
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

福岡縣成屋形の古墳について

山本, 博

山本, 嘉藏

https://doi.org/10.15017/2344462

出版情報：史淵. 2, pp.77-89, 1930-12-28. 九州帝国大学法文学部
バージョン：
権利関係：



愛形鏡 紋

一
・
》
歩
叱
。
》
ｅ
”
》
趣
牢
》
津
目
Ｐ
”
、
津
澤
・
《
四
口
ｄ
“
口
弔

弓
弓
言
４
コ
一
；
，
『
ゴ
ー
ュ
ー
ゴ
ゴ

。

ｒ
・
日
日
Ｊ

&手
Ｆ
１
じ
・
ト
ー
Ｉ
ｉ
Ｐ

（
山
本
博
、
山
本
嘉
藏
「
祁
岡
螺
成
屋
形
の
古
涜
に
就
い
て
」
参
照
）

鏡 紋 珠

マ
ー
リ
ー
；
‐
・
ｂ
ｑ
Ｄ
Ｄ
ｑ
・
↓

一

○

叫

々
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
《

九
州
帝
図
大
學
法
文
學
部
図
史
研
究
室
蔵



』

、
一
、
は
し
が
き

古
墳
考
古
學
の
成
立
が
決
し
て
無
理
で
な
い
ほ
ど
多
く
の
型
式

と
雑
多
の
種
類
が
古
墳
に
關
連
し
て
日
木
全
國
に
遍
在
す
る
。
從

っ
て
そ
れ
ら
を
通
観
し
類
別
す
る
こ
と
は
容
易
な
業
で
も
な
い
が

知
見
の
範
園
内
に
於
て
試
み
れ
ば
簡
軍
に
次
の
如
く
類
別
す
る
こ

と
も
出
來
ろ
で
あ
ら
う
。

Ａ
、
埋
葬
地
の
地
貌
か
ら
見
た
分
類
で
此
れ
に
次
の
如
き
種
類

を
認
め
る
。

１
，
天
然
の
丘
陵
を
利
用
し
た
る
も
の

２
，
人
工
的
に
潰
丘
を
誉
造
し
た
る
も
の

３
ｖ
顯
著
な
ら
墳
丘
を
有
せ
ざ
る
も
の
（
地
下
葬
）

し
か
し
な
が
ら
３
は
後
に
述
ぶ
る
埋
葬
位
置
に
深
い
關
係
が
認
め

禰
岡
縣
成
屋
形
の
古
斌
に
つ
い
て

な
り
や
が
た

砺
岡
縣
成
屋
形
の
古
墳
に
つ
い
てら

れ
ろ
か
ら
假
に
除
外
す
る
と
す
れ
ば
前
二
者
の
匡
別
ぞ
認
め
得

ろ
。

Ｂ
、
域
丘
の
外
形
か
ら
見
れ
ば

１
、
閲
斌

２
、
前
方
後
回
戦

３
、
方
墳

４
，
上
回
下
方
域

の
四
つ
に
分
類
さ
れ
、
１
と
２
が
最
も
一
般
に
見
ら
れ
る
所
で
あ

る
が
、
此
の
四
つ
は
Ａ
の
２
に
於
け
る
各
型
式
で
あ
っ
て
，
そ
の

他
に
Ａ
の
１
に
依
る
型
式
．
即
ち
天
然
の
丘
陵
を
そ
の
ま
Ｌ
利
用

し
外
形
に
於
て
何
等
著
し
い
塗
形
を
認
め
得
ざ
る
も
の
が
存
在
す

る
。
従
っ
て
此
れ
に
は
別
に
適
當
な
形
状
言
が
與
へ
ら
れ
ね
ば
な

七
七
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・
稲
岡
蛭
成
形
屋
の
古
斌
に
つ
い
て

ら
ぬ
。
假
に
私
は
之
れ
を
丘
陵
域
と
呼
び
、
壌
丘
の
外
形
か
ら
見

た
厘
別
に
一
つ
の
型
式
を
加
へ
る
。

Ｃ
・
埋
葬
の
位
世
即
ち
棺
榔
の
存
在
位
世
か
ら
云
へ
ぱ

１
、
地
表
上
部
の
封
土
内
に
在
る
も
の
．
↑

２
、
地
表
下
部
に
在
っ
て
地
表
上
部
に
封
土
を
有
す
る
も
の

の
二
種
類
が
見
ら
れ
、
而
し
て
１
に
は
更
は
域
丘
中
の
上
部
、
中

部
、
下
部
の
三
つ
を
認
め
得
る
。
愛
に
地
表
と
云
ふ
の
は
墳
丘
の

基
底
部
即
ち
道
路
面
と
一
致
す
る
面
の
意
で
あ
っ
て
水
平
面
を
指

す
の
で
は
な
い
。
從
っ
て
、
此
の
道
路
面
を
基
底
と
し
て
其
の
上

に
在
る
讃
丘
の
う
ち
に
抱
藏
さ
．
ろ
Ｌ
棺
榔
の
位
置
が
上
部
に
在
る

と
云
っ
て
も
表
面
即
ち
墳
丘
最
高
部
に
露
出
し
て
ゐ
ろ
の
意
で
は

な
い
。
墳
丘
の
總
高
を
標
準
と
し
て
分
け
た
の
で
あ
る
か
ら
嚴
格

な
意
味
で
の
上
中
下
で
は
勿
論
な
い
。

Ｄ
Ｏ
棺
榔
の
素
材
及
び
型
式
に
依
る
分
類
に
依
れ
ば
、
素
材
に

は
木
‐
石
ｂ
土
製
の
三
種
が
一
般
に
見
ら
れ
ろ
。

１
、
榔

２
・
棺

「

七
八

遁
骸
か
直
接
抱
藏
す
る
棺
、
棺
を
保
護
す
る
榔
に
普
通
分
け
ら
れ

る
。
し
か
し
此
の
歴
別
が
必
ず
し
も
明
確
に
出
来
な
い
こ
と
も
有

り
、
ま
た
石
棺
が
必
ず
石
郷
内
に
在
る
と
も
限
っ
て
ゐ
な
い
。

榔
は
更
に
そ
の
織
造
か
ら
四
側
の
石
積
と
天
井
石
を
有
す
る
竪

穴
式
と
三
側
の
石
稜
に
天
井
石
ぞ
有
し
一
側
を
開
閉
し
得
る
如
く

し
つ
ら
へ
た
横
穴
式
の
二
型
式
に
分
け
ら
れ
る
。

棺
に
は
素
材
を
割
抜
い
た
剖
抜
式
と
板
石
を
組
合
せ
た
組
合
式

が
あ
り
、
前
者
に
は
そ
の
形
状
か
ら
割
竹
形
，
長
持
形
，
舟
形
、

家
形
等
の
別
，
後
者
に
は
箱
形
、
家
形
、
長
持
形
等
が
存
在
す
る
。

此
の
う
ち
組
合
式
箱
形
と
云
ふ
の
は
主
と
し
て
石
材
の
も
の
で
あ

る
が
板
石
を
普
通
は
四
枚
乃
至
四
枚
以
上
を
組
合
せ
て
側
石
を
作

り
そ
れ
に
蓋
石
や
底
石
な
加
へ
た
も
の
で
あ
る
。
故
高
橋
健
自
博

士
の
言
葉
を
借
り
て
云
へ
ば
「
粗
製
な
る
も
の
に
至
っ
て
は
底
石

が
な
く
、
左
右
雨
側
の
如
き
は
二
枚
づ
つ
か
ら
成
っ
た
り
、
蓋
も

幾
枚
も
横
に
並
べ
た
り
し
て
心
底
石
が
全
く
な
い
の
が
少
か
ら
ず

あ
る
。
故
に
此
の
種
の
石
棺
は
前
章
に
記
し
た
竪
穴
式
石
棺
中
の

側
壁
を
板
石
で
管
ん
だ
も
の
と
混
同
す
る
憂
か
あ
る
。
」
（
「
古
潰
と



上
代
文
化
」
七
六
頁
）

以
上
無
益
な
分
類
饒
言
の
様
で
は
あ
る
が

以
下
述
ぶ
ろ
成
屋
形
の
古
墳
及
び
そ
の
石
棺

に
紗
か
ら
ず
關
係
す
る
所
が
有
る
の
で
煩
を

い
と
は
ず
前
言
と
し
た
。

二
、
成
屋
形
の
古
蛍
、
石
棺
、
遺
物

Ａ
、
成
屋
形
迩
蹟
の
位
置

な
り
や

幅
岡
縣
筑
紫
郡
水
城
村
大
字
水
城
字
成
屋

が
垂形
五
六
二
の
一
・
（
遺
蹟
地
は
前
所
有
者
長
野

良
雄
氏
の
後
を
承
け
現
在
は
齋
藤
某
氏
等
の

共
有
と
聞
く
）

し
も
詞
Ｕ

久
留
米
行
急
行
電
車
の
下
大
利
停
留
所
よ

り
東
北
約
半
里
，
参
謀
本
部
地
岡
二
萬
分
一

「
春
日
」
の
釜
蓋
村
落
南
方
‐
池
の
南
手
に
西

北
へ
向
っ
て
流
れ
出
た
丘
陵
が
現
在
地
で
，

そ
の
直
ぐ
西
手
の
南
北
に
通
ず
ろ
片
鮎
線
路

は
宇
美
に
矩
ず
ろ
街
道
で
あ
る
。
第
一
岡
に

泥
岡
焼
成
屋
形
の
古
演
脹
つ
い
て

ﾉ

第
一
囲
地
圖

七
九



、

た
こ
と
に
端
を
發
し
、
翌
十
月
一
二
雨
日
の
調
交
に
依
っ
て
第
三

圖
に
示
す
石
棺
の
位
置
及
び
そ
れ
に
關
す
る
事
項
を
知
悉
す
る
こ

と
が
出
來
た
。
丘
面
に
は
現
在
も
尚
石
棺
に
用
ひ
た
石
材
が
睦
冷

祠
岡
螺
成
屋
形
の
古
坂
に
つ
い
て

見
る
如
く
，
大
鰐
東
を
除
く
三
方
が
開
け
西
に
は
由
緒
深
き
御
笠

川
が
ほ
堂
南
北
に
流
れ
て
ゐ
る
。
鉱
二
岡
は
此
の
丘
陵
の
迩
蹟
部

溌
西
南
部
よ
り
見
た
ろ
篇
眞
で
、
丘
高
約
三
十
尺
、
赤
土
に
掩
は

ヤ
ｂ

ヤー牛・・
．第・

一
一
ｍ
■

圖
・

遺
一
・

蹟
‐

を
西
↓
・

南
一

よⅦ
／
『

望
》

む
・

》
孵
岬
：

八
○

に
集
減
さ
れ
、
酸
化
繊
の
塗
ら
れ
た
石
も
可
な
り
多
く
認
め
る
こ

と
が
出
來
ろ
。
第
三
岡
は
新
に
發
掘
し
た
Ａ
號
、
開
墾
者
に
依
っ

て
心
な
く
發
掘
さ
れ
た
石
塊
の
集
積
と
成
っ
た
Ｂ
Ｃ
號
及
び
箪
変

の
出
た
り
地
鮎
及
び
Ｅ
地
軸
、
並
び
に
右
以
外
に
同
様
の
石
棺
の

存
在
を
示
す
石
塊
獄
の
位
世
を
示
す
。

Ｃ
、
Ａ
號
石
棺
の
發
掘

新
に
發
掘
し
た
Ａ
號
は
發
掘
以
前
既
に
所
有
者
の
開
墾
に
依
っ

て
蓋
石
が
取
り
除
か
れ
束
手
の
小
径
に
は
そ
の
石
が
集
め
て
あ
っ

た
。
蓋
石
は
除
か
れ
て
ゐ
た
が
内
部
に
は
流
入
土
が
一
杯
で
叉
手

も
鯛
れ
な
か
っ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
事
蜜
そ
の
通
り
で
も
有

っ
た
。
積
ま
れ
て
あ
る
石
塊
は
何
れ
も
軟
弱
な
花
崗
岩
質
で
特
に

蓋
石
と
し
て
作
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
大
小
何
れ
も
不
揃
で
あ
り

加
工
の
跡
も
な
く
，
た
だ
蓋
石
の
下
方
に
面
し
た
と
思
は
る
ｉ
部

分
に
の
み
酸
化
繊
の
塗
ら
れ
た
痕
を
充
分
認
め
る
こ
と
が
出
來
た

に
過
ぎ
ぬ
。
蓋
石
の
取
り
除
か
れ
た
後
、
本
年
七
八
月
頃
森
本
六

爾
氏
が
此
庭
を
訪
ね
此
の
石
棺
の
中
央
上
部
と
思
は
る
Ｌ
所
か
ら

鍵
な
土
器
の
梢
完
全
な
も
の
を
採
取
さ
れ
た
と
開
墾
者
か
ら
聞
い
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．
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難戦土出號A 固七第
認
録

二
隅

’
０
．
０
１
ワ
。
。
．
０
１
・
ロ
〃
Ｔ
、
。
・
・
・
ｏ
ｒ
１
１
．
１
、
。
。
。
ｒ
３
ｏ
１
ｏ
ｆ
ｆ
ご
‐
、
ｂ
ｅ
、
◇
’
９
８
．
０
１
，
０
．
０
．
．
．
．

雨
岡
縣
成
屋
形
の
古
演
に
つ
い
て

凸
Ｊ
ｊ
＆

砂
８
■
，

I
学

八
四

た
が
、
發
掘
し
て
そ
の
破
片
ら
し
い
も
の
は
遂
に
見
受
け
る
こ
と

が
出
來
な
か
っ
た
。

發
掘
し
て
み
る
と
聞
い
て
ゐ
た
如
く
蓋
石
は
な
か
っ
た
。
略
ぽ

東
北
よ
り
西
南
に
向
っ
て
横
は
る
石
棺
を
認
め
得
た
。
此
虚
ま
で

の
深
さ
は
蓋
石
を
峡
い
て
ゐ
た
か
ら
側
石
の
上
部
ま
で
で
あ
る
が

丁
度
二
尺
、
し
か
し
前
記
の
如
く
表
土
が
多
少
取
り
去
ら
れ
て
ゐ

る
か
ら
實
際
の
深
さ
は
そ
れ
以
上
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
四
岡

は
其
の
外
形
を
示
す
。
内
側
長
六
尺
外
側
長
八
尺
九
寸
内
側
幅
一

尺
五
寸
外
側
幅
狭
部
四
尺
廣
部
五
尺
一
寸
。
‐
内
側
幅
は
霞
際
は
西

端
に
於
て
梢
狭
く
東
端
に
於
て
梢
庚
か
つ
た
。
第
五
回
は
發
掘
後

を
示
す
。
石
棺
の
内
側
面
及
び
底
石
は
な
か
っ
た
が
底
部
表
面
と

思
は
る
Ｌ
部
分
に
は
酸
化
繊
の
塗
ら
れ
た
痕
を
充
分
認
め
る
こ
と

が
出
来
た
。
即
ち
，
先
例
に
も
有
る
如
く
石
棺
の
内
部
は
上
下
四

方
に
酸
化
繊
が
塗
ら
れ
て
あ
っ
た
の
を
認
め
得
た
。

Ｄ
、
Ａ
號
石
棺
の
遺
物

第
六
圖
は
Ａ
號
石
棺
の
祷
造
、
並
び
に
遺
物
の
存
在
状
態
を
示

す
。
岡
に
も
在
る
如
く
鐵
錐
は
尖
を
東
方
に
向
け
イ
ロ
雨
側
に
分
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禰
岡
縣
成
屋
形
の
古
斌
に
つ
い
て

一

＆

口 工一寸 Z

置
さ
れ
、
ロ
の
方
に
は
約
二
十
本
イ
の
方
に
は
約
十
本
ほ
ど
在
っ

た
。
鐵
劔
は
長
さ
二
尺
五
寸
五
分
、
劔
尖
を
西
方
即
ち
錐
の
方
に

向
け
て
ゐ
た
。
遺
物
と
し
て
右
の
劔
錐
以
外
に
是
れ
と
認
む
る
も

の
は
な
か
つ
た
が
、
・
棺
の
底
面
よ
り
約
一
尺
ほ
ど
上
部
（
圖
中
×

印
の
あ
る
所
）
か
ら
彌
生
式
土
器
片
の
方
一
寸
に
足
ら
ぬ
も
の
が

四
片
出
た
こ
と
、
及
び
棺
内
東
部
の
頭
部
と
思
は
る
る
所
か
ら
兒

頭
大
の
石
（
径
約
四
寸
）
が
二
箇
あ
っ
た
。
し
か
し
此
の
石
は
初
め

か
ら
在
っ
た
も
の
か
ど
う
か
が
疑
は
し
い
が
發
掘
に
際
し
て
出
て

來
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
ｕ
或
は
枕
石
の
代
用
に
用

ひ
た
も
の
か
ど
う
か
頗
る
疑
ひ
を
存
す
る
。

繊
劒
は
匁
部
を
内
面
に
向
け
て
ゐ
た
こ
と
は
充
分
見
て
と
れ
た

が
例
の
如
く
赤
錆
び
に
錆
び
て
ゐ
る
。
第
七
圖
は
鐵
錐
で
あ
る
が

最
も
原
型
を
覗
ひ
得
る
も
の
の
み
撮
影
し
た
。
し
か
し
錆
の
爲
め

に
充
分
知
悉
出
來
な
い
。
第
八
岡
は
其
の
見
取
岡
で
あ
る
。
此
の

岡
に
見
る
如
く
錐
に
は
凡
そ
四
つ
の
手
法
を
認
め
る
こ
と
が
出
來

ろ
。
何
れ
も
有
垂
式
即
ち
箆
代
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
垂
の
部

分
は
櫻
様
の
樹
皮
を
有
す
る
爲
め
果
し
て
箆
被
を
持
つ
や
否
や
は

八
五

’



祁
岡
縣
成
屋
形
の
古
城
に
つ
い
て

不
明
で
あ
る
。
從
っ
て
錐
身
の
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
Ａ
は
三

角
形
の
平
打
で
あ
り
、
Ｂ
は
篤
腫
で
は
錆
の
加
減
で
箱
横
向
き
に

篇
っ
て
し
ま
っ
た
が
柳
葉
式
、
Ｃ
は
少
し
く
異
例
に
脇
す
る
形
式

で
あ
ら
う
。
罵
眞
の
方
が
正
し
く
揮
れ
て
ゐ
ろ
。
此
の
特
徴
は
錐

身
の
各
部
の
切
断
面
が
何
れ
も
岡
に
示
す
如
く
長
方
形
を
漁
し
火

箸
に
角
を
持
た
し
た
様
式
て
あ
る
。
Ｄ
は
逆
刺
有
る
膓
挟
式
で
Ｅ

は
Ｂ
と
同
様
柳
葉
式
で
あ
る
。
何
れ
も
平
打
で
あ
る
靴
が
共
通
す

る
。
從
っ
て
鏑
と
認
む
る
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

石
棉
の
捗
造
は
鎌
六
岡
に
見
る
如
く
兒
頭
二
傭
乃
至
五
六
倍
大

の
石
を
箱
形
に
獄
み
上
け
て
ゐ
た
。
此
れ
に
つ
い
て
は
後
文
に
於

て
少
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

Ｅ
ｂ
Ｂ
號
石
稲
及
び
そ
の
遁
物

Ａ
號
石
穂
と
同
一
丘
陵
の
Ｂ
地
鮎
（
第
三
岡
参
照
）
に
は
、
既
に

發
掘
さ
れ
集
石
塊
と
化
し
た
石
棺
が
あ
っ
た
。
發
掘
開
墾
者
の
談

話
を
綜
合
す
る
に
Ａ
號
と
同
様
の
方
位
及
び
構
造
の
石
棺
が
東
に

精
高
く
西
に
低
く
存
在
し
て
ゐ
た
と
云
ふ
。
積
み
上
け
ら
れ
て
ゐ

る
石
塊
を
見
る
に
酸
化
鐡
の
塗
ら
れ
た
も
の
も
可
な
り
認
め
，
且

八
六

つ
口
繪
の
漠
式
防
製
鏡
の
一
端
に
見
る
如
く
鐡
器
存
在
の
痕
も
有

る
こ
と
か
ら
、
Ａ
鍬
石
棺
と
殆
ん
ど
同
様
の
樵
造
、
同
様
の
遺
物

を
抱
赦
し
て
ゐ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
此
虚
の

石
械
内
の
東
部
か
ら
は
完
全
な
青
銅
鏡
が
出
た
。
口
繪
に
見
る
如

く
直
裡
二
寸
四
分
弧
、
但
し
完
全
な
る
凹
形
で
は
な
い
。
径
に
對

す
る
面
の
反
り
は
一
分
弱
、
紋
様
と
し
て
は
价
製
鏡
共
通
の
前
略

粗
雑
な
も
の
で
、
縁
庚
く
外
匝
に
は
不
鮮
明
な
鋸
歯
紋
帯
が
有
り

銘
帯
に
常
ろ
部
分
に
は
波
炊
紋
の
如
き
も
の
が
有
る
や
う
に
も
見

え
な
い
や
う
に
も
見
ら
れ
る
。
内
厘
は
十
二
の
珠
紋
を
め
ぐ
ら
し

鉦
は
一
般
に
見
受
く
る
も
の
と
大
差
を
見
な
い
。
中
山
平
次
郎
博

士
は
此
れ
に
「
鍵
形
紋
鏡
」
の
名
濡
を
與
へ
ら
れ
た
。

Ⅳ
、
Ｃ
號
石
糀
及
び
そ
の
遥
物

Ｃ
號
石
棺
も
概
ね
同
様
の
状
態
に
在
っ
た
と
推
定
出
來
た
・
・
但

し
此
れ
は
南
北
に
長
く
存
在
し
、
此
虚
か
ら
も
口
繪
に
示
す
白
銅

鏡
の
出
土
を
見
た
が
そ
の
存
在
位
置
は
不
明
だ
と
云
ふ
。
此
の
漠

式
佑
製
鏡
は
前
者
に
比
し
て
著
し
く
紋
様
も
鮮
明
で
あ
り
製
作
も

巧
で
あ
る
が
紋
様
の
簡
略
は
至
れ
て
ゐ
な
い
。
直
径
二
寸
三
分
五



厘
、
径
の
面
に
對
す
る
反
り
一
分
弱
、
縁
廣
く
外
匠
に
櫛
歯
紋
、

次
に
二
線
の
圏
を
隔
て
Ｌ
数
十
の
微
小
な
る
珠
紋
を
有
す
る
一
帯

が
在
り
．
更
に
二
線
の
囮
を
隔
て
Ｌ
鉦
に
至
る
。
即
ち
前
者
に
比

し
て
帯
が
一
つ
簡
略
さ
れ
、
そ
の
代
り
圏
が
二
線
と
な
っ
て
ゐ
る
。

諏
岡
縣
成
屋
形
の
古
坂
に
つ
い
て

尭単の土出跳地， 圃九第

、

～

身｡ ､闇“1認

▼
ｃ
・

Ｆ

Ｇ

拶

欣
貼、

今
守

l

f

･ 噂靭

灘
'● 駒
▼ F基

も の

●も

り, ｡■

6， 4． f

申デゥ

中
山
博
士
は
此
れ
に
「
珠
紋
鏡
」
、
の
名
稻
を
與
へ
ら
れ
た
。

Ｇ
、
Ｄ
地
黙
出
土
の
軍
甕

鰯
め
聞
い
た
よ
Ｌ
に
書
き
記
す
に
止
め
る
。

Ｈ
、
Ｅ
地
鮎
出
土
の
小
軍
甕

八
七

←

≦一－－津
一

○

一声

Ｃ
暁
石
棺
か
ら
数
尺
南
か
ら
出
た
と
云
ふ
軍

甕
は
第
九
岡
に
見
る
如
き
祁
生
式
系
統
の
土
器

で
鰯
〃
長
く
埋
没
し
て
ゐ
た
爲
め
外
面
に
は
何
も

認
め
得
な
い
が
、
内
面
に
は
刷
目
が
黒
色
の
焼

き
あ
と
に
見
得
ら
れ
る
。
．
高
さ
一
尺
囚
寸
五
分

口
径
一
尺
一
寸
八
分
，
底
裡
六
寸
九
分
、
腹
部

の
最
廣
径
一
尺
二
寸
五
分
，
厚
さ
三
分
。
高
さ

の
割
に
口
径
が
大
で
か
此
の
黙
多
く
の
蕊
に
も
、

見
る
所
で
尚
有
る
が
、
叉
合
口
麺
に
も
一
致
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
外
面
腹
部
に
．
は
帯
叉
は
帯

の
痕
を
認
め
得
な
か
っ
た
。
發
見
巻
の
話
に
依

れ
ば
口
を
正
し
く
上
向
け
て
，
即
ち
据
置
い
た

形
に
出
土
し
た
と
云
ふ
が
、
猫
疑
ひ
ぞ
存
す
る

I



１

1

翌単小の土出跳地E 圃十第

禰
岡
蛭
成
屋
形
の
古
演
に
つ
い
て

八
八

第
三
団
に
見
る
如
く
‐
此
虚
の
遺
跡
の
束
手
に
細
い
溝
が
樋
式

に
作
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
溝
に
一
部
の
口
を
見
せ
て
土
器
が
存
在

し
て
ゐ
た
。
第
十
岡
は
之
れ
で
あ
っ
て
．
口
を
機
に
、
ほ
酵
西
に

向
け
て
ゐ
た
。
し
か
し
口
部
の
約
三
分
の
一
を
残
す
に
過
ぎ
な
か

も

っ
た
か
ら
正
確
に
は
云
へ
な
い
が
横
に
口
を
出
し
西
に
向
っ
て
ゐ

た
こ
と
は
認
め
ら
れ
た
。
罵
眞
に
も
見
る
如
く
、
上
部
の
土
に
破

壊
さ
れ
て
ゐ
た
爲
め
完
形
を
覗
ひ
得
な
か
っ
た
が
口
径
三
寸
乃
至

四
寸
、
最
廣
幅
一
尺
弱
り
高
さ
一
尺
二
三
寸
、
土
器
の
厚
さ
二
分
，

狸
。
彌
生
式
系
の
も
の
だ
が
認
む
く
き
紋
様
は
な
か
っ
た
。

三
、
總
收

以
上
成
屋
形
古
墳
地
に
於
け
る
概
観
で
あ
る
が
今
右
を
要
略
す

る
に
、１

、
天
然
の
丘
陵
を
利
用
せ
る
こ
と
、

２
、
一
丘
陵
か
ら
數
箇
の
石
棺
を
出
し
て
ゐ
る
こ
と
．

、

３
、
石
棺
が
丘
陵
の
上
部
に
在
っ
て
多
少
の
封
土
を
有
し
て
ゐ

た
こ
と
、

４
、
石
棺
は
兒
頭
数
倍
大
の
石
を
以
て
管
造
し
。
蓋
石
は
有
る



夕

が
底
石
は
有
し
な
い
、

５
ｂ
石
棺
の
型
式
は
組
合
式
箱
形
と
総
す
べ
き
も
所
謂
組
合
式

箱
形
で
は
な
く
石
塊
を
用
ひ
て
ゐ
た
こ
と
．

６
、
同
一
地
か
ら
軍
蕊
か
出
て
ゐ
る
こ
と
．

等
を
数
へ
る
こ
と
が
出
來
る
。
一
丘
陵
か
ら
數
簡
の
数
榔
或
は
石

柁
を
出
し
て
ゐ
る
こ
と
は
例
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
第

一
に
述
べ
た
天
然
の
丘
陵
を
利
用
し
て
ゐ
る
こ
と
，
平
地
に
棒
成

管
造
さ
れ
た
人
工
讃
と
多
少
そ
の
趣
を
異
に
す
、
ろ
と
思
ふ
か
ら
既

述
の
如
く
、
斯
か
る
古
域
に
對
し
て
は
「
丘
陵
域
」
叉
は
他
の
適

営
な
名
孵
を
以
て
平
地
の
人
工
蛍
と
睡
別
す
べ
き
必
要
を
提
唱
し

た
い
。

次
に
石
棺
で
あ
る
が
‐
既
述
の
如
き
石
棺
が
一
つ
の
地
方
色
で

あ
る
と
し
て
も
事
實
上
そ
の
存
在
が
有
り
、
且
つ
存
在
し
な
が
ら

看
過
さ
れ
て
來
た
こ
と
を
顧
み
、
之
れ
に
特
別
な
重
大
義
が
な
い

と
し
て
も
類
似
の
異
樵
遼
の
も
の
と
峻
別
き
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

愛
に
中
山
平
次
郎
博
士
の
御
指
教
を
仰
ぐ
に
「
小
石
榔
式
石
棺
」

な
る
名
稲
の
可
能
を
洩
ら
さ
れ
た
。
既
に
故
高
橋
健
自
博
士
の
言

蒜
岡
臆
成
屋
形
の
古
讃
に
つ
い
て

1

葉
も
引
用
し
た
如
く
、
事
實
上
石
棺
と
石
榔
の
形
状
は
必
ず
し
も

一
見
明
瞭
で
な
い
こ
と
が
多
い
。
Ａ
號
石
棺
の
如
き
も
榔
と
し
て

見
れ
ば
、
形
こ
そ
小
規
模
で
あ
る
が
、
型
式
は
正
に
竪
穴
式
石
榔

そ
の
ま
ｉ
で
あ
る
。
唯
規
模
の
上
か
ら
石
棺
と
呼
ぶ
こ
と
の
よ
り

適
當
を
思
は
し
め
る
こ
と
か
ら
石
棺
と
記
し
て
來
た
が
、
明
確
な

る
表
現
を
求
む
と
す
れ
ば
中
山
博
士
の
「
小
石
榔
式
石
棺
」
が
最

も
事
奮
に
近
い
と
思
ふ
。
既
に
諸
學
者
に
依
っ
て
注
目
さ
れ
て
ゐ

る
如
く
所
謂
阿
波
式
石
棺
な
る
も
の
が
原
始
型
と
進
歩
型
ど
を
有

し
し
か
も
原
始
型
が
案
外
古
く
遡
る
と
説
か
れ
て
ゐ
る
を
思
へ
ぱ

そ
の
進
化
の
過
渡
に
於
け
る
型
式
は
當
然
問
題
た
ら
ざ
る
を
得
な

い
、
殊
に
成
屋
形
古
墳
に
於
て
石
棺
の
外
に
軍
斐
か
出
土
す
る
事

寅
は
、
そ
こ
に
何
等
か
の
暗
示
が
あ
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
、

大
い
に
將
來
研
究
さ
る
べ
き
命
題
で
あ
ら
う
。

捌
筆
に
臨
み
、
常
に
深
甚
の
御
親
切
と
、
御
懇
切
な
御
垂
教
を

賜
ふ
中
山
平
次
郎
先
生
に
。
厚
く
感
謝
を
捧
ぐ
る
次
第
で
あ
り
ま

す
。
（
一
九
三
○
・
一
○
・
三
己

八
九
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