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前
期
古
墳
終
末
期
の
様
相
と
関
東
地
方
に
お
け
る

古
墳
の
成
立
に
つ
い
て

(a: 

が

き

し

関
東
地
方
に
お
け
る
古
墳
の
成
立
に
つ
い
て
の
定
論
は
ま
だ
な

い
。
ぞ
れ
が
あ
ま
り
に
難
解
な
、
ま
た
大
変
大
切
な
こ
と
で
あ
る

か
ら
だ
ろ
う
か
。
商
暦
五
世
紀
前
後
に
大
和
朝
建
が
朝
鮮
出
兵
と

い
う
一
大
事
業
官
な
し
と
げ
た
。
そ
の
裏
に
は
、
圏
内
統
一
は
も

と
よ
り
、
特
に
東
日
本
に
お
け
る
統
一
を
確
固
た
る
も
の
に
し
な

け
れ
ば
な
し
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
記
・
紀
の
伝
承
と
は
別

に
、
東
日
本
の
古
噴
の
成
立
の
様
子
を
探
る
こ
と
は
、
古
壊
が
日

本
の
支
配
体
制
下
に
お
い
て
は
じ
め
て
お
こ
な
わ
れ
た
墓
制
で
あ

っ
た
が
故
に
大
切
で
あ
る
と
考
え
た
。
本
稿
が
少
し
で
も
こ
れ
か

ら
の
研
究
に
役
立
て
ば
幸
い
と
思
う
。
稿
を
起
す
に
当
っ
て
、
私

が
寵
接
育
成
を
う
け
℃
い
る
杉
原
荘
介
・
大
塚
初
重
・
戸
沢
充
則

の
主
先
生
と
斎
藤
忠
・
関
野
雄
の
両
先
生
に
先
づ
謝
意
を
捧
げ
た

林

郎

序

説

弥
生
時
代
の
共
同
体
的
な
社
会
体
制
が
否
定
さ
れ
て
古
墳
が
築

造
さ
れ
は
じ
め
、
わ
が
国
に
お
け
る
あ
る
種
の
階
級
社
会
が
成
立

し
た
の
は
、
お
よ
そ
西
暦
三
世
紀
の
後
半
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

w
Q

。謹
棺
あ
る
い
は
箱
式
石
棺
、
支
石
墓
と
い
う
よ
う
な
弥
生
時
代

の
塞
制
が
、
群
集
墳
墓
と
し
て
存
在
す
る
例
の
多
い
こ
と
か
ら
、

そ
の
時
代
の
社
会
的
機
構
が
す
な
わ
ち
共
同
体
的
で
あ
っ
た
と
い

A
l〕

う
推
測
を
容
易
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

「
古
墳
」
と
い
う
墓
制
の
観
念
は
、
弥
生
時
代
の
墓
制
と
は
異

っ
て
、
そ
れ
ら
よ
り
も
更
に
厚
葬
の
風
習
の
進
展
し
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
よ
い
。
弥
生
時
代
の
墳
墓
が
群
集
す
る
と
い
う
性
格

を
顕
著
に
示
す
の
に
対
し
て
、
古
墳
は
各
々
が
独
立
し
た
占
拠
状

態
を
有
す
る
と
と
ろ
に
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
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こ
の
墓
制
の
示
す
相
違
は
、
た
だ
ち
に
そ
れ
ら
を
有
す
る
社
会

機
構
の
相
違
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
弥
生
時
代
が
共
同
体
的
社
会
で
あ
る
の
に
反
し

て
、
古
墳
が
築
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
古
墳
時

代
」
は
共
同
体
的
な
社
会
か
ら
脱
皮
し
た
、
一
種
の
階
級
社
会
の

成
立
を
意
味
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
「
古
墳
の
成
立
」
の
経
縛
に
つ
い
て
は
、
実
の
と
こ
ろ
何

も
わ
か
つ
て
は
い
な
い
。

融
制
志
倭
人
伝
の
伝
え
る
と
と
ろ
に
よ
れ
ば
、
西
暦
三
世
紀
の
中

頃
、
邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
呼
が
、
そ
の
死
に
際
し
て
「
径
百
余

歩
」
の
塚
に
葬
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
あ
り
、
そ
の
記
述
が
そ

の
問
題
を
解
決
す
る
手
懸
り
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
卑
弥
呼
の
活
躍

し
た
邪
馬
台
国
の
時
代
は
、
そ
れ
が
連
合
体
の
よ
う
な
形
で
大
陸

と
交
捗
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
卑
弥
呼
は
あ

く
ま
で
も
「
鬼
道
に
仕
え
よ
く
衆
を
ま
ど
わ
す
」
・
マ
ジ
カ
ル
な
存

在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
ジ
刀
ル
な
存
在
が
、
や
が
て
は
国

家
成
立
の
要
因
と
な
る
可
能
性
を
充
分
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
推
察
す
る
に
難
く
な
い
。
大
規
模
な
墳
丘
を
擁
す
る
古
墳

が
、
と
に
か
く
突
如
と
し
て
畿
内
地
方
に
発
生
す
る
の
は
、
そ
の

卑
弥
時
の
時
代
か
ら
さ
ほ
ど
速
か
ら
ぬ
時
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
れ
は
古
式
な
様
相
を
示
す
各
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
認

め
ら
れ
る
中
国
魁
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
の
存
在
か
ら
示
さ
れ
る
。
(
三

角
縁
神
獣
鏡
は
、
中
国
=
一
閣
時
代
の
鋳
遣
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
る

鏡
繰
の
断
面
が
コ
一
角
形
を
思
す
る
特
殊
な
銅
鏡
で
あ
る
。
現
在
ま

で
中
国
本
土
で
検
出
さ
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
は
な
い
が
、
そ
れ
ら

の
製
作
技
術
、
銅
質
、
銘
文
の
表
現
方
法
な
ど
か
ら
、
こ
れ
を
中

国
製
と
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
前
期
古
墳
時
代
末
架
か
ら
中

国
製
三
角
縁
獣
鏡
を
模
し
て
わ
が
国
で
鋳
造
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
倣

製
三
角
縁
神
獣
鏡
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
中
国
製
の
も
の
と
明
ら

か
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
〉

ま
た
貌
志
倭
人
伝
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
卑
弥
呼
が
説

に
使
者
を
お
く
り
、
景
初
三
年
に
説
王
か
ら
銅
鏡
百
面
そ
の
他
を

贈
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
百
面
の
銅
鏡
は
一
体
三
角
縁
神
獣
鏡

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
そ
の
問
題
は
別
と
し
て
も
、

古
式
古
績
の
副
葬
品
と
し
て
認
め
ら
れ
る
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡

は
、
古
墳
の
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
年
代
に
最
も
近
い
デ
ー
タ
l

宏
示
す
遺
物
で
あ
る
こ
と
に
誤
り
な
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
暦
三
世
紀
の
後
半
に
畿
内
地
方
を
中

心
と
し
て
古
墳
が
成
立
し
た
、
と
い
う
解
釈
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
中

国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
分
布
の
仕
方
が
畿
内
地
方
を
中
心
と
し
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
古
式
の
様
相
を
呈
す
る
古
墳
が
や
は
り
畿
内

地
方
に
そ
の
分
布
の
中
心
を
お
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
畿
内
地

方
の
古
墳
の
成
立
の
時
期
は
、
畿
内
地
方
を
中
心
と
す
る
政
治
的

支
配
階
級
の
成
立
の
時
期
で
あ
っ
た
と
雷
う
こ
と
も
で
き
る
。
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前
期
古
墳
の
概
要

古
墳
時
代
を
研
究
す
る
手
懸
り
と
し
て
、
古
墳
時
代
を
い
く
つ

か
の
時
期
に
区
分
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
古
く
大
正
時
代
初
期

か
ら
高
橋
健
自
、
浜
田
耕
作
博
士
等
の
手
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
、

後
藤
守
て
梅
原
末
治
博
士
ら
が
そ
れ
を
引
を
継
が
れ
て
今
日
に

至
っ
て
い
る
。
そ
の
聞
に
は
、
古
墳
時
代
を
二
期
に
、
三
期
に
五

期
に
と
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
時
代
区
分
を
さ
れ
た
が
、
前
期
・
中

期
・
後
期
の
三
時
期
に
区
分
す
る
方
法
が
か
な
り
一
般
的
と
な
っ

て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
三
時
期
に
区
分
す
る
場
合
に
も
、
各
人
が

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
を
設
け
て
い
る
の
で
、
一
定
し
た
標
識
が
あ

る
と
は
言
い
難
い
が
、
従
来
は
古
式
の
も
の
を
前
期
と
呼
び
、
新

式
の
も
の
を
後
期
、
そ
の
中
間
形
態
を
中
期
と
呼
び
習
わ
し
て
き

た
。
筆
者
の
言
う
前
期
古
墳
も
ま
た
、
古
式
古
墳
に
当
て
は
め
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
西
暦
四
世
紀
代
の
築
造
に
な
る
古
墳
に
あ
て

は
め
た
呼
び
名
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

さ
て
、
そ
の
前
期
古
墳
の
実
体
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、

大
体
次
の
様
な
こ
と
が
共
通
点
と
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

壮
大
な
壌
正
を
極
度
に
自
然
地
形
を
利
用
し
て
鐸
き
、
そ
の
大

部
分
は
平
地
よ
り
一
段
と
高
い
丘
陵
上
に
占
地
し
て
い
る
。
一
見

古
墳
か
否
か
を
判
別
し
難
い
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
前
方
後
円
墳

が
そ
の
主
流
を
な
し
て
い
る
。
埋
葬
主
体
施
設
と
し
て
は
、
初
期

の
段
階
で
は
襲
穴
式
石
室
を
、
ま
た
そ
の
後
半
期
で
は
い
わ
ゆ
る

粘
土
櫛
施
設
が
竪
穴
式
石
窓
と
同
様
に
埋
葬
主
体
と
し
て
登
場
し

て
く
る
。

埋
葬
主
体
施
設
内
部
の
遺
骸
に
添
え
た
副
葬
品
と
し
℃
は
、
中

国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
類
を
主
体
と
す
る
一
つ
の
タ
イ
プ
を
示
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
中
国
製
一
ニ
角
縁
神
獣
鏡
を
副
葬
品
の
主
体
と
し

て
、
鉄
製
の
武
器
、
鉄
製
農
エ
具
が
こ
れ
に
加
わ
っ
て
構
成
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
前
期
古
墳
の
う
ち
で
も
そ
の
前
半
期
に
は
中
国

製
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
半
期

に
は
中
国
製
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
が
減
じ
て
、
代
っ
て
国
産
と
思
わ
れ

る
倣
製
=
一
角
縁
神
獣
鏡
が
出
現
す
る
。
と
同
時
に
そ
の
他
の
副
葬

品
の
構
成
要
素
が
変
化
す
る
。
中
国
製
・
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
・

鉄
製
武
器
・
農
エ
具
の
他
に
新
た
に
石
製
腕
飾
類
と
国
産
各
種
青

銅
製
品
と
が
登
場
す
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
を
み
せ
る
様
な
時
期
ま
で
を
前
期
古
墳
と
し

て
取
扱
う
と
と
は
、
ま
た
多
〈
の
異
論
の
存
在
す
る
所
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
年
代
的
に
異
論
が
存
在
す
る
こ
と
は
止
む
を
得
な
い

と
し
て
も
、
そ
の
様
な
副
葬
品
の
変
化
宏
示
す
古
墳
は
次
に
き
た

る
べ
き
は
な
や
か
な
中
期
古
墳
(
発
展
期
の
古
墳
)
の
前
兆
と
し

て
認
め
ら
れ
る
の
は
蓋
し
当
然
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

前
期
古
墳
の
内
容
を
湾
え
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に
「
王
墓

的
」
と
い
う
雷
莱
を
避
け
て
む
し
ろ
「
?
ジ
カ
ル
な
性
格
」
を
示
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す
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
ら
前
期
古
墳
の
内
容
か
ら

「
力
」
は
感
じ
と
り
難
い
の
で
あ
り
、
副
葬
品
の
大
部
分
を
占
め

る
各
種
銅
器
は
い
か
に
も
「
7

ジ
カ
ル
」
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る

の
で
あ
る
。

弥
生
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
共
同
体
の
中
か
ら
、
の
ち
に

古
墳
に
葬
ら
れ
る
よ
う
な
首
長
が
出
現
し
た
と
考
え
る
時
、
卑
弥

呼
の
如
き
性
格
が
よ
り
強
く
表
面
化
し
た
首
長
の
存
在
も
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
期
前
半
の
古
墳
に
、
実
は
7

ジ
カ
ル
な
色
彩

は
よ
り
濃
厚
で
あ
り
、
古
墳
が
閣
内
的
な
発
展
段
階
に
ま
で
到
達

し
た
前
期
後
葉
に
は
、
す
で
に
「
力
」
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
傾
向

も
出
て
く
る
。
し
か
し
、
一
方
に
は
ま
だ
前
半
期
の
よ
う
な
伝
統

が
根
強
い
。
関
東
地
方
に
古
墳
が
築
造
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
お

よ
そ
前
期
後
棄
に
当
る
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
実
年
代

で
言
う
な
ら
ば
、
西
暦
四
世
紀
の
後
半
の
年
代
が
与
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

前
期
古
墳
の
内
容

先
述
し
た
よ
う
な
前
期
古
墳
の
共
通
し
た
諸
点
を
実
際
に
窺
知

し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

付
西
日
本
に
お
け
る
前
期
古
墳

京
都
府
相
楽
郡
山
城
町
椿
井
に
所
在
す
る
大
塚
山
古
事
点
、

全
長
二

0
0メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
前
方
後
円
墳
の
後
円
部
主
丘
中
央

に
長
さ
七
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
は
基
底
か
ら

約
三
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
大
規
模
な
割
石
小
口
禎
の
竪
穴
式
石
窓
が

あ
っ
て
、
石
窓
壁
に
沿
っ
て
三
十
数
面
に
お
よ
ぶ
中
国
製
二
一
角
縁

神
獣
鏡
を
主
体
と
す
る
諸
鏡
が
並
置
し
て
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
他
銅
銀
、
鉄
鎌
、
大
万
、
鎗
、
鎌
、
斧
、
詑
、
錯
、
鉄
甲
な

ど
の
鉄
製
ロ
聞
が
相
当
日
…
単
副
葬
さ
れ
て
あ
っ
た
。
岡
山
県
岡
山
市
湯

迫
に
あ
る
車
塚
古
墳
で
は
、
山
丘
上
に
占
地
す
る
前
方
後
方
墳
の

後
方
主
丘
部
か
ら
、
狭
長
な
深
さ
三
メ
ー
ト
ル
に
及
ぼ
う
と
す
る

割
石
小
口
積
の
竪
穴
式
石
室
が
あ
り
、
現
在
知
ら
れ
る
十
三
面
の

や
は
り
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
を
主
体
と
す
る
諸
鏡
が
み
と
め
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
福
岡
県
京
都
郡
苅
田
町
の
石
塚
山
古
墳
は
、
緩

傾
斜
丘
陵
性
台
地
の
米
端
に
営
ま
れ
た
前
方
後
円
墳
で
、
後
円
部

に
割
石
小
口
積
の
竪
穴
式
石
室
が
あ
っ
て
、
同
じ
く
六
面
以
上
の

中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
を
中
心
と
す
る
副
葬
鏡
が
φ

め
っ
た
と
い
わ

れ
る
。
福
岡
県
糸
島
郡
二
丈
村
所
在
の
銚
子
塚
古
墳
で
は
、
丘
陵

性
台
地
上
に
前
方
後
円
墳
を
築
き
、
後
円
部
に
は
内
部
に
木
棺
を

蔵
し
た
と
思
わ
れ
る
割
石
積
の
竪
穴
式
石
室
が
あ
り
、
中
国
製
四

神
鏡
・
内
行
花
文
鏡
の
ほ
か
に
倣
製
の
三
角
縁
神
獣
鏡
八
面
が
み

ら
れ
、
鉄
製
武
器
の
副
葬
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
大
分
県
宇
佐
郡

宇
佐
町
の
赤
塚
古
墳
せ
は
、
河
岸
段
丘
上
に
営
ま
れ
た
前
方
後
円

墳
の
後
円
部
に
、
箱
形
石
棺
を
設
置
し
、
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
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五
百
を
副
葬
し
て
い
た
。
福
岡
県
大
牟
田
市
の
潜
塚
古
墳

r、
独

立
小
丘
ょ
に
占
地
し
た
円
墳
で
、
中
心
部
に
ニ
基
の
箱
形
石
棺
を

造
り
、
そ
の
一
方
か
ら
は
中
国
製
鏡
、
碧
Z
A
管
玉
、
剣
、
鎌
、
錨

な
ど
が
若
干
検
出
せ
ら
れ
、
ま
た
一
方
か
ら
は
内
行
花
文
鏡
、
銅

錦
、
鍬
先
、
鎌
、
斧
な
ど
が
み
ら
れ
た
と
い
う
。
福
岡
県
嘉
穂
郡

穂
波
村
忠
隈
古
郡

r、
小
丘
上
に
営
ま
れ
た
円
墳
で
中
央
部
に
碑

石
完
摘
み
あ
げ
た
竪
穴
式
石
蜜
が
あ
り
、
倣
製
鏡
二
個
わ
と
王
類
等

が
知
ら
れ
て
い
る
。
佐
賀
県
松
浦
郡
玉
島
町
谷
口
古
墳
は
、
丘
陵

の
自
然
地
形
を
極
度
に
刺
用
し
て
造
営
し
た
前
方
後
円
墳
の
後
円

部
に
、
二
基
の
竪
穴
式
石
室
内
部
に
長
持
形
石
棺
を
蔵
し
た
主
体

が
み
ら
れ
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
を
主
体
と
す
る
七
面
の
銅
鏡
と
玉

類
・
石
釧
・
万
剣
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
佐
賀
県
伊
万
旦
市
に
あ
る

杢
路
寺
古
都

r、
山
裾
を
巧
み
に
利
用
し
て
営
ま
れ
た
前
方
後
円

墳
の
後
円
部
に
一
種
の
碑
床
施
設
を
持
つ
主
体
を
設
け
て
い
る
。

倣
製
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
一
面
と
鉄
製
武
器
が
知
ら
れ
る
。
熊
本
県
玉

名
郡
岱
明
村
に
あ
る
院
塚
古
墳
は
丘
陵
の
末
端
に
造
ら
れ
た
前
方

後
円
墳
の
後
円
部
頂
上
に
三
義
の
舟
形
石
棺
を
安
置
し
て
お
り
、

散
供
し
て
し
ま
っ
た
副
葬
品
の
う
ち
、
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
一

面
が
知
ら
れ
て
い
る
。
山
口
県
厚
狭
郡
山
暢
町
畏
光
寺
山
古
墳

は
、
山
丘
上
に
あ
る
円
墳
で
ニ
基
の
竪
穴
式
石
室
が
注
意
さ
れ

る
。
一
一
一
角
縁
神
獣
鏑
三
面
と
鍬
形
石
等
の
碧
王
製
品
・
筒
形
銅
器

(
?
)
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
山
口
県
都
濃
郡
竹
嶋
に
あ
る
御

家
老
屋
敷
古
鮮
問
、
山
手
ょ
に
築
か
れ
た
前
方
後
円
墳
の
後
円
部

に
、
割
石
小
口
積
の
竪
穴
式
石
室
が
あ
り
1

・
中
国
製
画
像
文
鏡
と

鉄
剣
…
四
割
鱗
が
知
ら
れ
る
。
香
川
県
高
松
市
石
滑
尾
山
に
あ
る
猫

塚
古
墳
は
、
石
清
尾
山
塊
上
に
築
か
れ
た
右
積
の
双
方
中
円
墳

で
、
中
円
部
に
三
基
の
割
布
小
口
積
の
竪
穴
式
石
室
が
あ
っ
J

た。

副
葬
品
の
大
部
分
は
盗
掘
さ
れ
て
散
供
し
た
が
中
国
製
内
行
花
文

清
白
鏡
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
鏡
四
面
と
倣
製
三
角
縁
神
鏡
が
知

ら
れ
、
他
に
青
銅
小
剣
・
銅
鉱
・
鉄
鉱
・
筒
形
銅
器
・
石
釧
・
若

干
初
喰
製
農
工
具
が
あ
っ
た
。
香
川
県
綾
歌
郡
綾
歌
町
快
天
山

古
墳
は
延
び
た
山
裾
に
自
然
地
形
を
利
用
し
て
営
ん
だ
前
方
後
円

墳
で
、
後
円
部
頂
上
に
割
竹
形
右
棺
三
基
が
竪
穴
式
石
室
中
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。
各
棺
も
環
葬
の
年
代
は
ほ
ぼ
同
期
で
中
国
製
四

神
鏡
、
倣
製
内
行
花
文
鏡
、
石
釧
、
玉
類
の
ほ
か
鉄
製
武
器
、
鉄

製
工
具
が
豊
富
で
あ
る
。
岡
山
県
邑
久
郡
備
前
町
花
光
寺
山

t
舵

は
水
田
中
の
独
立
小
丘
を
刺
用
し
て
営
ま
れ
た
前
方
後
円
墳
で
あ

り
、
後
円
部
頂
に
一
一
種
の
組
合
せ
長
持
形
石
棺
を
設
け
、
中
国
製

内
行
花
文
鏡
、
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
ほ
か
多
量
の
武
器
類
が
豊

富
で
あ
っ
た
。
岡
山
市
沢
田
所
在
の
金
蔵
山
古
都

r山
陵
上
に
築

造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
後
円
部
墳
上
に
-
は
埴
輪
列
を
め

ぐ
ら
し
、
二
碁
の
竪
穴
式
右
室
が
存
在
す
る
。
石
室
内
に
は
豊
富

な
副
葬
品
が
見
ら
れ
る
が
倣
製
鏡
二
面
合
は
じ
め
と
し
て
、
石
製

金
子
内
に
収
め
ら
れ
て
い
た
各
種
の
鉄
製
農
工
具
が
農
富
で
、
し
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か
も
特
徴
的
で
あ
る
。
更
に
古
墳
築
造
技
術
の
上
か
ら
も
、
か
な

り
の
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
に
と
の
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
兵
庫

県
揖
保
郡
吉
島
町
松
山
古
墳
で
は
、
前
方
後
円
墳
の
主
丘
の
中
央

部
に
、
長
さ
四
メ
ー
ト
ル
程
の
割
石
小
口
積
の
竪
穴
式
石
室
が
あ

り
、
合
計
六
面
の
中
国
製
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
と
同
じ
く
内
行
花
文
鏡

が
特
徴
的
で
あ
る
。
兵
庫
県
神
戸
市
呉
国
の
求
女
塚
古
墳
で
は
、

平
坦
地
に
作
ら
れ
た
前
方
後
円
墳
の
後
円
部
に
割
石
小
口
積
の
竪

穴
式
石
室
が
あ
っ
て
、
二
国
分
の
鏡
片
が
発
見
さ
れ
、
前
方
部
に

も
木
棺
を
主
体
と
す
る
施
設
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
中
国
製
鏡
六

面
、
車
輪
石
、
石
釧
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
兵
庫
県
神
戸
市
ヘ

ボ
ソ
塚
古
境
)
で
は
、
緩
傾
斜
地
に
造
ら
れ
た
前
方
後
方
墳
の
後
円

部
に
割
石
小
口
積
の
竪
穴
式
石
室
が
あ
っ
て
六
面
の
中
国
製
鏡
が

知
ら
れ
、
う
ち
三
面
は
三
角
縁
神
獣
鏡
で
あ
る
。
大
阪
府
茨
木
市

紫
金
山
古
櫛

r丘
陵
の
末
端
に
営
ま
れ
た
前
方
後
円
墳
で
埴
輪
円

筒
列
が
囲
緯
し
て
い
る
。
後
円
部
の
中
央
に
廟
平
板
石
小
口
積
の

竪
穴
式
石
室
が
あ
り
、
「
中
国
製
四
神
鏡
、
=
一
角
縁
神
獣
鏡
、
倣
製

三
角
縁
神
獣
鏡
類
等
十
二
百
が
知
ら
れ
、
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
貝

釧
、
筒
形
銅
器
な

ιの
ほ
か
豊
富
な
鉄
製
武
器
、
農
工
具
が
顕
著

で
あ
る
。
大
阪
府
泉
北
郡
信
太
村
黄
金
塚
古
郡

r洪
積
台
地
上
に

築
造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
後
円
部
の
頂
上
に
三
塞
の
粘

土
櫛
主
体
が
あ
り
、
豊
富
な
副
葬
品
が
知
ら
れ
る
。
鏡
六
面
は
す

べ
て
中
国
鏡
で
一
面
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
ほ
か
景
初
三
年
銘
神
獣

鏡
を
ふ
く
め
て
す
べ
て
平
縁
の
神
獣
鏡
で
あ
る
。
碧
玉
製
品
、
玉

類
の
ほ
か
武
器
、
農
工
具
が
豊
富
で
あ
る
。
三
櫛
之
も
そ
の
築
造

年
代
に
大
差
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
京
都
市
の
百
々
池
古
墳
は

独
立
丘
上
に
占
地
す
る
円
墳
で
、
墳
頂
下
に
や
や
矩
形
化
し
た
割

石
積
の
竪
穴
式
石
室
が
あ
っ
た
。
右
釧
、
車
輪
石
等
の
碧
玉
製

品
、
玉
類
と
中
国
製
鋭
五
面
と
倣
製
鏡
一
二
面
と
が
知
ら
れ
る
。
京

都
府
綴
喜
郡
八
幡
町
の
西
車
塚
古
切
)
は
、
山
麓
に
造
営
き
れ
た
前

方
後
円
墳
で
後
円
部
に
竪
穴
式
石
室
が
あ
り
中
国
製
三
角
縁
神
獣

鏡
等
三
面
と
倣
製
鏡
二
面
の
ほ
か
に
、
車
輪
石
、
石
釧
、
鍬
形
石

な
ど
の
碧
玉
製
品
、
玉
類
、
万
剣
類
等
が
知
ら
れ
る
。
同
乙
訓
郡

向
田
町
妙
見
山
古
墳
は
山
正
上
に
築
か
れ
た
前
方
後
円
墳
で
後
円

部
に
特
殊
な
竪
穴
式
石
室
が
あ
り
銅
鉱
を
は
じ
め
と
し
て
、
鉄
製

武
器
が
あ
っ
た
。
ま
た
前
方
部
に
も
粘
土
榔
施
設
が
あ
っ
て
倣
製

三
角
縁
神
獣
鏡
一
面
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
向
日
町

寺
戸
に
あ
る
大
環
古
墳
は
山
陵
上
に
築
か
れ
た
前
方
後
円
墳
で
前

方
部
上
に
竪
穴
式
石
室
を
内
部
主
体
と
し
て
い
る
。
中
国
鏡
一
面

と
倣
製
三
角
縁
神
獣
鋭
を
主
体
と
す
る
計
五
面
の
銅
鏡
が
知
ら

れ
、
碧
玉
製
品
、
玉
類
、
銅
鉱
、
鉄
器
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
同

与
謝
郡
丹
後
町
蛭
子
山
古
墳
で
は
、
丘
陵
の
末
端
に
造
ら
れ
た
前

方
後
円
墳
の
後
円
部
上
に
割
抜
の
舟
形
石
棺
が
あ
り
中
国
製
内
行

花
文
鏡
、
鉄
製
武
器
が
石
棺
外
か
ら
検
出
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
県

北
葛
城
郡
河
合
村
の
佐
味
田
宝
塚
古
恥
は
、
丘
陵
の
先
端
を
利
用
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し
て
作
っ
た
前
方
後
円
墳
で
、
後
円
都
中
央
に
一
種
の
粘
土
榔
施

設
が
あ
っ
て
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
を
中
心
と
す
る
三
十
余
面
の

鏡
が
知
ら
れ
玉
類
、
銅
銀
、
碧
玉
製
品
な
ど
蹴
軍
縮
市
副
葬
品
が
知

ら
れ
る
。
同
北
葛
城
郡
広
陵
町
の
大
塚
新
山
古
墳
は
丘
陵
末
端
に

造
ら
れ
た
前
方
後
方
境
で
後
方
部
に
割
石
小
口
積
の
竪
穴
式
石
室

が
あ
っ
て
中
国
製
一
ニ
角
縁
神
獣
鏡
を
主
と
す
る
三
十
四
面
も
の
鏡

が
副
葬
さ
れ
、
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
右
釧
な
ど
の
碧
玉
製
品
も
豊

富
で
あ
る
。
奈
良
県
磯
城
郡
桜
井
茶
臼
山
古
墳
は
、
丘
尾
切
断
に

よ
る
前
方
後
円
墳
で
後
円
部
中
央
に
割
石
の
小
口
を
積
ん
だ
深
い

竪
穴
式
石
室
が
あ
り
、
撹
乱
さ
れ
℃
副
葬
品
の
大
半
は
散
供
し
た

が
パ
中
国
製
鋼
鏡
や
玉
杖
類
、
王
類
、
碧
玉
製
品
が
豊
富
で
あ
っ

た
い
滋
賀
県
野
洲
郡
野
削
町
の
大
岩
山
古
都
ザ
は
、
山
陵
上
の
一

円
墳
に
一
種
の
粘
土
櫛
施
設
が
あ
っ
て
神
官
製
互
角
縁
神
獣
鏡
四

面
と
鉄
製
武
器
が
あ
る
。
同
天
王
山
古
墳
で
は
、
大
岩
山
と
同
じ

よ
う
な
立
地
で
円
墳
を
築
き
、
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
二
一
闘
を
含
む

三
面
の
倣
製
鏡
の
副
葬
を
み
る
}
種
の
粘
土
榔
施
設
が
あ
っ
た
。
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滋
賀
県
蒲
生
郡
安
土
町
に
あ
る
瓢
箪
山
古
墳
は
山
正
裾
の
末
端
に

地
形
を
利
用
し
て
議
営
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
で
、
後
円
都
中
央
に

三
義
の
竪
穴
式
石
室
が
存
在
し
、
前
方
部
に
も
箱
式
石
棺
一
基
が

あ
っ
た
。
後
円
部
の
中
央
石
室
か
ら
は
中
国
製
聾
鳳
鏡
他
一
面
の

銅
鏡
と
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石
釧
、
筒
形
銅
器
な
ど
の
ほ
か
、
か

な
り
の
鉄
製
農
工
具
の
副
葬
が
み
ら
れ
る
。
百
一
重
県
上
野
市
才
良

円弱】

石
山
古
墳
は
、
洪
積
世
台
地
に
築
造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
で
埴
輪

列
の
存
在
が
顕
著
で
あ
る
。
後
円
部
に
は
一
一
一
基
の
粘
土
榔
施
設
が

存
在
し
て
お
り
、
碧
玉
製
腕
飾
類
、
鎖
、
銅
銀
、
鉄
製
武
器
、
武

具
、
農
工
具
の
豊
富
な
副
葬
品
が
注
意
を
ひ
く
。
三
榔
と
も
さ
ほ

ど
の
年
代
差
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
岡
県
一
志
郡
嬉
野
町
に
あ
る

筒
野
中
島
は
、
独
立
丘
上
に
占
地
す
る
前
方
後
円
墳
で
、
後
円
部

上
に
粘
土
櫛
施
設
が
あ
り
鏡
一
一
一
面
、
石
釧
、
玉
類
等
が
制
官
晶
と

し
て
発
見
さ
れ
て
い
る
。
同
郡
下
之
庄
所
在
の
向
山
古
墳
は
、
正

陵
の
突
端
に
位
置
す
る
円
墳
で
、
埴
輪
方
形
列
に
固
ま
れ
て
粘
土

栂
施
設
が
あ
る
。
倣
製
…
鏡
コ
一
面
と
石
釧
、
憲
一
輪
一
位
な
ど
の
碧
玉
製

品
が
あ
る
。
蚊
阜
県
不
破
郡
赤
坂
町
畏
塚
古
墳
は
、
平
坦
地
に
築

造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
で
、
後
円
部
か
ら
こ
基
の
粘
土
櫛
施
設
が

発
見
さ
れ
、
両
者
と
も
相
似
た
構
造
と
性
質
を
有
し
て
い
る
。
中

国
製
、
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
を
中
心
と
し
て
鍬
形
石
、
車
輪
石
、

石
釧
、
碧
玉
製
品
、
鉄
製
武
器
、
農
工
具
類
が
豊
富
で
あ
る
。
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∞
東
海
地
方
の
前
期
古
墳

g

静
岡
県
小
智
郡
小
笠
町
上
平
川
大
塚
古
墳
は
、
平
地
に
築
か
れ

た
前
方
後
円
墳
で
、
後
円
部
に
一
種
の
離
床
様
の
内
部
主
体
を
も

っ
て
お
り
、
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
二
一
聞
と
倣
製
四
獣
文
鏡
、
玉

類
、
刀
剣
類
だ
け
が
遣
さ
れ
て
い
る
。
岡
県
磐
田
市
新
貝
の
経
塚

古
墳
は
台
地
の
先
端
に
位
す
る
前
方
後
円
墳
で
、
後
阿
部
上
に
一



種
の
粘
土
榔
施
設
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
中
国
製
一
一
一
角
縁
神
献
鏡
と

刀
剣
類
だ
け
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
同
地
に
所
在
す
る
松
林
山
古
墳

勺
)
台
地
の
末
端
に
築
造
せ
ら
れ
た
前
方
後
円
墳
で
、
後
円
部
の

中
央
に
割
石
小
口
積
の
長
大
な
竪
穴
式
石
室
が
あ
っ
て
、
中
国
製

鏡
二
面
、
倣
製
鏡
二
面
の
ほ
か
、
鉄
製
武
器
類
が
顕
著
で
、
碧
玉

製
品
と
鉄
製
農
工
具
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
東
海
地
方
で
は
注
目

す
べ
き
前
期
古
墳
で
あ
ろ
う
。
岡
県
磐
田
市
寺
谷
に
あ
る
銚
子
塚

古
郡
一
は
台
地
上
に
造
ら
れ
た
前
方
後
円
墳
で
、
後
円
部
頂
下
に
河

原
石
積
の
竪
穴
式
石
室
が
あ
り
、
巾
国
製
三
角
線
神
獣
鏡
と
青
銅

製
品
、
玉
類
の
副
葬
が
み
ら
れ
る
。
静
岡
市
谷
津
山
に
あ
る
柚
之

木
山
神
古
駒
山
仙
、
山
頂
に
位
す
る
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
後
円
部

中
央
に
割
石
小
口
積
の
竪
穴
式
石
室
が
あ
っ
て
、
著
く
撹
乱
さ
れ

て
副
葬
品
の
全
容
は
詳
ら
か
で
な
い
。
知
ら
れ
る
も
の
は
わ
ず
か

で
、
中
国
製
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
、
銅
銀
、
石
製
…
銀
、
砥
石
な
石
の
(
日

か
碧
玉
製
品
が
知
ら
れ
る
。
岡
県
清
水
市
庵
原
の
一
一
一
池
平
古
墳

は
、
丘
陵
の
末
端
に
築
造
さ
れ
た
前
方
後
円
墳
で
、
後
円
部
に
砲

弾
形
の
割
竹
形
石
棺
を
内
蔵
し
た
割
石
小
口
積
の
竪
穴
式
石
室
が

あ
り
、
倣
製
鋭
二
面
、
筒
形
銅
器
、
碧
玉
製
品
、
石
釧
、
車
輪
石
と

鉄
製
武
器
、
農
工
具
が
特
徴
的
な
副
葬
品
で
あ
っ
た
。
山
梨
県
東

八
代
郡
中
道
町
の
銚
子
塚
古
騎
一
は
、
甲
府
盆
地
の
東
南
部
の
緩
傾

斜
地
に
造
ら
れ
た
前
方
後
円
墳
で
、
後
円
部
に
割
石
小
口
積
の
竪

穴
式
石
室
が
あ
り
、
鏡
五
面
、
玉
類
、
車
輪
石
、
石
釧
な
ど
の
碧

玉
製
品
、
鉄
製
武
器
、
農
工
具
が
刷
顎
品
と
し
℃
注
意
さ
れ
る
。

岡
県
右
左
口
村
所
在
の
大
丸
山
古
拠
ば
、
台
地
の
突
端
に
占
地
す

る
前
方
後
円
墳
で
、
後
円
部
に
は
京
都
府
妙
見
山
古
墳
と
相
似
た

竪
穴
式
石
室
を
有
し
て
い
る
。
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
二
面
と
倣

製
鏡
一
面
の
ほ
か
に
玉
類
と
多
量
の
鉄
製
農
工
・
武
器
類
が
み

と
め
ら
れ
た
。

匂
関
東
地
方
に
お
け
る
前
期
古
墳

北
九
州
地
方
か
ら
西
日
本
、
更
に
は
関
東
地
方
と
の
橋
渡
し
的

な
東
海
地
方
へ
と
前
期
古
墳
の
よ
う
す
を
略
述
し
て
き
た
。
こ
と

で
改
め
て
関
東
地
方
に
お
け
る
前
期
古
噴
|
|
あ
る
い
は
古
式
古

墳
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
ー
ー
を
列
挙
し
て
後
説
の

根
本
的
な
資
料
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
関
東
地
方
と
言
っ
て
も
東

海
地
方
以
東
の
い
わ
ゆ
る
東
日
本
全
体
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
勿

論
、
古
墳
時
代
に
お
け
る
、
特
に
古
墳
の
状
況
な
ど
か
ら
見
て
、

東
海
以
東
を
い
わ
ゆ
る
関
東
地
方
と
し
て
一
律
に
考
慮
し
た
方
が

よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
北
関
東
地
方
の
特
に
群
馬
県
に
お
け
る

よ
う
な
古
墳
の
分
布
状
態
は
、
時
期
的
に
み
れ
ば
む
し
ろ
中
期
古

墳
か
ら
そ
の
隆
盛
を
き
わ
め
て
い
る
の
で
群
馬
県
に
お
け
る
古
墳

の
性
格
論
等
は
本
論
で
は
省
略
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
従
っ
て

関
東
地
方
に
お
け
る
極
く
発
生
時
的
な
古
墳
の
姿
を
捉
え
よ
う
と

す
る
の
が
本
論
の
狙
い
で
あ
る
。
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神
奈
川
県
平
塚
市
真
土
大
塚
山
古
鳴

平
塚
海
岸
よ
り
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
相
模
湾
の
大
砂
正
地
の
大
野

原
と
称
す
る
平
野
に
あ
る
円
墳
で
宜
径
約
三

0
メ
ー
ト
ル
内
外
、

高
さ
八
メ
ー
ト
ル
余
の
墳
丘
を
有
す
る
。
内
部
主
体
は
不
明
確

で
、
封
土
中
よ
り
長
さ
六
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に

遺
物
官
検
出
し
た
と
伝
え
る
。
昭
和
三
十
豆
年
に
再
び
調
査
を
お

ζ

な
っ
た
が
依
然
と
し
て
内
部
主
体
構
造
は
わ
か
ら
な
い
。
副
葬

品
と
し
て
は
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
一
面
、
倣
製
鏡
一
面
、
刀

剣
、
管
玉
、
銅
鉱
五
十
本
、
巴
形
銅
器
な
ど
が
あ
り
、
擾
乱
さ
れ

た
と
い
う
所
伝
も
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
が
副
葬
品
の
す
べ
て
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

神
奈
川
県
川
崎
市
南
加
瀬
白
山
古
墳

多
摩
川
の
右
岸
、
正
陵
の
最
末
端
に
位
置
し
て
お
り
、
一
見
独
立

丘
と
見
違
う
ば
か
り
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
全
長
八
十
七
メ
ー

ト
ル
、
後
円
部
径
四
十
一
一
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
余
、
前

方
部
幅
一
二
十
メ
ー
ト
ル
、
一
局
さ
五
メ
ー
ト
ル
を
算
す
る
。
後
円
部

に
三
器
、
前
方
部
に
一
基
の
主
体
が
確
認
さ
れ
た
が
後
円
部
中
央

に
あ
っ
た
木
炭
櫛
が
他
の
主
体
部
よ
り
時
期
的
に
は
る
か
に
先
行

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
木
炭
榔
は
全
長
八
・
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
一

・
六
メ
ー
ト
ル
で
水
平
位
を
保
ち
、
築
造
当
時
に
は
木
棺
の
存
在

が
確
認
さ
れ
る
。
副
葬
品
は
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
一
面
と
倣
製

の
小
形
内
行
花
文
鏡
の
ほ
か
に
、
刀
剣
類
を
は
じ
め
と
す
る
鉄
製

武
器
と
、
相
当
量
の
鉄
製
農
工
具
類
が
顕
著
で
あ
る
。

千
葉
県
長
生
郡
東
村
芝
原
能
満
寺
古
模
)

長
生
郡
の
最
南
端
を
な
す
洪
積
台
地
上
に
占
地
す
る
前
方
後
方
墳

{
日
)

で
あ
る
。
全
長
約
七
十
四
メ
ー
ト
ル
、
後
方
部
の
一
辺
約
四
十
メ

ー
ト
ル
内
外
、
高
さ
六
・
五
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
幅
十
メ
ー
ト
ル

で
高
さ
は
四
メ
ー
ト
ル
余
り
あ
る
。
内
部
主
体
は
後
方
部
の
巾
心

に
主
軸
に
平
行
し
℃
長
さ
七
・
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
メ
ー
ト
ル
の

筋
囲
に
木
炭
榔
が
存
在
し
て
い
る
。
断
面
は
舟
形
を
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
主
体
部
直
上
に
は
土
師
器
を
砕
い
て
散
布
せ
し
め
で

あ
っ
て
、
あ
た
か
も
埋
葬
後
の
祭
礼
の
ご
と
き
感
を
与
え
る
。
副

葬
品
は
万
剣
類
と
破
鏡
一
面
分
、
玉
類
、
鉄
銀
、
銅
錦
、
錨
な
ど

が
知
ら
れ
て
い
る
。

群
馬
県
富
岡
市
南
後
閑
北
山
古
即
時

丘
陵
上
に
あ
る
前
方
後
円
墳
で
あ
っ
て
、
墳
丘
か
ら
土
師
器
片
が

【悶)・

検
出
さ
れ
た
と
い
う
が
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
自

然
の
地
山
を
掘
り
凹
め
た
所
か
ら
中
国
製
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
一
回
と

勾
玉
、
石
釧
が
発
見
さ
れ
た
。
内
部
主
体
は
木
炭
を
直
接
土
中
に

敷
き
つ
め
た
一
種
の
木
炭
構
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
同
)

茨
城
県
新
治
郡
八
郷
町
丸
山
古
墳

丘
陵
が
平
野
と
接
触
す
る
所
、
丘
陵
性
台
地
の
上
に
造
ら
れ
た
前

方
後
方
墳
で
あ
る
。
全
長
五
十
五
メ
ー
ト
ル
、
後
方
部
は
三
十
四

メ
ー
ト
ル
に
一
一
一
十
メ
ー
ト
ル
の
や
や
畏
方
形
で
高
さ
六

1
七
メ

i
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ト
ル
を
算
し
、
前
方
部
の
幅
二
十
メ
ー
ト
ル
弱
で
高
さ
四
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
。
後
方
部
の
中
央
主
軸
上
に
長
さ
四
・
五
メ
ー
ト
ル
の

一
一
種
の
粘
土
床
が
あ
り
、
そ
の
前
後
に
は
元
来
は
木
棺
の
両
端
を

押
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
粘
土
塊
を
置
い
て
い
る
。

副
葬
品
は
す
べ
て
こ
の
木
棺
の
筋
囲
内
に
収
め
ら
れ
て
い
た
が
、

倣
製
の
小
形
内
行
花
文
鏡
、
硬
玉
勾
玉
な
ど
の
玉
類
、
銅
銀
、
刀

剣
な
ど
が
為
る
。

(
時
)

茨
城
県
行
方
郡
玉
造
町
勅
使
塚
古
墳

霞
ヶ
浦
に
沿
っ
て
並
ぶ
、
丘
陵
性
台
地
の
北
端
に
位
置
す
る
前
方

後
方
墳
で
あ
る
。
極
度
に
自
然
地
形
を
利
用
し
て
営
ま
れ
て
お

り
、
全
長
六
十
四
メ
ー
ト
ル
、
後
方
部
一
辺
約
三
十
メ
ー
ト
ル
で

高
さ
九
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
前
方
部
幅
は
十
五
メ
ー
ト
ル
で
高
さ
は

三
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
基
底
部
で
前
方
部
と
後
方
部
と
で
は
四

t
五

メ
ー
ト
ル
の
差
が
あ
り
前
方
部
基
底
が
高
い
。
墳
丘
の
い
た
る
所

で
土
師
器
片
が
み
と
め
・
ら
れ
、
特
に
後
方
都
頂
上
、
内
部
主
体
直

上
に
は
土
師
器
を
破
砕
し
て
散
布
せ
し
め
て
い
る
。
後
円
部
の
内

部
主
体
は
主
軸
上
に
自
然
の
粘
土
層
を
若
干
掘
り
凹
め
て
造
っ
た

一
種
の
粘
土
床
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
丸
山
古
墳
と
同
様
に
木

棺
の
存
在
を
肯
定
し
う
る
。
全
長
五
メ
ー
ト
ル
余
、
幅
約
七

0
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
副
葬
品
と
し
て
は
倣
製
重
圏
文
鏡
一
面
と

玉
類
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

(
凶
)

栃
木
県
那
須
郡
小
川
町
八
幡
塚
古
墳

那
須
高
原
の
東
南
、
那
珂
川
の
右
岸
、
河
成
段
丘
下
に
位
置
す
る

前
方
後
方
墳
で
φ

め
る
。
葺
石
が
み
と
め
ら
れ
る
。
全
長
七

0
メ
ー

ト
ル
内
外
と
推
定
さ
れ
る
。
後
方
部
の
一
辺
は
約
三
十
メ
ー
ト
ル

で
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
を
算
す
る
。
前
方
部
出
削
平
せ
ら
れ
て
詳
細

な
値
は
わ
か
ら
な
い
。
内
部
主
体
は
後
方
部
の
中
央
に
前
後
に
粘

土
塊
を
お
い
た
前
一
一
者
と
同
様
な
一
種
の
粘
土
榔
と
考
え
ら
れ

る
。
畏
さ
は
お
よ
そ
五
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
副
葬
品
と
し
て
は
、
や

は
り
そ
の
粘
土
床
の
範
囲
か
ら
費
鳳
鏡
一
面
と
か
な
り
の
鉄
製
農

工
具
類
が
顕
著
で
あ
る
。

以
上
が
関
東
地
方
に
お
け
る
前
期
古
墳
と
し
て
み
と
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
墳
形
と
し
て
前
方
後
円
墳
よ
り

も
前
方
後
方
墳
が
優
先
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
如
何
な
る
理
由

に
よ
る
か
は
に
は
か
に
決
し
難
い
。
次
に
は
墳
丘
に
土
師
器
を
伴

う
例
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
不
明
確
な
白
山
古
墳
を
除
い
て
は
殆

ん
ど
墳
丘
に
土
師
器
片
を
伴
っ
て
い
る
。
更
に
は
、
副
葬
品
が
非

常
に
貧
弱
で
あ
る
と
と
。
わ
ず
か
に
鉄
製
品
が
顕
著
に
み
ら
れ
る

だ
け
で
あ
る
。
内
部
主
体
は
主
と
し
て
粘
土
櫛
又
は
木
炭
榔
で
あ

る
こ
と
、
等
が
関
東
地
方
の
前
期
古
墳
と
し
て
列
挙
し
た
も
の
の

共
通
し
た
特
徴
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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遺
骸
を
埋
葬
す
る
、
と
い
う
広
い
意
味
に
お
け
る
精
神
的
な
、

ま
た
習
慣
的
な
儀
礼
は
、
そ
れ
が
成
立
す
る
当
初
か
ら
、
あ
る
一

定
の
形
式
を
持
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
勿
論
、
「
遺
骸
を
埋

葬
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
々
の
聞
で
意
識
的
に
お
こ
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
考
古
学
的
に
認
識
し

う
る
範
囲
で
は
、
す
で
に
意
識
的
な
「
埋
葬
儀
礼
」
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
古
墳
時
代
に
お
け
る
「
埋
葬
儀
礼
」
は
、

わ
が
閣
に
お
け
る
最
も
特
徴
的
で
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
厚
葬
の

風
習
の
成
立
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
階
級
社
会
の
発
生
を
意
味

し
て
し
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ひ
と
り
日
本
だ
け
で
な
く
、
世
界
の

一
般
的
傾
向
と
し
て
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
規
模
な
墳
墓

を
造
営
し
て
、
一
人
の
首
長
を
埋
葬
す
る
こ
と
は
、
エ
ジ
プ
ト
に

お
い
て
は
王
権
の
進
展
を
意
味
し
、
中
国
に
お
い
て
は
王
朝
の
充

実
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ

k
J

。日
本
の
「
古
墳
」
の
性
格
が
、
そ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
な
性
格
を

持
っ
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
古
墳
に
は
そ
れ
に
「
呪
術

的
性
格
」
が
加
味
ぢ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
世
界
の
各
地
の
も

の
と
は
若
干
異
な
る
点
で
あ
る
。

前
期
古
墳
に
お
け
る
内
部
埋
葬
施
設
主
体
の
構
造
が
、
扇
平
な

割
石
を
小
口
積
に
し
た
竪
穴
式
石
室
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
竪
穴

式
布
蜜
が
前
期
古
墳
と
し
て
の
必
要
な
条
件
で
も
あ
っ
た
。
壮
大

な
墳
丘
に
一
人
の
首
長
を
理
葬
す
る
手
段
と
し
て
竪
穴
式
石
室
が

造
ら
れ
た
こ
と
が
、
古
墳
成
立
の
当
初
の
姿
で
あ
っ
た
。
古
墳
成

立
当
初
の
竪
穴
式
石
室
は
狭
長
な
し
か
も
深
い
形
式
の
若
室
で
あ

る
。
石
室
基
底
部
に
は
粘
土
床
を
持
っ
た
割
竹
形
の
木
棺
を
安
置

す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
石
室
の
構
造
は
、
わ

が
国
古
墳
の
伝
統
的
な
墓
制
と
し
て
、
ず
っ
と
後
の
終
末
期
に
お

け
る
古
墳
の
内
部
構
造
と
し
て
ま
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

竪
穴
式
石
室
の
構
造
上
の
変
化
は
、
大
き
な
時
代
的
な
流
れ
に

よ
っ
て
観
察
す
る
と
、
極
く
自
然
な
変
化
を
み
せ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
前
期
古
墳
の
う
ち
で
も
、
右
室
自
体
の

変
化
の
み
な
ら
ず
、
内
部
構
造
の
変
化
が
急
激
に
お
こ
な
わ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。

前
に
述
べ
た
主
要
な
前
期
古
墳
に
は
二
つ
、
あ
る
い
は
一
ニ
つ
の

内
部
主
体
構
造
の
種
類
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
前
期

古
墳
の
典
型
例
と
し
て
の
竪
穴
式
石
室
で
あ
り
、
第
二
は
、
石
室

を
伴
わ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
粘
土
櫛
施
設
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
第

三
一
は
東
日
本
に
存
在
す
る
木
炭
榔
、
離
榔
ゆ
め
る
い
は
粘
土
床
だ
け

を
持
ち
、
木
精
を
主
体
と
す
る
三
者
で
あ
る
。

粘
土
櫛
と
木
炭
榔
と
は
、
と
も
に
木
棺
を
粘
土
で
被
覆
す
る
と

い
う
点
で
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
両
者
を
一
種

類
と
み
な
し
て
も
よ
い
。
と
す
る
と
、
①
竪
穴
式
石
室
、
②
粘
土

榔
・
木
炭
榔
、
@
木
棺
粘
土
床
と
い
う
三
者
が
存
在
す
る
こ
と
に
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な
る
。
そ
れ
ら
の
分
布
の
状
態
を
み
る
と
、
竪
穴
式
石
室
は
、
畿

内
地
方
を
中
心
と
し
て
、
北
九
州
か
ら
東
海
地
方
東
部
ま
で
の
分

布
を
示
し
、
粘
土
榔
、
礁
榔
は
関
東
地
方
か
ら
北
九
州
の
一
部
分

ま
で
の
広
い
範
囲
に
分
布
し
、
木
棺
粘
土
床
と
い
う
比
較
的
簡
略

化
さ
れ
た
主
体
構
造
が
関
東
地
方
を
中
心
と
し
て
、
極
く
せ
ま
い

範
聞
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
前
期
古
墳
の
主
体
の
例
と
し
て
、
石

棺
の
出
現
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
板
石
を
組
み
合
わ
せ
た
箱
形

の
石
棺
や
、
巨
石
を
割
り
抜
い
た
割
竹
形
石
棺
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
の
分
布
の
し
か
た
を
み
る
と
、
そ
の
中
心
が
畿
内
地
方
よ
り

西
の
地
域
、
つ
ま
り
瀬
戸
内
海
地
方
、
北
九
州
に
そ
の
分
布
の
中

心
が
存
在
す
る
か
の
如
き
観
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
内
部
主
体
の
い
ろ
い
ろ
な
姿
は
、
前
期
古
墳
の
終

末
期
に
お
い
て
、
各
地
で
、
ほ
と
ん
ど
同
時
に
出
現
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
伝
統
的
な
竪
穴
式
石
室
は
勿
論
存
在
し
、
そ
の

他
に
粘
土
櫛
、
木
炭
榔
、
醗
櫛
、
右
棺
、
粘
土
床
な
ど
の
豊
富
な

内
部
主
体
構
造
の
出
現
は
、
古
墳
の
発
展
の
段
階
を
み
る
上
に
、

ま
た
、
そ
の
背
景
た
る
社
会
的
な
変
化
を
探
求
す
る
上
に
と
っ

て
、
極
め
て
大
切
な
変
化
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

古
墳
が
、
三
世
紀
の
末
葉
に
、
畿
内
地
方
に
突
如
と
し
て
発
生

し
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
北
九
州
地
方
に
影
響
を
与
え
た
ら
し
い
こ

と
は
、
古
墳
の
分
布
の
上
か
ら
把
握
で
き
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
次

の
段
階
に
、
主
と
し
て
東
日
本
方
面
に
そ
の
影
響
が
あ
ら
わ
れ
て

く
る
。
そ
の
後
の
状
況
か
ら
推
測
す
る
と
、
北
九
州
地
方
は
畿
内

の
影
響
に
そ
の
地
方
的
な
色
彩
を
加
え
て
次
第
に
独
自
な
方
面
に

発
展
し
て
お
り
、
東
日
本
の
各
地
は
、
畿
内
の
影
響
を
そ
の
ま
ま

の
形
で
と
り
入
れ
て
の
ち
、
た
レ
し
た
地
方
色
す
ら
現
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

竪
穴
式
石
室
は
、
内
部
に
木
棺
を
蔵
す
る
初
現
的
な
形
態
か

ら
、
や
が
て
墳
丘
の
壮
大
化
に
伴
っ
て
、
内
部
に
長
持
形
石
棺
と

呼
ば
れ
る
組
合
わ
せ
式
石
棺
を
伴
う
よ
う
に
な
る
。
か
の
仁
徳
天

皇
陵
、
城
山
古
墳
例
、
室
大
墓
例
な
ど
は
そ
の
著
る
し
い
諸
例
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
至
る
竪
穴
式
石
室
変
化
の
経
緯
は
、
か
つ
て

小
林
行
雄
氏
の
指
摘
せ
ら
れ
た
如
ハ
沼
狭
長
な
る
も
の
か
ら
矩
形

化
す
る
傾
向
と
一
致
す
る
。

こ
の
よ
う
な
竪
宍
式
石
室
が
変
化
す
る
中
途
に
お
い
て
、
前
述

の
粘
土
櫛
を
中
心
と
す
る
諸
内
部
主
体
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
ο

内
部
主
体
の
形
式
的
見
地
か
ら
論
ず
る
な
ら
ば
、
粘
土
榔
等
は
竪

穴
式
石
室
内
部
に
お
け
る
遺
骸
安
置
施
設
と
し
て
の
木
棺
と
粘
土

床
が
誇
張
さ
れ
、
石
室
の
簡
略
化
さ
れ
た
退
化
的
な
形
式
と
見
る

こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
竪
穴
式
石
室
の
変
化
の

流
れ
の
一
環
と
し
て
粘
土
榔
そ
の
他
の
主
体
が
考
え
ら
れ
る
な
ら

ば
、
そ
の
一
貫
し
た
流
れ
を
認
め
て
も
よ
い
の
だ
が
、
竪
穴
式
石

室
内
部
に
石
棺
の
包
蔵
さ
れ
る
以
前
に
、
し
か
も
竪
穴
式
石
室
と
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は
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
粘
土
櫛
等
が
出
現
す
る
、
と
い
う
と

こ
ろ
に
そ
れ
ら
を
同
一
視
で
き
な
い
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
ひ
そ
ん

で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
来
は
、
遺
骸
埋
霞
施
設
た
る
木
棺
の
保

護
的
役
目
と
し
て
、
ま
た
遺
骸
保
護
又
は
副
葬
品
保
護
の
役
目
と

し
て
鷲
場
し
た
と
考
え
ら
れ
る
竪
穴
式
石
室
が
廃
せ
ら
れ
て
、
遺

骸
埋
麗
施
設
だ
け
が
、
こ
と
さ
ら
に
古
墳
の
内
部
主
体
と
し
て
登

場
す
る
こ
と
は
、
内
部
主
体
の
時
代
的
な
変
濠
を
超
越
し
た
、
何

ら
か
の
歴
史
上
に
お
け
る
事
象
安
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

五

前
期
古
墳
の
副
葬
品
に
つ
い
て

古
墳
研
究
の
い
ま
一
つ
の
重
要
な
問
題
は
、
遺
骸
埋
葬
に
伴
う

副
葬
品
の
数
々
で
あ
ろ
う
。
副
葬
品
と
埋
葬
施
設
の
規
模
と
は
、

共
に
厚
葬
の
風
習
の
一
一
種
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
も
解
せ
ら
れ
る
か

ら
で
あ
り
、
ま
た
、
古
墳
被
葬
者
の
性
格
を
考
究
す
る
上
に
、
非

常
に
震
要
な
意
義
・
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
か
札
で
あ
る
。

付
舶
載
鏡
に
つ
い
て

古
墳
研
究
が
、
人
々
の
ロ
の
端
に
の
ぼ
り
は
じ
め
る
頃
か
ら
、

副
葬
品
と
し
て
の
鏡
は
注
意
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
考
古
学

研
究
の
進
展
と
と
も
に
、
鏡
が
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
だ
け
で
な

く
、
祢
生
時
代
か
ら
わ
が
国
に
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
至

っ
た
。
こ
ヒ
に
、
鏡
の
古
墳
に
お
け
る
副
葬
の
意
義
が
新
ら
し
く

論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
鏡
は
、
い
ず
れ
も
、
中

国
製
の
銅
鏡
が
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
、
モ
れ
が
各
遺
跡
か
ら

出
土
す
る
様
子
か
ら
、
種
々
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

弥
生
時
代
に
お
い
て
も
、
中
国
製
の
鏡
は
や
は
り
聾
棺
の
副
葬

品
と
し
て
検
出
さ
れ
て
い
る
。
弥
生
時
代
中
期
の
後
半
か
ら
、
後

期
前
半
に
か
け
て
、
中
国
鏡
が
か
な
り
多
数
検
出
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
前
漢
代
後
半
の
も
の
と
後
漢
代
の
も
の
と
が
殆
ん
ど
で

あ
る
。
弥
生
時
代
に
お
こ
な
わ
れ
た
、
中
国
後
漢
代
造
の
鏡
が
、

古
墳
に
、
今
度
は
三
国
鏡
と
一
緒
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
例
が
あ

る
。
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
後
漢
代
ま
で
の
鏡
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
ら
帯
鏡
に
対
し
て
、
か
つ
て
梅
原
博
士
は
「
伝
世
鏡
」

な
る
名
称
を
与
え
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
古
墳
の
成
立
に
つ
い

て
、
ま
た
、
階
級
社
会
の
成
立
に
つ
い
て
論
虫
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
弥
生
時
代
に
、
わ
が
閣
に
も
た
ら
さ
れ
て
、
そ
れ
が
古
墳
が

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
今
度
は
、
古
墳
と
い
う
首
長
の
墳
墓
に

副
葬
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
弥
生
時
代
か
ら
、
そ
れ
ら
の
鏡
が

何
ら
か
の
形
で
倍
世
さ
れ
て
、
そ
の
必
要
の
な
く
な
っ
た
時
、
は

じ
め
て
古
墳
に
副
葬
品
と
し
て
埋
葬
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
い

う
理
論
を
生
み
出
し
、
そ
の
伝
世
の
意
義
に
つ
い
て
、
小
林
行
雄

氏
は
、
「
男
系
世
襲
制
の
確
立
」
と
い
う
社
会
的
な
変
革
を
考
定

229 



せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
藤
守
一
博
士
は
そ
う
し
た

一
連
の
伝
世
鏡
論
に
対
し
て
反
対
せ
ら
れ
、
「
わ
が
国
上
代
人
は
、

故
人
の
生
前
に
使
用
し
て
い
た
も
の
を
、
忌
み
嫌
う
習
慣
が
あ
っ

た
か
ら
、
何
代
に
も
わ
た
る
伝
世
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
こ
と

を
論
ぜ
ら
れ
、
鏡
の
製
作
年
代
と
、
そ
の
わ
が
国
に
お
け
る
副
葬

時
と
の
年
代
差
は
、
大
陸
に
お
け
る
畏
年
月
の
流
転
の
結
果
で
あ

る
と
説
か
れ
た
。
梅
原
博
士
の
指
摘
せ
ら
れ
た
ご
と
く
、
香
川
県

石
清
思
山
古
墳
出
土
の
獣
文
帯
四
神
鏡
や
、
京
都
府
蛭
子
山
古
墳

出
土
鏡
、
福
岡
県
銚
子
塚
古
墳
出
土
鏡
の
背
文
に
は
、
文
様
の
漫

減
が
見
ら
れ
る
。
右
清
尾
山
古
墳
出
土
鏡
の
ご
と
き
は
、
破
損
し

た
個
所
に
孔
を
穿
つ
℃
修
復
し
た
と
恩
わ
れ
る
よ
う
唯
例
も
あ
る

か
ら
、
長
年
月
に
わ
た
る
流
転
を
み
と
め
る
に
し
て
も
、
梅
原
、

小
林
氏
の
論
ぜ
ら
れ
る
が
如
き
「
伝
世
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
疑
問
が
残
さ
れ
る
。

舶
載
諾
鏡
の
「
伝
世
」
と
い
う
事
実
が
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ

ら
ず
、
古
墳
の
副
葬
鏡
と
し
て
、
後
漢
代
か
ら
三
国
代
に
わ
た
る

誇
鏡
が
み
と
め
ら
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
わ
が
国
が
、
弥
生
時

代
の
末
期
か
ら
、
中
国
と
の
交
渉
を
お
こ
な
い
得
た
こ
と
は
、
中

国
側
の
文
献
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
中
国
製
鋼
鏡
初
、

明
確
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
等
明
ら
か

な
る
史
料
は
な
い
。

景
初
三
年
(
西
暦
二
三
九
年
〉
に
倭
王
卑
弥
呼
の
使
者
と
し
て

中
国
説
朝
に
賞
し
た
難
升
米
等
が
、
説
帝
か
ら
「
銅
鏡
百
枚
、
大

刀
」
な
ど
を
そ
の
返
礼
と
し
て
賜
っ
た
の
が
、
文
献
上
に
見
ゆ
る

唯
一
の
手
懸
り
と
な
っ
て
い
る
。
景
初
一
一
一
年
と
い
え
ば
、
説
が
洛

陽
に
都
を
定
め
て
か
ら
四
年
目
に
当
る
。
邪
馬
台
国
が
、
中
国
の

王
朝
の
変
換
に
い
ち
早
く
気
付
き
、
そ
の
交
渉
の
穂
先
を
置
ち
に

か
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
卑
弥
呼
を
盟
主
と
ず
る
邪
馬
台
国

の
、
そ
れ
以
前
の
大
陸
と
の
交
渉
を
も
推
理
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

古
墳
が
作
ら
れ
は
じ
め
た
の
が
、
卑
弥
呼
の
死
後
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
が
非
常
に
可
能
性
の
強
い
意
見
で
は
あ
る
の
だ
が
、

卑
弥
呼
が
古
墳
に
葬
ら
れ
た
と
す
る
に
は
根
拠
が
之
し
い
。
説
志

倭
人
伝
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
卑
弥
呼
以
て
死
す
、
大

い
に
家
を
作
る
、
径
百
余
歩
」
と
あ
る
か
ら
、
譲
歩
し
て
考
え
れ

ば
、
卑
弥
呼
は
少
な
く
と
も
、
径
が
百
余
歩
(
百
四
十
メ
ー
ト
ル

伎
に
比
定
さ
れ
る
か
)
の
家
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
だ

け
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

卑
弥
呼
が
径
百
余
歩
の
家
に
葬
ら
れ
た
こ
と
と
、
古
墳
が
作
ら

れ
た
こ
と
と
は
別
な
事
象
か
も
知
れ
な
い
が
、
「
墳
丘
を
築
く
」

と
い
う
風
習
が
は
じ
め
ら
れ
た
と
す
る
こ
と
に
は
賛
意
を
表
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
卑
弥
呼
が
、
景
初
三
年
に
説
帝

か
ら
下
賜
さ
れ
た
銅
鏡
百
商
の
行
方
が
、
古
墳
成
立
に
関
す
る
一

つ
の
解
決
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
体
、
鏡
が
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
検
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
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て
、
大
体
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
、
特
に
前
期
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
、

舶
載
鏡
が
そ
の
主
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
事
実
を
、
私
達
は
、

そ
れ
を
権
威
の
表
徴
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
副
葬
鏡
の
う
ち

で
、
特
に
先
に
述
べ
た
「
伝
世
鏡
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
前
期

古
墳
の
中
で
も
、
極
く
少
な
い
古
墳
に
若
干
み
ら
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
ら
と
伴
出
す
る
中
国
一
二
国
代
の
製
作
に
か
か
る
と
推

定
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
三
一
角
繰
神
獣
鏡
と
は
、
自
ら
性
格
を
異
隠
す

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
副
葬
鏡
一
般
が
、
古
墳
の
被
葬
者

の
権
威
の
表
徴
で
あ
る
と
解
す
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
弥
生
時

代
以
来
、
舶
載
諸
鏡
を
そ
の
墳
墓
に
埋
葬
す
る
事
実
を
挙
げ
る
こ

と
が
出
来
る
。
弥
生
時
代
の
墳
墓
の
様
相
と
し
て
は
、
「
共
同
墓

地
的
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
共

同
基
地
的
な
墳
慕
群
の
中
に
、
中
国
製
鏡
の
副
葬
さ
れ
て
い
る
墳

墓
が
混
入
し
て
い
る
と
と
が
、
弥
生
時
代
中
期
の
後
半
以
来
、
北

九
州
地
方
に
は
み
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の

社
会
に
お
け
る
身
分
的
な
差
異
を
示
す
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
み
る

こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
弥
生
時
代
後
期
に
な

り
、
わ
が
国
で
各
種
青
銅
器
の
倣
製
が
開
始
せ
ら
れ
る
と
、
鏡
を

除
く
、
各
種
青
銅
器
は
共
同
体
の
祭
器
と
し
て
、
人
里
離
れ
た
場

所
に
一
括
し
て
埋
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
合

に
お
い
℃
も
、
中
国
製
鏡
は
、
要
棺
や
箱
式
石
棺
の
副
葬
品
と
し

て
、
桜
馬
場
遺
跡
で
は
聾
棺
に
、
日
佐
原
遺
跡
で
は
箱
式
石
棺

に
、
そ
の
他
若
干
の
類
例
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
検
出
さ
れ
る
の
が

現
状
で
あ
る
。
畿
内
地
方
で
は
、
弥
生
時
代
後
期
に
お
い
て
は
銅

鐸
が
共
同
体
の
祭
器
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
畿
内
地
方
で
は

中
国
製
鏡
の
出
土
例
が
な
い
の
で
、
北
九
州
の
ご
と
く
明
確
な
性

格
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
畿
内
地
方
で
成
立
し

た
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
当
然
、
弥
生
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
後
漢
鏡
各
種
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
、
何
か
割
り
切
れ
な

い
も
の
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
弥
生
時
代
か
ら
続
い
て
中

国
製
鏡
が
墳
墓
の
副
葬
品
と
し
て
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
何
ら
の
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が
な
い
。

古
墳
が
作
ら
れ
は
じ
め
た
当
初
か
ら
、
後
漢
代
に
鋳
造
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
諸
鏡
と
同
時
に
、
三
国
代
の
鐸
造
に
か
か
る
、
特
殊

な
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
の
み
と
め
ら
れ
る
ζ

と
に
つ
い
て
、
一
つ
の
古

墳
の
副
葬
品
と
し
て
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
か
な
り
多
量
に
あ
る
こ

と
か
、
ち
、
私
壌
は
そ
れ
ら
を
権
威
の
表
徴
で
あ
る
、
と
い
う
性
格

マ

伊

宮

ル

と
何
か
呪
術
的
な
性
格
を
感
ず
る
の
が
常
で
あ
る
。

前
期
古
墳
に
お
け
る
副
葬
鏡
の
組
み
合
わ
せ
は
ご
く
単
純
な
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
四
神
鏡
、
内
行
花
文
鏡
、
平
縁
式
神
獣
鏡

等
後
漢
代
鏡
を
主
柱
と
し
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
加
え
ら
れ
た
形

で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
四
神
鏡
等
の
後
漢
鏡
が
、
早
く
か

ら
わ
が
国
に
・
も
た
ら
さ
れ
て
、
古
墳
に
副
葬
さ
れ
る
ま
で
伝
世
ざ
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れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
の
だ
が
、
後
の
古
墳
、
つ

ま
り
前
期
古
墳
以
後
の
新
式
古
墳
の
副
葬
鏡
と
し
て
、
そ
れ
ら
後

漢
鏡
を
模
し
た
倣
製
鏡
が
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
、
副
葬
品
と
し
て

意
識
的
な
模
倣
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
後
漢
鏡
の
持
つ
意
義
は
極

め
て
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
独
自
の
鏡
背

文
様
の
出
現
が
、
前
期
古
墳
の
中
で
も
き
わ
め
て
時
代
の
お
く
れ

た
頃
に
出
現
す
る
こ
と
か
ら
考
え
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
中
国
鏡
の

持
っ
て
い
た
性
格
は
、
き
わ
め
て
政
治
的
で
あ
っ
た
と
も
言
い
う

る
で
あ
ろ
う
。

前
期
古
墳
で
は
舶
載
鏡
が
一
般
に
そ
の
副
葬
鏡
の
中
心
を
占
め

て
お
り
、
そ
の
数
も
比
較
的
多
い
の
が
特
徴
で
も
あ
る
。
竪
穴
式

石
室
内
部
に
、
前
後
、
両
側
壁
に
、
鏡
を
た
て
か
け
て
副
葬
し
て

い
る
例
も
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
墳
の
作
ら
れ
は
じ
め
た
頃

に
は
舶
載
鏡
の
持
つ
意
義
は
き
わ
め
て
単
純
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
呪
術
的
な
性
格
を
も
っ
て
、
鏡
の
数
が
、
あ
る
い
は
被
葬
者

の
権
威
の
大
き
さ
を
も
代
表
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

や
が
て
、
中
国
鏡
は
古
墳
の
副
葬
品
の
中
か
ら
次
第
に
数
を
減

じ
は
じ
め
、
倣
製
鏡
の
出
現
を
み
る
の
だ
が
、
倣
製
鏡
の
出
現

が
、
単
に
舶
載
鏡
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
に
よ
る
の
だ
ろ

う
か
。
中
国
か
ら
の
輪
入
が
社
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

中
期
古
墳
の
後
半
か
ら
後
期
古
墳
に
か
け
て
、
副
葬
鏡
と
し
て
、

(
問
)

中
国
六
朝
代
の
も
の
か

P

見
受
け
る
と
と
が
あ
る
か
ら
、
も
し
か
す

る
と
倣
製
鏡
を
作
る
こ
と
自
体
に
意
義
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
ず
れ
に
し
て
も
、
前
期
古
墳
の
終
末
期
に
お
い
て
は
、
舶
載

鏡
が
量
的
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
代
る
べ
く
、
倣
製

鏡
が
出
現
す
る
の
刊
い
か
ら
、
舶
載
鏡
の
持
つ
意
義
は
失
わ
れ
℃
は

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

∞
倣
製
鏡
に
つ
い
て

前
期
古
墳
の
前
半
期
に
お
い
て
は
、
副
葬
鏡
の
悉
く
は
舶
載
鏡

で
あ
っ
た
。
中
国
鏡
を
そ
の
ま
ま
副
葬
品
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

中
国
か
ら
舶
載
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
の
で
は
な

く
、
そ
れ
を
持
ち
来
た
る
だ
け
の
「
力
」
が
、
舶
載
鏡
に
転
嫁
せ

ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
前
虹
古
墳
の
後
半
期
に
お
い
て
は
倣
製
鏡
の
出
現
と
い
う

新
し
い
事
象
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
「
倣
製
鏡
」
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
、
中
国

製
鋼
鏡
を
単
に
模
倣
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
背
景

に
は
、
舶
載
鏡
と
同
様
な
意
味
の
存
す
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
。
特
に
、
倣
製
鏡
が
そ
の
出
現
当
初
に
お
い
て
、
舶
載
三

角
縁
神
獣
鏡
を
主
体
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
倣

製
鏡
の
出
現
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
が
当
初
か
ら
三
角
縁
神
獣

獣
鏡
の
模
倣
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
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の
持
つ
意
義
を
そ
の
ま
ま
倣
製
鏡
に
転
嫁
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図

が
窺
え
る
、
と
い
う
と
と
を
指
摘
し
て
お
と
う
。

舶
載
コ
一
角
縁
神
獣
鏡
は
、
す
で
に
梅
原
末
治
協
同
士
や
小
林
行
雄

氏
等
に
よ
っ
て
同
箔
に
な
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

小
林
氏
は
、
そ
の
同
鱈
鏡
の
分
布
の
状
態
か
ら
、
各
古
墳
聞
に
お

け
る
相
互
的
な
有
機
関
係
を
考
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

小
林
氏
は
、
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
に
関
し
て
も
、
同
様
な
方
法
に

お
い
て
、
各
古
墳
聞
の
有
機
的
な
連
繋
を
考
究
せ
ら
れ
て
い
る
。

舶
載
鏡
類
が
姿
を
消
し
て
、
倣
製
鏡
の
出
現
を
新
た
に
迎
え
る

の
は
、
前
期
古
墳
で
も
後
半
期
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。

倣
製
鏡
を
作
り
出
す
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
舶
載
鏡
の
量

的
な
不
足
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
を
作
り
出
す
こ
と
自
体
に

意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
中
国
鏡
の
輸
入
が
全
く
杜
絶
え
た
の

な
ら
ば
と
も
か
く
、
古
墳
の
副
葬
鏡
と
し
て
、
時
代
の
若
干
下
る

六
朝
代
の
鋳
造
鏡
も
発
見
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
が
単
な
る
輸
入
の

停
止
に
よ
っ
て
生
じ
た
現
象
と
の
み
は
断
じ
切
れ
な
い
も
の
が
あ

る
。
そ
し
て
倣
製
鏡
が
一
ニ
角
縁
神
獣
鏡
の
最
新
の
も
の
を
模
し
て

い
る
か
ら
、
倣
製
鏡
鋳
造
時
に
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
か
な
り
多

量
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
倣
製

鏡
が
四
神
鏡
や
平
縁
神
獣
鏡
の
模
倣
に
先
立
っ
て
三
角
縁
神
獣
鏡

を
模
し
て
い
る
こ
と
に
若
干
の
問
題
が
介
在
す
る
と
考
え
ら
れ

る。

倣
製
鏡
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
は
主
と
し
て
三
角
縁
神
獣
鏡
に
関

し
て
述
べ
て
き
た
が
、
他
の
鏡
式
の
倣
製
鏡
に
つ
い
て
の
若
干
の

私
見
を
加
え
た
見
解
を
述
べ
て
み
よ
う
。

倣
製
鏡
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
外
に
、
内
行
花
文
鏡
、
四
神

鏡
、
四
獣
文
錦
、
重
聞
文
鏡
・
な
ど
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
う

ち
、
内
行
花
文
鏡
と
凹
神
鏡
と
が
数
的
に
は
多
い
と
言
い
う
る
。

倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
が
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
北
九
州
、
中

園
、
四
国
、
東
海
地
方
西
部
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な

事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
鏡
を
副
部
品
と
し
℃
所
有
し
て
い
る
古

墳
は
、
い
わ
ゆ
る
前
期
終
末
広
比
定
せ
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。
同

様
に
前
期
終
末
に
比
定
せ
ら
れ
る
古
墳
の
う
ち
で
、
四
神
鏡
、
内

行
花
文
鏡
、
四
獣
文
鏡
な
ど
を
副
葬
鏡
と
し
て
所
有
す
る
古
墳

が
、
畿
内
か
ら
東
部
の
地
域
、
特
に
東
海
地
方
の
東
部
か
ら
関
東

地
方
に
か
け
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
前
期
古
墳
と
は
限
定
し
な
く
と
も
、
倣
製
四
神
鏡
、
内

行
花
文
鏡
の
分
布
は
、
東
日
本
に
分
布
す
る
事
実
が
知
ら
れ
る
(
仰

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
大
雑
把
な
倣
製
鏡
の
鏡
式
に
よ
る
分
布
の
相
違

は
、
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
編
年
的
な
知
見
も
加
え
て
具
体
的
に
論
ず
る
こ
と
に
し
よ

hnノ
。
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倣
製
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
を
、
そ
の
副
葬
品
、
と
す
る
古
墳
は
、
福
岡



県
銚
子
塚
古
墳
、
岡
忠
隈
古
墳
、
佐
賀
県
谷
口
古
墳
、
同
杏
路
寺

古
墳
、
岡
山
県
花
光
寺
山
古
墳
、
山
口
県
長
光
寺
山
古
墳
、
香
川

県
右
清
尾
山
古
墳
を
西
日
本
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
畿
内
地
方

に
そ
の
分
布
の
中
心
を
お
き
、
東
は
岐
阜
県
長
塚
古
墳
で
、
そ
の

分
布
の
東
限
が
劃
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

舶
載
三
角
縁
帥
明
鏡
は
、
群
馬
県
西
北
部
に
ま
で
分
布
す
る
事

実
が
知
ら
れ
る
が
、
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
に
関
し
て
は
、
美
濃
園

の
東
部
を
境
と
し
て
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
は
、
極
め
て
暗
示
に

富
ん
で
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
角
縁
神
獣
鏡
が
倣
製
さ
れ
は
じ
め
る
と
、
時
を
同
じ
く
し

て
、
他
の
中
国
鏡
式
を
模
し
た
倣
製
鏡
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

大
阪
府
紫
金
山
古
墳
出
土
の
勾
烹
文
帯
神
獣
鏡
な
ど
の
よ
う
な
変

形
し
た
大
形
の
も
の
の
ほ
か
に
、
先
述
し
た
四
神
鏡
、
内
行
花
文

鏡
、
四
獣
文
鏡
等
が
倣
製
鏡
と
し
て
新
た
に
登
場
し
て
く
る
の
で

あ
る
。く

り
か
え
し
述
べ
た
よ
う
に
、
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
が
畿
内
を

中
心
と
し
て
西
日
本
、
北
九
州
に
ま
で
分
布
す
る
の
に
反
し
て
、

後
者
の
四
神
鏡
、
内
行
花
文
鏡
等
の
鏡
種
が
畿
内
を
中
心
と
し
て

東
日
本
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。

倣
製
四
神
鏡
が
、
私
が
本
論
で
と
り
扱
っ
た
古
墳
に
は
数
少
な

い
の
だ
が
、
そ
の
全
部
の
出
土
例
を
あ
げ
る
と
、
群
馬
県
矢
場
川

村
所
在
古
墳
、
静
岡
県
築
山
古
墳
、
一
ニ
池
平
古
墳
を
東
の
端
と
し

て
、
京
都
府
寺
戸
大
塚
古
墳
、
京
都
府
南
部
の
一
古
墳
、
加
悦
丸

山
古
墳
、
百
々
池
古
墳
、
棚
倉
城
山
古
境
、
物
集
女
恵
美
須
山
古

墳
、
奈
良
県
大
塚
新
山
古
墳
、
佐
味
国
軍
塚
古
塚
な
ど
の
誇
倒
が

知
ら
れ
る
。

倣
製
内
行
花
文
鏡
も
ま
た
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
分
布
す
る
傾

向
を
み
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
内
行
花
文
鏡
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

大
形
の
も
の
と
、
小
形
の
も
の
と
の
こ
積
に
分
け
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
大
形
の
も
の
は
、
山
口
県
柳
井
の
大
塚
古
墳
出
土
の
内

行
花
文
鏡
を
も
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
畿
内
よ
り
も
西
部
地

域
に
分
布
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
一
方
小
形
内
行
花
文
鏡
は
、

茨
城
県
丸
山
古
墳
例
の
示
す
ご
と
く
、
東
日
本
北
関
東
地
方
に
ま

で
分
布
を
拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
察
知
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

他
、
四
獣
文
鏡
等
の
特
殊
な
も
の
が
、
四
神
鏡
や
内
行
花
文
鏡
に

伴
出
す
る
例
か
ら
み
る
と
、
や
は
り
畿
内
を
中
心
と
し
て
、
東
日

本
に
分
布
す
る
傾
向
を
み
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
静

岡
県
松
林
山
古
墳
で
は
倣
製
内
行
花
文
鏡
と
四
獣
文
鏡
が
、
三
池

平
古
墳
で
は
四
神
鏡
と
四
獣
文
鏡
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
伴
出
し
て
い

る
の
は
、
そ
の
示
例
と
し
て
好
適
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
倣
製
鏡
の
鏡
式
に
よ
る
分
布
の
相
違
は
、
と
り
も

な
お
さ
ず
、
前
期
古
墳
末
期
に
お
け
る
一
つ
の
様
相
を
示
し
う
る

も
の
と
解
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
諾
遺
物
と
の
伴
出
関

係
や
そ
の
分
布
の
様
子
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
古
墳
の
発
展
す
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る
段
階
が
、
き
わ
め
て
暗
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
々
と
登
場
し
は
じ
め
る
諸
副
葬
品
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
技

術
的
な
面
と
、
社
会
的
な
面
の
両
面
を
端
.
的
に
表
現
し
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
倣
製
鏡
の
持
つ
意
義

が
き
わ
め
て
大
な
る
と
と
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。

同
碧
玉
製
腕
飾
類
に
つ
い
て

舶
載
鏡
や
倣
製
鏡
な
ど
の
副
葬
品
に
つ
い
で
、
前
期
の
終
末
に

お
け
る
古
墳
の
顕
著
な
る
副
葬
品
比
}
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
碧
玉
製

腕
飾
類
」
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

倣
玉
製
腕
飾
類
と
は
、
碧
玉
を
原
料
と
し
て
作
ら
れ
た
一
般
に

は
、
車
輪
石
、
石
釧
、
鍬
形
石
の
類
を
指
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
そ
れ
ら
碧
玉
製
腕
輪
類
が
、
「
い
ず
れ
も
員
製
の
釧
類
に

そ
の
祖
源
が
求
め
ら
れ
る
」
と
い
う
一
般
の
考
え
方
は
肯
定
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

広
く
、
員
釧
と
い
う
も
の
は
縄
文
時
代
か
ら
み
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
弥
生
時
代
に
は
、
墳
墓
一
に
お
け
る
被
葬
者
の
副
葬
品
と

し
て
、
か
な
り
一
般
化
し
た
傾
向
を
み
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
古
墳

時
代
に
お
け
る
石
釧
や
車
輪
石
が
、
そ
の
形
か
ら
み
て
、
そ
れ
ら

の
弥
生
時
代
に
お
け
る
貝
輪
に
そ
の
源
を
求
め
う
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
が
、
弥
生
時
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
貝
釧
、
あ
る
い

は
、
そ
れ
を
基
と
し
て
成
立
し
た
石
釧
、
車
輪
石
が
古
墳
時
代
の

当
初
か
ら
み
ら
れ
ず
に
、
こ
こ
で
私
が
と
り
扱
っ
た
前
期
終
末
に

な
っ
て
、
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
や
原
因
に

つ
い
て
は
、
現
状
で
は
何
等
解
し
う
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
古
墳

成
立
当
初
に
お
け
る
共
通
し
た
特
徴
と
し
て
、
古
墳
の
副
葬
品

に
、
い
わ
ゆ
る
装
飾
品
類
の
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
従
っ
て

単
純
に
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
共
通
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論

と
し
て
、
決
し
て
実
用
的
と
は
言
え
な
い
碧
玉
製
腕
飾
類
が
、
伺

等
か
の
意
義
を
も
っ
て
、
新
た
に
古
墳
の
副
葬
品
と

b
て
登
場
し

て
き
た
、
と
現
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

古
墳
の
成
立
し
た
当
初
に
お
け
る
古
墳
の
副
葬
品
の
特
徴
と
し

て
前
に
も
掲
げ
た
よ
う
に
、
中
国
製
の
銅
鏡
を
主
体
と
し
た
、
呪

術
的
な
色
彩
の
濃
厚
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
呪
術
的
、

又
は
司
祭
者
的
な
性
格
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
成
長
し
え
な
か
っ

た
所
に
古
墳
と
い
う
も
の
が
、
後
の
古
代
国
家
へ
と
連
繋
す
る
一

つ
の
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

憩
玉
製
の
石
釧
、
車
輪
石
、
鍬
形
石
な
ど
は
、
そ
の
原
形
が
貝

製
品
に
ゆ
め
る
と
は
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
実
用
的
で
な
い

こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
、
そ
の
規
模
も
時
代
と
共
に
増
し
て
お

り
、
次
第
に
形
式
化
の
一
途
を
辿
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
実
用

的
な
も
の
と
い
う
も
の
は
、
時
代
の
進
む
に
つ
れ
て
次
第
に
、
よ

り
実
用
的
に
、
よ
り
合
理
的
に
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
碧

玉
製
腕
飾
類
の
よ
う
に
、
次
第
に
形
式
的
に
、
し
か
も
、
よ
り
原
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形
か
ら
遠
の
く
よ
う
な
変
化
を
示
す
も
の
は
、
ま
さ
し
く
、
実
用

品
で
は
な
い
、
と
い
う
結
論
に
帰
納
す
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
碧
玉
製
腕
飾
類
の
性
格
と
、
そ
の
時
代

世
に
つ
い
て
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
、
本
論
の
結
論
に
至
る
ま

で
の
一
助
と
す
る
に
止
め
て
お
こ
う
と
思
う
。

碧
玉
製
腕
飾
類
を
、
私
達
が
は
じ
め
て
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て

み
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
京
都
府
西
車
塚
古
墳
や
、
大
阪
府
紫

金
山
古
墳
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
碧
玉
製
腕
飾
類
の
一
般
的

な
分
布
は
、
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
分
布
の
場
合
と
同
様
に
、
ご

く
限
定
さ
れ
た
せ
ま
い
地
域
で
あ
る
こ
と
を
察
知
す
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
前
期
の
終
末
期
と
す
る
古
墳
以
外
の
も
の
に
つ
い
て

み
た
場
合
で
も
、
非
常
に
特
異
な
分
布
を
示
す
こ
と
を
発
見
す
る

で
あ
ろ
う
。

石
釧
の
分
布
は
、
西
限
を
北
九
州
の
西
部
に
お
き
、
東
限
を
静

岡
県
吉
原
市
東
坂
古
墳
、
山
梨
県
銚
子
塚
古
墳
に
お
い
て
い
る
。

茨
城
県
鏡
塚
古
墳
に
は
滑
石
製
の
石
釧
が
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ

れ
は
石
製
模
造
品
と
の
関
連
を
抜
き
に
し
℃
考
え
る
の
は
不
適
切

な
の
で
、
こ
こ
で
は
碧
玉
製
石
釧
に
つ
い
て
の
み
述
べ
て
み
た

い
。
こ
の
よ
う
な
分
布
の
範
囲
内
に
お
・
い
て
も
、
碧
玉
製
石
釧
の

畳
は
実
は
比
較
的
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

「
碧
玉
」
と
い
う
緑
色
の
石
に
関
す
る
何
か
の
意
味
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
同
様
に
碧
玉
製
車
輪
石

の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
一
層
明
確
に
な
る
の
だ
が
、
「
釧
」
と

し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
石
釧
が
、
か
な
り
の
広
範
囲
に
分
布
し
て

い
る
の
に
反
し
、
や
や
貝
釧
の
誇
張
の
は
げ
し
い
車
輪
石
に
つ
い

て
み
る
と
、
非
常
な
相
違
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
分
布
範
囲
が
よ
り
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

西
の
限
界
を
‘
山
口
県
に
お
き
、
東
の
限
界
を
岐
阜
県
に
お
い
て

い
る
こ
と
を
、
前
期
終
末
に
お
け
る
古
墳
の
一
様
相
と
し
て
指
摘

し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の

東
隈
と
は
か
ら
ず
も
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
も
、
こ
こ
で
改
め
て

述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

車
輪
石
と
石
釧
と
の
分
布
の
相
違
を
示
す
も
の
は
種
々
な
様
相

と
相
互
関
係
安
示
す
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
か

ら
述
べ
よ
う
と
す
る
鍬
形
石
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
実
に
緊
密

な
連
繋
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

鍬
形
石
は
、
大
阪
府
紫
金
山
古
墳
出
土
の
鍬
形
石
様
の
貝
製
品

(
一
一
極
の
貝
釧
と
称
す
べ
き
か
)
に
そ
の
原
形
の
面
影
を
求
め
る

と
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鍬
形
石
の
あ
る
種
の
も
の
は
、

そ
の
貝
釧
に
実
に
近
似
し
た
形
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
石
釧
、
車
輪
石
と
同
様
に
、
鍬
形
石
も
員
製
品
か
ら
の
転

化
で
あ
る
こ
と
が
察
知
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
鍬
形
石

の
分
布
を
調
ら
べ
て
み
る
と
、
そ
の
様
子
が
車
輪
石
の
場
合
と
近

似
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
限
が
や
は
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り
山
口
県
に
あ
り
、
東
の
限
界
が
岐
阜
県
辺
り
に
存
す
る
の
で
あ

る
。
鍬
形
石
に
関
す
る
限
り
、
他
の
新
式
の
古
墳
の
場
合
で
も
、

そ
の
分
布
の
範
囲
を
か
え
る
こ
と
が
な
い
。
と
い
う
の
は
、
逆
に

考
え
て
み
る
と
、
鍬
形
石
の
存
在
す
る
年
代
、
つ
ま
り
鍬
形
石
の

副
葬
品
と
し
て
寿
命
が
、
石
釧
や
車
輪
石
に
比
し
て
、
さ
ほ
ど
長

か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
鍬
形
石
の

性
格
と
は
別
に
石
釧
、
車
輪
石
の
よ
う
な
、
一
般
的
な
形
態
安
と

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

友
三
。

さ
で
、
碧
玉
製
腕
飾
類
の
石
釧
、
車
輪
石
、
鍬
形
石
に
つ
い
て

略
述
し
た
が
、
分
布
の
相
違
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
性
格

に
つ
い
て
、
や
や
詳
し
く
述
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

前
期
前
半
の
古
墳
に
は
、
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
を
主
体
と
す
る

副
葬
品
が
、
単
純
な
姿
で
検
出
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
前
期
の
後
半
の
古
墳
に
は
、
そ
れ
ら
に
、
や
や
日
本
的
な
遺

物
の
新
た
に
加
わ
っ
た
姿
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
倣
製

鏡
の
出
現
で
あ
り
、
碧
玉
製
腕
飾
類
の
出
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
ま
る
。
そ
こ
で
、
倣
製
鏡
の
持
っ
て
い
る
よ
う
な
性
格
が
、

こ
れ
ら
碧
玉
製
腕
飾
類
応
も
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
貝
輪
」
又
は
「
員
釧
」
と
い
う
も
の
は
、
縄
文
時
代
以
来
、

明
ら
か
に
身
体
装
飾
品
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
弥

生
時
代
に
は
、
身
体
装
飾
用
と
、
墳
墓
の
副
葬
用
と
の
両
者
を
兼

ね
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
ー
と
こ
ろ
が
、
古
墳
が
作
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
時
、
そ
れ
ま
で
墳
墓
に
被
葬
者
と
共
に
葬
ら
れ
て
い

た
身
体
装
飾
品
が
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
、
新
ら
し
く
、
あ
た
か

も
権
威
の
表
徴
で
あ
る
と
か
、
被
葬
者
の
司
祭
者
的
性
格
を
表
出

す
る
よ
う
な
各
種
遺
物
の
存
在
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
の

こ
と
は
、
明
ら
か
に
古
墳
以
前
の
被
葬
者
と
、
古
墳
の
被
葬
者
と

の
性
格
の
相
還
な
明
確
に
表
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
差

し
支
え
な
い
。

も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
碧
玉
製
腕
飾
類
と
呼
称
さ
れ
る
各

積
副
葬
品
は
、
そ
れ
自
身
、
本
来
の
目
的
は
装
身
具
で
あ
っ
た
も

の
が
、
他
の
性
格
の
も
の
に
転
嫁
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
適
当
で

あ
ろ
う
。
そ
の
性
格
の
具
体
的
な
示
例
会
示
す
、
一
つ
の
拠
所
と

し
て
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

つ
ま
り
、
碧
玉
製
腕
飾
類
の
出
現
す
る
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
、

倣
製
三
角
縁
神
献
鏡
や
そ
の
他
の
諸
鏡
の
出
現
す
る
時
期
と
一
致

す
る
。
前
に
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
や
そ
の
他
の
諸
鏡
の
倣
製
し
は
じ
め

ら
れ
た
の
は
、
決
し
て
中
園
か
ら
、
あ
る
い
は
朝
鮮
か
ら
の
わ
が

国
へ
の
移
入
が
停
止
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ

け
で
な
く
、
倣
製
鏡
を
造
り
出
す
こ
と
が
、
即
ち
非
常
に
重
大
な

こ
と
で
あ
り
、
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
は
、
舶
載
の
そ
れ
と
性
格
は

同
一
で
あ
っ
て
、
倣
製
の
も
の
が
、
舶
載
の
も
の
の
性
格
を
単
に

う
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
お
い
た
。
碧
玉
製
腕
飾
類
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が
、
そ
の
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
と
時
を
一
に
し
て
出
現
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
鏡
の
持
つ
意
義
と
別
な
も
の
を
は

じ
め
か
ら
意
識
的
に
持
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
う
る

の
で
あ
る
。
「
鏡
と
別
な
性
格
」
に
つ
い
て
の
論
を
進
め
る
前
に
、

私
は
更
に
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

私
は
、
前
に
前
期
古
墳
の
終
末
期
に
お
い
て
、
そ
の
内
部
施
設

に
凡
そ
二
種
類
あ
る
と
解
い
て
お
い
た
。
そ
の
第
一
は
局
平
な
板

石
を
小
口
積
に
し
た
竪
穴
式
石
室
で
あ
り
、
そ
の
第
三
は
粘
土
榔

を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
両
者
は
、
そ
の
分

布
の
中
心
が
、
や
や
ず
れ
そ
う
だ
と
述
べ
て
お
い
た
。
碧
玉
製
腕

飾
類
の
出
土
の
様
相
と
、
内
部
主
体
の
施
設
と
が
、
実
に
関
連
の

深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
つ
ま
り
、
碧
玉
製

腕
飾
類
が
副
葬
さ
れ
る
古
墳
の
主
体
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
粘

土
榔
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
粘
土
櫛
を
有
す

る
古
墳
に
は
、
碧
玉
製
腕
飾
類
の
副
葬
が
顕
著
な
の
で
あ
る
。
比

較
的
古
式
で
あ
る
と
目
さ
れ
る
大
阪
府
紫
金
山
古
墳
や
京
都
府
商

車
塚
古
墳
、
山
口
県
畏
光
寺
山
古
墳
等
の
類
例
を
除
い
て
は
、
竪

穴
式
石
室
中
に
碧
玉
製
腕
飾
類
の
副
葬
の
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
、

そ
れ
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
三
者
の
場
合
で
も
、
量

的
に
言
っ
て
決
し
て
粘
土
櫛
の
も
の
に
は
比
す
べ
く
も
な
い
。
特

に
、
碧
玉
製
鍬
形
石
に
関
し
て
は
、
こ
の
傾
向
が
強
い
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

制
鉄
器
に
つ
い
て

古
墳
時
代
を
通
じ
、
ご
く
普
遍
的
な
副
葬
品
と
し
て
、

製
品
が
存
在
す
る
。

古
墳
が
築
造
せ
ら
れ
て
以
来
、
副
葬
品
と
し
て
鉄
製
品
の
副
葬

は
き
わ
め
て
一
般
的
で
あ
り
、
か
っ
量
的
に
他
の
も
の
に
比
べ
て

多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
の
鉄
製
品
は
、
大
別
し
て
武
器
と
農
工
具
と
に
わ
け
る

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

武
器
は
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
極
く
一
般
的
に
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
大
万
、
剣
、
鉱
、
鉾
、
鎗
な
ど
が
主
た
る
も
の
で
、
前

期
古
墳
に
お
い
て
は
、
数
例
の
甲
胃
の
副
葬
を
知
る
こ
と
が
で
き

る。

各
種
鉄
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農
工
具
と
し
て
は
、
鍬
先
、
鋤
先
、
鎌
、
手
斧
、
斧
、
銭
、
万

子
、
周
平
鉄
器
(
契
形
鉄
器
)
、
盤
、
襲
な
ど
が
あ
る
。
前
期
古

墳
の
相
対
的
な
見
地
か
ら
す
る
と
、
武
器
各
種
よ
り
は
、
こ
れ
ら

農
工
具
類
の
副
葬
が
や
や
顕
著
で
あ
る
。

武
器
、
あ
る
い
は
農
工
具
類
各
種
に
つ
い
て
、
形
態
的
又
は
型

式
的
な
変
化
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
れ
ら
か
ら
古
墳
の
編
年
的
研

究
ゃ
、
そ
の
他
文
化
様
相
に
関
す
る
研
究
の
端
緒
を
掴
む
こ
と
は

甚
だ
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
鉄
器
の
本
来
の
性
質
を
考
究
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し

て
、
輸
を
進
め
る
場
合
、
古
墳
成
立
当
初
か
ら
の
鉄
棒
の
存
在
の



意
義
を
、
種
々
な
る
方
向
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。古

墳
時
代
に
お
け
る
鉄
器
は
、
弥
生
時
代
に
お
け
る
墳
墓
の
副

葬
品
に
お
け
る
鉄
器
と
は
異
な
り
、
量
的
に
ま
た
副
葬
の
意
義
に

も
若
干
の
差
が
あ
ろ
う
。

弥
生
時
代
に
お
け
る
鉄
器
は
、
墳
墓
の
副
葬
品
と
し
て
、
ま
た

住
居
枇
な
ど
の
遺
跡
か
ら
の
発
見
例
が
き
わ
め
て
わ
ず
か
で
、
そ

の
会
体
の
様
子
を
窺
う
こ
と
は
勿
論
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

何
等
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
弥
生
時
代
に
は
、
す
く

な
く
と
も
そ
の
後
期
に
は
、
す
で
に
普
及
し
て
い
た
と
解
し
て
も

誤
り
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
古
墳
時
代
に
は
当
初
か
ら
鉄
器
の
副
葬
が
盛
ん
で
あ

る
こ
と
は
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

前
期
古
墳
に
お
け
る
鉄
器
の
副
葬
は
、
武
器
な
ど
の
副
葬
よ
り

も
、
か
な
り
農
工
具
の
副
葬
が
盛
ん
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。
前
期
古
墳
の
被
葬
者
の
性
格
が
、
呪
術
的
あ
る
い
は
司
祭
者

的
で
あ
る
と
い
う
こ
色
が
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
裏
付
け

と
も
な
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
古
墳
築
造
が
一
般
的
な
墓
制
と
し
て
次
第
に
発
展
を

遂
げ
、
前
期
古
墳
の
終
末
に
近
く
な
る
頃
に
は
、
鉄
器
の
主
体

が
、
農
工
具
類
か
ら
武
器
へ
と
移
る
傾
向
が
強
く
み
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
傾
向
も
全
体
的
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
粘
土
櫛
を
有
す
る
古
墳
に
か
た
よ
る
の
で
あ
る
。
竪
穴
式
石

室
を
有
す
る
古
墳
に
は
、
依
然
と
し
て
、
農
工
具
類
が
主
流
を
占

め
て
い
る
こ
と
は
、
終
末
期
前
期
古
墳
の
総
体
的
な
傾
向
の
上
に

立
脚
し
て
、
甚
だ
興
味
の
深
い
所
で
あ
る
。

前
期
の
終
末
頃
に
な
っ
て
も
、
鉄
器
の
絶
対
量
は
さ
ほ
ど
増
大

す
る
と
は
言
え
な
い
。
や
は
り
、
鉄
器
の
急
増
す
る
の
は
、
中
期
古

墳
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
い
う
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
四

世
紀
末
葉
か
ら
の
わ
が
国
の
圏
内
的
な
力
の
充
実
と
海
外
出
兵
と

に
よ
る
産
物
と
解
釈
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
前
期
終

末
と
い
う
時
期
の
古
墳
に
は
、
そ
れ
に
い
た
る
ま
で
の
各
首
長
の

性
格
の
次
第
に
変
化
す
る
有
様
を
、
鉄
器
の
あ
り
方
の
上
か
ら
考

え
る
こ
と
、
あ
な
が
ち
、
ま
ち
が
っ
た
観
点
で
な
い
と
信
ず
る
。

鉄
器
副
葬
の
種
類
の
傾
向
が
、
粘
土
橋
墳
と
竪
穴
式
石
室
墳
と

で
は
、
若
干
な
が
ら
陥
り
の
あ
る
こ
と
を
、
本
節
で
は
指
摘
し
て

お
こ
う
。
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同
そ
の
他
の
青
銅
製
品
に
つ
い
て

倣
製
鏡
に
次
ぐ
国
産
青
銅
製
品
と
し
て
、
銅
銀
、
巴
形
銅
器
、

筒
形
銅
器
な
ど
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
青
銅
製
品
が
、
後
半

期
前
期
古
墳
の
時
代
的
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

青
銅
製
品
の
古
墳
に
お
け
る
副
葬
品
と
し
て
の
分
布
が
、
碧
玉
製

腕
飾
類
や
倣
製
鏡
の
分
布
と
、
さ
ほ
ど
の
相
違
を
み
せ
な
い
こ
と



は
、
・
き
わ
め
て
暗
示
に
富
ん
で
い
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
時
代

的
に
も
同
一
視
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
他
の
特
徴
的
な
副
葬

品
と
の
生
産
的
な
関
係
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
と
の
伴
出
関
係
か

ら
、
お
釧
、
車
輪
布
、
鍬
形
石
や
倣
製
鏡
と
同
様
な
性
格
を
示
す

・
も
の
と
し
て
よ
い
。

...... 
J、
前
期
古
墳
終
末
期
の
様
相
と
関
東
に
お
廿
る

官
壌
の
成
立
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
述
べ
き
た
っ
た
こ
と
は
、
前
期
古
墳
の
一
般
的
な
様

相
と
、
そ
の
変
化
か
ら
み
ら
れ
た
そ
の
終
末
期
に
お
け
る
、
こ
ま

か
な
変
化
の
様
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
結
論
に
か
え
て
そ
れ
ら
の
総
括
を
す
る
こ
と
を
旨

と
し
、
終
末
期
に
お
け
る
様
相
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
関
東
地

方
に
お
け
る
前
期
古
墳
の
成
立
と
、
そ
の
要
因
と
に
つ
い
て
の
見

通
し
だ
け
を
つ
け
て
お
こ
う
と
思
う
。

前
期
古
墳
が
、
一
一
一
世
紀
の
末
頃
に
お
そ
ら
く
畿
内
地
方
で
成
立

し
、
そ
の
勢
力
圏
を
拡
大
し
は
じ
め
た
の
だ
が
、
そ
の
ま
ず
第
一

の
段
階
が
み
ら
れ
る
の
は
、
北
九
州
地
方
で
あ
っ
た
と
解
し
う

る
。
や
が
て
、
畿
内
に
中
心
を
お
く
そ
の
中
心
の
勢
力
は
、
東
日

本
方
面
に
も
各
々
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
大
体
、
前

期
古
墳
の
終
末
の
時
期
に
も
当
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

内
部
埋
葬
主
体
施
設
も
、
古
墳
の
成
立
当
初
に
お
い
て
は
、
殆

ん
ど
扇
平
な
割
石
を
小
口
積
と
し
た
竪
穴
式
石
室
が
存
在
し
て
い

た
が
、
そ
の
時
期
に
な
る
と
、
竪
穴
式
宥
蜜
以
外
の
埋
葬
主
体
施

設
の
方
法
が
各
種
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
粘
土
榔
、
木
棺
粘
土

床
、
磯
櫛
な
ど
と
呼
称
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ

れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
本
来
の
竪
穴
式
石
室
の
簡
略
化
さ
れ
た
姿

で
あ
る
と
、
一
般
に
は
言
わ
れ
て
い
る
が
、
事
実
、
竪
穴
式
石
室

の
内
部
に
は
ど
れ
に
も
木
棺
を
安
置
さ
せ
る
た
め
の
粘
土
床
が
存

在
し
て
お
り
、
粘
土
榔
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
姿
は
、
丁
度
、
竪

穴
式
石
室
が
略
さ
れ
た
形
で
あ
る
と
も
一
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
粘
土
構
、
も
し
く
は
粘
土

床
、
喋
櫛
等
が
単
に
竪
穴
式
一
命
室
の
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
粘
土
榔
や
木
棺
粘
土

床
の
盛
行
す
る
時
期
に
も
、
そ
れ
と
併
行
し
て
明
ら
か
に
竪
穴
式

石
室
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
内
部
主
体
の
単

な
る
変
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
く
て
、
更
に
そ

の
背
景
に
あ
る
社
会
的
な
事
柄
を
も
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
言
え
る
。
も
し
簡
略
化
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ

の
両
者
聞
に
は
自
ら
何
ら
か
の
差
違
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
竪
穴
式
石
室
墳
と
粘
土
榔
、
木
棺
粘
土
床
、
礁
榔

墳
と
で
は
、
時
代
的
に
併
行
す
る
こ
と
は
勿
論
、
伴
出
す
る
副
葬

品
に
お
い
て
若
干
共
通
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
副
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葬
品
中
の
主
要
な
も
の
を
、
内
部
主
体
構
造
別
に
と
っ
て
み
る
と

か
な
り
の
相
違
の
あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。

竪
穴
式
石
室
墳
は
、
前
期
前
半
期
か
ら
の
伝
統
を
引
き
受
け

て
、
特
徴
的
な
銅
鏡
の
副
葬
と
い
う
徹
底
し
た
方
法
を
採
用
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
や
が
て
舶
載
鏡
以
外
に
わ
が
国
で
鋳
造
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
、
中
国
鏡
模
倣
の
、
い
わ
ゆ
る
倣
製
鏡
が
出
現
す
る
わ
け

だ
が
、
そ
の
倣
製
鏡
の
う
ち
で
、
前
半
期
に
特
に
顕
著
で
あ
っ
た

一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
が
そ
の
初
め
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
の

三
角
縁
神
獣
鏡
の
倣
製
鏡
は
、
主
と
し
て
西
日
本
一
帯
に
分
布
す

る
竪
穴
式
石
室
墳
と
、
極
く
一
部
の
粘
土
榔
墳
と
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
ま
た
、
一
方
前
半
期
古
墳
に
よ
く
み
ら
れ
た
、
漢
中
期

に
鋳
造
せ
ら
れ
、
い
ず
れ
の
地
に
て
か
伝
世
せ
ら
れ
た
鏡
、
つ
ま

り
は
伝
世
鏡
を
模
し
た
倣
製
鏡
が
、
今
度
は
畿
内
か
ら
東
日
本
に

か
け
て
の
竪
穴
式
石
室
墳
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
倣
製

鎌
の
場
合
で
も
、
三
一
角
縁
神
獣
鏡
之
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
世
鏡
」
と

の
鋳
遣
の
傾
向
と
し
て
の
前
後
関
係
は
、
明
ら
か
に
、
三
角
縁
神

獣
鏡
の
方
が
先
行
す
る
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
倣
製
鏡
の
分
布
か
ら

だ
け
み
る
と
、
畿
内
の
古
墳
の
勢
力
の
第
一
は
、
ま
ず
北
九
州
地

方
の
方
面
に
の
び
、
や
が
て
東
日
本
各
地
に
も
及
ん
だ
と
み
る
の

が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
ら
倣
製
鏡
の
出
現
の
時
期
と
相
前
後
し
て
、
古
墳

時
代
特
有
の
碧
玉
製
腕
飾
類
の
出
現
が
み
と
め
ら
れ
る
。
石
釧
、

車
輪
石
、
鍬
形
石
と
呼
ば
れ
る
三
種
の
も
の
が
そ
れ
に
当
る
。
こ

の
う
ち
石
釧
は
服
飾
と
し
て
極
く
一
般
的
な
形
態
を
と
っ
て
い
る

と
い
う
理
由
か
ら
か
、
か
な
り
後
の
時
代
ま
で
広
い
地
域
の
古
墳

の
副
葬
品
と
し
て
分
布
し
て
い
る
が
、
車
輪
石
、
鍬
形
石
と
い
う

服
飾
と
し
て
は
特
殊
な
類
例
の
も
の
は
、
あ
る
一
定
の
規
模
を
も

っ
て
分
布
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
腕
飾
類
は
い
ず
れ
も
貝

製
品
に
そ
の
起
源
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
石
釧
が

最
も
忠
実
に
そ
れ
を
模
し
て
い
る
点
極
め
て
実
用
的
な
意
義
を
失

し
な
か
っ
た
も
の
と
解
し
う
る
。
し
か
し
他
の
二
者
、
つ
ま
り
車

輪
石
、
鍬
形
石
に
は
、
そ
の
出
現
の
当
初
か
ら
実
用
の
意
義
を
全

く
持
た
な
い
、
む
し
ろ
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
宝
器
的
な
、
呪
術

的
な
色
彩
の
濃
厚
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
車
輪
石
、
鍬

形
石
の
分
布
が
商
は
山
口
県
、
東
は
静
岡
県
東
部
、
北
陸
地
方
で

は
能
登
半
島
南
部
と
い
う
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
地
域
に
、
主

と
し
て
粘
土
櫛
を
主
体
と
す
る
古
墳
に
副
葬
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
考
え
て
み
る
と
き
、
非
常
に
寿
命
の
慢
か
か
っ
た
車
輪
石
、
鍬

形
石
の
存
在
範
囲
は
、
き
わ
め
て
そ
の
社
会
的
な
背
景
を
考
究
す

る
時
、
暗
示
に
富
ん
だ
副
葬
品
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

筆
者
の
秘
か
に
思
考
す
る
所
で
は
、
竪
穴
式
石
室
墳
に
は
、
前

期
前
半
期
の
古
墳
の
伝
統
を
引
い
て
、
舶
載
鏡
や
若
干
の
倣
製
鏡

を
主
体
と
し
、
そ
れ
に
鉄
製
工
具
類
の
加
わ
っ
た
形
を
示
し
て
い
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る
の
に
対
し
、
そ
れ
と
時
期
的
に
平
行
す
る
と
思
わ
れ
る
粘
土

榔
、
木
棺
粘
土
床
、
確
楠
等
を
内
部
主
体
と
す
る
も
の
に
は
、
先

述
の
車
輪
石
、
鍬
形
右
を
主
体
と
し
て
、
鉄
製
武
器
が
こ
れ
に
加

わ
っ
た
形
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
内
部

主
体
に
埋
葬
せ
ら
れ
た
被
葬
者
の
性
格
を
考
え
る
上
に
非
常
に
重

要
な
こ
主
で
あ
る
と
芳
与
え
る
。
つ
ま
り
、
前
半
期
古
墳
の
伝
統
を

引
き
つ
ぐ
も
の
は
、
や
は
り
呪
術
的
、
も
し
く
は
司
祭
者
的
存
在

の
首
長
で
あ
り
、
新
式
埋
葬
方
法
に
ヱ
る
も
の
は
、
そ
れ
に
類
す

る
首
長
、
も
し
く
は
権
威
者
、
ま
た
は
単
な
る
「
畏
」
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
当
時
に
お
け
る
古
墳
に

葬
ら
れ
る
人
達
の
階
級
は
、
か
な
り
社
会
的
地
位
を
有
し
た
も
の

と
当
然
芳
え
ら
れ
る
か
ら
、
竪
穴
式
石
室
墳
に
埋
葬
さ
れ
た
人
達

は
、
司
祭
者
又
は
司
政
者
で
あ
り
、
新
式
葬
法
に
よ
っ
て
葬
ら
れ

た
人
還
は
、
直
接
政
治
を
行
っ
た
人
達
、
ゐ
る
い
は
軍
事
的
な
こ

と
を
司
ど
る
地
位
に
あ
っ
た
人
達
、
つ
ま
り
は
第
一
の
司
政
者
に

準
ず
る
人
達
で
あ
っ
た
・
と
も
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
具
体

的
な
例
を
ひ
く
な
ら
ば
、
竪
穴
式
石
室
に
は
天
皇
家
一
統
の
人
達

が
葬
ら
れ
、
新
式
葬
法
に
よ
る
も
の
に
は
、
そ
れ
に
属
す
る
執
政

官
や
軍
事
的
な
長
の
地
位
に
あ
っ
た
人
達
が
葬
ら
れ
た
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

畿
内
地
方
に
お
け
る
新
式
葬
法
に
よ
る
古
墳
に
は
ご
く
わ
ず
か

な
鏡
が
主
体
と
・
な
っ
て
い
て
、
他
の
副
葬
品
の
全
く
存
在
し
て
い

な
い
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

ま
た
新
式
葬
法
に
よ
る
も
の
に
も
、
竪
穴
式
石
室
の
よ
う
な
も

の
、
つ
ま
り
鏡
を
主
体
と
す
る
副
葬
品
の
姿
を
み
せ
る
も
の
が
あ

り
、
竪
穴
式
石
室
の
中
に
も
、
鏡
が
そ
の
主
体
の
地
位
を
失
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
存
在
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
両
者
の
性
格
の
混
合
し
た
も
の
と
解
釈
し

て
差
支
え
な
い
。
大
阪
府
紫
金
山
古
墳
、
岡
山
県
金
蔵
山
古
墳
、

大
阪
府
黄
金
塚
古
墳
、
滋
賀
県
瓢
箪
山
古
墳
、
静
岡
県
松
林
山
古

墳
、
山
梨
県
・
銚
子
塚
古
墳
、
奈
良
県
新
山
古
墳
な
ど
が
、
そ
れ
ら

中
間
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
の
好
例
で
あ
ろ
う
。

東
日
本
に
お
け
る
古
式
古
墳
が
、
畿
内
地
方
に
お
け
る
前
半
期

の
古
墳
の
性
格
を
若
干
享
受
し
℃
い
る
と
は
言
い
な
が
ら
、
や
は

り
、
新
式
葬
法
の
持
つ
性
格
を
表
面
に
現
出
し
つ
つ
発
展
を
遂
げ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
再
び
、
畿
内
地
方
の
古
墳
の
伝
統
と
も

言
う
べ
き
性
格
を
打
ち
出
し
は
じ
め
る
の
が
、
茨
城
県
鏡
塚
古
墳

例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
、
や
は
り
五

世
紀
中
頃
の
こ
と
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
中
央

の
勢
力
が
東
国
へ
及
ん
だ
影
響
と
み
る
べ
き
で
、
文
化
自
体
が
東

国
各
地
に
及
ん
だ
と
み
る
の
は
、
当
ら
ず
、
む
し
ろ
勢
力
的
な
影

響
が
先
行
し
、
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
、
そ
の
第
一
段

階
が
終
了
し
、
五
世
紀
中
葉
に
な
っ
て
、
や
っ
と
中
央
の
文
化
が

東
国
各
地
に
浸
透
し
は
じ
め
た
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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(
時
)
和
田
正
夫
、
松
浦
正
一
「
快
天
山
古
墳
発
掘
調
査
報
告
」
香
川
県

報
目
、
昭
和
問
年

(
口
)
梅
原
末
治
吋
花
光
寺
山
古
墳
」
日
本
古
文
化
研
究
所
報
告
2
、
昭

和
四
年

(
日
)
西
谷
昇
治
、
鎌
木
義
昌
「
金
蔵
山
古
墳
」
倉
敷
考
古
館
学
報
1
、

昭
和
田
年

(
印
)
梅
原
末
治
「
揖
保
郡
呑
島
村
吉
島
古
墳
」
兵
庫
県
報
2
、
大
正
は

年

(
却
)
梅
原
末
治
「
武
庫
郡
呉
回
の
求
女
塚
」
兵
庫
県
報
2
、
大
E
U
年

(
幻
)
梅
原
末
治
「
武
庫
郡
木
山
村
マ
ン
パ
イ
の
ヘ
ポ
ソ
塚
古
墳
」
兵
庫

県
報
2
、
大
正
日
比
年

(
辺
)
「
世
界
汚
古
学
大
系
」
3
、
平
凡
社
、
昭
和
弘
年

(
お
)
末
永
雅
雄
、
森
浩
一
「
和
泉
黄
金
塚
古
墳
」
昭
和
却
年

(
剖
)
梅
原
末
治
「
川
岡
村
岡
の
古
墳
」
京
都
府
報
2
、
大
正
9
年

(
部
)
梅
原
末
治
「
八
幡
町
商
事
塚
古
墳
」
京
都
府
報
1
、
大
正
8
年

〈

m
m
)

梅
原
末
治
「
妙
見
山
古
墳
」
京
都
府
報
幻
、
昭
和
田
年

(
幻
)
梅
原
末
治
「
寺
戸
大
塚
古
墳
」
京
都
府
報
幻
、
昭
和
初
年

(
泊
)
梅
原
末
治
「
桑
飼
村
媛
子
山
古
墳
の
調
査
」
京
都
府
報
ロ
、

u、

昭
和
6

、
8
年
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(
却
〉
梅
原
末
治
「
佐
味
田
及
新
山
古
墳
研
究
」
大
正
叩
年

(
却
〉
梅
原
末
治
「
佼
球
団
及
新
山
古
墳
研
究
」
大
正
日
年

(
引
山
〉
中
村
春
寿
、
上
田
宏
範
「
桜
井
茶
臼
山
古
墳
」
昭
和
釘
年

詩
文
泊
)
梅
原
末
治
「
近
江
野
訓
郡
小
篠
原
大
岩
山
古
墳
調
査
報
告
」

考
古
学
雑
誌
四
巻
2
号
、
3
号
、
大
正
凶
年

(
叫
〉
梅
原
末
治
「
安
土
瓢
箪
山
古
墳
」
滋
賀
県
報
7
、
昭
和
四
年

(
部
〉
小
林
行
雄
「
一
二
重
県
名
賀
郡
石
山
古
墳
」
日
本
考
古
学
年
報
1
、

qo

、内。

(
部
〉
(
釘
)
後
藤
守
一
「
伊
勢
国
一
志
郡
豊
地
村
の
ニ
古
墳
」
考
古
学
雑

誌
U
巻
3
号
、
大
正
四
年

(
泊
〉
藤
井
治
左
衛
門
「
岐
阜
県
不
破
郡
育
基
村
矢
道
長
塚
古
墳
」
考
古

学
雑
誌
四
巻
6
、
7
、
9
一
号
、
昭
和
4
年

(
却
〉
後
藤
守
一
「
大
塚
古
墳
調
査
略
報
」
考
古
学
雑
誌
四
巻
9
号
、
大

正
日
年

〈
州
制
}
西
郷
藤
八
「
遠
江
国
新
貝
経
塚
古
墳
」
考
古
学
雑
誌
泊
券
9
号、

大
正
川
崎
年

(
4
〉
後
藤
守
一
、
内
藤
政
光
「
静
岡
県
磐
田
郡
松
林
山
古
墳
発
掘
調
査

報
告
」
昭
和
M
年

(
必
〉
西
郷
藤
入
「
遠
江
国
寺
谷
銚
子
塚
古
墳
調
査
報
告
」
考
古
学
雑
誌

日
巻
口
号
、
大
正
日
年

(
必
〉
「
静
岡
市
柏
之
木
山
神
古
墳
」
静
岡
県
史
第
1
巻
、
昭
和
5
年

(
制
)
内
藤
晃
、
大
塚
初
重
コ
二
池
平
古
墳
」
昭
和
尚
年

(
必
〉
「
銚
子
塚
古
墳
」
文
部
省
史
蹟
調
査
報
告
5
、
昭
和
5
年

(
必
)
「
大
丸
山
古
墳
」
山
梨
県
報
5
、
昭
和
6
年

(
川
町
)
石
野
茨
「
最
近
発
見
し
た
相
撲
中
郡
の
遺
跡
遺
物
」
考
古
学
雑
誌

日
巻
7
号
、
大
E
U
年

(
必
)
目
野
一
郎
「
真
土
、
大
塚
山
古
墳
」
平
塚
市
文
化
財
調
査
報
告
書

3
、
昭
和
お
年

(
必
)
三
国
史
学
会
「
日
吉
加
瀬
古
墳
」
昭
和
周
年

(
印
)
(
凱
)
大
塚
初
重
「
上
総
能
満
寺
古
墳
発
掘
調
査
報
告
」
考
古
学
集

刊
3
、
昭
和
斜
年

大
塚
初
重
「
前
方
後
方
墳
の
研
究
」
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所

年
報
3
、
昭
和
釘
年

〈
臼
)
柴
田
常
恵
「
上
野
武
蔵
の
古
墳
お
よ
び
先
史
遺
跡
」
東
京
人
類
学

会
雑
誌
別
巻

m号
、
明
治
部
年

(
臼
)
群
馬
県
立
博
物
館
梅
沢
震
昭
氏
の
御
教
示
を
得
た
。

(
同
)
後
藤
守
一
、
大
塚
初
震
「
常
陸
丸
山
古
墳
」
昭
和
四
年

(
回
)
昭
和
泊
年
9
月
、
明
治
大
学
考
古
学
研
究
室
が
大
塚
初
重
氏
を
主

査
と
し
て
調
査
し
た
o

a)三
木
文
雄
、
村
井
忠
雄
「
那
須
八
幡
塚
」
昭
和
四
年

日
)
小
林
行
雄
「
竪
穴
式
石
室
構
造
考
」
京
都
大
学
紀
元
二
千
六
百
年

記
念
論
文
集

(
回
)
た
と
え
ば
、
熊
本
県
玉
名
郡
菊
水
町
江
田
船
山
古
墳
出
土
の
画
像

文
鏡
な
ど

(
印
)
小
林
行
雄
氏
に
は
こ
壊
の
問
符
鏡
に
つ
い
て
の
業
績
が
あ
る
。
た

と
え
ば
「
問
符
鏡
論
再
考
」
上
代
文
化
幻
「
初
期
大
和
政
権
の
勢
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カ
図
」
史
林
羽
巻
4
号
な
ど
が
あ
る

(
印
)
内
藤
見
、
大
塚
初
重
「
三
池
平
古
墳
」
前
出

(
日
)
群
馬
県
北
山
古
墳
(
前
出
)
三
本
木
古
墳
、
柴
崎
古
墳
と
が
知
ら

れ
る

(
位
)
小
林
行
雄
「
前
期
古
墳
の
副
葬
品
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
の
二
相
」

京
都
大
学
文
学
部
五
十
周
年
記
念
論
集
所
収
、
昭
和
出
年

小
林
行
雄
「
初
期
大
和
政
権
の
勢
力
圏
」
史
林
必
巻
4
号
、
昭
和

担
年

(
昭
部
・
日
月
稿
・
幻
・
日
補
訂
)
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