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

九州に於ける銅鐸

中山, 平次郎

https://doi.org/10.15017/2344466

出版情報：史淵. 1, pp.41-50, 1929-11-28. 九州帝国大学法文学部
バージョン：
権利関係：



銅
鐸
は
從
來
安
誕
（
安
佐
郡
祁
木
村
祁
田
木
ノ
宗
山
及
び
石
見
（
邑
智
郡
中
野
村
假
屋
及
び
那
変

郡
上
府
村
城
山
鍛
冶
床
）
以
西
か
ら
は
未
だ
發
見
さ
れ
た
こ
ご
が
無
い
さ
い
は
伽
、
随
っ
て
九
州
は

そ
の
分
布
圃
外
ご
着
徹
さ
れ
、
こ
の
方
面
に
は
そ
の
所
有
者
さ
へ
無
い
や
う
に
思
は
れ
て
居
た
が

最
近
私
は
二
口
の
銅
鐸
を
賓
兄
す
る
の
幸
を
得
た
か
ら
、
弦
に
こ
れ
を
紹
介
し
て
考
古
學
上
疑
問

の
餘
地
多
大
な
る
此
種
迩
物
・
研
究
の
参
考
に
供
し
た
い
と
考
へ
る
。
久
し
い
以
前
に
肥
後
國
鹿

本
郡
内
村
字
平
田
に
於
て
銅
鐸
を
發
見
し
た
由
を
報
じ
た
人
が
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
吉
田
東
伍

博
士
の
大
日
本
地
名
僻
番
に
も
記
載
さ
れ
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
愛
は
銅
鐸
の
如
何
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
知
ら
ぬ
人
の
間
逹
っ
た
報
告
で
あ
っ
た
。
故
若
林
勝
邦
氏
が
九
州
出
張
の
際
に
そ
の
貧

物
を
見
ら
れ
る
ざ
、
案
外
こ
れ
が
鋼
鐸
で
無
く
し
て
鰐
口
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
ご
で
ゐ
る
。
爾
来

九
州
に
於
け
る
銅
鐸
四
一

九
州
に
於
け
る
銅
鐸

昭
和
川
年
五
月
汁
六
円
九
大
史
躍
御
夜
禽
に
於
て
油
述

筈
學
椰
士

｜
’

中

山
平
次

郎



・
九
州
に
於
け
る
銅
鐸
四
二

九
州
か
ら
銅
鐸
を
發
掘
し
た
報
に
接
し
た
こ
と
が
無
く
、
叉
そ
の
所
砿
宕
に
も
出
辿
は
な
ん
だ
が

最
近
柊
に
そ
の
二
口
を
見
る
と
得
た
の
で
あ
る
。
斯
の
如
く
從
前
學
界
に
知
ら
れ
て
居
ら
な
ん

だ
銅
鐸
が
二
つ
も
近
く
相
次
で
現
は
れ
て
来
た
の
を
以
て
考
へ
る
ご
九
州
方
面
に
は
尚
他
に
も

《
こ
れ
が
あ
り
は
せ
ぬ
か
と
思
は
血
場
合
に
よ
る
ご
九
州
も
亦
將
來
銅
鐸
の
分
布
悶
内
さ
看
倣
さ

る
固
‘
日
が
來
ら
ぬ
さ
も
限
ら
ぬ
や
う
に
推
察
さ
る
畠
の
で
あ
る
。
近
時
私
の
見
た
二
口
の
銅
鐸

ほ
未
だ
以
て
そ
の
来
歴
が
明
瞭
で
無
い
か
ら
、
こ
の
も
の
に
徴
し
て
直
ち
に
分
布
圏
を
九
州
に
ま

で
砿
め
る
こ
と
は
出
来
ぬ
に
し
て
も
、
そ
の
望
が
全
然
無
い
課
で
は
無
い
や
う
に
恩
は
い
、
更
に
進

ん
で
十
分
に
捜
索
し
て
見
る
必
要
を
認
め
る
の
で
今
の
る
。
術
最
近
疫
見
の
銅
鐸
に
閥
し
て
顔
る

有
益
に
戚
じ
た
の
は
、
そ
の
一
口
の
も
の
が
陽
鋳
の
銘
丈
を
有
す
る
こ
と
で
ゐ
る
。
銅
鐸
に
有
銘

の
も
の
が
無
い
と
は
從
來
一
般
考
古
學
蒋
の
承
認
し
氷
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
愈
々
有
銘

の
も
の
が
出
現
し
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
笹
だ
稀
に
は
銘
文
を
右
す
る
も
の
あ
る
こ
ご
む
認
め
ね

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
箕
は
銅
鐸
問
題
研
究
上
に
影
群
す
る
と
こ
ろ
進
だ
大

で
あ
っ
て
、
こ
の
有
銘
銅
鐸
に
徴
し
て
こ
の
蓮
物
に
關
係
あ
る
古
代
民
族
が
古
く
ｎ
本
に
渡
來
し

た
支
那
民
族
で
あ
っ
た
こ
と
の
事
蛮
的
證
肌
が
塞
げ
ら
れ
た
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
る
。
私
は
遇

０
９
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９
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股
各
方
面
の
學
毒
に
こ
の
有
銘
銅
鐸
の
爲
冥
を
御
透
し
て
置
い
た
が
、
本
月
（
五
月
開
催
の
考
古
學

會
大
含
に
際
し
て
、
喜
田
貞
吉
博
士
懲
是
等
を
参
考
さ
れ
て
銅
鐸
に
開
す
る
最
新
説
を
發
表
せ
ら

る
易
さ
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
れ
に
對
し
て
諸
學
者
よ
り
も
討
論
せ
ら
る
ぁ
ど
こ
ろ
が
あ
っ
た
や
う
に

承
っ
て
居
ろ
。
軌
れ
是
等
の
詳
細
は
近
き
將
來
に
於
て
雑
誌
上
に
公
表
せ
ら
る
画
こ
と
で
あ
ら

う
か
ら
、
一
應
諸
學
務
の
高
見
を
評
讃
し
た
上
私
も
亦
こ
の
銅
鐸
問
題
に
就
て
熟
考
し
て
見
や
う

と
樂
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
随
っ
て
今
夕
は
こ
の
問
題
に
就
て
は
別
に
患
見
を
開
陳
し
や
う
と

思
は
い
。
唯
近
時
見
た
二
口
の
銅
鐸
を
御
紹
介
す
る
に
止
め
て
置
か
う
さ
思
ふ
の
で
あ
・
る
。
。

，
深
見
卒
次
郎
氏
藏
有
銘
銅
鐸

こ
の
銅
鐸
は
、
本
年
四
月
上
旬
祁
岡
市
川
端
町
の
新
保
喜
三
氏
が
佐
蛮
の
骨
董
商
か
ら
朧
入
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
後
に
至
っ
て
深
見
氏
の
有
に
蹄
し
、
今
柳
町
稻
荷
橘
岼
の
同
氏
控
宅
に
置
か

れ
て
あ
る
。
手
戸
か
ら
出
て
長
崎
へ
行
っ
て
居
た
も
の
【
と
の
こ
と
で
あ
る
。
若
し
こ
伽
が
手
戸

出
土
の
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
愈
々
九
州
か
ら
も
鋼
鐸
が
出
た
こ
と
に
な
り
、
分
布
圏
を
擴
め
て

可
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
度
こ
の
間
の
事
怖
を
十
分
に
調
査
し
て
置
き
た
く
希
望
し

て
居
る
が
、
ま
だ
そ
の
運
び
に
至
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
新
保
氏
の
談
話
に
徴
す
る
と
、
朧
入
當
時
は
英

九
州
に
於
け
る
鋼
鐸
四
三



～

る
。
元
来
九
ヶ
所
（
鉦
に
三
ケ
所
、
左
右
の

Ｕ

鰭
に
各
三
ヶ
所
宛
肩
飾
耳
を
有
し
た
痕
跡
を
存
し
て
居
る
が
、
今
一
ヶ
所
咄
完
存
せ
る
も
の
が
無

九
州
に
於
け
る
鯏
鐸
四
四

黒
に
汚
帥
、
發
掘
後
二
面
年
位
は
世
に
僻
っ
た
様
子
で
め
っ
た
と
い
ふ
か
ら
、
發
見
は
随
分
久
し
い

以
前
に
め
っ
た
ら
し
く
、
出
土
状
態
杯
は
今
Ⅱ
よ
り
之
を
肌
に
し
難
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
切
め
て
何

時
頃
何
庭
か
ら
出
土
し
た
か
位
の
こ
と
は
、
之
を
碓
め
て
涯
き
た
く
恩
ふ
。
現
在
の
状
態
と
し
て

は
、
こ
の
汚
れ
も
巧
に
洗
ひ
去
ら
伽
、
杢
僻
に
亘
っ
て
鮮
維
色
の
錆
を
現
は
し
、
部
分
に
依
っ
て
は
、
黒

味
↓
ど
帯
び
た
光
澤
あ
る
面
を
示
し
て
居

深
兄
平
次
郎
氏
賊
銅
鐸

る
。
表
面
の
庭
々
に
雲
母
の
細
片
が
固

着
し
て
居
る
こ
と
か
ら
察
す
る
と
、
或
は

元
来
砂
地
の
如
き
部
位
に
埋
没
し
て
居

た
も
の
で
は
無
い
か
と
思
は
れ
る
。

銅
鐸
は
篤
丘
を
以
て
圖
示
す
る
如
き

流
水
紋
式
に
厨
す
る
中
型
の
品
で
あ
っ

て
、
現
存
部
の
総
長
は
一
尺
八
寸
除
で
拳
の



１
１
？
“
総
こ
と
に
儲
り
に
限
し
い
か
ら
、
そ
の
寅
状
は
篤

冥
に
就
て
一
見
を
乞
人
こ
と
勘
し
て
蛙
に
は
符
略
・
し
よ
う
と
恩
ふ
。
各
部
の
性
状
及
び
紋
様
等

か
ら
槻
察
し
て
、
こ
の
銅
鐸
に
は
少
し
も
疑
は
し
き
箇
條
を
認
め
ぬ
の
で
あ
る
。

こ
の
鋼
鐸
に
於
て
特
に
注
意
を
喚
起
す
る
の
は
・
こ
れ
が
銘
丈
》
ど
一
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
銘
は

錐
身
一
側
の
内
面
正
中
線
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
文
字
は
子
々
孫
々
賛
」
と
訓
ま
れ
る
。
最
下
の
文

九
州
に
於
け
る
銅
蝉
阿
迩

く
、
或
は
何
ヶ
所
か
に
存
し
て
居
た
飾
耳
残
物
を
取
挑

同
上
銅
鐸
銘
文
（
内
面
に
あ
り
）

っ
て
現
状
の
も
の
に
し
た
の
で
無
い
か
と
恩
は
れ
る
。

肩
部
に
は
前
後
に
位
し
た
二
個
の
類
圓
形
の
孔
が
あ

り
、
其
他
錘
身
上
部
の
双
孔
及
び
底
部
の
凹
入
等
を
見

る
こ
と
は
例
に
依
っ
て
例
の
如
く
で
あ
る
。
内
面
に

は
底
部
よ
り
桁
上
方
に
一
條
の
辨
状
突
出
を
周
ら
せ

る
こ
と
亦
他
の
銅
鐸
に
於
け
る
と
同
様
で
あ
る
。
各

部
の
紋
様
は
南
面
，
こ
も
に
大
同
小
異
で
あ
っ
て
特
記

す
る
程
の
相
逹
を
示
し
て
居
ら
ぬ
。
そ
の
一
々
を
説

明
す
る
こ
と
ば
除
，
に
頬
し
い
か
ら
、
そ
の
磁
伏
咲
鳶

｣



1

九
州
に
於
け
る
銅
鐸
同
大

字
は
鋳
出
不
完
全
、
碓
塁
堂
と
も
稲
し
難
い
が
、
字
形
か
ら
推
察
す
る
と
、
左
丈
に
な
っ
迄
運
と
解
す

る
の
が
餐
當
の
や
う
で
あ
↓
。
。
上
出
の
圃
中
、
右
側
の
も
の
は
有
銘
部
（
内
面
に
あ
っ
て
底
ち
に
撮

影
し
難
き
に
因
り
鋸
像
を
撮
影
し
た
る
後
更
に
之
を
反
聴
せ
り
）
の
篤
兵
又
左
側
の
も
の
は
そ
の

拓
本
で
あ
る
。
‐
若
し
こ
の
銘
丈
が
陰
刻
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
後
世
か
ら
追
加
可
能
の
も
の
と

し
て
、
果
し
て
鋳
造
の
時
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
や
疑
川
を
生
ず
べ
き
で
あ
る
が
、
以
上
の
銘
文

は
拓
本
か
ら
も
知
ら
る
画
如
く
陽
鋳
で
あ
っ
て
後
世
か
ら
追
加
不
可
能
の
状
態
に
あ
る
か
ら
、
そ

の
心
配
は
少
し
も
無
い
の
で
あ
る
。
雌
初
か
ら
あ
っ
た
事
は
明
白
、
銅
鐸
そ
の
も
の
に
疑
は
し
ぃ

鮎
が
無
い
と
↓
い
ふ
な
ら
ば
、
こ
の
銘
丈
も
疑
は
し
き
鮎
が
無
い
と
認
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
喜
田
博

士
か
ら
の
私
信
に
依
る
と
、
こ
の
銘
文
を
以
て
漆
で
書
い
た
も
の
と
い
は
れ
た
人
が
め
っ
た
と
い

ふ
が
、
決
し
て
然
る
も
の
で
無
い
の
は
特
に
い
ふ
迄
も
無
き
こ
と
で
あ
る
。
折
角
有
銘
の
銅
鐸
を

見
出
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
刻
銘
で
め
っ
た
な
ら
ば
、
定
め
し
異
論
百
出
し
た
で
あ
ら
う
と
推
察

さ
れ
る
が
、
以
上
の
銘
丈
が
陽
鋳
で
ゐ
っ
た
こ
と
は
研
究
上
賦
る
好
都
合
で
め
っ
た
と
い
は
ね
ば

な
ら
ぬ
。
こ
の
有
銘
銅
鐸
が
發
見
さ
れ
て
以
来
、
從
前
發
見
の
銅
鐸
に
就
て
そ
の
内
面
が
検
査
さ

れ
る
や
う
に
な
っ
た
が
、
他
に
は
ま
だ
斯
る
有
銘
銅
鐸
の
見
出
さ
れ
た
事
を
聞
か
ぬ
の
で
ゐ
る
。

1



崇
幅
寺
蔵
銅
篝
同
寺
の
所
謂
誕
鐸
香
艫
）

以
上
の
有
銘
銅
鐸
が
一
時
知
人
配
Ｎ
氏
の
手
許
に
あ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
或
る
日
私
は
そ
の
一

部
の
拓
本
を
取
ら
ん
が
鱈
に
同
氏
を
訪
問
し
、
此
際
氏
の
口
か
ら
岡
ら
ず
崇
一
噸
寺
に
術
一
口
の
銅

鐸
が
↑
の
る
こ
と
を
聞
出
し
た
。
氏
は
こ
れ
を
同
寺
の
茶
席
に
於
て
見
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ

っ
て
、
先
住
の
渡
邊
玄
外
老
師
に
そ
の
来
歴
を
尋
ね
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
我
醤
學
部
の
位
置
蔭
時
崇
一
職

寺
の
地
所
）
か
ら
病
院
建
築
の
際
に
發
掘
し
た
と
答
へ
ら
れ
た
由
で
あ
る
。
こ
れ
を
正
確
と
す
る

と
明
治
二
十
六
年
頃
の
發
掘
と
忠
は
れ
、
そ
の
賞
物
さ
へ
確
め
得
れ
ば
愈
々
九
州
か
ら
も
銅
鐸
が

出
て
居
る
達
信
じ
て
可
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
早
速
同
寺
を
尋
ね
て
見
る
と
、
何
人
も
斯

る
鐸
を
知
ら
ぬ
と
い
は
れ
る
の
に
困
っ
た
の
で
あ
る
。
価
て
篤
眞
に
就
て
種
々
説
明
す
る
と
こ

ろ
が
あ
り
父
茶
事
に
關
係
し
た
人
々
を
煩
は
し
て
諸
方
を
尋
ね
て
貰
っ
た
が
、
今
以
て
病
院
の
位

掻
か
ら
出
た
銅
鐸
な
る
も
の
３
所
在
は
不
明
、
Ｔ
Ｎ
氏
以
外
に
は
斯
る
鐸
↓
ど
見
た
さ
い
ふ
人
に
さ

へ
出
辿
は
ぬ
の
で
あ
る
。
渡
遜
玄
外
老
師
さ
へ
健
在
な
ら
ば
、
斯
か
る
銅
鐸
の
有
無
を
容
易
く
確

め
能
ふ
が
、
何
分
老
師
は
昨
年
物
故
司
ゞ
れ
た
鰯
に
、
こ
れ
を
確
め
ん
さ
す
る
途
が
無
く
、
こ
の
方
の
捜

索
は
今
尚
行
き
患
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。

九
州
に
於
け
る
銅
鐸

四
七

I



九
州
に
於
け
る
銅
鐸
四
八

以
上
の
銅
鐸
は
念
に
こ
れ
を
兄
出
す
こ
と
が
斑
束
無
い
や
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
捜
索
を
一
時
見

合
す
波
ｂ
で
同
寺
に
挨
拶
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
此
際
寺
儒
か
ら
淵
山
忌
専
用
の
喪
鐸
香
艫
な
る
も

の
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
。
故
に
念
の
爲
に
こ
の
呑
艫
を
喪
砿
か
ら
出
し
て
蟹
ふ
と
、
｝
｝
れ
は
疑

も
無
く
鋼
鐸
を
利
用
し
た
も
行
で
あ
り
、
鉦
部
を
除
き
去
っ
て
孔
や
凹
入
を
塞
ぎ
器
↓
ぜ
倒
に
し
て

次
を
盛
っ
て
香
艫
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
香
艫
を
見
出
し
た
ど
き
、
私
は
こ
れ
を
以
て
醤

學
部
の
位
置
か
ら
出
た
も
の
と
考
へ
た
か
ら
、
早
速
そ
の
篤
冥
を
焼
き
附
け
て
こ
れ
を
皿
Ｎ
氏
に

示
し
て
尋
ね
る
．
ざ
、
氏
は
言
下
に
こ
れ
で
は
無
い
と
い
は
れ
る
の
に
驚
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
言

ふ
琶
こ
ろ
に
随
ふ
と
民
の
見
ら
れ
た
銅
鐸
は
こ
の
香
艫
よ
り
少
し
く
小
形
で
あ
り
、
鉦
部
に
破
損

が
あ
っ
た
が
そ
の
一
部
は
ま
だ
残
存
し
、
身
部
の
紋
様
も
一
」
の
香
鱸
の
も
の
程
に
明
瞭
で
無
く
、
尚

底
部
に
も
多
少
の
破
損
が
あ
っ
て
他
物
を
以
一
』
支
持
せ
ぬ
と
直
立
せ
ぬ
品
で
あ
り
韮
日
通
の
銅
鐸

の
如
く
に
底
部
を
下
に
し
て
立
て
剴
あ
り
倒
に
し
て
荻
を
盛
っ
た
も
の
で
は
無
か
っ
た
と
〃
い
ふ
。

多
く
の
黙
に
就
て
寅
鐸
香
艫
は
Ｔ
Ｎ
氏
の
記
瀝
に
存
す
る
鋼
鐸
と
符
合
せ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
雨
者

が
別
物
で
あ
る
ら
し
く
思
は
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
価
て
更
に
同
寺
を
訪
問
し
て
喪
鐸
香
艫
の

来
歴
を
零
れ
て
見
る
ざ
何
時
代
か
ら
同
寺
に
あ
る
や
不
明
で
ゐ
る
が
、
久
し
く
開
山
忌
に
使
用
し

’
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來
っ
た
品
で
あ
っ
て
こ
の
香
艫
に
は
特
に
製
し
た
鋳
物
の
墓
が
あ
る
と
い
毬
る
ぁ
の
で
あ
る
．

そ
こ
で
、
こ
の
臺
を
見
せ
て
黄
ふ
さ
、
そ
の
刻
銘
及
び
紺
書
に
徴
し
て
こ
れ
が
安
政
年
間
熊
谷
叉
七

な
る
人
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
て
居
る
一
』
と
が
知
れ
て
来
た
。
随
っ
て
賛
鐸
香
艫
は
砿
に
少
く
と
‐

詞
も
巽
政
年
間
か
ら
同
寺
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
て
、
決
し
て
明
治
廿
六
年
頃
の
發
掘
物
で

‐
楽
一
川
寺
砿
銅
鐸
（
所
謂
寳
伽
香
雄
）
あ
る
べ
き
道
理
無
き
こ
こ
に
な
っ
て
来
た
。

Ｆ

Ｆ

に
至
ら
ぬ
垣
．
こ
れ
に
よ
っ
て
固
ら
ず
崇
禰
寺
に
一
口
の
銅
鐸
・
か
香
艫
と
し
て
利
用
さ
れ
て
居
る

九
州
に
於
け
る
銅
鐸
阿
九
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九
州
に
於
け
る
銅
鐸
五
○

を
知
っ
た
か
ら
、
そ
の
来
歴
を
知
る
こ
と
あ
ら
ん
も
塁
の
寄
進
者
た
る
熊
谷
叉
七
氏
の
子
孫
を
捜

索
し
、
そ
の
子
息
に
當
ろ
才
吉
氏
な
る
老
人
が
幸
に
健
在
で
あ
る
こ
と
を
聞
出
し
た
か
ら
、
訪
問
し

て
尋
ね
て
見
る
と
、
恰
も
安
政
頃
の
崇
一
服
寺
住
職
に
藍
陵
な
る
人
が
あ
り
、
熊
谷
氏
の
親
類
で
あ
っ

た
か
ら
叉
七
氏
の
寄
進
も
恐
ら
く
斯
か
る
縁
故
に
依
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
外
、
別
に
賓
鋳

香
艫
に
開
し
て
は
知
る
ご
こ
る
が
無
か
っ
た
。
斯
く
し
て
病
院
の
位
置
か
ら
發
掘
さ
れ
た
銅
鐸

な
る
も
の
当
行
衞
も
亦
賓
鐸
香
艫
の
来
歴
も
、
と
も
に
調
査
不
成
功
に
終
っ
た
疋
崇
祁
寺
に
學
界

未
知
の
一
口
の
銅
鐸
が
傅
存
し
て
居
る
こ
さ
の
み
は
確
實
で
あ
る
。

こ
の
香
艫
の
銅
鐸
は
圃
示
す
る
如
き
袈
裟
裸
式
に
馬
す
る
中
型
の
品
で
あ
つ
て
へ
長
さ
一
尺
許

な
る
鐸
身
部
の
み
完
存
し
、
鉦
部
は
全
然
除
去
さ
れ
て
居
る
。
岡
に
白
く
見
え
る
部
は
美
麗
な
る

鮮
緑
色
の
錆
を
排
ぴ
た
る
部
分
、
又
黒
く
見
え
る
部
は
無
味
↑
ぜ
有
し
て
光
澤
↓
笹
放
て
る
部
分
で
あ

る
。
裏
面
の
方
に
も
同
様
の
袈
裟
裸
紋
様
を
有
す
る
が
甚
だ
不
鮮
明
で
あ
る
。
底
部
に
近
き
内

面
に
，
一
條
の
帯
状
突
出
》
ど
有
す
る
こ
こ
は
他
の
銅
鐸
に
於
け
る
と
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
の
方
に
は

銘
丈
坏
ゞ
ど
見
ぬ
。
今
後
も
術
九
州
方
面
に
銅
鐸
の
有
無
を
捜
索
し
て
見
よ
う
と
思
ふ
が
、
幸
に
こ

れ
を
發
見
し
得
た
な
ら
ば
再
び
本
會
に
提
示
す
る
こ
と
封
し
よ
う
。
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