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韓
国
江
原
道
嚢
陽
郡
出
土
細
形
銅
剣
．

細
文
鏡
に
つ
い
て

金

兀

龍

一

　
一
九
六
六
年
七
月
初
旬
、
ソ
ー
ル
大
学
の
一
守
衛
が
細
形
銅
剣
．
細
字
鏡

各
一
個
、
お
よ
び
高
麗
時
代
の
銅
鉢
一
、
匙
箸
破
片
な
ど
を
学
校
の
事
物
館

に
持
っ
て
き
、
鑑
定
を
依
績
し
た
。
話
し
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
遺
物
は
、

江
原
道
の
東
海
岸
、
爽
草
布
東
明
荒
居
佐
の
金
と
い
ふ
人
が
、
地
雷
探
知
器

で
古
鉄
採
集
中
、
束
草
附
近
で
掘
り
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
束
草
市
の
北
、

約
工
ハ
㎞
に
あ
た
る
小
さ
な
村
の
巡
警
か
ら
出
た
と
い
ふ
。
こ
の
地
点
で
探

知
羅
の
二
一
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
地
点
を
三
蓋
で
突
い
た
所
、
地
連
慮
下

に
、
穴
が
ポ
ッ
カ
リ
開
き
、
銅
剣
、
細
結
鏡
は
そ
の
穴
の
中
か
ら
出
土
し
た

と
い
ふ
。
筆
岩
は
、
遺
物
は
博
物
館
で
購
入
す
る
こ
と
に
し
、
そ
の
価
格
を

提
示
し
た
上
、
詳
細
な
王
土
地
名
と
繊
土
状
況
を
手
紙
で
問
舎
せ
る
や
う
に

頼
み
、
併
せ
て
実
査
の
希
望
を
申
し
出
た
。
し
か
し
数
日
後
こ
の
守
衛
が
来

て
、
発
見
者
の
金
と
い
ふ
人
は
船
乗
り
で
冒
下
禺
漁
中
の
為
詳
細
は
分
ら
な

い
。
た
だ
出
土
地
点
は
束
華
の
北
で
な
く
南
で
あ
り
、
小
川
の
ほ
と
り
で
水

に
浸
っ
た
ま
ま
撮
た
と
い
ふ
。
ど
こ
ま
で
本
当
で
あ
る
の
か
全
く
わ
か
ら
な

い
。
と
に
か
く
そ
の
金
と
い
ふ
人
の
家
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
、
八
月
の
炎
暑

を
冒
し
て
束
草
に
出
か
け
て
い
っ
た
。
行
っ
て
み
る
と
彼
は
象
に
屠
る
の
で

あ
る
が
、
雷
ふ
こ
と
に
辻
棲
が
合
は
ず
、
何
ら
か
の
事
情
で
確
か
な
出
土
地

点
を
隠
さ
う
と
し
て
る
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
そ
し
て
筆
者
の
た
っ
て
の
頼
み
に
負
け
て
、
自
ら
案
内
し
た
所
は
、
束
草

の
爾
の
小
高
い
松
山
の
中
腹
で
、
こ
こ
だ
と
指
さ
す
地
点
を
み
る
と
、
高
麗

時
代
の
小
さ
な
墓
が
破
壊
さ
れ
た
痕
で
高
麗
磁
器
片
が
散
乱
し
て
み
る
。
こ

れ
は
守
衛
が
持
っ
て
き
た
、
も
う
｛
つ
の
遺
物
群
、
す
な
は
ち
高
麗
銅
鉢
類

の
繊
土
地
点
で
あ
っ
て
、
銅
剣
、
乱
文
鏡
の
で
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
三
々

や
っ
て
き
た
筆
者
は
怒
り
心
頭
に
発
し
、
警
察
に
告
発
す
る
と
ま
で
い
っ
て
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み
た
が
、
こ
の
若
者
は
つ
ひ
に
動
か
ず
、
地
名
も
闘
ら
か
に
し
な
い
。
そ
し

て
今
度
は
銅
剣
と
銅
鏡
を
分
離
し
、
そ
の
中
の
一
つ
は
束
草
市
の
北
方
で
他

人
が
掘
り
だ
し
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
何
如
と
も
な
す
す
べ
が
な
い
。
筆
者

は
窒
し
く
帰
っ
て
く
る
他
は
な
か
っ
た
。
初
め
こ
れ
ら
の
遺
物
が
学
校
に
も

た
ら
さ
れ
た
時
、
我
々
は
相
当
な
高
価
で
そ
れ
を
買
う
こ
と
に
し
、
現
晶
は

博
物
館
で
保
管
す
る
こ
と
に
し
た
。
我
々
が
彼
に
正
当
な
価
格
を
申
し
で
た

の
が
あ
や
ま
り
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

二

　
束
草
（
o
り
。
犀
ム
ま
）
は
野
蒜
の
北
諸
十
六
㎞
に
あ
た
る
漁
港
で
あ
り
近
来

急
に
発
展
し
て
市
に
昇
格
さ
れ
た
町
で
あ
る
。
問
題
の
剣
・
鏡
は
此
の
市
の

北
方
で
出
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
は
れ
、
一
番
最
初
に
聞
い
た
時
に
霞
草

の
北
四
里
（
十
六
㎞
）
ば
か
り
、
乗
合
パ
ス
で
略
一
時
間
走
り
路
傍
の
村
の

裏
由
で
あ
っ
た
と
い
ふ
所
を
見
る
と
、
行
政
地
域
上
で
は
江
原
道
饗
陽
郡
土

城
面
内
の
ど
こ
か
海
岸
近
い
丘
陵
面
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従

来
、
銅
剣
類
の
中
で
土
城
鮭
と
関
連
し
て
出
土
す
る
例
が
少
く
な
い
の
を
思

ふ
と
、
こ
の
土
城
平
内
の
城
藤
里
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
山
手
に

大
分
入
っ
て
煮
る
の
で
、
ど
う
か
と
思
ふ
。
さ
て
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
さ
ら
に

北
方
約
十
㎞
の
地
点
に
あ
た
る
高
城
郡
秤
動
面
海
岸
か
ら
は
、
銅
鎌
鋳
箔
が

発
見
さ
れ
て
居
り
、
そ
の
さ
ら
に
北
、
十
抽
以
内
で
あ
る
岡
郡
臣
麺
類
巨
津
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①

里
で
は
、
銅
剣
の
鋳
篭
が
、
ま
た
、
そ
の
北
方
約
四
〇
㎞
位
の
岡
郡
外
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

盤
面
沙
坪
里
で
は
、
細
形
銅
剣
が
出
て
居
っ
て
、
後
述
の
如
く
北
万
、
威
三

豊
道
一
帯
の
銅
製
晶
遺
蹟
群
に
連
っ
て
居
り
、
こ
の
た
び
の
発
見
口
㎜
は
、
い

は
ば
こ
の
東
海
岸
を
南
下
す
る
青
墨
製
品
遺
蹟
群
の
最
南
端
に
当
る
と
い
へ

る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
ふ
点
で
今
圏
の
発
着
は
有
意
義
で
あ
り
、
数
少
い
下

文
鏡
に
完
好
な
一
例
を
潴
へ
て
貴
璽
で
あ
っ
た
。
韓
函
動
乱
後
、
過
芸
の
戦
．

場
を
探
し
ま
は
っ
て
、
地
雷
探
知
器
を
以
て
地
下
の
毛
皮
、
古
鉄
な
ど
を
掘

り
慣
す
春
が
繊
て
来
た
が
、
こ
う
い
つ
た
探
知
器
に
よ
っ
て
銅
剣
類
が
出
て

来
た
の
は
奇
で
あ
り
、
彼
等
は
古
鉄
採
集
と
同
時
に
考
古
学
的
リ
ロ
ネ
サ
ン

ス
を
も
や
っ
て
居
る
わ
け
で
あ
る
。
今
年
の
春
に
も
同
じ
方
法
で
大
き
な
高

麗
銅
鐘
が
発
見
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
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部
説
、
問
題
の
鏡
・
剣
の
確
実
な
出
土
地
点
も
、
そ
の
出
土
状
態
も
以
上

の
や
う
に
不
明
で
あ
る
が
出
土
状
態
に
つ
い
て
は
一
番
最
初
に
「
鉄
棒
で
地

齎
を
突
刺
し
て
見
た
と
こ
ろ
大
き
な
穴
が
ポ
ッ
カ
リ
あ
き
そ
の
中
に
鏡
と
剣

が
あ
っ
た
」
と
言
っ
た
守
衛
の
言
葉
が
真
実
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
、
天
井
石

の
あ
る
石
壌
墓
か
又
は
甕
棺
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
何
し
ろ

当
の
本
人
が
～
切
口
を
開
か
瞭
の
で
何
と
も
致
し
難
い
。
唯
、
彼
等
の
用
い

て
み
る
探
知
器
は
、
小
形
金
属
晶
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
有
効
深
度
一
米
を

越
し
得
な
い
と
云
は
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
の
鏡
・
剣
は
地
表
下
～

O　5cm

図2　銅剣。碑文鐘実測図

米
以
内
の
深
さ
に
あ
っ
た
と
信
ぜ
ら
れ
る
。

ヨ

　
さ
て
細
形
銅
剣
は
、
一
部
刃
こ
ぼ
れ
が
あ
る
外
は
鋒
よ
り
茎
馬
刀
保
存
状

態
の
良
好
な
完
全
贔
で
あ
り
、
全
長
三
〇
・
四
㎝
、
今
全
面
光
沢
あ
る
黒
銃
に

覆
は
れ
鋒
翻
片
面
に
緑
門
が
一
点
あ
る
の
み
で
あ
る
。
剣
心
に
鋼
剣
特
有
の

稜
が
な
く
鋳
造
後
に
刃
を
つ
け
る
た
め
に
使
っ
た
鐙
が
墨
っ
て
二
条
の
縦
線

を
作
っ
て
み
る
だ
け
で
あ
る
。
刃
付
け
は
鋒
か
ら
一
九
・
五
㎝
の
所
迄
で
そ

の
鰹
ぐ
下
に
同
じ
く
雛
で
軽
く
内
轡
す
る
挟
込
み
を
作
っ
て
居
り
そ
れ
か
ら

下
都
は
鑛
を
あ
て
て
は
み
る
が
角
度
が
非
常
に
急
で
此
は
刃
を
つ
け
る
た
め

で
な
く
却
っ
て
そ
れ
を
殺
す
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
唯
こ
の
部
分

が
外
方
に
少
し
く
膨
み
を
見
せ
な
が
ら
茎
部
に
向
っ
て
軽
く
狭
っ
て
み
る
点

は
、
後
述
す
る
ご
と
く
古
式
の
伝
統
を
示
し
て
居
り
、
剣
全
体
の
形
は
『
朝

鮮
古
文
化
綜
鑑
』
第
一
巻
図
版
三
六
所
紋
の
館
一
六
九
男
剣
と
全
く
同
じ
で

あ
る
。
こ
の
剣
は
長
さ
三
二
・
四
㎝
で
、
泌
乳
の
そ
れ
よ
り
も
丁
度
二
。
田
長

い
け
れ
ど
も
威
南
北
青
郡
土
城
里
の
出
土
で
後
述
す
る
ご
と
く
共
に
同
じ
東

海
岸
翻
に
属
し
て
み
て
興
味
深
い
の
で
あ
る
。

　
～
方
、
三
文
鏡
は
直
径
一
四
・
三
c
m
で
小
麗
島
出
土
鏡
（
～
四
・
四
五
㎝
）

と
ほ
ぼ
同
大
で
あ
る
。
い
ま
鏡
の
一
半
に
亀
裂
を
生
じ
、
　
一
部
黒
銃
の
剥
が

れ
た
所
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
完
登
で
鏡
面
の
光
沢
あ
る
黒
鍵
は
殊
に
美
し
い
。

152 （3e4）
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鏡
面
は
反
り
の
な
い
漏
平
蔵
で
あ
り
、
縞
麗
に
磨
が
か
れ
て
つ
や
つ
や
し
て

居
る
。
鏡
背
に
は
蒲
鉾
縁
に
囲
ま
れ
て
中
心
よ
り
稽
上
方
に
二
個
の
帯
状
鉦

が
並
ん
で
み
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
古
式
の
粗
文
鏡
（
『
古
文
化
害
毒
』
第

一
巻
図
版
四
三
）
と
か
平
爾
孟
肉
出
土
の
錯
箔
（
同
上
書
図
版
四
四
）
で
は

鉦
孔
が
箔
に
彫
ら
れ
た
牽
連
る
岡
一
の
溝
で
以
て
作
ら
れ
出
来
上
り
の
鏡
を

退
る
と
銀
間
と
か
鉦
の
ま
は
鯵
に
は
文
様
が
な
く
な
り
そ
の
あ
た
り
が
何
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
く
ゴ
タ
つ
い
て
み
る
が
、
こ
の
聖
壇
鏡
で
は
例
へ
ば
平
爾
反
川
里
出
土
の

精
文
鏡
と
岡
じ
く
鉦
孔
が
欄
別
的
に
工
作
さ
れ
て
居
り
、
無
文
の
面
積
が
最

小
限
度
に
縮
小
さ
れ
て
る
る
。
そ
れ
だ
け
難
文
鏡
が
寒
冷
鏡
よ
り
技
術
が
発

展
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
本
鏡
の
寄
文
区
を
罵
る
に
大
体
三
澗
の
文
様
区
に
分
け
ら
れ
る
。
即

ち
外
方
よ
り
始
め
て
鋸
歯
文
よ
り
な
る
外
生
、
次
が
対
角
線
に
て
二
分
さ
れ

た
長
方
形
よ
り
な
る
三
つ
の
同
心
円
、
そ
し
て
真
中
の
内
区
が
径
四
㎝
の
円

に
な
っ
て
居
り
こ
れ
も
亦
対
角
線
に
て
二
分
さ
れ
る
長
方
形
か
ら
な
っ
て
み

る
。
こ
れ
ら
の
文
様
は
細
く
て
浅
い
、
蒲
し
閣
確
な
線
よ
り
な
っ
て
居
り
鋳

箔
の
良
さ
を
物
語
っ
て
み
る
が
鏡
縁
近
い
一
部
の
鋸
歯
文
が
疎
ら
で
粗
い
線

よ
り
な
っ
て
み
る
の
や
一
部
ブ
ツ
ブ
ツ
が
あ
る
の
は
鋳
巣
の
損
傷
と
彫
り
薩

し
を
示
し
て
み
る
如
く
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
文
様
及
双
面
の
形
式
は
反
用
事

出
土
の
二
例
（
『
古
文
化
綜
鑑
』
第
一
巻
図
版
一
九
）
に
酷
似
し
て
細
都
に
一

部
差
異
を
見
せ
て
み
る
。
即
ち
反
川
里
の
二
例
は
共
に
文
様
区
が
鋸
歯
文
、

同
心
円
、
中
心
円
の
三
区
よ
り
成
り
立
っ
て
み
る
点
は
同
じ
で
あ
る
が
一
例

は
中
心
円
の
外
方
に
斜
交
線
帯
と
鋸
歯
文
帯
を
廻
ら
せ
て
居
り
他
の
一
例
は

外
区
と
中
区
と
の
間
に
平
行
集
線
文
帯
が
入
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
然
し
な

が
ら
嚢
陽
鏡
が
こ
の
反
響
里
鏡
と
同
形
式
に
入
る
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
其
他
の
糧
線
文
鏡
と
は
窃
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
慶
北
月
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

郡
入
室
里
出
土
の
斯
文
鏡
も
現
在
残
っ
て
居
る
部
分
か
ら
推
す
と
こ
の
反
落

里
式
と
面
罵
で
あ
る
が
中
区
の
喪
心
円
が
閥
つ
に
な
っ
て
重
陽
鏡
よ
り
は
一

つ
多
く
な
っ
て
居
る
。
後
で
又
触
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
こ
う
い
ふ
風
に
各
地

発
見
の
鏡
、
剣
類
が
形
式
的
に
相
似
を
見
せ
な
が
ら
同
一
晶
の
な
い
と
い
ふ

事
実
は
こ
れ
ら
鏡
、
剣
が
或
る
特
定
地
と
か
工
場
で
作
ら
れ
た
の
で
な
く
各

地
で
、
少
く
と
も
広
い
地
域
で
個
別
的
に
鋳
造
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
居

る
と
思
は
れ
る
。
こ
う
い
つ
た
点
は
韓
國
青
鋼
器
文
化
の
実
相
理
解
に
一
つ

の
示
唆
を
与
へ
る
も
の
と
言
へ
や
う
。

四

　
私
は
嘗
て
韓
国
出
土
の
網
織
銅
剣
の
祖
型
は
所
謂
満
洲
式
銅
剣
で
あ
り
満

洲
式
膝
下
の
最
も
古
い
形
式
が
朝
陽
十
二
台
営
子
の
そ
れ
で
あ
る
と
指
摘
し

　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
こ
と
が
あ
り
そ
の
後
同
じ
や
う
な
理
論
が
北
朝
鮮
か
ら
も
出
た
。
さ
て
満

淵
式
鋼
剣
の
特
色
は
剣
身
が
剣
尖
部
と
そ
の
下
部
の
袋
状
態
か
ら
な
り
両
老

が
中
間
突
起
綿
に
よ
っ
て
分
た
れ
て
み
る
点
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
な
剣
身
は
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⑦

同
じ
く
熱
河
地
方
か
ら
出
る
波
形
剣
身
の
銅
剣
と
か
銅
鉾
と
関
連
を
持
っ
て

み
る
と
思
は
れ
る
が
武
器
と
し
て
よ
り
効
果
的
な
形
式
で
あ
る
。

　
韓
国
銅
剣
の
剣
身
に
見
ら
れ
る
撚
り
込
み
は
こ
の
満
洲
式
銅
剣
の
袋
部
入

り
こ
み
の
所
謂
不
全
器
官
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
形
式

上
こ
の
挟
り
こ
み
が
原
形
に
近
い
程
古
式
と
い
ふ
わ
け
に
な
る
。
韓
国
銅
剣

に
も
満
洲
式
銅
剣
に
近
い
形
を
も
っ
た
例
が
出
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る

が
『
古
文
化
綜
鑑
』
第
一
巻
図
版
三
六
、
第
一
六
七
号
剣
な
ど
は
比
較
的
本

㍗…
鼡
�
?
　
∴
芦
曇
・
．
㌶
．
》
．
一
曇
一
着
　
一
一
一
蹴
〔
矧
一
下
一
点
磁
一
国
並
幅
　
．
∵

　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

鐸

灘盤鞍
出土　銅剣・銅鉾・

∴
．
『

来
の
伝
統
を
保
っ
て
み
る
と
云
へ
る
。
我
が
遜
陽
出
土
剣
は
こ
う
い
つ
た
古

式
剣
と
剣
身
が
非
常
に
狭
く
な
り
留
り
こ
み
が
一
種
の
装
飾
化
し
た
新
式
剣

と
の
中
間
形
式
に
該
当
す
る
と
云
へ
る
が
親
し
こ
れ
は
形
式
上
だ
け
の
話
し

で
各
個
例
に
つ
い
て
の
実
年
代
に
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
も

か
く
古
式
に
あ
っ
て
は
こ
の
扶
り
こ
み
が
鐘
で
削
ら
れ
て
成
形
し
た
も
の
で

あ
る
が
装
飾
化
し
た
例
に
あ
っ
て
は
胴
部
と
こ
の
挟
こ
み
部
と
の
境
界
が
刃

部
、
稜
部
共
に
綺
麗
な
突
起
と
な
っ
て
居
り
こ
れ
ぼ
鐘
で
な
く
初
め
か
ら
箔

に
よ
る
鋳
造
で
あ
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
我
々
は
未
だ
こ
う
し
た
扶
り
込
み

の
あ
る
錯
箔
を
発
見
し
て
み
な
い
が
発
見
そ
れ
自
体
が
稀
少
で
あ
る
か
ら
現

在
迄
の
実
例
を
以
て
云
々
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
私
は
鉛
箔
に
量
り
こ
み

の
彫
ら
れ
た
例
が
将
来
必
ず
出
て
く
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
あ
の
綺
麗
に
、

す
べ
す
べ
と
削
ら
れ
た
や
う
な
挾
り
こ
み
が
白
銅
の
等
身
の
上
に
ち
か
に
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

来
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
結
局
初
め
は
鋪
を
使
っ
て
満
洲
式
銅
剣
に
近
い
挟

り
こ
み
を
作
っ
た
の
で
あ
る
が
途
中
か
ら
そ
れ
を
鋳
型
に
彫
っ
て
一
種
の
装

飾
物
と
な
し
て
居
る
の
で
あ
．
っ
て
こ
う
い
ふ
式
に
も
刃
を
鋭
く
す
る
た
め
に

鐘
仕
上
げ
を
し
て
は
み
る
が
そ
れ
は
ご
く
僅
か
で
そ
れ
も
磨
き
を
か
け
て
鐘

痕
を
な
く
す
傾
向
が
強
く
な
っ
て
み
る
。
そ
う
い
ふ
点
か
ら
見
て
も
鐘
痕
が

そ
の
ま
」
刃
部
と
、
心
部
に
残
っ
て
み
る
嚢
陽
剣
は
比
較
的
古
式
の
伝
統
を

保
持
し
て
み
る
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。

　
尚
蝕
談
で
あ
る
が
韓
国
の
磨
製
石
剣
が
細
形
銅
剣
を
模
せ
る
こ
と
は
定
説
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と
な
っ
て
居
り
そ
れ
に
つ
い
て
は
有
光
教
一
博
士
の
『
朝
鮮
磨
製
石
剣
の
研

究
』
な
る
詳
細
な
研
究
が
出
身
さ
れ
て
る
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
私
は
ど
う

も
細
形
銅
剣
と
石
剣
が
形
態
の
上
で
差
異
を
見
せ
て
居
り
、
石
剣
は
寧
ろ
『
内

蒙
古
長
城
地
帯
』
図
版
ご
七
に
載
せ
ら
れ
た
や
う
な
柄
・
身
一
鋳
の
源
平
短

剣
に
繋
が
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
所
謂

二
段
柄
石
剣
は
漢
式
剣
を
さ
へ
想
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
私
の
最
大
の
疑
間

は
鋼
剣
に
於
て
最
後
迄
忠
実
に
維
持
さ
れ
た
「
着
り
こ
み
偏
が
何
故
儀
器
で

あ
る
石
剣
に
顧
て
は
初
め
か
ら
無
視
さ
れ
て
る
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
稿
を
作
っ
て
み
た
い
と
思
ふ
の
で
こ
こ
で
は
こ
れ

以
上
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
毛
細
文
鏡
に
つ
い
て
も
私
は
韓
国
細
文
鏡
の
祖
型
が
前
記
十
二
台
電
子
繊

土
の
幾
何
学
文
多
鉦
鏡
で
あ
り
、
こ
の
祖
型
か
ら
の
第
一
次
倣
製
鏡
が
韓
国

細
文
鏡
中
の
粗
漉
式
鏡
、
こ
れ
か
ら
出
発
し
た
第
二
次
鏡
が
今
見
る
や
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

所
謂
精
文
式
鏡
で
あ
る
と
説
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
祖
型
た
る
十

ご
台
営
子
出
土
多
鉦
鏡
（
第
三
号
墳
）
の
鏡
背
文
に
見
ら
れ
る
乙
字
状
文
は

戦
国
式
銅
鏡
に
現
は
れ
る
囲
葺
賃
ざ
。
冨
負
8
、
ω
文
の
変
形
に
違
ひ
な
く
更
に

そ
れ
が
韓
国
糧
文
鏡
の
雷
光
形
ジ
グ
ザ
グ
文
と
な
り
段
々
と
鋸
歯
文
に
変
っ

て
行
っ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
つ
た
系
図
上
か
ら
見
る
と
、
伝

平
爾
孟
山
路
土
の
細
文
鏡
箔
（
『
古
文
化
母
野
』
第
一
巻
図
版
賜
四
）
は
未

だ
古
式
の
債
統
を
持
っ
て
居
る
と
云
へ
る
し
我
が
嚢
陽
鏡
は
ず
っ
と
新
し
い

も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
嚢
陽
の
鏡
と
剣
は
銅
剣
は
古
式
の
伝

統
を
残
し
て
み
る
が
鏡
は
発
達
せ
る
形
式
の
も
の
で
あ
り
「
鏡
鉾
剣
時
代
」

の
後
期
に
属
す
る
も
の
と
云
へ
よ
う
。
恐
ら
く
前
漢
末
か
ら
後
鍬
初
に
か
け

て
の
蒋
期
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

五

　
従
来
　
韓
国
青
黛
器
発
露
例
は
北
で
は
平
城
附
近
と
南
で
は
慶
州
附
近
に

集
中
し
て
こ
の
二
地
域
が
建
つ
か
ら
韓
国
青
倉
器
の
二
大
中
心
地
と
な
り
、

そ
の
外
の
地
域
は
殆
ど
無
視
さ
れ
て
来
た
感
が
あ
る
が
全
隊
霊
岩
附
近
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

鏡
剣
類
と
共
に
近
年
一
群
の
鋸
箔
が
出
て
居
り
又
京
畿
道
龍
仁
郡
で
も
戸
部

類
が
発
見
さ
れ
憩
そ
の
遺
蹟
の
分
票
要
す
る
と
共
に
会
内
で
の
前

週
鋳
造
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
又
江

原
道
の
北
に
続
く
威
鏡
道
地
方
に
つ
い
て
見
て
も
『
考
古
民
俗
』
六
三
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

号
は
次
の
ご
と
き
青
銅
器
発
見
遺
蹟
を
の
せ
て
み
る
。

　
芸
北

　
　
鍾
城
郡
濾
関
心
　
　
　
　
鋼
剣
一
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
三
年

　
威
爾

　
　
新
倉
郡
下
細
事
里
　
　
　
銅
剣
、
銅
鉾
、
並
立
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
具
各
　
　
　
　
　
　
　
五
八
年

　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
同
郡
土
城
里
　
　
　
　
　
銅
剣
一
　
　
　
　
　
　
解
放
前
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洪
原
郡
雲
浦
里

退
潮
郡
松
海
里

威
州
郡
テ
ソ
ン
グ
リ

興
南
市
ホ
サ
ン
グ
洞

永
興
郡
軽
羅
里
土
城
内

界
興
郡

銅
製
開
申
頭
飾
一

銅
父
一

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

銅
剣
柄
・
錨
刀
子
各
一

　
　
⑯

鋼
黄
二

鋼
剣
二

銅
製
剣
把
頭
飾
一
、

器
類
、
土
羅

鋼
玉
類

車
輿
具
類
、

五
八
年

六
〇
年

五
二
年

解
放
前

五
三
年
、
五
八
年

　
　
　
鉄
製
武

五
六
年

　
以
上
の
如
き
青
鋼
器
発
見
遺
蹟
は
製
品
の
、
鍾
城
郡
を
除
い
て
は
威
鏡
爾

道
南
部
海
岸
地
帯
に
集
中
し
て
居
り
、
こ
れ
が
今
囲
の
発
見
を
含
め
て
の
江

原
道
北
都
海
岸
地
域
と
繋
が
る
こ
と
は
略
間
違
い
な
い
と
思
は
れ
、
山
脈
を

越
え
て
東
海
岸
群
と
も
云
ふ
べ
き
銅
剣
文
化
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
銅
剣
銅
鉾
文
化
の
発
生
を
衛
満
朝
鮮
と
結
び
付
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
は
愛
艶
で
あ
る
か
に
見
え
る
。

鵡IN

　
以
上
　
嚢
陽
郡
出
土
の
鋼
剣
・
細
文
鏡
を
紹
介
し
、
つ
い
で
に
二
三
関
連

し
た
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
略
述
し
た
。
私
は
銅
質
の
悪
い
銅
剣
の
み
が
韓

国
産
で
あ
り
そ
れ
以
外
の
白
銅
質
剣
は
外
濁
産
で
あ
る
と
す
る
見
方
に
賛
成

出
来
な
い
。
そ
れ
は
舶
来
品
を
蘇
敬
す
る
潜
在
的
な
先
入
観
に
よ
る
の
で
あ

っ
て
細
形
銅
剣
類
の
場
合
そ
れ
が
中
国
製
贔
で
な
い
と
し
又
韓
国
製
品
で
も

な
い
と
す
れ
ば
其
産
地
は
一
体
ど
こ
に
な
る
で
あ
ら
う
か
、
韓
国
の
細
形
銅

剣
と
か
細
文
鏡
の
祖
型
が
熱
河
・
邊
寧
の
地
の
所
謂
満
洲
式
銅
剣
に
求
め
ら

れ
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
鋭
し
彼
の
地
で
は
韓
国
式
の
白
鏑
質
細

形
銅
剣
は
作
っ
て
み
な
い
の
で
あ
っ
て
満
洲
式
銅
剣
も
細
文
鏡
も
韓
国
内
で

発
展
、
変
化
形
式
を
見
せ
て
み
る
の
で
あ
る
。
私
な
り
の
理
論
を
言
っ
て
見

れ
ば
銅
剣
・
銅
鉾
・
細
文
鏡
人
は
満
洲
か
ら
西
北
朝
鮮
に
移
来
し
て
こ
こ
で

そ
れ
を
韓
國
式
剣
・
鏡
に
発
展
、
変
化
さ
せ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
白
銅
質

の
精
製
贔
が
多
難
に
作
ら
れ
始
め
た
の
は
楽
浪
郡
設
置
に
よ
る
漢
人
の
移
住

と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
原
料
入
季
の
問
題
と
関
係
が

あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
何
れ
に
し
ろ
銅
剣
文
化
の
伝
播
と
波
及
（
国
内
）

は
衛
満
朝
鮮
人
と
密
接
に
結
び
あ
っ
て
み
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
鉄
剣
を
使
ふ

や
う
に
な
っ
て
か
ら
も
銅
剣
は
長
い
間
彼
等
の
出
自
を
示
す
誇
ら
し
き
象
徴

で
あ
っ
た
か
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
六
年
詣
一
月
二
日
）

①
沢
俊
一
「
鋳
箔
出
土
の
二
逝
蹟
」
（
『
考
古
学
』
八
巻
四
号
、
一
九
三
七
年
）
。

②
　
梅
原
末
治
「
朝
鮮
出
土
銅
劔
銅
偏
鐸
の
漸
資
料
」
（
『
入
際
学
雑
誌
臨
四
八
巻
四
号
、

　
一
九
三
三
年
〉
。

③
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
　
梅
陳
薄
士
の
既
に
指
摘
す
る
所
で
あ
る
。
　
梅
原
宋
治

　
讐
多
鋸
正
文
鏡
考
察
上
の
新
資
料
」
　
（
『
歴
史
と
地
理
島
工
十
九
巻
一
号
一
九
三
三

年
）
。
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④
「
爾
朝
鮮
に
於
け
る
漢
代
の
遺
蹟
」
『
大
正
十
一
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』
窮
二
冊

　
本
文
互
○
一
五
　
頁
図
版
第
二
八
。

⑤
　
拙
稿
「
十
二
台
営
子
の
青
銅
短
剣
慕
」
　
（
露
文
）
（
『
歴
史
学
報
』
十
六
輯
、
一

　
九
六
一
年
十
二
月
刊
）
。

⑥
醐
燦
永
「
細
形
銅
剣
の
形
態
と
其
変
遷
」
（
韓
文
）
（
『
文
化
遣
産
』
一
九
六
二

　
年
三
月
号
）
。

⑦
こ
れ
は
『
内
蒙
古
鵬
土
文
物
遷
集
』
北
京
一
九
六
三
年
に
よ
っ
た
。

⑧
野
禽
聯
沿
海
州
マ
イ
へ
で
細
形
銅
器
と
伴
出
し
た
簸
は
小
さ
な
ブ
レ
イ
ド
形
の

　
石
製
で
あ
っ
た
。
註
⑥
論
文
三
五
頁
挿
図
1
参
照
。

⑨
註
⑤
参
照
、
及
び
拙
稿
．
、
切
δ
塁
①
憲
羅
。
話
跨
。
羅
ω
一
瓢
7
る
同
ゴ
同
．
巴
く
ぎ
σ
q
－

　
書
戸
い
邸
。
｝
轟
、
．
層
鼠
ミ
§
嵩
』
鴇
§
．
＜
〇
一
．
図
×
く
H
層
G
。
＼
幽
（
搭
⑦
G
。
）

⑩
こ
れ
は
出
所
不
明
で
金
良
全
氏
所
蔵
品
で
あ
る
が
未
だ
報
告
未
出
で
あ
っ
て
銅

　
父
銘
二
履
の
み
が
『
古
文
化
賄
第
一
輯
（
一
九
六
二
年
五
月
）
所
収
の
同
氏
「
再

　
考
を
要
す
る
磨
製
石
剣
の
形
式
分
類
と
祖
形
考
定
の
問
題
」
　
（
難
文
）
の
図
版
三

　
に
出
さ
れ
て
み
る
。

⑪
　
こ
れ
は
龍
仁
郡
慕
賢
繭
眠
山
里
か
ら
発
見
さ
れ
て
属
立
葉
物
館
に
驚
ら
さ
れ
た

　
も
の
で
あ
る
が
筆
者
の
場
合
と
岡
じ
く
発
見
地
点
そ
の
も
の
は
不
明
に
終
っ
た
と

　
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

⑫
　
田
一
麟
農
「
成
論
粥
新
食
…
郡
下
蜘
四
濁
…
里
古
糊
…
鮮
遺
阿
物
」
　
（
韓
文
）
　
（
『
考
士
国
民
俗
楊
六

　
三
－
一
、
四
山
ハ
百
ハ
）
。

痴
　
こ
れ
は
従
来
北
青
郡
晋
海
颪
土
城
里
出
土
品
と
伝
え
ら
れ
た
短
剣
で
あ
り
そ
の

　
後
行
政
区
域
名
が
変
っ
た
も
の
と
見
え
る
。

⑭
　
こ
れ
は
李
進
煕
「
戦
後
朝
鮮
考
古
学
の
発
達
」
（
『
考
古
学
雑
誌
』
四
五
巻
一
号
、

　
一
九
五
九
年
）
所
載
と
岡
一
。

⑮
　
　
『
朝
鮮
古
文
化
綜
鑑
』
第
一
巻
、
図
版
三
四
所
収

⑯
　
都
宥
浩
「
合
番
と
沃
濃
の
位
隅
致
韓
文
）
（
『
文
化
遣
産
』
一
九
六
ニ
ー
四
月
暑
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ソ
ウ
ル
大
学
教
授
）
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