て
、
主
文
の
理
解
を
不
明
確
に
し
た
。
ま
た
、
半
門

方．

`
帯
神
獣
鏡
と
い
う
名
は
、
半
円
方
形
帯
を
有
す
る
平
縁
系
神
獣

鏡
の
う
ち
、
環
状
乳
神
獣
鏡
や
重
層
式
神
獣
鏡
を
の
ぞ
い
た
類
で
、

し
か
も
画
文
帯
の
な
い
も
の
に
対
し
て
、
と
く
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
名
称
の
混
乱
、
不
備
を
取
り
の
ぞ
く
た
め
に
、
新
た
な
分

類
法
を
た
て
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
神
獣
鏡
の
主
文
は
複
雑
な
構
図
を
な
．
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
い
く
つ
か
の
基
本
と
な
る
単
位
文
の
集
合
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
単
位
文
を
求
め
て
、
そ
れ
の
類
別
が
．
可
能
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
鏡
式
分
類
の
基
準
に
す
る
こ
と
が
便
利
で
あ
る
。
し
か
も
そ

の
単
位
文
の
構
図
上
の
配
列
に
も
一
定
の
方
式
が
あ
る
。
い
ま
そ
れ

に
従
っ
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
1
　
三
像
対
置
式
　
．
正
面
向
き
の
一
神
が
両
脇
に
外
向
き
の
小

禽
ま
た
は
半
身
獣
を
添
え
て
坐
し
　
（
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
禽
獣
形
を
両

頭
飾
り
と
し
た
座
上
に
坐
っ
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
）
、
そ
の
両
側
に
内
向

の
巨
を
静
ま
な
い
二
獣
を
配
し
た
も
の
を
単
位
文
と
す
る
。
鉦
を
蝕

ん
で
こ
れ
を
二
組
相
称
的
に
対
遣
し
、
そ
の
両
図
形
の
境
目
に
は
、

別
に
小
形
の
神
像
（
双
卜
形
が
多
い
）
を
副
文
と
し
て
お
い
て
い
る
。

従
来
、
半
円
方
形
帯
神
獣
鏡
と
呼
ば
れ
た
類
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
2
　
騎
獣
神
環
綾
式
　
　
側
面
形
の
長
身
の
獣
の
背
の
中
央
に
、
　
一

神
像
ま
た
は
脇
侍
、
禽
鳥
を
添
え
た
神
像
が
騎
っ
て
い
る
。
こ
の
長

身
の
獣
は
巨
を
鑑
み
、
前
後
の
骨
節
が
変
化
し
て
、
環
状
の
突
起
を

な
し
て
い
る
。
こ
れ
を
単
位
文
と
し
て
、
そ
の
三
な
い
し
四
組
を
鉦

を
続
っ
て
右
旋
り
ま
た
は
左
旋
り
に
配
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
環
状
乳
神
獣
鏡
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
3
　
多
神
同
向
式
　
　
　
鉦
に
対
し
て
、
そ
の
上
下
左
右
に
三
遍
の

神
像
を
同
一
の
方
向
よ
り
み
る
よ
う
に
お
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
獣

形
を
配
す
る
。
神
像
は
左
右
の
二
組
が
侍
禽
の
神
像
で
、
　
一
方
は
一
二
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山
冠
へ
通
天
冠
か
）
の
男
像
、
　
他
方
は
玉
勝
を
つ
け
た
女
像
で
あ
り
、

東
王
父
、
西
王
母
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
上
下

の
二
組
は
脇
神
を
と
も
な
っ
た
複
合
神
像
が
多
い
。
獣
形
に
は
下
方

の
二
つ
が
内
向
き
、
上
方
の
二
恩
が
外
向
き
の
側
面
形
で
あ
る
も
の

と
、
四
獣
と
も
乳
を
め
ぐ
る
蠕
龍
の
形
で
あ
ら
わ
し
た
も
の
の
二
類

が
あ
る
。
さ
ら
に
各
像
の
闘
に
小
形
の
禽
獣
や
獣
面
［
、
雲
雷
畑
瀬
な

ど
を
入
れ
て
、
空
間
を
填
め
、
全
体
が
複
雑
な
構
図
を
な
し
て
い
る
。

重
層
式
神
獣
鏡
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
4
列
仙
重
列
式
　
　
　
内
区
を
板
状
の
水
平
帯
で
五
、
六
段
に
分

ち
、
各
段
上
は
単
像
、
複
像
の
神
仙
を
岡
一
方
向
に
列
べ
た
式
で
、

獣
形
は
周
縁
部
に
朱
鳥
（
上
）
、
玄
武
（
下
）
、
青
罷
（
左
）
、
白
虎

（
右
）
を
専
掌
的
に
配
し
て
い
る
。
　
雲
列
神
獣
鏡
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
5
　
独
立
像
求
心
式
　
　
単
神
、
複
神
あ
る
い
は
獣
形
を
乳
に
よ
っ

て
等
分
し
た
各
区
に
、
求
心
的
に
配
置
し
た
も
の
、
各
像
が
そ
れ
ぞ

れ
独
立
し
た
単
位
文
と
な
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
の
大
部
分
が
こ
れ
で

あ
る
。

　
以
上
の
う
ち
平
縁
系
は
一
か
ら
4
ま
で
、
三
角
縁
系
は
5
を
主
と

し
、
3
に
も
ふ
く
ま
れ
る
。
平
縁
系
の
う
ち
、
1
2
3
は
半
円
方
形

帯
♪
．
層
有
す
る
点
で
、
共
麺
し
、
こ
の
類
の
整
緻
な
も
の
に
画
文
帯
が

存
在
す
る
。
そ
の
三
文
帯
は
乗
輿
、
騎
獣
、
乗
亀
駅
駕
禽
、
獣
頭
臥

龍
日
の
各
種
姿
態
の
神
仙
や
飛
龍
を
一
定
の
順
序
に
配
列
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
画
文
旦
神
獣
鏡
と
い
う
鏡
式
名
は
あ
り
え

な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
、
2
、
3
の
各
式
の
一
部
を
指
す
と

み
ら
れ
る
が
、
わ
が
古
墳
出
土
の
こ
の
岩
鏡
に
は
、
画
文
帯
を
有
す

る
も
の
が
多
く
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
共
通
し
た
性
格
を
も
つ
て
い
る

の
で
、
わ
が
古
墳
文
化
を
論
ず
る
場
合
に
、
こ
の
名
称
を
使
用
す
る

こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
。

二
　
半
円
方
形
欝
系
神
獣
鏡
の
様
式
観

　
画
文
帯
神
獣
鏡
の
考
古
学
的
意
味
を
理
解
す
る
ま
え
に
、
現
在
多

少
の
誤
解
の
あ
る
、
上
述
の
三
野
の
神
獣
鏡
の
年
代
を
は
っ
き
り
さ

し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
環
続
式
神
獣
鏡
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
に
属
す
る
紀
年
鏡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

は
次
の
数
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

凍
漢

魏

元
興
一
兀
年
鏡
（
A
D
一
〇
五
）
、
延
喜
醐
二
年
鏡
（
A
D
一
五
九
）

永
康
元
年
鏡
（
A
D
一
六
七
）
、
喜
…
平
二
年
鏡
（
A
D
一
七
三
）

中
平
臨
年
鏡
（
A
D
一
八
七
）

正
始
五
年
鏡
（
A
D
二
四
四
）
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西
普
　
泰
始
六
年
鏡
（
A
D
二
七
〇
）
、
泰
始
十
年
鏡
（
A
D
二
七
四
）

　
こ
れ
ら
の
紀
年
鏡
を
基
に
し
て
時
代
差
に
よ
る
様
式
観
を
み
る
と
、

元
興
元
年
鏡
か
ら
義
甲
平
二
年
番
ま
で
の
東
漢
中
葉
の
類
は
、
単
位
文

は
三
組
で
、
各
獣
に
二
個
ず
つ
の
環
状
節
が
つ
く
、
半
円
形
は
素
文

で
、
方
格
内
の
副
銘
は
一
字
で
あ
る
。
外
回
は
夏
帯
と
そ
の
外
方
に

渦
文
帯
ま
た
は
菱
雲
風
帯
が
あ
り
、
画
文
帯
は
ま
だ
な
い
。
銘
帯
の

主
銘
は
四
字
句
の
吉
祥
語
を
任
意
に
組
み
あ
わ
せ
、
そ
れ
に
「
東
王

父
西
王
母
仙
人
子
」
な
ど
の
非
四
字
句
の
文
章
が
混
っ
て
い
る
。
こ

の
類
を
古
式
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
③

　
次
の
中
平
四
年
鏡
は
四
辺
の
単
質
素
で
、
外
区
に
は
銘
帯
の
代
り

に
画
前
帯
が
あ
る
。
方
格
内
に
は
四
字
ず
つ
の
銘
が
あ
る
が
、
そ
の

文
章
は
四
字
句
の
と
と
の
っ
た
韻
文
で
ぱ
な
い
。
素
文
の
半
円
形
や
、

菱
雲
斗
縁
な
ど
は
古
式
の
類
と
共
通
し
て
い
る
が
、
全
体
の
構
図
や

主
文
の
ス
タ
イ
ル
は
わ
が
国
の
古
墳
か
ら
数
多
く
出
土
し
て
い
る
同

式
事
と
等
し
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
定
型
式
の
紀
年
鏡
は
ヅ
例
し
か

な
い
の
で
、
そ
の
盛
行
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
中
国
に
お
け
る
出
土

状
況
か
ら
、
推
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
河
南
洛
陽
の
罪
代
都
城
の
西
方
墓
群
か
ら
、
定
型
式
が
で
て
い
る

⑳
こ
の
鑑
に
は
璽
あ
太
康
八
年
・
元
康
九
年
・
永
密
三
年
の

墓
誌
が
あ
り
、
出
土
の
鏡
は
少
く
も
三
世
紀
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
製

作
と
断
定
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
ま
た
安
徽
省
合
肥
市
三
里
街
第
一
号
西
二
夫
や
漸
江
省
安
吉
県
三

　
　
　
　
　
④

官
郷
の
漁
協
墓
か
ら
も
定
型
式
が
で
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

ら
は
東
漢
書
か
ら
三
国
・
世
代
の
二
、
三
世
紀
に
盛
行
の
頂
点
が
あ

っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
他
の
例
を
み
る
と
大
阪
府
黄

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

金
塚
糸
底
出
土
の
一
鏡
は
手
法
は
定
型
式
に
近
い
が
、
半
円
形
内
に

半
肉
刻
の
獣
心
を
入
れ
て
い
る
点
で
、
建
武
五
年
鏡
（
A
D
四
九
八
）

と
類
似
し
、
五
世
紀
末
の
同
鏡
と
、
ほ
か
の
定
型
式
鏡
と
の
中
間
す

な
わ
ち
四
世
紀
か
五
世
紀
前
半
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
前
述
の
魏
、
鉱
毒
の
年
号
を
も
つ
三
豊
は
い
ず
れ
も
画

文
帯
を
有
し
て
は
い
る
が
、
神
獣
の
表
現
が
は
な
は
だ
特
異
で
あ
る
。

義
脚
十
年
鏡
は
単
位
文
四
組
で
あ
る
が
、
各
獣
の
環
状
節
は
一
個
し

か
な
く
、
正
始
五
年
鏡
は
単
位
文
二
組
で
あ
る
。
こ
の
類
は
実
年
代

は
定
型
式
と
ほ
ぼ
併
行
す
る
時
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

様
式
を
異
に
す
る
の
は
製
作
地
が
違
う
た
め
で
は
な
い
か
と
お
も
わ

れ
る
。
製
作
地
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
と
し
て
、
こ
の
類
を
同

じ
時
代
の
作
品
で
あ
る
定
型
式
と
区
別
し
て
、
華
北
系
の
魏
壁
式
と
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画：文帯神獣鏡と古墳文化（樋m）

呼
ん
で
お
こ
う
．

　
次
に
対
置
式
神
獣
鏡
は
紀
年
魚
雷
で
も
、
も
っ
と
も
数
が
多
く
、

各
晴
代
に
わ
た
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
年
代
様
式
観
は
比

較
的
容
易
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
お
・
も
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
問
に

み
と
め
ら
れ
る
変
異
は
実
際
に
は
変
則
的
、
孤
立
的
で
あ
っ
て
、
系

統
的
な
時
代
差
や
地
方
別
を
た
て
に
く
く
、
紀
年
銘
を
も
た
な
い
多

く
の
同
斜
面
の
年
代
決
定
に
、
か
え
っ
て
困
難
さ
を
お
ぼ
え
し
め
る

の
で
あ
る
。

　
ま
ず
東
漢
代
で
は
、
延
喜
…
三
年
鏡
、
建
安
七
無
二
、
建
安
一
四
年

鏡
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
半
円
方
形
帯
神
獣
鏡
に
は
、
ま
だ
三
像
を
単
位

文
と
す
る
対
置
式
の
町
回
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

本
鏡
式
通
有
の
構
図
法
則
を
屯
つ
た
最
古
の
紀
年
鏡
は
建
安
二
一
年

鏡
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
神
像
の
羽
毛
は
蕨
手
状
を
な
し
、
　
一
汗
は

口
を
逆
三
角
状
に
大
き
く
開
き
、
他
は
弧
状
に
閉
じ
て
い
る
。
方
形

は
小
さ
く
、
一
字
ず
つ
の
銘
を
入
れ
、
ま
た
半
円
形
の
う
ち
、
両
主

神
の
下
の
二
個
は
玄
武
と
朱
雀
の
像
に
代
っ
て
い
る
。
外
縁
に
は
訳

文
く
ず
れ
の
連
衆
文
が
あ
る
。
端
粛
二
四
年
銘
の
断
面
の
鏡
も
同
じ

式
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
四
月
鏡
や
五
月
鏡
は
一
二
年
鏡
に
と
く

に
近
い
。

　
京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
M
3
4
画
文
帯
対
置
式
神
獣
鏡
（
図
版

第
一
）
は
獣
形
の
前
後
に
両
環
状
節
が
あ
る
点
で
、
環
続
式
神
獣
鏡

と
の
関
係
を
お
も
わ
せ
る
が
、
構
図
は
三
像
対
置
式
で
あ
る
。
半
円

形
の
図
面
文
や
、
主
神
像
の
下
の
半
門
形
が
玄
武
と
朱
雀
に
か
わ
っ

て
い
る
点
、
、
外
縁
の
煎
餅
文
な
ど
、
さ
き
の
建
直
一
二
年
鏡
や
二
四

年
鏡
に
似
て
い
る
。
さ
ら
に
南
京
市
之
趙
第
7
易
の
呉
（
伊
野
二
年
）

　
　
　
⑧

墓
出
土
鏡
と
は
以
上
の
諸
点
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
環
状
節
の
獣
形
、

画
文
帯
ま
で
一
致
し
て
い
る
。
東
漢
末
か
呉
代
の
作
で
あ
ろ
う
。

　
神
像
の
羽
毛
は
一
般
に
髪
状
を
呈
し
て
い
て
、
蕨
手
状
の
も
の
は

む
し
ろ
三
角
縁
神
獣
鏡
の
神
像
に
多
く
、
本
式
鏡
で
は
ほ
か
に
漢
の

延
康
元
年
二
月
鏡
（
A
D
ニ
ニ
○
）
、
呉
の
建
興
二
年
五
月
鏡
（
A
D
二

五
三
）
、
東
晋
の
威
康
一
二
年
鏡
（
A
D
三
三
七
）
に
み
と
め
る
程
度
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
成
康
一
二
年
鏡
は
今
日
所
在
が
不
明
に
し
て
、
大
村
西

崖
の
釈
門
に
従
う
ほ
か
な
い
が
、
鏡
式
は
ほ
か
の
東
晋
鏡
と
や
や
趣

を
異
に
し
、
神
獣
・
の
表
現
や
、
半
円
形
の
海
賦
様
の
飾
文
、
外
縁
の

波
状
唐
草
文
な
ど
は
む
し
ろ
呉
の
建
興
二
年
・
鏡
に
ち
か
い
。
し
た
が

っ
て
掛
鏡
の
紀
年
に
は
一
つ
の
疑
が
も
た
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
年
丹
鏡
で
は
な
い
が
、
洛
陽
一
区
M
㎜
の
東
部
晩
期
墓
出
土
の
異

　
　
　
　
　
　
　
⑨

式
の
環
状
節
神
獣
鏡
の
神
像
竜
蕨
手
状
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
蕨
手
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状
羽
毛
の
表
現
は
爽
漢
心
か
ら
三
国
代
の
特
色
と
み
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

　
魏
代
で
は
黄
初
四
年
鏡
が
あ
る
。
神
像
の
羽
毛
は
獲
状
で
あ
る
が
、

そ
の
彫
り
は
上
記
の
も
の
に
ち
か
い
。

　
呉
儲
…
で
は
日
興
古
の
愚
輩
元
年
鏡
は
手
法
が
ま
た
劇
論
配
の
礫
㎝
安
グ
ル

ー
プ
に
近
い
。
と
こ
ろ
が
黄
武
四
年
時
、
五
年
鏡
、
七
年
鏡
で
は
各

回
が
そ
れ
ぞ
れ
分
離
し
、
副
像
も
大
形
化
し
、
単
像
化
の
傾
向
が
み
，

ら
れ
る
。
し
か
し
赤
烏
元
年
鏡
以
後
の
五
〇
数
面
の
同
式
紀
年
鏡
は

い
ず
れ
も
三
井
対
置
式
で
あ
り
、
羽
毛
は
問
題
の
建
興
二
年
算
を
の

ぞ
い
て
、
す
べ
て
鐵
状
を
な
し
、
獣
形
は
多
く
歯
だ
け
を
出
し
た
丸

顔
の
も
の
で
、
紅
鱒
鏡
や
魏
鏡
に
み
た
口
を
逆
三
角
形
に
開
い
た
例

は
鳳
皇
元
年
九
月
掛
な
ど
の
一
部
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
少
な
い
。
外

縁
も
太
平
元
年
鏡
に
波
状
文
が
あ
る
程
度
で
、
多
く
は
無
文
で
狭
い
。

　
西
翠
鏡
は
ま
た
少
し
の
変
異
が
あ
る
。
太
康
元
年
鏡
は
各
像
が
塑

像
化
し
て
、
四
神
四
獣
の
交
互
求
心
的
配
畳
を
と
っ
て
い
る
。
単
蹄

一一

N
半
脚
、
　
＝
　
年
｝
一
β
〃
鏡
、
同
年
山
田
h
月
鏡
、
同
年
十
一
一
月
晶
鋭
、
　
㎜
旧
年
締
仙

は
獣
の
首
が
正
側
面
の
表
現
を
な
し
、
境
界
の
図
像
の
一
つ
が
鳳
鳥

で
あ
る
点
で
、
ま
た
一
つ
の
特
色
を
も
つ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
う

ち
の
三
年
鏡
に
は
雨
龍
鏡
銘
と
い
わ
れ
る
「
四
夷
服
」
式
銘
を
つ
け

て
い
る
。
次
の
元
康
元
年
鏡
は
呉
鏡
に
近
い
。

　
東
晋
で
は
前
述
の
成
康
一
二
年
鏡
の
古
式
な
も
の
を
除
け
ば
、
建
武

日
年
号
、
太
腿
元
年
己
遊
里
な
ど
ま
た
呉
鏡
の
制
に
ち
か
い
。

　
酉
秦
の
太
初
四
年
と
比
定
さ
れ
て
い
る
一
曹
は
、
問
題
の
威
康
三

年
鏡
に
似
た
特
色
を
も
つ
て
お
り
、
紀
年
の
比
定
に
問
題
が
あ
る
鏡

で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
応
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
を
再
整
理
す
れ
ば
、
建
安
二
一
年
目
二
四
年
鏡
を
代
表
と
す

る
古
式
は
、
魏
の
黄
初
四
年
鏡
（
A
D
二
二
三
）
呉
の
鵜
呑
元
年
鏡

（
A
D
　
三
二
）
に
ま
で
及
ぶ
が
、
赤
鳥
元
年
鏡
（
A
D
二
三
八
）
に
は

じ
ま
る
新
式
は
、
東
晋
太
和
元
年
鏡
（
A
D
三
六
六
）
に
ま
で
つ
づ
き
、

本
鏡
式
の
定
型
と
し
て
通
行
し
た
。
そ
の
間
西
晋
鏡
に
一
つ
の
変
異

形
式
が
み
と
め
ら
れ
る
の
は
地
方
差
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
以
上
の
紀
年
鏡
は
す
べ
て
病
難
帯
を
有
し
て
お
ら
な

い
類
で
あ
っ
て
、
碑
文
帯
の
あ
る
本
式
鏡
と
し
て
は
、
ま
ず
湖
南
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

長
沙
市
硯
瓦
層
層
漢
末
墓
出
土
鏡
が
あ
る
。
主
文
は
雛
須
状
羽
毛
の
神

像
で
あ
る
が
、
古
式
で
、
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
画
文
帯
を
も
ち
銘
は
十
三

旧
格
内
に
四
字
ず
つ
入
れ
て
い
る
。
ま
た
、
さ
き
の
京
都
府
大
塚
山

M
3
4
鏡
が
古
式
の
類
で
も
あ
る
の
で
、
環
緯
…
式
神
矩
鏡
の
場
合
と
同

じ
く
、
東
漢
末
か
ら
呉
晋
代
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
み
な
し
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文帯神獣鏡と古墳交化（樋口）

て
い
い
で
あ
ろ
う
。
熊
本
県
江
田
船
山
古
墳
出
土
鏡
は
対
麗
式
で
は

あ
る
が
、
獣
形
が
臣
を
街
ん
だ
賢
愚
で
あ
る
。
神
像
の
羽
毛
は
蕨
手

状
の
古
式
で
あ
る
が
、
半
門
形
内
の
肉
畜
り
の
禽
獣
交
は
新
し
い
。

　
次
に
同
向
式
神
罵
声
に
つ
い
て
は
、
南
帯
建
武
五
年
（
A
D
四
九
八
）

銘
の
画
文
遠
鏡
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
こ
の
式
鏡
の
年
代
の
基
準
と

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
も
っ
と
も
精
緻
な
類
の
一
点
を
示
す

だ
け
で
あ
る
。

　
そ
の
点
で
大
阪
黄
金
富
岡
［
土
の
魏
の
景
初
一
二
年
鏡
（
A
D
二
三
九
）

が
岡
じ
く
画
黒
帯
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
留
意
さ
れ
る
が
、
ま
た

こ
れ
ま
で
三
角
縁
神
獣
鏡
の
紀
年
鏡
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
魏
の
正
始

元
年
鏡
（
A
D
二
四
〇
）
が
、
実
は
景
初
三
年
鏡
と
ほ
と
ん
ど
岡
じ
内

区
図
文
を
有
し
て
い
る
点
で
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ひ
い
て

は
三
角
縁
神
獣
鏡
の
う
ち
で
多
神
野
江
式
の
配
遣
を
も
つ
京
都
椿
井

大
塚
山
M
2
5
鏡
や
、
山
口
宮
洲
古
墳
出
土
鏡
な
ど
も
、
あ
わ
せ
て
考

察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
同
向
式
神
獣
鏡
に
は
牛
宿
の
神
像
の
間
に

配
し
た
獣
形
の
型
式
に
よ
っ
て
二
群
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
A

群
は
正
側
面
形
の
龍
虎
像
を
、
上
段
の
は
外
向
き
、
下
段
の
は
内
向

き
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
B
群
は
乳
を
め
ぐ
る
蝿
龍
の

形
で
、
四
ヵ
所
に
配
し
て
い
る
。

　
A
群
の
う
ち
に
は
、
四
組
の
神
像
、
獣
形
が
い
ず
れ
も
単
像
で
、

副
像
や
充
愼
文
、
画
黒
帯
も
な
い
簡
単
な
類
（
a
A
）
と
し
て
、
魏
の

黄
土
二
年
鏡
、
同
三
年
鏡
が
あ
る
。
ま
た
、
景
初
三
年
鏡
、
正
始
元

年
鏡
は
A
群
の
精
緻
な
典
型
（
b
A
）
で
あ
っ
て
、
京
都
久
津
川
車
塚

鏡
、
奈
良
箸
中
出
土
鏡
（
國
学
院
大
学
蔵
）
、
椿
姫
大
塚
山
M
2
5
鏡
（
三

角
縁
）
は
こ
の
類
で
あ
る
。

　
B
群
に
も
、
単
葉
式
の
簡
単
な
類
（
a
B
）
と
し
て
、
奈
良
新
山
古

墳
鏡
、
神
戸
得
能
山
脚
、
京
都
百
々
池
鏡
な
ど
が
あ
り
、
複
合
神
像

に
複
雑
な
翻
訳
を
配
し
た
類
（
b
B
）
と
し
て
建
武
五
年
鏡
や
、
三
重
神

前
塚
鏡
を
は
じ
め
二
〇
面
に
近
い
同
型
例
を
有
す
る
鏡
、
岡
山
車
塚

鏡
、
名
古
屋
二
子
塚
鏡
、
京
都
八
幡
石
不
動
鏡
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
三

角
縁
式
の
山
口
宮
洲
鏡
も
こ
の
類
で
あ
る
。
ま
た
『
讃
岐
国
名
勝
図

会
』
巻
二
に
の
せ
ら
れ
た
香
川
岩
崎
山
四
号
墳
出
土
鏡
は
ぬ
式
の
図

文
で
あ
る
が
、
半
円
方
形
帯
を
有
せ
ず
、
銘
文
が
「
吾
作
明
竜
幽
煉

高
商
統
徳
序
道
…
…
」
と
あ
る
点
で
、
お
な
じ
魏
群
馬
と
さ
れ
る
小

型
評
言
二
神
無
声
鏡
と
類
似
す
る
こ
と
が
ま
た
注
目
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
鏡
も
三
国
晋
代
を
盛
行
の
頂
点
と
し
て
、
あ
る
も
の
は

南
北
朝
代
に
も
及
ん
だ
と
お
も
わ
れ
る
。
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三
　
半
円
方
形
帯
系
神
獣
鏡
の
流
布
系
統

　
わ
が
国
へ
舶
載
せ
ら
れ
た
中
国
鏡
は
魏
志
倭
人
伝
の
記
載
や
、
楽

浪
文
化
圏
の
存
在
な
ど
に
よ
っ
て
、
一
応
中
国
北
部
か
ら
朝
鮮
を
経

由
し
て
渡
来
し
た
と
す
る
大
前
提
が
あ
る
。
そ
れ
は
魏
の
鏡
と
さ
れ

る
三
角
縁
神
獣
鏡
が
竜
つ
と
も
多
量
に
わ
が
国
か
ら
出
土
す
る
事
実

に
よ
っ
て
も
強
め
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
わ
が
国
の
大
陸
交
渉
史
に
お
い
て
は
、
倭
の
五
王
の
派

遣
が
示
す
よ
う
に
、
南
朝
と
の
交
通
が
五
、
六
世
紀
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
が
何
時
頃
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
か
は
後
述
す
る
と
し

て
、
こ
の
経
路
に
よ
っ
て
も
、
中
国
の
物
資
が
輸
入
さ
れ
、
そ
の
な

か
に
ま
た
鏡
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
点
は
こ

れ
ま
で
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
北
朝
鮮
経
由
路
と
江
南

直
通
路
の
運
用
に
時
間
的
差
異
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
舶

載
鏡
の
渡
来
の
時
期
を
時
代
区
分
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
い
て

そ
れ
ら
を
埋
蔵
し
て
い
る
古
墳
の
年
代
、
さ
ら
に
は
わ
が
大
陸
交
渉

史
上
、
史
書
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
貿
易
関
係
の
一
語
を
明
ら
か
に
し

う
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
や
は
り
鏡
臼
体
に
解
答

を
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
体
鏡
の
流
布
系
統
に
つ
い
て
は
．
そ
の
製
作
地
と
盛
珊
地
と
を

区
別
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
一
国
の
紀
年
号
を
有
す
る
鏡
は
、
そ
の

国
で
製
作
さ
れ
、
ま
た
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
が

そ
う
と
は
断
定
で
き
な
い
資
料
が
い
く
ら
か
あ
る
。
魏
の
黄
初
四
年

の
紀
年
銘
を
有
す
る
対
書
式
神
獣
鏡
は
「
会
稽
師
飽
作
」
と
な
っ
て

い
る
。
会
稽
は
呉
の
黄
武
五
年
鏡
に
も
「
揚
州
会
稽
山
」
と
あ
り
、

三
国
に
属
す
る
糊
江
省
紹
興
の
地
で
、
近
く
に
銅
と
錫
の
産
出
地
が

あ
る
。
　
「
呉
越
の
剣
」
、
門
江
南
の
金
錫
」
と
し
て
、
江
講
地
区
は
東

周
以
来
鋳
工
の
盛
ん
な
地
と
さ
れ
て
い
る
が
、
会
稽
は
そ
の
中
心
地

で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
多
数
の
年
号
を
有
す
る
神
獣
鏡
の
大
半
が

呉
の
年
号
を
有
し
、
お
そ
ら
く
江
南
の
地
で
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
上
述
の
例
は
魏
の
年
号
鏡
も
ま
た
こ
の
地
で
つ
く
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
陶
じ
魏
の
崇
初
三
年
鏡
や
正
始
元
年
鏡
は

と
竜
に
「
陳
是
」
と
い
う
作
忍
者
名
が
あ
り
、
こ
れ
を
呉
の
黄
武
七

年
鏡
、
黄
龍
元
年
鏡
な
ど
に
あ
る
「
陳
世
篇
と
同
族
人
と
す
れ
ば
、

こ
れ
竜
ま
た
江
南
で
つ
く
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
竜
い
え
る
。
し

か
も
魏
の
黄
初
二
年
鏡
が
長
沙
か
ら
出
土
し
、
黄
初
一
編
年
鏡
が
紹
興

か
ら
で
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
点
を
も
考
え
る
と
、
脳
鏡
が
江
南
地

区
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
く
な
る
。
竜
つ
と
も
、
こ
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の
点
に
つ
い
て
は
、
製
作
十
一
た
ん
魏
国
に
納
め
ら
れ
た
鏡
が
、
何

等
か
の
行
為
に
よ
っ
て
、
改
め
て
江
南
に
送
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う

る
。
し
た
が
っ
て
、
製
作
は
優
れ
た
異
国
の
鋳
造
家
に
依
頼
す
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
流
用
は
国
内
が
主
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
問
題
の
神
獣
鏡
の
各
型
式
に
、
製
作
と
流
用
地
の
別
が
み

と
め
ら
れ
う
る
か
ど
う
か
を
し
ら
べ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
環
緯
式
神
夢
野
で
は
、
古
式
の
元
興
元
年
鏡
、
延
富
…
二
年

鏡
に
製
作
地
と
し
て
「
皇
漢
」
ま
た
は
「
広
漢
郵
亭
」
の
名
が
で
て

く
る
。
こ
れ
は
永
嘉
元
年
の
双
鳳
鏡
、
永
寿
二
年
と
喜
…
平
三
年
の
獣

首
鏡
、
延
烹
三
年
の
半
円
方
形
吸
器
人
爵
に
も
あ
っ
て
、
こ
れ
が
今

の
四
娼
省
広
軌
県
に
お
か
れ
た
鼠
舞
の
郡
名
で
あ
り
、
こ
こ
に
尚
方

の
官
工
が
あ
っ
た
こ
と
も
著
名
な
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
永
康
元
年
鏡
に
［
平
作
尚
方
明
童
」
と
あ
り
、
中
平
四
年
鏡

が
ま
た
「
早
作
明
寛
」
で
あ
り
、
後
者
が
紹
興
か
ら
出
土
し
た
事
実

と
合
せ
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
も
南
方
の
製
作
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
類
の
出
土
例
を
し
ら
べ
る
と
、
河
南
省
洛
陽
、
安

徽
省
合
肥
、
富
江
省
紹
興
、
同
安
吉
、
同
礫
岩
県
秀
嶺
水
煙
東
電

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

墓
、
江
蘇
省
無
愛
市
壁
山
荘
第
二
〇
墓
、
南
京
市
梅
家
山
、
湖
南
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

濁
陽
銚
家
㎜
園
第
二
号
野
墓
さ
ら
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
ト
ソ
キ
ソ
付
近
な

ど
か
ら
で
て
お
り
、
ま
た
『
岩
窟
蔵
鏡
』
に
掲
載
さ
れ
た
同
鋤
彫
の

出
土
今
別
を
み
る
と
、
河
南
4
、
山
東
1
、
陳
西
1
、
裾
野
2
、
紹

興
2
と
な
り
、
ま
た
楽
浪
地
区
で
も
、
出
土
古
墳
の
明
確
な
例
こ
そ

は
な
い
が
、
同
地
の
蒐
蔵
繍
中
に
四
、
五
面
の
定
型
鏡
が
あ
げ
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
北
方
域
に
も
派
及
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
が
、
定
型
式
の
確
実
な
も
の
の
出
土
童
か
ら
み
て
、
や
は
り
南
方

に
中
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
留
意
さ
れ
る
の
は
、
魏
、
西
晋
の
紀
年
を
も
つ
た

同
式
鏡
が
い
ち
じ
る
し
く
そ
の
表
現
手
法
を
定
型
式
と
異
に
し
て
い

た
点
で
あ
る
。
河
南
省
洛
陽
一
区
M
6
0
墓
出
土
の
同
式
鏡
が
ま
た
は

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

な
は
だ
異
父
で
あ
る
こ
と
も
合
せ
み
る
と
、
こ
れ
ら
が
岡
式
帽
の
う

ち
で
、
北
方
系
の
産
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
か
ら
み
て
、
わ
が
古
墳
か
ら
出
土
す
る
同
式
鏡
は
大
部
分
が

南
方
系
の
定
型
式
で
あ
る
が
、
福
井
県
吉
田
郡
松
岡
町
泰
遠
寺
古
墳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

か
ら
出
土
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
一
夕
は
、
図
鑑
の
表
出
は
魏
の

正
始
五
年
鏡
や
、
晋
の
泰
始
六
年
鏡
に
通
じ
る
屯
の
が
あ
り
、
銘
文

の
字
体
は
景
初
三
年
鏡
や
正
始
元
年
鏡
に
似
て
い
る
。
ま
た
天
理
参

　
　
　
　
　
　
　
⑲

考
館
の
蔵
す
る
一
鏡
は
主
文
は
環
綾
羅
神
獣
鏡
で
あ
る
が
、
鏡
体
は
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三
角
縁
神
獣
鏡
式
で
、
主
文
の
表
現
も
そ
れ
に
近
く
、

系
と
い
え
る
か
蔑
し
れ
な
い
。

や
は
り
北
方

　
次
に
対
置
式
神
獣
鏡
で
は
、
　
魏
の
黄
初
四
年
鏡
に
「
会
稽
師
飽
偏
、

呉
の
黄
武
五
年
鏡
に
「
揚
州
会
稽
山
」
、
西
晋
の
太
康
二
年
鏡
に
「
呉

郡
［
｝
清
□
」
、
太
康
三
年
鏡
に
「
揚
州
平
王
」
な
ど
の
名
が
あ
る
。

揚
州
は
古
く
江
蘇
、
安
徽
、
江
西
、
漸
江
、
福
建
の
地
を
ふ
く
め
た

江
南
一
帯
の
地
を
指
し
、
会
構
も
そ
の
範
囲
内
に
属
し
て
い
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
呉
郡
は
江
蘇
省
呉
県
、
す
な
わ
ち
蘇
州

を
さ
す
と
い
わ
れ
る
。
国
振
玉
の
『
古
鏡
図
録
』
に
の
せ
た
帰
安
丁

蔵
の
画
交
帯
対
握
式
神
獣
鏡
に
「
象
二
塁
郡
趙
忠
所
造
」
の
銘
が
あ

　
　
　
　
　
⑱

り
、
富
岡
謙
蔵
の
解
説
で
は
「
呉
郡
と
あ
る
は
後
漢
願
帝
の
代
に
会

稽
郡
を
分
ち
お
い
た
草
名
に
し
て
、
　
漸
江
省
嘉
定
府
、
　
湖
州
府
の

辺
」
と
い
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
江
南
地
区
で
あ
る
。

　
次
に
同
単
体
の
出
土
例
を
み
る
と
、
遡
江
省
紹
興
出
土
と
い
わ
れ

る
も
の
に
、
紀
年
鏡
だ
け
で
二
〇
面
あ
り
、
こ
れ
ら
は
東
漢
鏡
三
面
、

魏
鏡
一
年
夏
ほ
か
は
、
す
べ
て
呉
鏡
で
あ
る
。
ま
た
南
京
市
光
華
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

外
趙
士
崩
の
呉
念
写
二
年
墓
出
土
の
二
面
、
同
じ
南
京
出
土
と
伝
え

る
呉
の
宝
鼎
三
気
管
、
長
沙
市
乳
瓦
池
東
漢
墓
出
土
の
一
面
、
ほ
か

に
魏
の
　
萸
初
二
礁
－
鏡
も
　
長
日
沙
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
ヴ
広
ト
、
ナ

ム
の
ハ
ノ
イ
か
ら
も
一
面
で
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
南
部
か
ら

多
く
出
土
し
、
北
部
か
ら
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
な
く
、
楽
浪
で
も
わ

ず
か
に
一
面
、
異
式
の
乱
文
鏡
が
梧
野
里
第
十
九
号
墳
か
ら
で
て
い

る
程
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
式
鏡
も
南
方
系
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　
同
国
式
神
獣
鏡
に
つ
い
て
は
、
魏
の
景
初
三
年
鏡
に
あ
る
「
陳

是
」
と
、
呉
の
黄
粉
七
年
鏡
、
土
龍
元
年
鏡
に
あ
る
「
陳
世
」
が
関

係
あ
る
か
と
い
う
点
が
注
意
さ
れ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も

南
方
の
産
と
は
断
定
で
き
ず
、
ほ
か
に
は
銘
文
中
に
製
作
地
を
推
す

資
料
が
見
あ
た
ら
な
い
。

　
出
土
地
か
ら
み
て
も
、
中
国
に
お
け
る
こ
の
類
の
確
か
な
出
土
例

が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
奇
異
に
感
じ
る
。
中
国
の
著
録
を
み
・
て
も

『
岩
窟
蔵
鏡
』
な
ど
に
も
類
晶
が
少
な
い
。
し
か
し
中
村
準
祐
置
所

　
　
　
⑲

蔵
の
精
品
（
b
A
）
が
も
と
陳
介
祓
の
蔵
贔
で
あ
っ
た
例
も
あ
診
、
中

国
に
も
存
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
楽
浪
郡
に
お
い
て
は
、
第
一
二

号
墳
出
土
鏡
（
b
A
）
、
黄
海
道
信
川
郡
出
土
鏡
（
曲
）
、
慶
応
大
学
所

蔵
の
大
同
江
面
出
相
舞
（
b
A
）
な
ど
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
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の
出
土
例
は
五
〇
面
を
も
越
え
る
ほ
ど
で
、
圧
鋤
的
に
多
く
、
う
ち

に
は
同
型
鏡
も
多
数
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
本
鏡
は
三
角

縁
神
獣
鏡
と
相
似
た
性
格
を
も
つ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
様
式
的

に
は
本
式
は
南
方
系
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
の
通
用
は
楽
浪

に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

四
　
三
文
帯
神
獣
鏡
か
ら
み
た
古
墳
時
代
の
一
相

　
以
上
に
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
第
一

に
は
画
文
亀
神
獣
鏡
の
年
代
は
東
漢
末
か
ら
三
国
、
西
踏
代
の
三
世

紀
を
盛
行
の
中
心
と
し
て
、
下
は
南
北
朝
中
期
に
も
及
ん
で
い
た
と

い
う
年
代
観
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
従
来
こ
の
種
の
鏡
は
六
朝
中
期

（
五
世
紀
）
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
建
武
五
年
の
年

号
鏡
の
存
在
の
ほ
か
に
、
こ
の
種
の
鏡
が
三
角
縁
神
獣
鏡
を
副
葬
し

た
初
期
の
古
墳
よ
り
も
一
時
期
下
る
諸
墳
か
ら
出
土
す
る
と
い
う
事

実
が
つ
よ
く
は
た
ら
い
て
、
魏
鏡
と
さ
れ
る
三
角
縁
神
獣
鏡
よ
h
ソ
も

後
出
の
も
の
と
、
安
易
に
理
解
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
出
の
中
平

四
年
鏡
や
景
初
三
年
鏡
を
足
が
か
り
と
し
て
、
本
鏡
の
年
代
観
が
大

き
く
書
き
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
年
代
観

の
修
正
は
単
に
本
年
だ
け
の
問
題
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
尾
を
ひ
い
て

い
る
。
す
な
わ
ち
三
角
縁
神
獣
鏡
と
同
時
代
か
、
あ
る
い
は
よ
り
遡

る
時
期
の
も
の
も
存
す
る
わ
け
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
舶
載
や
埋
葬
の

時
期
に
、
両
春
の
差
を
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
画

文
帯
神
獣
鏡
は
三
角
縁
神
獣
鏡
と
同
時
に
舶
載
し
た
と
簡
単
に
き
め

て
か
か
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
第
二
の
点
と
し
て
三
文
帯
神
獣
鏡
が
そ
の
流
布
系
統
か
ら

み
て
、
華
南
系
で
あ
る
と
い
う
性
格
が
考
慮
さ
れ
て
く
る
。
一
体
中

国
鏡
の
流
布
地
に
区
別
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
癬
文
民
神
獣
鏡

に
か
ぎ
ら
な
い
。
本
論
で
一
々
考
証
す
る
余
猶
は
な
い
が
、
画
象
鏡
、

重
列
神
獣
鏡
な
ど
も
、
華
南
系
的
色
彩
が
つ
よ
く
、
一
方
、
塑
黒
糖
、

飛
禽
鏡
、
三
角
縁
神
獣
鏡
な
ど
は
華
北
系
で
あ
り
、
内
鞘
花
文
鏡
、

四
神
鏡
、
獣
帯
鏡
、
盤
善
心
な
ど
は
両
々
と
も
に
、
ひ
ろ
く
流
布
し

て
い
た
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
華
北
系
、
華
南
系
と
い
っ
て
屯
、
数

量
を
相
対
的
に
み
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
華
南
系
は
華
北
に
全

く
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
狩
倉
帯
を
含
む
三
傑
の
神
獣
鏡
が
わ
が
古

墳
文
化
の
う
ち
で
果
し
た
役
割
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
ら
は
各
地
の
吉
夢
か
ら
出
土
す
る
が
、
出
土
古
墳
の
明
ら
か
な
例
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で
も
一
〇
〇
落
ち
か
く
あ
り
．
う
ち
半
数
が
近
畿
か
ら
で
、
他
は
九

州
、
瀬
戸
内
、
東
海
以
東
の
三
区
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
．
他

の
鏡
式
と
の
伴
出
関
係
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
あ

　
　
　
①

げ
た
、
私
論
中
で
、
一
部
門
考
察
を
発
表
し
、
主
な
副
葬
鏡
の
組
み
合

せ
を
表
に
し
て
掲
げ
て
お
い
た
。
爾
後
に
知
ら
れ
た
関
係
資
料
と
し

て
は
、
次
の
古
例
を
加
え
て
お
け
ば
、
該
表
を
そ
の
ま
ま
こ
こ
で
も

参
照
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
⑭

　
新
出
資
料

　
　
一
、
京
都
大
塚
山
古
墳
出
土
鏡
は
2
9
面
を
あ
げ
て
お
い
た
が
、
新
た
に
、

　
　
三
角
縁
神
獣
鏡
5
、
三
角
縁
盤
龍
鏡
1
、
毒
死
帯
対
置
式
（
表
で
は
放

　
　
射
式
と
称
し
て
い
る
）
神
獣
鏡
1
が
追
加
さ
れ
る
。

　
二
、
岡
由
車
塚
か
ら
三
角
縁
神
獣
鏡
9
、
三
角
縁
四
獣
鏡
1
、
画
文
帯
同

　
　
向
式
神
獣
鏡
2
、
内
行
花
文
鏡
1
、
計
1
3
面
の
舶
載
鏡
が
で
た
。

　
三
、
福
岡
潜
塚
か
ら
内
行
花
文
鏡
1
、
画
象
鏡
1
が
出
土
し
た
。

　
四
、
奈
良
伊
射
奈
岐
古
墳
か
ら
2
3
面
の
舶
載
鏡
が
で
、
う
ち
に
四
神
鏡
、

　
　
内
行
花
四
鏡
、
盤
罷
鏡
、
画
象
鏡
、
小
型
二
神
二
獣
鏡
、
四
獣
鏡
、
画

　
　
文
帯
神
獣
鏡
な
ど
の
各
型
式
が
存
在
す
る
と
い
う
。

さ
て
、
さ
き
の
私
考
で
は
、
副
葬
鏡
の
警
み
合
せ
が
近
畿
と
九
州

と
の
澗
地
区
で
明
確
な
差
異
が
あ
9
、
近
畿
で
は
三
角
縁
神
獣
鏡
を

中
心
と
し
て
、
画
雲
叢
神
獣
鏡
も
そ
れ
と
結
び
つ
く
の
に
対
し
、
九

州
で
は
組
み
合
せ
の
中
心
は
む
し
ろ
画
襟
帯
神
獣
鏡
に
あ
り
、
三
角

縁
神
獣
鏡
は
組
み
合
せ
か
ら
は
ず
れ
て
、
同
類
だ
け
で
出
土
す
る
と

い
う
事
実
が
あ
っ
た
。
そ
の
解
釈
と
し
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
埋
葬

に
二
期
あ
り
、
同
鏡
を
比
較
的
数
多
く
副
葬
し
た
↓
肖
壌
は
、
そ
の
う

ち
に
誓
文
帯
神
獣
鏡
を
伴
な
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
古
式
の
類
で

あ
る
と
し
て
第
一
期
と
し
、
新
式
の
画
文
帯
神
獣
鏡
に
と
も
な
う
一
、

二
面
の
一
二
角
縁
神
獣
鏡
を
副
葬
す
る
古
墳
は
第
二
期
に
あ
て
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
ま
改
め
て
本
論
で
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
事
実
に
基

づ
い
て
、
こ
の
関
係
を
再
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
ず
、
九
州
に
お
い
て
と
く
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
画
文
帯
神
獣

鏡
が
三
角
縁
神
獣
鏡
と
伴
出
せ
ず
、
後
者
よ
り
一
時
期
お
く
れ
る
古

壌
か
ら
出
土
す
る
現
象
で
あ
る
。
こ
の
際
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ

の
旧
式
の
鏡
は
口
入
の
経
路
を
異
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
三
文
帯
神
獣
鏡
と
な
ら
ん
で
、
三
三
系
と
み
な
さ
れ

る
画
象
鏡
を
み
る
と
、
九
州
は
竜
ち
う
ん
、
近
畿
に
お
い
て
も
、
三

角
縁
神
獣
鏡
と
組
み
合
わ
な
い
傾
向
が
つ
よ
い
こ
と
は
、
さ
き
の
論

文
で
竜
指
摘
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
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画交帯神獣鏡と古墳丈化（樋ra）

　
日
本
の
対
幅
交
渉
は
三
世
紀
に
お
け
る
魏
志
倭
人
伝
の
伝
承
に
よ

っ
て
も
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
早
く
か
ら
朝
鮮
を
経
由
し
て
、
華
北
と

の
交
流
が
な
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
四
世
紀
の
初
、
華
北
は
北
方

民
族
の
侵
入
に
よ
る
五
胡
十
六
国
の
分
裂
の
時
代
と
な
り
、
朝
鮮
で

は
楽
浪
郡
が
亡
び
、
や
が
て
三
国
の
鼎
立
坑
儒
が
は
げ
し
く
な
っ
て
、

わ
が
国
の
対
華
北
交
易
は
い
や
応
な
し
に
閉
塞
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
西
窓
の
泰
始
二
年
（
A
D
二
六
六
）
を
最
後
に
、
倭
人
貢
献
の
記

事
が
中
国
の
正
史
か
ら
し
ば
ら
く
消
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
間
の
事

情
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
漢
ガ
〈
化
は
江
衛
悶
へ
移
植
さ
れ
、
南
甜
刷
の
発
展
に
つ
れ
て
、
対

外
交
易
も
活
綴
と
な
り
、
わ
が
国
か
ら
の
働
き
か
け
を
う
け
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
は
、
再
び
倭
国
来
朝
の
記
事
が
東
晋
の
義
熈
九
年

（
A
D
四
二
二
）
以
後
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
両
時
期
の
閥
を
な
す
ブ
ラ
ン
ク
の
四
世
紀
こ
そ
、
わ

が
国
の
華
北
交
易
の
終
焉
と
、
対
江
南
交
渉
の
活
澄
化
が
継
起
的
に

お
こ
な
わ
れ
た
時
期
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
華
北
系

の
三
角
縁
神
獣
鏡
は
北
路
の
閉
塞
さ
れ
る
四
世
紀
初
頭
ご
ろ
ま
で
に

わ
が
国
に
舶
載
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
華
南
系
の
物
資
は
、
北
路
の
閉
塞
以
前
に
そ
れ
を
経
由

し
て
全
然
入
ら
な
か
っ
た
と
は
い
い
切
れ
な
い
。
四
番
の
蜀
郡
や
広

漢
郡
で
造
ら
れ
た
漢
代
の
漆
器
が
、
楽
浪
古
墳
か
ら
相
当
数
出
土
し

て
い
た
り
、
数
は
少
な
い
が
華
南
系
の
鏡
が
同
じ
楽
浪
出
土
鏡
中
に

ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
へ
も
朝
鮮
を
通
じ
て
入
り
う
る

可
能
性
を
充
分
に
し
め
し
て
い
る
。
呉
の
赤
烏
元
年
や
同
七
年
の
年

号
を
も
つ
た
対
置
式
神
獣
鏡
が
、
山
梨
県
鳥
居
原
と
か
、
兵
庫
県
安

倉
と
い
っ
た
か
な
の
奥
地
か
ら
出
て
い
る
例
は
、
古
墳
の
内
容
が
は

っ
き
り
し
な
い
た
め
に
、
輸
入
の
時
期
を
推
測
す
る
手
が
か
り
を
も

た
な
い
が
、
京
都
椿
井
大
塚
山
娼
土
の
古
式
の
画
下
帯
神
獣
鏡
は
三

角
縁
神
獣
鏡
と
同
時
に
渡
来
し
て
き
た
可
能
性
が
つ
よ
い
。
し
か
し

大
部
分
の
華
南
系
の
鏡
は
四
、
五
世
紀
の
間
に
江
南
直
通
路
を
と
お

っ
て
入
っ
て
き
た
と
お
も
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
製
作
年
代
の
あ

ま
り
か
わ
ら
な
い
画
文
帯
神
獣
鏡
が
一
般
に
は
三
角
縁
神
獣
鏡
副
葬

墳
よ
り
も
一
時
期
ず
れ
る
古
墳
か
ら
出
土
す
る
事
情
が
お
の
ず
か
ら

理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
部
の
画
交
帯
紳
馬
長
を
と
も
な
う
三
角
縁
神
獣
鏡

の
埋
葬
第
二
期
が
九
州
に
は
な
く
て
、
他
の
地
域
に
み
と
め
ら
れ
る

事
実
は
ど
う
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
舶
載
鏡
の
渡
来

の
事
済
が
畿
内
と
九
州
と
で
、
は
っ
き
り
ち
が
っ
て
い
た
か
、
あ
る
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い
は
舶
載
鏡
の
所
有
春
の
性
格
が
両
地
方
で
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た

か
と
い
う
、
き
わ
め
て
こ
ま
か
い
問
題
と
つ
な
が
っ
て
く
る
。

　
こ
れ
に
は
わ
が
国
内
の
事
情
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
当
時
の
中
国

の
様
子
を
も
あ
わ
せ
み
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
こ
こ
で
軽
視
で
き

な
い
の
は
、
日
本
と
中
国
と
の
経
済
段
階
の
落
差
の
大
き
い
こ
と
で

あ
る
。
わ
が
國
［
は
ま
だ
交
換
経
済
の
段
階
に
当
り
、
土
地
所
有
者
で

あ
り
、
政
治
的
権
力
者
で
も
あ
る
豪
族
が
経
済
を
左
右
し
て
い
た
の

に
対
し
、
中
薗
で
は
早
く
成
立
し
て
い
た
化
貝
…
幣
経
済
の
下
に
お
い
て
、

大
商
人
が
盛
ん
に
活
躍
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
対
外
交
易
も
、
政

府
の
特
派
す
る
貢
使
の
ほ
か
に
、
私
的
商
人
の
介
入
が
当
然
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
江
南
商
人
の
相
手
は
必
ず
し
も
倭
王
、
あ

る
い
は
畿
内
の
豪
族
と
い
っ
た
国
家
的
権
力
考
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
必
要
は
な
い
。
商
品
価
値
の
あ
る
物
資
と
交
換
し
て
く
れ
る
も
の

で
あ
れ
ば
、
九
州
の
土
族
で
あ
れ
、
瀬
戸
内
の
海
族
で
あ
れ
、
東
国

の
豪
族
で
も
さ
し
つ
か
え
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
鏡
は
わ
が

国
内
で
富
の
存
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
ど
こ
に
で
も
入
り
こ
む
態
勢
が

彼
此
に
お
い
て
は
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
わ
が
国
内
に
お
い
て
は
、
大
和
朝
延
の
国
内
統
一
の
事
業
は

着
女
と
進
ん
で
い
た
と
は
い
え
、
ま
だ
完
全
な
国
家
体
制
を
蕪
立
す

る
に
は
い
た
ら
ず
、
四
世
紀
後
半
か
ら
の
南
鮮
へ
の
武
力
進
出
は
、

逆
説
的
に
は
対
外
交
渉
の
成
功
を
示
威
と
し
て
、
国
内
統
一
の
完
成

を
期
し
た
と
も
み
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
五
世
紀
の
倭

の
五
王
の
南
朝
へ
の
風
早
は
、
公
的
に
は
南
鮮
に
対
す
る
わ
が
国
の

支
配
権
を
保
証
さ
せ
よ
う
と
す
る
外
交
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
一
方
、
わ
が
国
の
史
霧
に
は
、
応
拳
骨
三
七
年
に
阿
筆

使
主
が
縫
工
女
を
求
め
て
呉
に
渡
っ
た
記
事
が
あ
り
、
雄
略
紀
八
年

か
ら
十
四
年
に
か
け
て
、
身
狭
村
主
青
ら
の
訪
呉
も
あ
っ
て
、
大
和

朝
廷
が
華
南
に
凝
し
て
文
化
的
交
渉
を
望
ん
で
い
た
左
証
と
も
み
ら

れ
よ
う
。

　
し
か
る
に
、
大
陸
と
の
交
易
は
単
に
倭
王
の
み
が
や
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
。
魏
志
に
「
漢
代
に
護
国
通
ず
る
も
の
三
十
国
」
と
あ
る

よ
う
に
、
各
地
の
首
長
が
そ
れ
ぞ
れ
漢
に
通
じ
て
い
た
。
大
和
朝
廷

に
よ
る
国
内
統
一
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
盗
地
の
個
的
交
易
が
絶
た

れ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

　
と
く
に
九
州
の
豪
族
は
政
治
的
に
は
、
一
応
大
和
の
傘
下
に
は
い

っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
磐
井
の
叛
を
代
蓑
と
す
る
よ
う
な
、

反
抗
の
気
構
え
を
依
然
と
し
て
保
持
し
て
お
り
、
一
方
地
理
的
条
件

の
有
利
か
ら
、
大
陸
文
化
の
吸
収
に
は
ど
こ
よ
り
も
積
極
的
，
先
進
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醐父帯神獣鏡と』占圭ご紋化（樋の

的
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
私
的
、
直
接
的
交
流
は
、
倭

の
聖
王
の
公
的
な
遣
使
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
東
明
の
安
定
し
た
四

世
紀
の
中
ご
ろ
に
は
始
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
い
ま
一
度
九
州
内
部
の
情
勢
を
な
が
め
て
み
よ
う
。
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
し
は
九
州
の
古
墳
文
化
を
数
地
区
に
分
け
た
こ
と
が
あ
る
が
、
舶

載
鏡
の
出
土
分
布
を
そ
れ
に
照
合
し
て
み
る
と
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は

第
一
区
、
第
二
区
の
北
部
な
ら
び
に
東
北
部
に
多
く
出
土
し
て
い
る

の
に
対
し
、
隠
文
帯
神
獣
鏡
は
筑
後
川
流
域
の
第
三
区
以
南
に
と
く

に
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
前
者
は
大
和
か
ら
朝
鮮
へ
か
よ
う
通
路
に
あ
た
り
、
朝
鮮
文
化
の

導
入
が
盛
ん
で
あ
る
と
と
も
に
、
大
和
の
影
響
も
は
や
く
よ
り
入
っ

て
き
た
。
対
華
北
貿
易
の
際
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
倭
の
五
王
の
甲

南
翻
報
胤
使
に
際
し
て
」
も
、
こ
こ
か
ら
〆
朝
鮮
を
へ
て
江
山
…
に
三
つ
た
こ

と
は
、
阿
腰
使
主
が
最
初
の
訪
呉
に
際
し
、
高
句
麗
に
道
案
内
を
頼

ん
だ
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
大
和
は
南
朝
と
の
交
易

に
対
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
熟
知
し
て
い
た
朝
鮮
を
経
由
し
た
の
で
あ

り
、
北
九
州
は
そ
の
一
環
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

華
南
の
物
質
を
一
部
導
入
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
後
岩
の
第
三
区
以
南
の
地
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま

こ
の
地
区
の
古
墳
文
化
を
み
る
と
、
日
向
の
西
都
原
に
近
い
高
鍋
町

持
田
古
墳
や
、
児
湯
郡
新
田
村
山
ノ
坊
古
墳
か
ら
は
、
各
種
の
画
文

帯
神
獣
鏡
、
獣
帯
鏡
、
盤
龍
鏡
が
で
て
お
り
、
西
都
原
出
土
と
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
る
龍
文
透
し
の
金
銅
馬
飾
具
は
、
悪
神
陵
陪
家
や
和
歌
山
大
谷
古

　
　
　
⑫

墳
出
土
品
に
比
敵
す
る
優
晶
で
あ
る
。
ま
た
肥
後
で
は
球
磨
郡
免
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

世
才
園
古
墳
出
土
の
鍍
金
の
美
文
帯
神
獣
鏡
（
図
版
第
二
）
は
舶
載
郷

中
に
類
例
を
み
な
い
ほ
ど
の
逸
品
で
あ
る
。
さ
ら
に
江
田
船
山
古
墳

で
は
、
有
名
な
銀
象
嵌
銘
の
大
刀
と
と
も
に
、
三
種
の
画
文
帯
神
獣

鏡
、
画
象
鏡
、
獣
帯
鏡
、
金
銅
製
の
冠
幡
、
飾
履
、
金
製
耳
飾
、
馬

具
な
ど
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
墳
は
い
ず
れ
も
五
世
紀
の
も

の
で
あ
る
が
、
当
時
の
北
九
州
の
文
化
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な
い
内

容
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
こ
こ
で
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
こ
れ
ら
の
古
墳
は
系
統
駒
に
は
大
和
的
の
も
の
で
あ
る
。

多
く
が
前
方
後
円
形
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
上
記
以
外

に
も
っ
て
い
た
短
甲
、
兜
、
彷
製
鏡
そ
の
他
の
副
葬
品
に
も
畿
内
の

影
響
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
、
と
く
に
江
田
船
山
古
墳
か
ら
反
正

天
皇
の
銘
の
あ
る
大
刀
の
で
た
こ
と
は
、
当
時
す
で
に
大
和
の
支
配

下
に
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
し
め
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
そ
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の
豪
華
な
富
を
も
つ
て
い
た
勢
力
の
存
在
が
闘
題
な
の
で
あ
る
．
こ

の
勢
力
が
南
九
州
と
対
江
南
交
易
と
の
結
び
つ
き
を
可
能
に
す
る
の

で
あ
る
。
九
州
で
三
角
縁
神
獣
鏡
と
画
筆
帯
神
獣
鏡
が
時
代
と
地
域

を
異
に
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
、
両
者
を
輸
入
し
た
豪
族
が
ち
が
っ

て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
大
和
は
こ
の
南
九
州
の
は
じ
め
た
江
南
交
易
を
決
し
て

傍
観
し
て
お
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
上
の
富
を
も
つ
て
、

多
量
の
物
資
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
九
州
以
外
の
地
で
、

新
た
な
江
南
貿
易
に
よ
っ
て
、
無
文
帯
神
獣
鏡
を
入
手
し
た
豪
族
は
、

先
代
に
三
角
縁
神
獣
鏡
を
華
北
か
ら
輸
入
し
た
豪
族
と
同
族
の
子
孫

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
時
代
前
に
入
っ
て
い
た
三
角
縁
神
獣

鏡
の
一
部
が
伝
え
ら
れ
て
、
後
に
入
っ
て
き
た
画
工
帯
神
獣
鏡
と
共

に
埋
葬
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
こ
こ
で
は
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
考
古
学
上
の
現
象
は
歴
史
事
実
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
で

あ
ろ
う
か
。
当
時
爾
九
婚
の
豪
族
と
し
て
史
書
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、

熊
襲
で
あ
る
。
熊
襲
が
南
九
州
の
一
土
族
を
さ
す
の
か
、
多
く
の
土

族
を
ふ
く
め
た
総
名
で
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
薄
書
の
時
期
が
何
時

か
は
し
ら
な
い
が
、
こ
れ
を
未
開
の
土
族
と
み
る
の
は
、
周
辺
の
異

族
を
夷
狭
と
し
て
蔑
視
す
る
中
国
的
史
観
の
亜
流
と
み
れ
ば
、
そ
の

ま
ま
に
う
け
と
ら
な
く
て
も
よ
く
、
斜
交
帯
神
獣
鏡
に
よ
っ
て
代
表

さ
れ
る
対
華
南
貿
易
に
一
役
か
つ
た
豪
族
と
考
え
る
こ
と
に
、
さ
ほ

ど
の
支
障
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
い
や
そ
の
よ
う
な
勢
力
が
南
九
州

に
存
し
た
が
故
に
、
景
行
、
応
神
時
代
の
熊
襲
征
討
の
説
話
が
で
き

た
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
神
武
東
征
物
語
を
産
み
だ
し
た
背
景
と
も

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

①
樋
口
隆
康
「
古
墳
編
年
に
対
す
る
副
葬
鏡
の
再
活
用
」
（
『
考
古
学
雑

　
誌
』
四
一
の
二
、
昭
和
3
1
）

②
　
紀
年
鏡
関
係
の
資
料
は
大
都
分
左
“
記
の
嘗
を
鼻
少
照
…
の
こ
と
。

　
梅
原
末
払
佃
『
…
疾
一
二
国
論
ハ
朝
紀
銅
丸
鏡
㎜
凶
W
説
』
　
（
昭
和
1
8
）

　
梅
原
末
治
「
支
那
の
紀
年
銘
あ
る
古
鏡
に
就
い
て
の
雑
記
」
（
『
宝
雲
』
三

　
六
、
昭
和
2
1
）

③
樋
口
隆
康
「
新
中
国
で
着
目
し
た
漢
六
朝
鏡
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
四
三

　
の
二
、
昭
和
3
2
）

④
河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
三
二
二
隊
「
洛
陽
習
墓
酌
発
掘
」
（
『
考
古
学

　
報
」
一
九
五
七
の
一
）

⑤
安
徽
省
博
物
館
清
理
小
組
「
安
徽
合
肥
東
郊
古
碑
墓
碑
理
簡
報
」
（
『
考

　
古
通
訊
』
一
九
五
七
の
一
）

⑥
三
江
省
交
物
管
理
委
員
会
「
漸
江
安
吉
三
二
郷
約
一
座
六
朝
初
期
墓
」

　
（
「
考
古
通
訊
』
一
九
五
八
の
6
）

⑦
末
永
雅
雄
・
島
田
暁
・
三
三
｝
『
和
泉
黄
金
塚
古
墳
』
繍
版
二
六
の
2

（
昭
和
2
9
）
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⑧
『
南
京
穴
場
墓
鐵
土
文
物
選
集
』
図
版
二
〇
。

⑨
洛
陽
市
文
物
管
理
委
員
会
編
『
洛
陽
繊
土
古
鏡
』
図
版
0
2
（
一
九
五
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

⑩
「
湖
南
長
沙
硯
禁
池
古
墓
島
傍
理
」
（
『
考
古
通
認
b
｝
九
五
七
の
5
）

⑪
　
漸
江
省
交
物
管
理
委
員
会
「
黄
岩
秀
嶺
水
庫
古
慕
発
掘
報
告
」
（
『
考
古

　
学
報
』
…
九
五
八
の
一
）
、
朱
江
「
無
羅
漢
驚
六
朝
慕
鎌
脚
理
紀
要
扁
（
「
”
考

　
古
必
発
』
　
九
五
五
の
6
）

＠
　
　
屠
田
心
“
章
、
　
応
ナ
鰍
阻
昭
「
｛
粥
｛
尽
梅
…
家
山
山
ハ
蝋
朝
墓
清
㎜
埋
詑
略
U
　
（
『
文
物
参
少
考
轟
以

　
料
』
　
　
九
五
六
の
4
）
、
『
文
〃
物
廓
　
一
九
六
〇
の
4
、
文
物
工
俘
報
導
。

⑬
　
梅
原
末
治
「
東
京
及
安
南
北
部
発
見
の
古
鏡
」
（
『
東
方
学
報
軸
京
都
一

　
四
の
2
、
昭
和
1
9
）
、
　
ピ
．
＜
彗
創
醇
B
8
凄
。
ご
ピ
霧
ン
．
貯
9
話
号

　
じ
ご
δ
嘗
①
ユ
自
ン
ぽ
綜
①
曾
鎖
鍵
μ
o
一
（
℃
二
σ
嬬
B
は
。
蕊
（
ざ
び
、
団
8
雷

　
国
事
3
諺
①
鳥
．
円
×
怠
ゆ
週
評
ρ
は
⑦
画
く
。
ピ
×
r
＜
H
闇
一
8
0
）
冥
碁
翼
葺

⑭
斎
藤
優
『
松
岡
古
墳
群
』

⑮
こ
の
鏡
は
大
和
生
駒
郡
富
雄
縄
丸
肉
出
土
と
箱
書
き
さ
れ
て
い
る
が
、

　
梅
原
博
士
に
よ
れ
ば
偽
僅
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

⑯
富
岡
謙
蔵
「
支
那
古
鏡
國
説
補
遺
」
角
古
鏡
の
研
究
』
掲
載
）

⑰
江
蘇
省
博
物
館
に
て
実
見
。
寧
譜
第
7
号
墓
と
同
一
か
。

⑱
鴨
桃
陰
臓
和
漢
古
鑑
図
録
臨
第
隈
版
二
四
。

⑲
　
舶
載
鏡
出
土
の
新
資
料
に
つ
い
て
は
、
鎌
木
義
昌
、
渡
辺
正
気
、
の
請

　
氏
か
ら
教
示
を
得
た
。

⑳
　
樋
口
隆
康
「
九
州
古
墳
墓
の
樵
格
」
　
（
『
災
林
』
三
八
の
3
、
　
一
九
五

　
胤
）

⑳
守
屋
孝
蔵
旧
蔵
品
。

⑳
　
樋
口
隆
康
・
毒
言
頁
治
・
小
野
肉
類
『
大
谷
省
墳
』
（
昭
和
3
4
）

⑳
　
梅
原
来
治
「
璽
金
の
漢
六
朝
鏡
」
　
（
『
大
和
文
華
』
六
、
昭
和
2
7
）

画文色紳獣鏡と古墳文化（樋の
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One　Aspect　of　Ancient　Japan　seen　from　the　lmported　Mirrors

by

Takayastt　Higuchi

　　Among　the　imported　Chinese　mirrors　found　in　Japan，　the　most　important

groups　are　the　gods－and－amirnals－designed　and　these　are．　divlded　mainly

lnto　tws　types　：　type　A　has　a　pointed　rim　and　a　saw　toothed　band，　which

is　of　I」PTei魏origin　in　the　three　Kingdoms　periods　and　type　B　has　a

Rat　rim　and　a　figured　design　band，　which　is　of　southern　China　origin，

dominant　from　the　end　of　tまユe　eastern　ffan東漢dynasty　to　Wu呉and

Chin晋dynasties．

　　In　Japan，　type　A　was　mostly　found　in　the　ancient　tumuli　of　the　earlier

stage　situated　widely　in　the　northern　1脅～ftshz2北九州，　Setouchi晶晶内，

薫π観近畿and　7りgo肋策国，　and　type　B　was　generally　discovered　from

one　stage　later　tombs，　in　the　southern　1卿sん詑南九州and　HonshE．

Namely，　in　il〈yfishi2九lll　these　two　types　were　never　excavated　together，

while　in　other　regions，　both　of　them　ac　lso　came　together　in．some　cases．

　　For　this　fact　an　lnterpretation　is　as　follows：　in　the　third　century　the

tracle　with　the　northern　China　was　carried　on　by　way　of　the　northern

J〈yi2syz2　and　Korea．　when　type　A　came　into　Jac　pan：in　the．　fourth　century，

when　the　northern　China　was　disunited　and　the伽π漢　style　culture

moved　into　the　southern　China，　and　so　the　trade　with　the　northern　China

was　off　and　the　trade　with　the　southern　China　was　dominant，　type　B

cac　me　into　Japan，　at　the　tiine　of　which　powerful　clans　ln　the　southern

衝～をslz2，　in　place　of　theエiorthern衝肥州，　were　active，　anticipating　the

public　missionaries　of　the　Ya7nato大和dynasty．

　　Therefore，　in　Kyz2shli九州both　of　the　types　seldom　came　together，

but　in　another　districts　except　Kyz2shz2’descendants　of　the　same　clans

with　that　had　imported　type　A　a．　ccepted　type　B，　and　so　both　types

came　together　in　some　cases．

　　These　archic　eological　phenomena　show　the　historical　background　ag．ainst

which　the　rebellion　of　lftemaso熊襲was　burst　out　and　also　the　eastward

conquest　by　Jinmu　＊4iifk　started　here　jn　this　Southern　part　of　Kyt2sht2．

（　836　）


