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の
革
紐
に
ぶ
ら
下
げ
て
飾
る
も
の
で
、
こ
の
時
期
に
初
め
て
現
れ
、
飾
り

馬
の
形
式
が
整
う
。
こ
の
こ
ろ
に
は
金
銅
製
品
だ
け
で
な
く
鉄
製
の
同
じ

よ
う
な
形
状
の
馬
具
も
作
ら
れ
て
い
る
。
金
銅
製
品
の
生
産
が
追
い
付
か

な
い
と
い
う
状
況
も
想
像
さ
れ
る
が
、
よ
り
実
用
的
な
鉄
製
品
が
広
く
普

及
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
後
、
六
世
紀
前
半
に
鉄
棒
を
円
形
に

曲
げ
て
作
っ
た
簡
便
な
形
状
の
鏡
板
が
新
た
に
移
入
さ
れ
る
と
、
そ
の
普

及
は
更
に
広
く
行
き
渡
る
こ
と
と
な
る
（
小
野
山
節
「
古
墳
時
代
の
馬
具
」

『
日
本
馬
具
大
鑑
Ⅰ

古
代
上
』
一
九
九
二
）。

四

社
会
構
造
の
変
革

磐
井
の
乱

継
体
天
皇
二
十
一
年
（
五
二
七
）、
古
代
最
大
の
内
乱

と
い
わ
れ
る
筑
紫
君
磐
井
の
乱
が
勃
発
す
る
。
年
代
にか

つ
い
て
は
五
三
〇
年
と
み
る
考
え
も
あ
る
。
当
時
、
朝
鮮
半
島
南
部
の
加

や

み
ま

な

耶
地
域
（
日
本
で
は
任
那
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
）
を
め
ぐ
っ
て
、
新
羅
と
倭

は
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
新
羅
に
滅
ぼ
さ
れ

と
く

こ

と
ん

た
南
加
羅
（
加
耶
）・
�
己
呑
を
復
興
さ
せ
る
た
め
に
近
江
毛
野
臣
が
六

万
の
兵
を
率
い
て
出
兵
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
新
羅
の
要
請
を
受
け
た
磐

井
は
こ
れ
を
阻
止
し
、
筑
（
筑
前
・
筑
後
）
・
火
（
肥
前
・
肥
後
）
・
豊
（
豊

前
・
豊
後
）
の
勢
力
と
と
も
に
一
年
以
上
の
間
、
戦
闘
を
行
っ
た
。
結
果
、

も
の
の
べ
の
あ
ら

か

ひ

く
ず

こ

か
す
や
の
み
や

磐
井
は
物
部
麁
鹿
火
大
連
と
戦
っ
て
敗
死
し
、
そ
の
子
�
子
は
糟
屋
屯

け倉
を
献
上
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
赦
さ
れ
、
ヤ
マ
ト
政
権
に
下
っ
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

図２―９１ 帯金具・馬具・甲冑の変遷
６～８・１２～１５鏡板、９・１０・１７鐙、１１・１２・１８・１９鞍金具、２２～２５・２７・２９・３１衝角付冑、

２６・２８・３０眉庇付冑、３２～３６各種皮綴短甲、３８・３９・４１・４２各種鉄留短甲、４０桂甲
（高橋克寿「５世紀の技術革新」『王者の武装―５世紀の金工技術―』１９９７より、一部改変）
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反
乱
理
由
の
具
体
的
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
北
部
九
州
は
朝
鮮
半
島

へ
の
最
前
線
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
兵
員
や
物
資
の
負
担
と
い
っ
た
要

求
が
他
地
域
以
上
に
求
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
負
担
に
抗
し
た
の

で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
磐
井
を
国
際
情
勢
に
通
じ
た
開
明
的
な
地

方
首
長
と
し
て
高
く
評
価
す
る
見
解
も
あ
る
（
田
村
圓
澄
「
磐
井
の
乱
の

歴
史
的
意
味
」『
九
州
歴
史
資
料
館
研
究
論
集
』
一
〇
、
一
九
八
四
）。

あ
ん
か
ん

こ
の
乱
の
勝
利
を
機
に
、
安
閑
二
年
（
五
三
五
）
に
は
筑
前
の
嘉
穂
地

方
や
豊
前
国
内
に
ヤ
マ
ト
王
権
の
直
轄
地
の
屯
倉
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の

な
の
つ
の
み
や

け

後
、
宣
化
元
年
（
五
三
六
）
に
は
大
宰
府
の
前
身
と
さ
れ
る
那
津
宮
家
が

現
在
の
福
岡
市
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
の
乱
を

平
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヤ
マ
ト
政
権
は
北
部
九
州
を
完
全
に
制
圧
し
、

対
外
交
渉
を
一
元
的
に
掌
握
し
た
（
亀
井
輝
一
郎
「
磐
井
の
乱
の
前
後
」

『
新
版
古
代
の
日
本

③
九
州
・
沖
縄
』
一
九
九
一
）。
�
子
が
差
し
出
ししし

た
糟
屋
屯
倉
は
福
岡
市
東
部
付
近
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
近
年
古
賀
市
鹿

ぶ

た

ぶ
ち

部
田
渕
遺
跡
で
掘
立
柱
建
物
跡
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
話
題
と
な
っ
た
が
、

断
定
す
る
に
は
ま
だ
資
料
不
足
の
感
が
否
め
な
い
（
古
賀
市
教
委
「
鹿
部

田
渕
遺
跡
―
第
二
・
六
・
七
次
確
認
調
査
」『
古
賀
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』

第
三
三
集
、
二
〇
〇
三
）。
し
か
し
、
新
羅
と
通
じ
、
海
路
を
遮
断
し
て
高

句
麗
等
か
ら
の
毎
年
の
朝
貢
船
を
奪
う
な
ど
ヤ
マ
ト
政
権
に
敵
対
す
る
行

動
を
行
っ
た
磐
井
に
と
っ
て
、
糟
屋
屯
倉
は
海
運
の
拠
点
で
あ
っ
た
の
は

間
違
い
な
か
ろ
う
。

な
お
、
古
墳
文
化
に
お
い
て
筑
後
な
ど
の
影
響
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い

京
築
地
域
で
あ
る
が
、
八
世
紀
に
作
ら
れ
た
『
筑
後
風
土
記
』
に
は
磐
井

の
最
後
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

お

ほ

ど

古
老
の
伝
え
て
云
う
、「
雄
大
迹
天
皇
の
世
に
当
り
、
筑
紫
君
磐
井
、
豪
強
暴
虐
に
し

ふ

あ
ら
か
じ

お

こ

て
皇
風
に
偃
さ
ず
。
生
平
の
時

預
め
こ
の
墓
を
造
る
。
俄
に
官
軍
動
発
り
襲
わ
ん
と

す
る
間
、
勢
の
勝
つ
ま
し
じ
き
を
知
り
、
独
り
自
ら
豊
前
国
上
膳
県
に
遁
れ
、
南
山

あ
と

つ

の
峻
嶺
の
曲
に
終
る
。
こ
こ
に
官
軍
、
追
尋
す
る
に
蹤
を
失
う
。
士
の
怒
り
泄
き
ず
。

石
人
の
手
を
撃
ち
折
り
、
石
馬
の
頭
を
打
ち
堕
す
。
古
老
伝
え
て
云
う
、
上
妻
県
に

多
く
篤
疾
あ
る
は
蓋
し
こ
れ
に
由
る
か
」
と
い
う
。

く

ぼ

て

と
い
う
も
の
で
、
磐
井
は
今
の
豊
前
市
犬
ケ
岳
・
求
菩
提
山
付
近
に
逃
れ

た
と
さ
れ
て
い
る
。

磐
井
の
乱
以
前
の
北
部

九
州
と
ヤ
マ
ト
政
権

磐
井
と
彼
の
下
に
結
集
し
た
北
部
九
州
の
勢

力
は
そ
の
は
じ
め
か
ら
ヤ
マ
ト
政
権
に
敵
対

し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
磐
井
が
毛
野
臣
に
対
し
て
「
今
こ
そ
使
者

と
も
だ
ち

す

す

お
な
じ

け

も
の

た
れ
、
昔
は
吾
が
伴
と
し
て
、
肩
摩
り
肘
触
り
つ
つ
、
共
器
に
し
て
同

く
ら食

ひ
き
」
と
言
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
の
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土

鉄
剣
銘
文
の
乎
獲
居
臣
や
熊
本
県
江
田
船
山
古
墳
出
土
太
刀
銘
文
の
无
利

弖
の
よ
う
に
磐
井
も
ま
た
か
つ
て
は
王
宮
に
出
仕
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ

せ
る
。
ま
た
、
考
古
学
的
に
も
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
前
半
に
か
け

て
、
肥
後
の
熊
本
県
菊
池
川
流
域
・
宇
土
半
島
・
氷
川
流
域
な
ど
で
作
ら

れ
た
阿
蘇
ピ
ン
ク
石
製
の
刳
抜
式
石
棺
が
、
岡
山
県
・
奈
良
県
や
大
阪
府

下
の
有
力
古
墳
の
陪
塚
な
ど
で
二
三
例
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
両
者

間
に
相
当
に
密
接
な
関
係
が
存
在
し
た
証
で
あ
る
（
高
木
恭
二
・
渡
辺
一
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徳
「
二
上
山
ピ
ン
ク
石
製
石
棺
へ
の
疑
問
―
九
州
系
舟
形
石
棺
か
ら
畿
内
系

家
形
石
棺
へ
の
推
移
―
」『
九
州
上
代
文
化
論
集
』
一
九
九
〇
／
蔵
富
士
寛

「
環
有
明
・
八
代
海
地
域
の
古
墳
動
態
か
ら
見
た
政
治
変
動
」『
継
体
大
王
と

六
世
紀
の
九
州
―
磐
井
の
乱
前
後
の
列
島
情
勢
に
関
連
し
て
―
』
二
〇
〇

〇
）。
か
つ
、
こ
れ
ら
の
石
棺
は
広
川
町
石
人
山
古
墳
な
ど
筑
後
地
域
の

有
力
古
墳
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

今
一
つ
、
当
時
の
北
部
九
州
が
置
か
れ
た
位
置
を
示
す
考
古
資
料
に
甲

冑
が
あ
る
。
簡
素
な
刀
剣
や
馬
具
な
ど
と
異
な
っ
て
、
甲
冑
は
出
土
数
が

は
る
か
に
少
な
い
こ
と
か
ら
も
、
よ
り
上
位
の
階
層
の
人
々
が
所
有
す
る

武
具
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
体
を
守
る
よ
ろ
い
に
は
大
き
く
短
甲
と

挂
甲
が
あ
り
、
短
甲
は
更
に
年
代
と
と
も
に
地
板
の
形
状
や
つ
な
ぎ
合
わ

よ
こ
は
ぎ
い
た

せ
方
が
変
化
す
る
（
図
２
―
９１
）。
横
矧
板
鋲
留
短
甲
と
い
う
形
式
は
横

長
の
鉄
板
を
鋲
で
綴
じ
合
わ
せ
る
形
式
で
、
五
世
紀
後
半
に
普
及
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
形
式
の
短
甲
は
畿
内
に
分
布
の
中
心
を
も
っ
て

い
た
が
、
こ
の
短
甲
の
分
布
は
九
州
に
中
心
を
も
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
現
象
は
九
州
が
畿
内
に
対
し
て
軍
事
的
優
位
に

立
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
活
発
化
し
た
半
島
進
出
に
際
し
て
、
兵

員
を
主
と
し
て
九
州
で
調
達
し
た
こ
と
を
示
す
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ

る
。ま

た
、
甲
冑
を
出
土
す
る
古
墳
を
形
態
別
に
み
た
場
合
に
は
、
四
世
紀

代
は
前
方
後
円
墳
が
多
く
、
五
世
紀
以
降
に
は
中
小
の
円
（
方
）
墳
な
ど

の
比
率
が
高
く
な
る
。
こ
れ
ら
の
古
墳
は
地
域
の
大
首
長
で
は
あ
り
え
な

い
が
、
前
線
に
立
っ
た
武
将
ク
ラ
ス
の
墳
墓
と
考
え
て
よ
い
。
甲
冑
も
ま

た
各
地
域
で
独
自
に
製
作
し
え
た
も
の
で
は
な
く
、
ヤ
マ
ト
政
権
下
で
製

作
・
配
付
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
甲
冑
を
副
葬
し
た
中
小
古

墳
を
造
営
し
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
あ
る
意
味
で
中
央
政
権
と
直
接
結
び

つ
き
、
飛
躍
す
る
契
機
と
も
な
っ
た
。
こ
れ
も
五
世
紀
後
半
以
降
に
新
興

勢
力
が
勃
興
す
る
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
（
川
西
宏
幸
「
中
期

畿
内
政
権
論
」『
古
墳
時
代
政
治
史
序
説
』
一
九
八
八
）。

屯
倉
制
・
国
造

制
・
部
民
制

み

や
け

た

べ

く
わ
の

屯
倉
と
は
、
一
般
的
に
田
地
、
耕
作
者
（
田
部
・

钁

よ
ぼ
ろ
丁
）、
経
営
・
管
理
の
た
め
の
施
設
、
そ
し
て
収
穫

物
を
収
納
す
る
倉
庫
か
ら
な
る
王
権
の
直
轄
地
を
い
い
、
従
来
は
文
字
ど

お
り
穀
物
な
ど
の
生
産
物
を
重
視
し
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
そ
れ

に
加
え
て
、
生
産
物
も
含
め
た
政
治
的
・
軍
事
的
拠
点
と
い
う
よ
り
包
括

的
な
視
点
が
提
出
さ
れ
て
い
る
（
舘
野
和
己
「
大
和
王
権
の
列
島
支
配
」

『
日
本
史
講
座
』
第
一
巻

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
家
の
形
成
、
二
〇
〇

四
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
地
方
の
土
地
と
関
係
す
る
人
々
を
ヤ

マ
ト
政
権
が
直
接
統
治
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
四
・
五
世
紀
に
畿
内
に
お

み

た

か
れ
た
王
権
の
直
轄
地
「
屯
田
」
を
モ
デ
ル
と
し
、
そ
れ
を
全
国
的
に
拡

大
し
た
制
度
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
時
期
は
、『
日
本
書
紀
』
安
閑
二

年
（
五
三
五
）
に
北
部
九
州
の
筑
・
豊
・
火
か
ら
関
東
地
方
に
い
た
る
広

範
な
地
域
に
二
六
の
屯
倉
が
設
置
さ
れ
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
六

世
紀
前
半
の
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
前
後
し
て
国
造
制
と
呼
ば
れ
る
、
地
方
首
長
を
体
制
内
に
取
り
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込
む
制
度
が
成
立
す
る
。
か
つ
て
卑
弥
呼
が
魏
王
朝
の
冊
封
を
受
け
て
倭

王
と
し
て
の
地
位
の
安
泰
を
図
っ
た
よ
う
に
、
国
造
制
は
倭
王
が
地
方
首

長
を
国
造
に
任
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
地
域
の
支
配
権
を
認
め
る
制
度

で
、
国
造
は
物
資
や
労
働
力
な
ど
王
権
へ
の
各
種
の
奉
仕
を
恒
常
的
に
求

め
ら
れ
た
。
古
墳
時
代
前
期
に
お
い
て
、
銅
鏡
や
各
種
の
威
信
財
・
鉄
製

品
を
下
賜
・
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
関
係
が
、
国
造
と

い
う
官
職
と
い
っ
て
よ
い
名
称
を
も
っ
て
替
え
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
ヤ

マ
ト
政
権
内
部
に
も
は
や
畿
内
部
族
連
合
の
長
と
い
っ
た
名
目
的
な
も
の

で
は
な
く
、
強
力
な
大
王
権
が
確
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
先
の
磐
井
の
乱
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
で
「
筑
紫
国
造

磐
井
」
と
記
さ
れ
る
も
の
の
、『
古
事
記
』
や
『
筑
後
風
土
記
』
逸
文
に

「
竺
紫
君
石
井
・
筑
紫
君
磐
井
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
糟
屋
屯

倉
を
献
上
し
た
そ
の
子
�
子
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
「
国
造
」
に
任
じ
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
な
国
造
の
初
現
で
あ
る
（
舘
野
和

己
前
掲
書
）。

屯
倉
制
が
土
地
を
、
国
造
制
が
地
方
首
長
を
対
象
と
し
た
統
治
方
式
で

べ

み
ん

あ
る
の
に
対
し
て
、
一
般
民
衆
を
掌
握
す
る
制
度
は
部
民
制
と
呼
ば
れ

に
し
き
お
り

べ

か
ぬ

ち

べ

す
え
つ
く
り

べ

る
。
部
は
そ
の
名
称
か
ら
、
①
錦
織
部
・
鍛
冶
部
・
陶
作
部
な
ど
の

お
さ
か

べ

お

は
つ

せ

べ

し
ら

職
務
内
容
を
名
称
と
し
た
も
の
、
②
刑
部
（
押
坂
部
）・
小
長
谷
部
・
白

か

べ

こ

し
ろ

髪
部
な
ど
の
よ
う
に
大
王
・
王
妃
・
王
族
の
宮
号
を
も
つ
も
の
（
子
代
・

な

し
ろ

名
代
）、
③
大
伴
部
・
物
部
・
曽
我
部
な
ど
の
氏
族
名
を
も
つ
も
の
の
三

し
な
じ
な
の
と
も

つ
に
分
け
ら
れ
る
。
以
前
は
①
が
品

部
と
呼
ぶ
朝
廷
に
属
す
る
職
業

か
き

べ

部
、
②
が
皇
族
私
有
民
、
③
が
豪
族
私
有
民
で
あ
る
部
曲
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
③
の
大
伴
部
な
ど
も
大
伴
氏
な
ど
の
豪
族
が

王
権
に
奉
仕
す
る
限
り
に
お
い
て
そ
の
所
有
を
認
め
ら
れ
る
性
格
の
も
の

で
、
部
民
と
は
す
べ
て
が
王
権
へ
の
帰
属
を
前
提
と
し
た
人
間
集
団
、

「
王
民
」
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
人
間
集
団
を

首
長
へ
の
隷
属
と
い
う
面
か
ら
み
る
場
合
に
部
曲
と
呼
び
、
王
権
へ
の
帰

属
と
い
う
面
か
ら
み
る
場
合
に
部
あ
る
い
は
品
部
と
呼
ん
だ
と
い
う
も
の

で
あ
る
（
狩
野
久
「
部
民
制
―
名
代
・
子
代
を
中
心
と
し
て
―
」『
講
座
日
本

史
』
一

古
代
国
家
、
一
九
七
〇
）。
こ
れ
以
前
の
ヤ
マ
ト
政
権
は
、
首
長

を
介
し
て
間
接
的
な
人
民
支
配
を
行
う
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
は

地
方
統
治
に
限
界
が
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
地
方
の
人
民
に
対
す
る
直
接

的
な
支
配
権
が
よ
う
や
く
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

べ部
の
起
源
は
五
世
紀
後
半
の
雄
略
朝
に
、
渡
来
系
技
術
者
ら
に
よ
っ
て

に
し
き
お
り

す
え
つ
く
り

と
も

編
成
さ
れ
た
錦
織
・
陶
部
な
ど
の
伴
の
組
織
に
あ
る
と
さ
れ
、
先
の
①

は
そ
れ
を
継
承
す
る
も
の
、
②
・
③
は
そ
の
編
成
を
全
国
的
に
拡
大
し
た

と
の
も
り

も
ひ
と
り

か
に
も
り

か
ど
も
り

も
の
と
い
わ
れ
る
。
伴
と
は
本
来
、
殿
守
・
水
取
・
掃
守
・
門
守
な
ど

と
い
っ
た
宮
廷
の
各
種
の
職
務
を
畿
内
及
び
周
辺
の
中
小
首
長
に
対
し
て

世
襲
的
に
分
掌
・
組
織
化
し
た
も
の
で
、
本
質
的
に
は
王
権
に
隷
属
し
た

諸
集
団
に
諸
役
の
奉
仕
を
義
務
づ
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
―
隷
属

関
係
の
維
持
・
確
認
を
図
る
と
い
う
統
治
方
式
で
あ
っ
た
。
五
世
紀
ご
ろ

ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
制
度
で
、
こ
れ
は
先
に
紹
介
し
た
埼

玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
な
ど
の
「
杖
刀
人
・
典
曹
人
」
と
い
う
言
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0 20m

べ

と
も

葉
に
よ
っ
て
一
部
が
確
認
さ
れ
た
。
部
は
伴
と
本
質
的
に
何
ら
変
わ
ら

ず
、
名
称
が
変
更
さ
れ
て
広
域
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
王

権
に
よ
る
人
民
支
配
の
拡
大
で
あ
る
（
鎌
田
元
一
「
王
権
と
部
民
制
」『
講

座
日
本
歴
史
』
一

原
始
・
古
代
一
、
一
九
八
四
）。

こ
の
よ
う
に
、
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
土
地
・
地

方
首
長
・
一
般
民
衆
を
直
接
統
治
す
る
制
度
が
拡
充
さ
れ
た
こ
と
が
古
墳

文
化
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

群

集

墳

五
世
紀
後
半
ご
ろ
以
降
、
六
世
紀
代
を
盛
期
と
し
て
小

規
模
な
古
墳
が
狭
い
範
囲
に
寄
り
添
う
よ
う
に
ひ
し
めにい

く
状
態
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
畿
内
に
お
い
て
は
、
奈
良
県
新

ざ
わ
せ
ん
づ
か

こ

せ

や
ま

沢
千
塚
古
墳
群
（
約
三
七
〇
基
）・
巨
勢
山
古
墳
群
（
約
四
〇
〇
基
）
や
大

阪
府
平
尾
山
千
塚
古
墳
群
（
約
三
〇
〇
基
）
な
ど
の
大
規
模
な
例
が
み
ら

れ
、
こ
の
よ
う
な
古
墳
群
を
特
に
群
集
墳
と
呼
び
、
古
墳
時
代
の
一
つ
の

画
期
を
示
す
現
象
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
古
墳
は
首
長

墓
で
あ
り
、
小
古
墳
と
は
い
え
特
定
の
階
層
に
限
っ
て
築
造
し
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
に
は
古
墳
を
築
造
で
き
る
階
層
が
大
き
く
拡
大

し
、
も
は
や
首
長
だ
け
の
墓
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に

つ
い
て
、
生
産
力
の
増
大
に
伴
う
家
父
長
制
家
族
の
広
範
な
成
立
に
契
機

を
求
め
る
説
（
近
藤
義
郎
『
佐
良
山
古
墳
群
の
研
究
』
一
九
五
二
）、
あ
る

い
は
ヤ
マ
ト
政
権
が
個
別
人
身
支
配
の
た
め
に
身
分
制
度
を
導
入
し
た
結

果
、
古
墳
の
築
造
が
広
範
な
階
層
に
認
め
ら
れ
た
と
解
釈
す
る
説
（
西
嶋

定
生
「
古
墳
と
大
和
政
権
」『
岡
山
史
学
』
一
〇
、
一
九
六
一
）
な
ど
が
出
さ

図２―９２ 群集墳の一例（奈良県寺口忍海古墳群の一部）
（和田清吾「群集墳と終末期古墳」『新版古代の日本』５ 近畿Ⅰ、１９９２より）
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れ
て
い
る
。
先
の
屯
倉
制
・
国
造
制
・
部
民
制
な
ど
の
全
国
的
な
施
行
が

爆
発
的
な
小
古
墳
の
築
造
と
い
う
社
会
現
象
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

白
石
太
一
郎
は
群
集
墳
の
変
遷
に
二
つ
の
画
期
を
認
め
て
い
る
。
多
く

の
群
集
墳
が
新
た
な
造
墓
を
止
め
た
七
世
紀
第
１
四
半
期
は
、
支
配
者
層

が
前
方
後
円
墳
と
い
う
墳
形
を
捨
て
て
方
墳
へ
移
行
す
る
時
期
に
重
な
る

こ
と
か
ら
、
推
古
朝
に
蘇
我
氏
が
主
導
し
た
体
制
変
革
に
よ
っ
て
、
同
族

関
係
に
も
と
づ
く
ヤ
マ
ト
王
権
を
構
成
す
る
諸
首
長
の
古
い
支
配
秩
序
が

崩
壊
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
た
。
七
世
紀
第
３
四
半
期
に
群
集
墳
は
ほ

ぼ
完
全
に
消
え
去
る
。
天
智
朝
の
こ
ろ
で
、
庚
午
年
籍
の
作
成
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
国
家
に
よ
る
民
衆
の
個
別
支
配
が
一
層
進
行
し
た
た
め
と
す

る
。
地
域
に
よ
っ
て
時
期
差
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
こ
ろ
を
も
っ

て
実
質
的
に
古
墳
文
化
は
終
焉
を
迎
え
る
（「
畿
内
に
お
け
る
古
墳
の
終

末
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
集
、
一
九
八
二
）。

横

穴

墓

北
部
九
州
で
は
大
規
模
な
群
集
墳
と
い
っ
た
も
の
は
多

く
は
な
い
。
し
か
し
、
数
十
基
、
数
百
基
単
位
で
集
中

す
る
異
な
る
形
態
の
墳
墓
が
あ
る
。
そ
れ
が
横
穴
墓
で
あ
る
。
斜
面
や
崖

面
に
二
㍍
四
方
程
度
の
墓
室
と
短
い
羨
道
部
を
刳
り
抜
い
て
造
っ
た
も
の

で
、
墓
室
（
玄
室
）
天
井
部
を
屋
根
を
模
し
た
形
状
に
加
工
す
る
こ
と
も

あ
る
。
し
た
が
っ
て
掘
削
の
容
易
な
岩
盤
な
ど
、
地
質
を
選
択
し
て
造
ら

れ
る
。
地
質
の
せ
い
だ
け
で
は
な
い
が
、
盛
行
す
る
地
域
と
全
く
見
ら
れ

な
い
地
域
が
存
在
す
る
点
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
全
国
的
に
は
出
雲
地

方
や
関
東
・
東
北
地
方
の
太
平
洋
側
に
多
く
分
布
す
る
傾
向
が
あ
り
、
九

図２―９３ 竹並遺跡Ｈ地区横穴墓配置図
（行橋市教委「竹並遺跡」１９７７より）
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州
で
は
大
分
県
や
熊
本
県
北
部
に
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
宮
崎
県
下
で

は
竪
穴
を
入
口
と
す
る
長
靴
形
の
地
下
式
横
穴
墓
と
い
う
特
殊
な
形
態
が

造
ら
れ
た
。

福
岡
県
内
で
は
京
都
郡
や
山
国
川
流
域
（
大
分
県
側
も
含
む
）、
遠
賀

川
・
矢
部
川
流
域
に
多
く
分
布
す
る
が
、
福
岡
市
周
辺
で
は
確
認
さ
れ
て

い
な
い
か
若
し
く
は
非
常
に
少
な
い
。

横
穴
墓
は
往
々
に
し
て
数
十
基
が
並
ぶ
が
、
そ
の
中
に
墓
室
上
に
盛
土

を
築
い
た
り
、
入
口
だ
け
に
石
組
み
を
行
う
な
ど
し
て
一
見
石
材
を
用
い

て
造
っ
た
古
墳
に
見
え
る
よ
う
に
造
作
す
る
も
の
が
あ
る
。
一
基
の
占
め

る
面
積
や
築
造
に
投
入
さ
れ
る
労
働
力
を
考
え
て
も
古
墳
と
横
穴
の
差
異

は
明
瞭
で
あ
る
が
、
外
見
上
だ
け
を
古
墳
に
見
せ
か
け
る
よ
う
な
行
為

は
、
両
者
の
間
に
厳
然
と
し
た
越
え
が
た
い
一
線
が
存
在
し
た
こ
と
を
思

か
な

い

づ
か

わ
せ
る
。
た
と
え
ば
、
太
平
村
金
居
塚
遺
跡
で
は
一
二
基
の
横
穴
墓
と
そ

の
上
段
に
位
置
す
る
五
基
の
小
規
模
な
古
墳
を
発
掘
調
査
し
た
が
、
盗
掘

が
著
し
い
直
径
二
〇
㍍
に
満
た
な
い
二
号
墳
か
ら
金
銅
製
馬
具
の
一
部
を

出
土
し
た
。
一
方
、
盗
掘
を
受
け
て
い
な
い
横
穴
墓
で
は
副
葬
品
と
し
て

鉄
鏃
は
す
べ
て
か
ら
出
土
す
る
も
の
の
、
馬
具
の
鐙
・
鞍
に
用
い
る
鉄
製

品
・
太
刀
を
有
す
る
も
の
一
基
、
太
刀
・
弓
金
具
を
有
す
る
も
の
一
基
、

弓
金
具
の
み
を
有
す
る
も
の
一
基
、
太
刀
を
も
つ
も
の
一
基
な
ど
の
構
成

と
な
り
、
明
ら
か
に
階
層
性
を
見
て
取
れ
る
（
図
２
―
１１９
、
福
岡
県
教
委

「
金
居
塚
遺
跡
Ⅰ
」『
一
般
国
道
一
〇
号
豊
前
バ
イ
パ
ス
関
係
埋
蔵
文
化
財
調

査
報
告
』
四
、
一
九
九
六
）。

た
け
な
み

う
え

の

は
る

な
お
、
現
在
ま
で
の
知
見
で
は
行
橋
市
竹
並
横
穴
や
大
分
県
上
ノ
原
横

穴
な
ど
で
調
査
さ
れ
た
五
世
紀
後
半
に
造
ら
れ
た
横
穴
が
列
島
最
古
の
横

穴
墓
と
さ
れ
て
い
る
。
初
期
の
横
穴
系
主
体
部
が
玄
界
灘
・
有
明
海
沿
岸

地
域
に
導
入
さ
れ
、
盛
行
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
横
穴
も
彼
の
地
で
あ

る
い
は
そ
の
影
響
を
受
け
た
周
辺
部
で
発
生
し
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う

が
、
竹
並
遺
跡
な
ど
よ
り
も
古
い
横
穴
墓
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

前
方
後
円
墳

の

終

焉

ヤ
マ
ト
政
権
の
中
枢
で
あ
っ
た
奈
良
県
・
大
阪
府
下
で

最
も
新
し
く
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
前
方
後
円

み

せ

墳
の
一
つ
が
奈
良
県
見
瀬
丸
山
古
墳
で
あ
る
。
全
長
三
一
六
㍍
を
測
る
県

下
最
大
の
、
そ
し
て
全
国
的
に
も
第
六
位
の
規
模
を
有
す
る
巨
大
古
墳

で
、
後
円
部
付
近
が
宮
内
庁
に
よ
っ
て
陵
墓
参
考
地
と
し
て
保
護
・
管
理

さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）
に
偶
然
撮
影
さ
れ
た
石
室
の

写
真
が
発
表
さ
れ
、
つ
い
で
宮
内
庁
に
よ
る
石
室
実
測
図
等
が
公
表
さ
れ

た
。
内
部
に
家
形
石
棺
二
基
を
納
め
た
、
全
長
二
八
㍍
余
の
国
内
最
大
の

横
穴
式
石
室
を
有
す
る
古
墳
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
検
討
か
ら
五
七
一
年
に

き
ん
め
い

没
し
た
欽
明
天
皇
の
陵
墓
と
い
う
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
古
墳
は
大
王
墓
と
し
て
最
後
の
前
方
後
円
墳
と
さ
れ
、
以
後
の
大
王

墓
は
方
墳
と
な
る
。
欽
明
天
皇
は
蘇
我
氏
か
ら
二
人
の
夫
人
を
迎
え
、
そ

よ
う
め
い

す

し
ゅ
ん

の
間
に
生
ま
れ
た
用
明
・
崇
峻
・
推
古
が
天
皇
に
即
位
す
る
な
ど
、
こ

の
こ
ろ
は
蘇
我
氏
が
権
力
の
絶
頂
に
あ
っ
た
。
群
集
墳
の
変
容
の
中
で
蘇

我
氏
の
影
響
力
が
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
大
王
墓
の
変
化
に
も
蘇
我
氏
が

強
く
関
与
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
（
白
石
太
一
郎
、
前
掲
書
）。
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蘇
我
氏
が
仏
教
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
蘇
我
氏
が

建
て
た
我
が
国
最
初
の
本
格
的
な
寺
院
で
あ
る
奈
良
県
飛
鳥
寺
の
発
掘
調

査
で
は
、
古
代
寺
院
の
最
重
要
建
造
物
で
あ
る
塔
の
基
礎
か
ら
勾
玉
を
は

じ
め
と
す
る
各
種
玉
類
や
馬
具
・
挂
甲
と
い
っ
た
、
古
墳
か
ら
出
土
す
る

遺
物
と
同
様
の
も
の
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
旧

来
の
古
墳
に
代
え
て
、
寺
院
を
権
威
や
富
を
表
す
新
し
い
時
代
の
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
し
て
七
世
紀
代
に
は
か

つ
て
前
方
後
円
墳
の
築
造
に
注
い
だ
と
同
じ
よ
う
な
労
力
と
情
熱
が
、
列

島
の
広
範
な
地
域
で
寺
院
建
立
に
注
が
れ
た
。
も
は
や
古
墳
は
過
去
の
遺

制
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
六
〇
〇
年
に
最
初
に
派
遣
さ
れ
た
遣
隋
使
に
よ

る
大
陸
の
情
報
や
、
そ
の
前
後
に
な
さ
れ
た
聖
徳
太
子
に
よ
る
改
革
な
ど

も
古
墳
を
放
棄
す
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
大
化
改
新
（
六
四
五
年
）、
壬
申
の
乱
（
六
七
二
年
）
を
経
て

ヤ
マ
ト
政
権
は
全
く
新
し
い
国
家
を
創
り
あ
げ
た
。
律
令
国
家
「
日
本
」

で
あ
る
。
古
墳
の
築
造
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
古
い
秩
序
は
完
全
に
駆
逐
さ

れ
た
。
た
だ
、
大
王
（
天
皇
）
と
そ
の
周
辺
は
七
世
紀
後
半
に
八
角
形
墳

を
独
自
に
築
造
し
て
有
力
豪
族
と
の
差
別
化
を
図
り
、
な
お
八
世
紀
前
後

に
い
た
る
ま
で
古
墳
を
築
造
し
た
。
奈
良
県
高
松
塚
古
墳
や
キ
ト
ラ
古
墳

で
あ
る
。

一
般
的
な
古
墳
築
造
が
ほ
ぼ
終
焉
し
た
七
世
紀
中
ご
ろ
以
降
に
成
立
し

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
石
室
構
造
が
、
横
口
式
石
槨
と
呼
ば
れ
る
個
人
を

葬
る
た
め
の
施
設
で
あ
る
。
精
巧
に
加
工
さ
れ
た
石
材
を
組
み
合
わ
せ
た

図２―９４ 奈良県見瀬丸山古墳（左）段ノ塚古墳（舒明天皇陵）
（白石太一郎『古墳とヤマト政権』１９９９より）
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も
の
で
、
単
体
で
埋
設
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
石
で
構
築
さ
れ
た
入
口

部
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
。
大
和
や
河
内
に
集
中
す
る
が
、
九
州
で
は
唯

一
、
大
分
県
古
宮
古
墳
で
発
見
さ
れ
て
い
る
（
図
２
―
１２０
・
４
）。

第
二
節

生
活
と
生
産

一

集
落
と
建
物
跡

集

落

跡

弥
生
時
代
に
は
地
形
に
沿
っ
て
不
整
形
の
、
あ
る
い
は

円
形
に
近
い
形
状
の
溝
で
画
し
た
環
濠
集
落
が
各
地
で

発
見
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
の
中
核
的
な
集
落
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
古

墳
時
代
に
も
方
形
を
基
本
と
す
る
区
画
溝
に
囲
ま
れ
た
豪
族
（
首
長
）
居

館
と
呼
ば
れ
る
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
内
部
は
首
長
一

族
の
た
め
の
あ
る
意
味
で
私
的
な
空
間
で
あ
っ
た
。
首
長
居
館
以
外
の
一

般
集
落
は
弥
生
時
代
の
よ
う
な
人
工
的
な
区
画
施
設
を
も
た
ず
、
し
た

が
っ
て
そ
の
広
が
り
は
地
形
を
も
と
に
推
測
す
る
し
か
な
い
こ
と
が
普
通

で
あ
る
。
弥
生
環
濠
集
落
が
自
ら
の
集
団
を
他
者
と
区
別
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
か
つ
防
御
的
な
性
格
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
古
墳

時
代
集
落
は
開
放
的
で
、
戦
の
な
い
時
代
を
反
映
す
る
も
の
と
い
え
る
。

当
時
の
集
落
跡
は
比
較
的
標
高
の
高
い
、
現
在
の
水
田
下
で
発
見
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
弥
生
時
代
の
集
落
と
重
複
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
こ
と

だ
が
、
行
橋
市
下
稗
田
遺
跡
の
よ
う
に
丘
陵
上
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
比

較
的
ま
れ
な
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
平
和
な
時
代
が
訪
れ
た
た
め
に
耕

作
に
不
便
な
丘
陵
か
ら
降
り
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も

に
、
丘
陵
が
、
弥
生
時
代
墳
墓
に
比
べ
て
遥
か
に
広
い
面
積
を
要
す
る
古

墳
の
適
地
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
も
一
因
が
あ
ろ
う
。

集
落
は
一
般
的
に
竪
穴
住
居
と
掘
立
柱
建
物
で
構
成
さ
れ
、
後
者
に
は

住
居
と
倉
庫
が
あ
っ
て
柱
穴
配
置
で
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
、
生
活
に
欠
か

せ
な
い
水
は
湧
水
や
河
川
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
井

戸
を
掘
削
す
る
こ
と
も
あ
る
。

豪
族
居
館

溝
又
は
柵
列
に
よ
っ
て
方
形
に
区
画
さ
れ
た
古
墳
時
代

の
集
落
遺
跡
を
豪
族
居
館
と
呼
ん
で
い
る
。
文
字
ど
お
り
、
前
方
後
円
墳

な
ど
に
埋
葬
さ
れ
る
首
長
が
占
有
す
る
空
間
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
、
古

墳
時
代
前
期
か
ら
存
在
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
起
源
は
弥
生
時
代
に
遡
る
。

お

ざ
こ
つ
じ
ば
る

古
墳
時
代
前
期
の
代
表
例
の
大
分
県
小
迫
辻
原
遺
跡
は
台
地
上
に
あ
っ

て
、
弥
生
時
代
か
ら
古
代
に
い
た
る
複
数
の
環
濠
と
と
も
に
、
古
墳
時
代

前
期
に
同
時
に
存
在
し
た
と
さ
れ
る
二
基
の
方
形
環
濠
が
調
査
さ
れ
た
。

東
側
の
環
濠
は
幅
三
〜
四
㍍
、
深
さ
一
㍍
余
の
溝
を
巡
ら
せ
、
溝
を
含
め

た
一
辺
長
は
約
五
〇
㍍
の
規
模
を
も
ち
、
内
部
に
掘
立
柱
建
物
の
住
居
跡

が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
西
側
環
濠
は

一
辺
長
四
〇
㍍
ほ
ど
の
規
模
で
、
こ
こ
で
は
環
濠
の
内
側
に
目
隠
し
と
な

る
柵
列
が
巡
ら
さ
れ
て
い
た
（
大
分
県
教
委
「
小
迫
辻
原
遺
跡
」『
九
州
横

断
自
動
車
道
建
設
に
伴
う
発
掘
調
査
概
報
』
Ⅴ
、
一
九
八
八
）。

五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
は
じ
め
の
群
馬
県
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
は
そ
の
一
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