
二
五
八
本
の
銅
剣
は
ど
こ
で
作
ら
れ
た
の
か
？

ウ
ヤ
ツ
ベ
の
宮
処
か
そ
の
周
辺

本市

原

同

身

一
、

ユ
メ
物
語

弥
生
時
代
中
期

の
終
わ
り
頃
か
ら
後
期

の
初

め
頃
に
か
け
て
、
西
出
雲
に
「
原
イ

ヅ
モ
国

」
と
も

い
う

べ
き
首
長
国
連
合
体
が
あ

っ
て
、
邪
馬
台
連
合
国
の
巫
女
王

ヒ

ミ
コ
に
も
比
す

べ
き
巫
女
王

″
ウ
ヤ
ツ
ベ
″
を
中
心
に
、
こ
の
地
方
に
勢
力
を
張

っ

て
い
た
。
か
れ
ら
は
、
簸
川
平
野
の
奥

に
美
し
い
姿
を
見
せ
て
た
た
ず
む
仏
経
山
を

神

の
山
と
し
て
崇
め
、
毎
年
、
春
と
秋

の
大
祭
を
、
二
五
八
本
の
銅
剣
が
発
見
さ
れ

た
、
こ
こ
、
宇
夜

の
里
の
神
庭
の
広
庭

で
傘
下
の
首
長
達
や
村
々
の
有
力
者
達
を
集

め
て
行
な

っ
て
き
た
。

そ
し
て
、
こ
の
大
祭
が
終
わ
る
と
、
祭
り
の
主
宰
者

で
あ
り
、
連
合
王
国
の
統
裁

者

で
も
あ
る
ウ
ヤ
ツ
ベ
は
、
こ
の
日
の
た
め
に
作
り
上
げ
、
神

に
供
え
て
神
霊
を
宿

ら
せ
た
銅
剣

（神
剣
）
を
、
参
列
首
長
の
ひ
と
り
ひ
と
り
に

一
本
ず

つ
、
引
き
出
物

と
し
て
与
え
、
こ
れ
を
貰

っ
た
各
首
長
は
、
持
ち
帰

っ
て
神
と
し
て
祭
り
、
連
合
王

国

へ
の
参
加
と
結
束

の
あ
か
し
と
し
て
伝
世
し
た
。
所
有
す
る
銅
剣
の
数
が
、
そ
の

首
長
の
勢
力

の
バ

ロ
メ
ー
タ
ー
と
な

っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

畿
内
を
中
心
と
す
る
銅
鐸
圏
で
、
所
有
す
る
銅
鐸
の
数
が
、
そ
の
豪
族

の
勢
力

に
比

例
す
る
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
と
も
合
致
し
、
ま
た
、
古
代

の
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
の

王
達
の
銅
鼓
の
数
と
勢
力

の
関
係
説
を
見
て
も
、
東

ア
ジ
ア
に
共
通
の
流
れ
と
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
た
め
に
、
こ
の
銅
剣
は
、
こ
の
神
庭

の
祭
杷

の
場
に
近

い
場
所

で
、
朝
鮮
半

島
南
部
地
域
か
ら
渡

っ
て
き
た
工
人
達
に
よ

っ
て
毎
朝
、
大
祭

の
日
に
間
う
合
う
よ

う
に
作
り
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
新
し
い
勢
力
に
打
ち
倒
さ
れ
る
か
、
国
譲
り
を
さ
せ
ら
れ
る
か
の
危
機

に
直
面
し
た
と
き
、
首
長
た
ち
は
、
再
び
こ
こ
に
銅
剣
を
持
ち
寄

っ
て
、
滅
亡

の
儀

式
と
し
て
、
こ
れ
を

「
ぶ

蝠
絨
ぴ

た
ｏ
痛
痕
の
想
い
を
込
め
て
、
い
つ
の
日
か
の
再

興

の
日
を
願

っ
て
、
思
い
出
深
い
神
庭
の
広
庭

の
見
下
ろ
せ
る
低

い
丘
の
斜
面
に
埋

め
た
彼
等

の
心
が
胸
を
う

つ
。

こ
れ
は
、
私

の

ユ
メ
物
語
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
、
単
な
る
タ
ワ
ゴ
ト
に

過
ぎ
な
い
の
か
、
悲
劇

の
古
代
人
の
史
実
の
訴
え
に
繋
が
る
も
の
な
の
か
、
古
代
史

関
連

の
史
料
を
尋
ね
歩
い
て
、
検
証
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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二
、
検
　
証

○
　
検
証

一
―
大
和
王
権
無
縁

『
記
紀
」
は
、
出
雲
神
話

に
、
そ
の
Λ
神
代

の
巻
Ｖ
の
三
分

の

一
近
く
も
の
ス
ペ

ー
ス
を
割
き
な
が
ら
、
西
出
雲
地
方
の
古
代

に
関
し
て
は
、
全
く
口
を
開
ざ
し
て
語

ろ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
来
、
東
出
雲
の
豪
族
が
奉
斎
し
て
い
た
筈

の

″
大
国
主

ク
を
か

つ
ぎ
出
し
て
、

い
き
な
り
杵
築

の
地
に
宮
を
建
て
て
移
し
な
が
ら
、

大
和
王
権
は
、
そ
の
間
の
経
緯

や
事
情
に
つ
い
て
説
明
も
し
て
い
な
い
。
西
出
雲
に

あ

っ
た
勢
力
の
こ
と
は
知
ら
な
か

っ
た
の
か
、
知

っ
て
い
て
も
敢
え
て
無
視
し
た
の

か
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
五
八
本
の
銅
剣
に
つ
い
て
は
、
製
作
に
関
し
て
も
埋
納

に
関
し
て
も
、
全
く
無
縁
で
、

こ
の
銅
剣

の
授
与
者

で
な
い
こ
と
は
も
ち
論
、
畿
内

地
方
が
こ
の
銅
剣

の
製
作
地
で
な
か

っ
た
こ
と
は
明
自
で
あ
る
。

○
　
検
証

ニ
ー
古
墳
の
年
代
推
移
か
ら

松
前
健
氏
は
、

『
出
雲
神
話
」

の
中

で
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

出
雲
地
方
の
古
墳
の
年
代

の
推
移
か
ら
み
て
　
出
雲
西
部

一
帯
に
広
く
拡
が

っ

て
い
た
古

い
勢
力
を
、
東
出
雲

の
「
静
ギ

」
の
勢
力
が
、
打
ち
倒
し
た
か
、
国
譲

り
さ
せ
た
か
し
て
併
合
し
た
。
そ
の
時
期
が
、
弥
生
中
期
か
ら
後
期

の
初
め
の
頃

時
、
あ
た
か
も
、
荒
神
谷
に
銅
剣
が
埋
納
さ
れ
た
時
期
と
合
致
す
る
。
そ
う
す
る
と

こ
の
、
東
出
雲
か
ら
進
出
し
て
、
西
出
雲

に
移

っ
て
全
出
雲

の
王
者
と
な

っ
た
意
宇

の
人
々
も
、
こ
の
銅
剣
の
製
作

に
も
埋
納
に
も
、
全
く
不
知
の
人
々
で
あ

っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、

「
こ
の
と
き
、
征
服
さ
れ
た
西
出
雲
連
合
王
国
の
人
々

の
、
血
涙
の

『
陰
匿
、
埋
納

の
儀
式
」
が
、

い
つ
の
日
に
か
晴
れ
て
取
り
出
す
日
の

来
る
こ
と
を
願

い
な
が
ら
、
行
な
わ
れ
た
の
だ
ろ
う

」
と
、
松
前
氏
は
言

っ
て
お
ら

れ
る
。

○
　
検
証
三
―
古
伝
承
の
鍛
冶
神

さ
て
、
こ
こ
で
も
う

一
度

『
日
本
書
記
』
Λ
神
代
巻
Ｖ

の
中
か
ら
、
銅
剣
製
作
者

を
う
か
が
わ
せ
る
説
話
が
あ
る
か
ど
う
か
を
探

っ
て
み
よ
う
。
紀
は
、

亀
顧
国
に
天
下

っ
た
ス
サ
ノ
ヲ
が
、

「
こ
の
国
に
は
居
ら
ま
↑
鑢

り
せ
ず

」
と

い
っ
て
、
東
行
し
て
、
出
雲
の
簸

ノ
川
上
の
鳥
髪
の
峯
に
移

っ
た
。

と
言

い
、
そ
の
子
に
ク
ヒ
ノ
ハ
ャ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
タ
が
い
た
と
あ
る
が
、

こ
れ
は

「
フ

イ
ゴ
の
神

の
名
だ
そ
う
で
、
日
本
に
は
、
銅
器
と
鉄
器
の
製
作
技
術
が
、
弥
生
式
土

器
を
焼
く
に
必
要
な
千
度
近

い
火
力
と
と
も
に
、
弥
生
時
代

の
初
め
頃
に
殆
ん
ど
同

時
に
入

っ
て
き
た
と
い
わ
れ
、
銅
器
は
祭
器
に
、
鉄
器
は
武
器
と
な

っ
て
発
達
し
て

い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
神
達
か
ら
産
銅
、
産
鉄

一
族
と
の
関
わ
り
が
う

か
が
わ
れ
、

ヒ
ノ
ハ
ャ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
の
子
孫
が
ク
ア
マ
ツ
マ
ウ
ラ
″

（
あ
る
い
は
ア

マ
ツ
マ
ラ
）
、
は
た
の
名
″
ア
メ
ノ
ヒ
ト
ツ
メ
ノ
カ
ミ
″
と
い
う
鍛
鉄
神
だ
と
い
う
。

こ
の

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
話
は
示
唆
的
で
あ
る
。

○
　
検
証
四
―
鍛
冶
部
の
火
の
神
と

一
眼
の
神

こ
の
伝
承
に
関
連
し
て
、
松
前
健
氏
は
、

『
出
雲
神
話
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
な

興
味
深
い
説
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
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『
出
雲
国
風
土
記
」
に
は
、
Λ
大
原
郡
斐
伊
郷

の
条
Ｖ
に
「
ヒ
ノ
ハ
ャ
ヒ
コ
と

い
う
神
が
こ
の
地

に
居
ま
し
た
こ
と
に
よ
リ

ク
樋

″
と
名
付
け
ら
れ
た
」
と
い
い

地
名
起
源
説
話
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
″
ヒ
ノ
ハ
ャ
ヒ
コ
″

は
、
鍛
冶
部

の
奉
じ
た

「
火

の
神

」
の
名

で
あ

っ
た
ら
し
い
。

火

の
神
、

″
カ
グ

ツ
チ
″
を

″
イ
ザ
ナ
ギ

″
が
殺
し
た
と
き
の
血
か
ら
生
ま
れ

た
と
い
ぅ

″
ヒ
ノ
ハ
ャ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
″
な
ど
も
、
お
そ
ら
く
類
似

の
神

で
、
火

の

燃
え
あ
が
る
力

の
速
や
か
で
あ
る
の
を
讃
え
た
神
名

で
あ
る
。

『
挽
殴
雄
郎
が

」
に
よ
る
と
、
憮
ンど
が
ピ
鋭

″
は
ヽ
そ
の

一
二
世
の
孫

の
″
騰

羅
宿
繭

″
が
杷

っ
て
い
た
。

「
麻
羅

」
、

「
真
浦

」
な
ど
と
い
う
の
は
、
鍛
鉄
に

関
係
あ
る
名

で
あ
る
。

『
記

・
紀
』
の
天
石
屋
神
話
で
の
鍛
冶
神

ク
ア
マ
ツ
マ
ウ
ラ
ク
　

ま
た
は

ク
ア

マ
ツ
マ
ラ
″
力
、

「
鐸

」
を

つ
く

っ
た
と
い
う
話
が
思

い
浮
か

べ
ら
れ
る
。

″
ア

マ
ツ
マ
ウ
ラ
ク
は
、

「
百
語
拾
遺
」
で
は
、

″
ア
マ
ノ
マ
ヒ
ト

ツ
ノ
ミ
コ
ド

″
と

も
呼
ば
れ
、

「

一
眼
の
神

」
で
あ
る
。

占
代
ギ
リ
シ
ャ
の

一
眼

の
巨
人

″
キ
ク

ロ
ペ
ス
ク
や
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

一
眼

の
巨
魔

″
バ

ロ
ル
″
な
ど
が
、
鍛
冶
と
結
び

つ
い
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
的
分
布

を
も

つ
「
神
冶
神

一
眼

」
の
信
仰
に
報
が
る
も
の
で
あ
る
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
Λ
大
原
郡
殴
用
郷

の
条
∨

で
、

″
目

一
つ
の
鬼

″
に
農
夫

が
食
わ
れ
、

「
ア
ヨ
、

ア
ヨ
」
と
叫
ん
だ
と
い
う
話
が
あ
る
。

紀
伊

の
熊
野
の
山
中

に
出
没
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
ク
■
騰
銹
が

ま
た
は

″

一
本

踏
輪

″
は
、
福
士
幸
次
郎
氏
な
ど
に
よ
る
と
、
や
は
り
、
も
と
、
踏
鞘
、
す
な
わ

ち

「
フ
イ
ゴ

」
を
使
用
し
て
鍛
鉄

に
従
事
す
る
冶
金
業
者
た
ち
の
守
り
神

で
あ

っ

た
「
雷
神
」
が
民
鸞
む
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

出
雲
の
″
目

一
つ
の
鬼

″
も
、
同
様
な
、
鍛
冶
神

の
堕
落
し
た
姿
な
の
で
あ
ろ

う
。
ギ
リ
シ
ャ
の
″
キ
ク

ロ
ペ
ス
ク
も
、

『
オ
デ

ツ
セ
イ
」
で
は
、
た
ん
な
る

「
人
食

い
鬼

」
と
さ
れ
て
い
る
。

″
ヒ
ノ
ハ
ャ
ヒ
コ
″
が

「

一
眼
神

」
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
が
、
斐
伊
川
の
鍛
冶
神
の
奉
じ
た

「
火

の
神

」
で
あ

っ
た
こ
と
は

た
し
か
で
あ
ろ
う
。

古
伝
承
の
い
う

「
鍛
冶
神

」
や

「
火
の
神

」
が
、
斐
伊
川
流
域
に
居
た
と
い
う
こ

の
説
は
、
弥
生
中
期
か
ら
後
期

に
か
け
て
、
こ
の
土
地

で
、
祭
器
と
し
て
の
銅
剣
が

作
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
、
か
な
り
顕
著

に
示
し
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

○
　
検
証
五
―
八
百
度

の
火
力
と
半
島
の
技
術

こ
こ
で
、
鈴
木
武
樹
氏
著
、

『
日
本
古
代
史
９９
の
誅
」
の
説
に
耳
を
傾
け
て
み
よ

う
。

青
銅
器
を
製
作
で
き
る
温
度
は
、
摂
氏
八
百
度
以
上
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

温
度
は
、
新
石
器

（縄
文
）
時
代

の
ヤ
ポ
ネ

シ
ア
で
用

い
ら
れ
て
い
た
上
器

（
縄

文
土
器
）
の
製
作
技
術
で
は
手

に
入
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
焚
き
火
程
度

の
火
力
で

は
、
青
銅
器
は
作
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
水
踏
栽
培

の
開
始
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
所
も
同
じ
九
州
島

の
北
部

で

製
作
さ
れ
始
め
た
赤
色
土
器
は
、
窯
を
用

い
て
八
百
度

の
温
度
を
求
め
な
け
れ
ば

作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば
、
青
銅
器
を
鋳
造
す
る
技
術
と
、
新
式

の
赤
色
土
器

（弥
生
式
土
器
）
を
焼
く
技
術
と
は
、
必
ず
や
セ

ッ
ト
に
な

っ
て
い

た
筈
で
あ
る
。
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そ
う
な
れ
ば
、
そ
の
先

の
推
定
は
極

め
て
容
易
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
暦
前

二
百
年
前
後

に
九
州
島

の
西
北
部

で
作
ら
れ
始
め
た
赤
色
無
文
土
器
は
、
す
で
に

青
銅
器
鋳
造
の
技
術
を
知

っ
て
い
た
土
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
技
術
で
も

っ
て
製

造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、

こ
の
、

い
わ
ゆ
る

″
弥
生
式
土
器

ク
は
、
そ
の
名
が

い
か
に
日
本
的

で
あ
ろ
う
と
、
起
源
は
、
朝
鮮
半
島
に
求

め
る
べ
き
で
、
か
の
地

の
ク
無
文
土
器

″

こ
そ
、
そ
れ
の
原
型
だ
と
い
え
る
。

○
検
証
六
―
男
根
模
型
は
語
る

話
を
も
と
に
戻
す
が
、

″
ア
マ
ツ
マ
ラ
ク
の
「
マ
ラ

」
は
、
中
国
語
で
は
男
根
を

意
味
し
、
こ
の
産
銅

・
産
鉄

の
神
を
祭
る

一
つ
の
で
だ
て
と
し
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
石
作
り

（木
製
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
）

の
男
根

の
模
型
が
、

中
国
山
地

の
中
腹
や
山
麓
の
谷
合

い
や
峠

の
片
隅
な
ど
に
、

い
か
に
も

「
も
の
言

い

た
げ

」
に
杞
ら
れ
た
り
、
置
か
れ
た
り
し
て
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
付
近
に
は
銅
鉱
も

あ

っ
た
ら
し
く
、
昔
、
産
銅

に
従
事
し
た
人
々
が
住
ん
で
い
た
と
み
て
よ
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

○
　
検
証
七
―
出
雲
式
銅
剣

森
浩

一
氏
は
、

『
歴
史
読
本
』
Λ
謎
の
三
種
神
器
Ｖ

の
中
で
、

荒
神
谷
遺
跡
の
銅
剣
は
、

″
出
雲
式
銅
剣

″
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
長

さ
が
五

一
―
五
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と

い
う
、
概
し
て
、
北
九
州

の
弥
生
時
代

の

銅
剣

に
比

べ
て
長
い
も
の
で
あ
る
。

と
い

っ
て
お
ら
れ
、
そ
う
す
る
と
、
北
九
州
も
こ
の
銅
剣
の
製
作
地
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
ま
し
て
や
、
西
出
雲
の
国
々
は
、
畿
内
説

（
検
証

一
）

で
も
、
九

州
説
で
も
、
ヤ

マ
タ
イ
国
と
は
無
縁
な
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

ス
サ
ノ
ヲ

伝
承
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
古
ぐ
か
ら
、
親
潮
に
乗

っ
て
、
朝
鮮
半
島
南
部
の
弁
辰
、

辰
韓
方
面
か
ら
出
雲
に
渡

っ
て
き
た
工
人
達
が
、
西
出
雲
の
地

で
作

っ
た
も

の
が
こ

の
銅
剣
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

○
　
検
証
八
―

「
原
イ

ツ
モ
国

」
考

門
脇
禎

二
氏

の

『
銅
剣
、
銅
鐸
、
銅
矛
と
出
雲
王
国
の
時
代
』
の
中

の
説
を
聞

い

て
み
よ
う
。

「
原
イ
ツ
モ
国

」
は
、　
一
世
紀
前
後
頃
よ
り

「
キ
ツ
キ
地
方

」
を
中
心
に
形
成

さ
れ
は
じ
め
、
傘
下
の
人
々
の
斎
く
神
は
、

『
出
雲
国
風
土
記
』
が

「
神
奈
備
山

（仏
経
山
）
Ｌ
什
る
と
い
う
″
キ
ヒ
サ
カ
ミ
タ
カ
ヒ
コ
″
で
枕
籍
か
ら
〓さ喜胸
あ
た

り
ま
で
、
そ
の
勢
威
は
及
ん
で
い
た
。

さ
ら
に
、

『
古
代
出
雲
王
権
は
存
在
し
た
か
」
で
、

こ
の
銅
剣
が
埋

め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
ど
う
と
る
か
に
か
か
わ
る
わ

け
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
こ
の
銅
剣
埋
納
が
、
そ
れ
を
持

っ
て
い
た
有
力
者
、
あ
る

い
は
有
力
な
集
団
が
、
非
常
な
危
機
感

に
陥

っ
た
り
、
圧
迫
を
受
け
た
り
、
そ
う

い
う
こ
と
に
か
か
わ

っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
集
団
に
危
機
を
も
た

ら
し
た
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
仮

に
手
掛
り
を

『
出
雲
国
風
土
記
」
の
中
な
ど
で
考
え
ま
す

と
、
出
土
し
ま
し
た
地
点
は
、
出
雲
郡
の
健
部
郷
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
、　
一
番
古
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く
は
、
ウ
ウ
ャ
ツ
ベ
神
″
が
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
や
が
で
概
部
酵
一辞
祠
と
い
う

新
興

の
有
力
者

に
押
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
支
配
勢
力
が
交
代
し
た
と
い
う
可
能
性

が
ひ
と

つ
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う

い
う
現
地

の
、
出
雲
の
西
部

の
中

で
の
古

い
も
の
と
新
し

い
も

の
と

の
勢
力

の
交
代
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。

そ
れ
と
、
も
う

一
つ
は
、
今
度
は
、
や
が
て
、
出
雲
の
東
部
で
す
ね
。
東

の
方

の

「
意
宇

」
を
中
心
と
し
た
勢
力
が
圧
迫
を
加
え
て
き
た
と
、
そ
う
い
う
可
能
性

が
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
南
の
山
越
え
に
、
吉
備
の
勢
力
が
、
ま
あ
、

こ
れ
は
、
事
実
、
考

古
学

の
先
生
が
い
ろ
い
ろ
お

っ
し

ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
備

の
出
雲
西
部

に
対

す
る
関
係
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

吉
備

の
勢
力
が
出

て
き
た
可
能
性
が
あ
る
。

と
言

っ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
説
か
ら
類
推
す
る
と
、
東
出
雲
や
吉
備
の
勢
力
も
、

こ
の
西
出
雲

の
「
原

イ
ツ
モ
国

」
の
人
々
に
圧
迫
を
加
え
て
、
祭
器

（
権
威

の
シ
ン

ボ
ル
）

た
る
銅
剣
を
埋
納
せ
ざ
る
を
得
な
く
さ
せ
る
原
因
は

つ
く

っ
て
も
、
そ
の
銅

剣
を
作

っ
て
与
え
る
存
在

で
は
な
く
、
こ
の
銅
剣
の
製
作
地
と
は
全
く
無
縁

で
あ

っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

○
　
検
証
九
―
十
六
鼻
、
韓

錘
社
、
銅
鉱
露
頭
地

こ
こ
で
、
速
水
保
孝
氏
の
示
唆

に
富
ん
だ
話
を
、

『
古
代
出
雲
王
権
は
存
在
し
た

か
』
の
中
か
ら
伺

っ
て
み
よ
う
。

今
度
銅
剣
が
出
土
し
た
出
雲
国
、
こ
れ
は

「
風
土
記
』
の
呼
び
名

で
す
が
出
雲

国
出
雲
郡
出
雲
郷
、
そ
の
隣
の
、
古
く
は

「
宇
夜
里

」
、

『
風
土
記
』
時
代

で
は

健
部
郷
の

「
神
庭
荒
神
谷

」
か
ら
出
土
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
「
原
出
雲
国

」

が
か

つ
て
あ

っ
た
地
帯
は
、

「
風
土
記
」
で
出．
雲．
郷。
と
い
う
こ
と
で
表
現
さ
れ
る
地

帯
で
し
て
、
今

の
「
仏
経
山

」
、

つ
ま
り
出
雲

の
神
名
火
山
か
ら
、
こ
の
対
岸

の
、

最
も
早
く
斐
伊
川
の
沖
積
作
用
で
く

っ
つ
い
た
と
い
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
国
引
き
の

原
像
が
み
ら
れ
る
島
根
半
島

の
河
下
地
区
、

「
十
六
鼻
地
溝
帯

」
の
河
下
、
あ
の
あ

た
り
が
、
実
は
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人

（
主
と
し
て
新
羅
人
）

の
定
着
地
な
ん
で

す
ね
…
…
。

だ
か
ら
、
ズ
バ
リ
言

い
ま
し
て
、
今
日
、
ど
こ
で

一
番
銅
鉱
の
露
頭
が
見
ら
れ
る

か
と
い
い
ま
す
と
、

『
風
上
記
」
で
い
う
、
出
雲
郡

の
「
宇
賀
里

」
に
あ
り
ま
す
。

「
唐
川

」
、

「
別
所

」
地
区

（平
田
市
）

で
す
ね
。　
一
昨
日
も
、
私
は
現
地

へ
行

っ

た
の
で
す
が
、
現
に
、
道
と
い
う
道
、
山
と
い
う
山
、
殆
ん
ど
緑
青
が

つ
い
た
岩
石

が
ズ
ー

ツ
と
連
な

っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

実
は
、
な
ぜ
そ
こ
を
め
ざ
し
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
こ
に

「
韓
鍛
社

」
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

『
風
土
記
』
の
社
で
す
ね
。
そ
し
て
、
延
喜
式
で
は
、

「
韓
竃
社

」

（
か
ま
ど
）
と
書

い
て
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
釜
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
、
明
ら
か
に

「
韓
鍛
冶

」
の
、
朝
鮮
半
島

の
鍛
冶
技
術
を
持

つ
と
こ
ろ
の
、

そ
う
い
う
渡
来
人
た
ち
が
、
あ
そ
こ
に
定
着
し
た
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

ご
承
知

の
よ
う
に
「
カ
ラ
カ

マ
」
の
「
カ

マ
」
は
、
朝
鮮
語
の

Ｆ
”
日
”

（空
じ

で
あ
り
ま
し

て
、
要
す
る
に
「
焼
き
物

の
窯

」
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は

「
溶
鉱
炉

」
と
考

え
て
よ
ろ
し
い
わ
け
で
、
そ
う
い
う

『
風
土
記
」
の
社
を
も

っ
て
弥
生
時
代

の
云
々

と
い
う
こ
と
は
、
時
代
ギ

ヤ
ッ
プ
が
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も

『
風
土
記
』

で
は
、

「
韓

錘
」
の

「
溶
鉱
炉

」
の
神
を
祭

っ
た

一
族
が

い
た
。
今
日
で
も
、
唐
川
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地
区
は

「
荒
木
姓

」
な
ん
で
す
ね
。
そ
の

（地
区
の
）
全
部
が

「
荒
木
姓

」
で
す
。

（約
六
〇
戸
）

こ
れ
は
、
金
達
寿
さ
ん
流

の
こ
と
ば
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、

「
ア
ラ
キ

」
と
は

「
安
羅
か
ら
来

た
人

」
た
ち
の
こ
と
で
は
な
か

っ
た
ろ
う

か
。そ

の
人
達
が
韓
の
鍾
神
を
杷

っ
て
、
そ
こ
で
産
銅
生
活
に
入

っ
て
い
た
と
思
う
ん

で
す
ね
。
私
は
、
弥
生
末
期

に
は
、
も
う
、
既
に
そ
う

い
う
状
態
が
あ

っ
た
と
思
う

ん
で
す
。

あ
れ
だ
け
の
銅
鉱
が
露
頭
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
当
然
、
朝
鮮
半
島

の
先
進
地

の
韓
鍛
冶
技
術
を
も

っ
て
い
る
人
た
ち
は
あ
の
十
六
鼻
と
い
う
朝
鮮
名
の
あ
る
港

へ

着

い
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う

い
う
人
達
が
、
あ
そ
こ
に
定
着
し
た
わ
け
で
す
。

○
　
検
証
十
１
使
用
原
料
銅

の
問
題

速
水
説
は
、
材
料
現
地
調
達
、
現
地
製
作
説
に
と

っ
て
、
強
力
な
補
強
力
を
持

つ

も
の
で
あ
る
が
、
使
用
銅
原
料
舶
載
説
も
強

い
の
で
、　
一
応
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
中
国
か
ら
の
輸
入
銅
で
あ́
ろ
う
と
す
る
説
で
、

こ
の
説
を
と
る
学
者
は
多

い
。

こ
の
説
に
よ
る
と
、
銅
剣
も
銅
鐸
も
、
銅
鏡

や
銅
矛
も
、
鉄
文
化

の
進
展
に
よ

っ
て
不
要
と
な

っ
た
中
国
の
銅
廃
品
が
、
中
国
か
ら
直
接
、
ま
た
は
朝
鮮
半
島
を
経

由
し
て
国
内
に
入

っ
て
き
て
、
そ
れ
が
原
料
と
な

っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
直
木
孝
次
郎
氏
は
、

『
日
本

の
歴
史
』
①
Λ
倭
国
の
誕
生
Ｖ

の
中

で

対
馬
に
お
け
る
、
朝
鮮
舶
載

の
車
馬
具
や
青
銅
利
器
と
、
そ
れ
の
付
属
金
具
な

ど
の
出
土
状
況
か
ら
、
朝
鮮
か
ら
、　
一
種
の
廃
材
が
、
銅
原
料
と
し
て
入

っ
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
説

い
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
荒
神
谷
で
発
見
さ
れ
た
銅
剣
は
、
未
だ
成
分

の
分
析
、
検
討
が
な
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
地
元
の
銅
か
、
大
陸
か
ら
の
輸
入
銅

で
あ
る

の
か
に
つ
い
て
、
結
論
を
出
す
の
は
む

つ
か
し
い
が
、
唐
川
、
別
所
の
露
頭
銅
鉱
や
、

山
口
県
に
あ

っ
て
、
日
本
最
古

の
銅
山
と
い
わ
れ
て
い
る

「
長
登
銅
山

」
、
こ
れ
は
、

聖
武
天
皇
発
願
の
奈
良
東
大
寺

の
ク
毘
慮
舎
那
大
仏

″
造
成
の
材
料
た
る
銅

の
献
上

銅
山
と
し
て
有
名

で
、
こ
こ
も
近

い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
石
見
銀
山
と
し
て
有
名
な

大
田
市

の
大
森
鉱
山
も
、
銀

の
産
出
量
が
底
を

つ
い
た
江
戸
中
期
以
降
も
、
明
治
初

期

に
至
る
ま
で
、
銅
の
採
掘
だ
け
は
続
け
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
銅
埋

蔵
の
山

で
あ

っ
た
わ
け
で
、
中
国
山
地
に
は
、
古
く
か
ら
銅
や
鉄
が
豊
富

に
堀
り
出

さ
れ
、
昔
か
ら
、
こ
れ
ら
の
鉱
山

の
支
配
権
を
め
ぐ

っ
て
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
戦

い
が
行
な
わ
れ
、
吉
備
の
王

″
温
羅

ク
に
し
て
も
、
大
江
山

の
″
酒
顛
童
子

″
に
し

て
も
、
さ
ら
に
は
、
出
雲

の
″
目

一
つ
の
鬼

″
す
ら
も
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
中

央
勢
力
か
ら
鉱
脈
を
奪
わ
れ
、
敗
北
の
中

に
消
え
て
い
っ
た
在
地
、
先
住

の
産
銅

産
鉄
集
団
の
王
た
ち
は
、
例
外
な
く

″
鬼

″
と
し
て
、

″
悪
者

″
、

″
討
た
れ
て
当

然

の
者

″
と
し
て
の
烙
印
を
押
さ
れ
て
、
社
会

の
体
制
の
外

へ
拠
り
出
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

話
が
少
し
横
道
に
外
れ
た
が
、
要
す
る
に
、
そ
う
い
う
場
所
が
あ
り
、
そ
う
い
う

人
達
が
居
た
と
い
う
こ
と
は
、
朝
鮮
半
島
南
部
か
ら
渡
来
し
て
、
西
出
雲
に
住
み

つ

い
た
産
銅
技
術
者

や
、
銅
剣
等

の
青
銅
器
製
作
技
術
者
達
が
、
こ
の
地
に
君
臨
す
る

王
者
の
命
を
受
け
て
、
こ
の
地

に
お
い
て
、
祭
器
た
る
銅
剣
を
製
作
し
た
と
み
て
、

そ
の
妥
当
性
を
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

″
出
雲
型

″
と
い
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わ
れ
る
、

こ
の
「
中
細
形
銅
剣

」
の
製
作
期
間
が
意
外

に
短
時
間
だ

っ
た
ら
し
い
と

い
わ
れ
る
の
は
、

「
原
イ
ヅ

モ
国

」
の
短
命
で
あ

っ
た
命
運
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

三
、
重
複

の
弁

（
結
論

）

そ
こ
で
、
史
料

の
語
る
と
こ
ろ
に
従

っ
て
、
韓
鋒

の
あ
る
所
が
、

こ
の
銅
剣

の
製

作

の
場
所

で
あ

っ
た
ろ
う
と
い
え
ば
、
最
も
簡
単

で
わ
か
り
易

い
結
論
の
出
し
方
に

な
る
だ
ろ
う
が
、
冒
頭
に
主
張
し
た
と
お
り
、
私
は
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
私
な

り
の
ユ
メ
を
語
り
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
冒
頭
の
主
張
を
、
締
め
く
く
り
の
意
見
と

し
て
、
も
う

一
度
持
ち
出
し
て
み
た
い
所
以
で
あ
る
。

「
神
庭

」
と

い
う
所
は
、
神

々
が
集
ま

っ
て
大
祭
を
営
む
祭
杷

の
広
庭
で
、
近
く

は
岡
山
県
を
は
じ
め
と
し
て
、
全
国
各
地
に
散
在
す
る
。

「
原

イ
ヅ

モ
国

」
と
い
う

べ
き
か
、
弥
生
中
期
後
半
か
ら
、
後
期
初
頭

の
西
出
雲

の
連
合
国
を
構
成
す
る
首
長
た
ち
は
、
毎
年
、
春
秋

の
大
祭
に
は
、
神

の
宿
る
仏
経

山
を
前
に
し
た
こ
の
神
庭
の
広
庭

に
集
ま
り
、
連
合
王
国

の
巫
女
王
″
ウ
ヤ
ツ
ベ
″

は
、
そ
の
大
祭
を
迎
え
る
準
備
と
し
て
、
銅
を
集
め
さ
せ
、
帰
化
工
人
た
ち
を
督
励

し
て
、
集
ま

っ
て
く
る
首
長
た
ち
の
数
だ
け
の
銅
剣
を
作
ら
せ
、
こ
れ
を
、
祭
り
の

間
中
神
前

に
供
え
て
神
霊
を
入
魂
さ
せ
、
大
祭
を
終
え
て
帰
る
首
長
の

一
人
ひ
と
り

に
、
こ
の
神

の
依
り
し
ろ
た
る
銅
剣
を
与
え
て
持
ち
帰
ら
せ
、
こ
れ
を
御
神
体
と
し

て
祭
り
合
わ
し
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
連
合
王
国
の
結
束
と
協
力
を
図

っ
た
の
で
あ

ス
了

，
。

み
や
ど
こ
ろ

従

っ
て
、
銅
剣
製
作

の
場
所
は
、
ウ
ャ
ツ
ベ
の
宮
処
周
辺
か
、
神
庭

の
祭
場
に
近

い
谷
合
い
の
ど
こ
か
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
う
。
あ
の
二
五
八
本

の
銅
剣
の
発
見
さ
れ

た
丘
と
と
も
に
、
狭

い
盆
地
を
囲
む
山
々
の
谷
の
ど
こ
か
に
、
銅
剣
製
作
の
工
房
の

跡
や
、
工
人
達
の
住
居
の
跡
が
眠

っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
滅
亡

の
儀
式
と
し
て
、
神
霊
の
こ
も
る
銅
剣
を
集
め
て
埋
め
る
場

所
も
、
当
然
、
神
庭

の
広
庭
を
見
下
ろ
し
、
仏
経
山
を
望
む
、
こ
の
谷
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
し
、
二
五
八
本

の
銅
剣
が
あ

っ
て
も
、
不
思
儀

で
も
な
ん
で
も
な
い

の
で
あ
る
。

※
こ
の
論
文
は
島
根
県
斐
川
町
教
育
委
員
会
主
催

『
第
二
回
荒
神
谷
遺
跡

の
謎
を
解

く
」
の
入
賞
作
品
で
す
。
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