
日
本
出
土
金
銅
製
透
彫
冠
・
履
の
系
譜

一
、
は

じ

め

に

五
世
紀
後
半
ま
で
の
古
墳
か
ら
出
土
す
る
金
工
製
品
は
、
製
品
の
種
類
、
金

・
金
銅
な
ど
の
材
質
に
関
わ
ら
ず
限
定
さ
れ
て
お
り
、
倭
王
権
が
独
自
に
開
花

さ
せ
た
と
い
え
る
証
拠
は
な
い
。
当
時
の
金
工
技
術
は
武
具
に
関
係
す
る
方
面

に
偏
し
て
展
開
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
金
工
品
に
よ
る
装
身
制
度
の
よ
う
な
も

の
は
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
公
算
が
強
い
。
お
そ
ら
く
、
甲
冑
や
武
器
な
ど
に

よ
る
身
分
や
格
式
（
武
威
）
の
表
示
が
好
ま
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
た
め
で
、
そ
れ

を
飾
る
程
度
に
金
工
技
術
や
舶
載
品
が
用
い
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
金
銅
透
彫
の
技
術
が
眉
庇
付
冑
と
龍
文
帯
金
具
に
共
通

し
て
認
め
ら
れ
、
し
か
も
、
比
較
的
初
期
に
限
ら
れ
、
後
者
の
喪
失
と
と
も
に

消
え
て
い
く
の
は
、
五
世
紀
中
ご
ろ
に
き
わ
め
て
限
定
的
に
渡
来
系
工
人
の
招

来
や
文
化
の
摂
取
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
以
降
は
透

彫
技
術
は
定
着
せ
ず
、
金
銅
板
を
用
い
た
三
輪
玉
や
空
球
な
ど
単
純
な
プ
レ
ス

製
品
や
板
状
の
製
品
し
か
作
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
今
述
べ
た
理
解
と
は
異
な
り
、
半
肉
彫
状
の
表
現
を
も
つ
帯
金

具
や
初
期
の
ｆ
字
形
鏡
板
な
ど
を
国
産
品
と
見
る
研
究
者
も
い
る
こ
と
は
承
知

し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
日
本
独
自
の
も
の
と
言
え
る
特

徴
を
も
た
な
い
の
で
、
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
金
製
垂
飾
付
耳
飾

に
つ
い
て
も
当
然
国
産
品
と
し
て
認
め
な
い
。

五
世
紀
中
ご
ろ
の
初
期
金
工
技
術
を
伝
え
た
り
、
製
品
を
与
え
た
り
し
た
主

体
に
つ
い
て
新
羅
を
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
こ
と
は
高
田
貫
太
が
説
く
と

お
り
で
あ
り
、
近
年
半
島
で
の
出
土
例
の
増
加
し
た
龍
文
透
彫
帯
金
具
の
資
料

の
分
布
は
明
快
で
あ
る
（
高
田

２
０
０
６
）。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
龍
文
透
彫
鞍

金
具
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
五
世
紀
中
ご
ろ
に
日
本
で
目
立
つ
よ
う
に
な
る

金
工
品
の
多
く
は
、
三
燕
地
域
に
類
例
が
遡
っ
て
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
（
遼

寧

２
０
０
４
）、
日
本
と
新
羅
と
の
間
に
受
容
の
時
期
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と

い
っ
て
よ
い
（
慶
州
研

１
９
９
４
）。
し
た
が
っ
て
、
馬
具
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
新
た
な
金
工
技
術
を
新
羅
と
日
本
は
高
句
麗
や
中
国
か
ら
ほ
ぼ
同
時
に
受
容

し
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
高
橋

２
０
０
４
）。
た
だ
、
新
沢
１２６
号
墳
の

存
在
か
ら
、
新
羅
と
の
つ
な
が
り
の
強
さ
と
そ
れ
が
果
た
し
た
日
本
へ
の
金
工

技
術
の
導
入
の
役
割
は
非
常
に
高
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
（
橿
考
研

１
９
７
７
）。

と
こ
ろ
で
、
導
入
段
階
を
除
く
と
、
馬
具
の
展
開
は
ほ
と
ん
ど
加
耶
と
同
調

し
て
い
る
。
と
い
う
か
、
新
羅
や
百
済
そ
の
他
の
地
域
と
の
交
渉
も
あ
っ
た
と

は
い
え
、
加
耶
か
ら
の
将
来
品
が
大
半
を
占
め
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
ど
う
し

て
、
新
羅
の
馬
具
が
目
立
た
な
く
な
っ
た
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
う
ま
く
説
明
で

―
国
際
研
究
集
会
の
研
究
報
告
―

高

橋

克

壽
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き
な
い
が
、
加
耶
と
の
よ
り
緊
密
な
関
係
が
生
じ
た
煽
り
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。

と
は
い
え
、
百
済
領
域
で
も
よ
う
や
く
出
土
が
増
え
て
き
た
鉄
製
輪
鐙
を
見

る
と
、
新
羅
、
加
耶
、
百
済
の
三
国
い
ず
れ
も
実
用
品
に
つ
い
て
は
大
き
な
地

域
色
が
指
摘
で
き
な
い
状
況
で
あ（
１
）

る
。
そ
れ
で
も
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、
日

本
で
は
こ
の
時
期
の
馬
具
は
数
に
限
り
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
入
手
の
ル
ー
ト

が
考
え
ら
れ
る
中
で
、
加
耶
と
の
関
係
で
入
手
し
た
場
合
が
か
な
り
多
か
っ
た

こ
と
だ
け
は
い
ろ
い
ろ
な
状
況
証
拠
か
ら
し
て
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

二
、
十
善
の
森
古
墳
出
土
金
銅
製
品

（
一
）
復
元
さ
れ
た
冠
帽

前
章
で
述
べ
た
五
世
紀
中
ご
ろ
に
始
ま
る
展
開
の
あ
と
に
古
墳
時
代
後
期
の

到
来
を
告
げ
る
新
た
な
変
革
が
起
き
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
で
の
保

有
形
態
は
、
限
定
的
な
舶
載
品
を
金
工
品
の
セ
ッ
ト
と
し
て
は
不
完
全
な
ま
ま

有
力
被
葬
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
量
で
入
手
し
て
い
た
の
だ
が
、
以
後
王
権
側
が

装
身
具
か
ら
馬
具
に
至
る
金
工
品
を
セ
ッ
ト
と
し
て
、
日
本
の
嗜
好
に
合
わ
せ

て
分
与
す
る
段
階
へ
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
象
徴
的
存
在
が
、
金
銅
装

の
冠
と
履
、
そ
し
て
そ
の
附
属
具
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
出
現
期
の
例
が
福

井
県
若
狭
町
十
善
の
森
古
墳
に
あ
る
（
斎
藤

１
９
７
０
）。

今
日
そ
の
製
品
は
復
元
品
製
作
に
よ
っ
て
古
墳
時
代
後
期
の
金
工
品
を
代
表

す
る
冠
帽
と
し
て
の
不
動
の
地
位
を
占
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
透
彫
製
品
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
実
際
は
非
常
に
細
か
な
砕
片
と
な
っ
て
出
土
し
た
も
の
を

保
存
処
理
を
施
す
と
同
時
に
精
密
に
観
察
し
て
、
さ
ら
に
分
析
化
学
ま
で
応
用

し
た
画
期
的
な
復
元
で
あ
っ
た
（
西
山

１
９
８
１
）。
そ
れ
に
よ
り
冠
帽
と
広
帯

二
山
式
冠
を
組
み
合
わ
せ
た
姿
が
よ
み
が
え
っ
た
の
で
あ
る
。

図１ 下芝谷ッ古墳 出土金銅製飾履 １／２
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そ
れ
を
見
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
今
に
も
ま
し
て
類
例
の
少
な
い
製
品
で
あ

っ
た
た
め
に
、
そ
の
段
階
で
は
国
内
で
唯
一
知
ら
れ
る
熊
本
県
江
田
船
山
古
墳

出
土
冠
帽
を
念
頭
に
置
い
て
作
っ
て
あ
る
（
本
村

１
９
９
１
）。
し
か
し
、
筆
者

も
そ
れ
に
遅
れ
る
こ
と
四
半
世
紀
で
観
察
し
た
結
果
、
そ
の
中
に
は
む
し
ろ
履

と
考
え
る
べ
き
破
片
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
に
達
し
た
。
そ
う
考

え
る
に
至
っ
た
も
っ
と
も
大
き
な
要
因
は
、
十
善
の
森
古
墳
の
保
存
処
理
以
後

に
出
土
し
た
群
馬
県
高
崎
市
下
芝
谷
ツ
古
墳
の
出
土
品
（
図
１
）
に
接
し
た
か

ら
で
あ
る
（
田
口

１
９
９
８
）。

谷
ツ
古
墳
例
は
、
遺
存
度
に
お
い
て
は
は
る
か
に
十
善
の
森
古
墳
例
よ
り
優

れ
て
い
る
が
、
金
属
部
分
の
残
り
は
逆
に
悪
く
、
表
面
の
観
察
は
甲
の
一
部
を

除
い
て
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
状
態
に
あ（
２
）
る
。
そ
れ
で
も
、
田
口
一
郎
に
よ
っ
て

報
告
さ
れ
た
段
階
で
は
、
日
本
で
の
類
例
の
な
い
非
常
に
珍
し
い
金
銅
装
履
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
か
つ
て
滋
賀
県
鴨
稲
荷
山
古
墳
の
整
理
に
あ
た
り
金
銅

装
の
履
を
考
え
る
機
会
を
得
た
と
き
に
も
、
例
外
と
し
て
ま
と
も
に
考
慮
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
（
京
大

１
９
９
５
）。

し
か
し
、
十
善
の
森
古
墳
の
金
銅
製
品
を
あ
ら
た
め
て
観
察
し
て
み
て
、
透

彫
の
金
銅
板
の
要
所
に
ガ
ラ
ス
玉
を
留
め
て
い
る
特
長
は
ま
さ
に
谷
ツ
古
墳
例

と
同
じ
で
あ
り
、
江
田
船
山
古
墳
に
比
べ
て
よ
り
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は

す
ぐ
に
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
、
十
善
の
森
古
墳
の
金
銅
製
品
の
破

片
を
見
直
す
こ
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
先
に
紹
介
さ
れ
た
八
十
片
あ
ま
り
の
砕
片
に
対
す
る
保
存
処
理

段
階
の
詳
し
い
報
告
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
。
そ

の
意
識
の
高
さ
が
評
価
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
下
芝
谷
ツ
古
墳
例
を
意
識
し
な

が
ら
見
直
す
と
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
以
下
に
代
表
的
な
破
片

を
使
っ
て
示
し
て
み
た
い
（
図
２
）。

（
二
）
資
料
の
再
検
討

ま
ず
、
具
体
的
な
検
討
の
前
に
若
干
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
図

の
引
用
は
省
略
す
る
が
、
冠
帽
左
右
の
二
枚
の
金
銅
板
を
合
わ
せ
た
頂
部
に
渡

さ
れ
る
細
長
い
部
材
と
し
て
西
山
報
告
で
は
９０
と
し
て
い
る
破
片
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
端
部
が
直
角
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
端

部
だ
と
し
た
場
合
近
く
に
あ
る
は
ず
の
鋲
留
の
痕
跡
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

当
該
部
位
の
破
片
と
は
認
定
し
が
た
い
。
第
一
、
そ
の
側
面
形
の
曲
率
も
き
つ

す
ぎ
る
。

次
に
、
曲
率
と
し
て
も
冠
帽
両
側
面
に
該
当
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
や
や
湾
曲
し
て
い
る
砕
片
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
砕
片
で
あ
る
こ
と
や

後
世
の
改
変
な
ど
の
た
め
、
本
来
の
曲
率
か
ど
う
か
は
判
断
つ
か
な
い
と
い
っ

た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
残
存
し
て
い
る
破
片
の
い
っ
た
い
ど
の
部
分
が
履
と
考
え
ら
れ

る
の
か
指
摘
を
し
て
い
こ
う
。
な
お
、
西
山
報
告
で
も
お
お
ま
か
に
分
け
ら
れ

て
い
た
が
、
ほ
ぼ
そ
れ
を
踏
襲
し
て
、
施
文
の
構
成
要
素
や
歩
揺
・
ガ
ラ
ス
玉

の
有
無
な
ど
か
ら
、
�
歩
揺
や
ガ
ラ
ス
玉
の
な
い
波
状
列
点
文
と
透
か
し
か
ら

な
る
も
の
と
、
�
ガ
ラ
ス
玉
や
歩
揺
を
付
け
、
か
つ
透
彫
や
波
状
列
点
文
を
施

す
も
の
、
に
大
き
く
分
け
ら
れ
、
後
者
に
は
花
形
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
も
の

と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
図
２�

１
は
�
の
部
類
に
属
し
、
ほ
ぼ
直
線
的
な
端
部
を
七
�
の
幅

で
直
角
に
折
り
曲
げ
た
破
片
で
、
そ
の
部
分
に
は
一
・
五
�
間
隔
で
内
側
か
ら

外
側
へ
向
け
て
あ
け
ら
れ
た
穿
孔
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
他
の
部
材
と
針
金

で
結
び
と
め
る
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
折
り
曲
げ
部
分
は
無
地
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
板
状
部
分
に
は
華
麗
な

文
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
湾
曲
を
も
た
な
い
最
大
幅
八
・
五
�
の
破
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片
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
勾
玉
形
、
三
角
形
、
四
角
形
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
透
か
し

と
蹴
彫
や
ポ
ン
チ
に
よ
る
加
工
が
一
見
無
秩
序
に
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
大
き
く
見
る
と
、
折
り
返
し
部
分
と
平
行
す
る
波
状
列
点
文

の
帯
と
の
あ
い
だ
に
勾
玉
文
を
一
列
に
配
し
、
そ
れ
ら
の
内
側
に
（
図
で
は
上
側

に
）
波
状
列
点
文
が
大
き
く
う
ね
り
な
が
ら
施
さ
れ
て
い
る
幅
の
広
い
施
文
部

が
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
限
る
直
線
的
な
波
状
列
点
文
の
帯
と
が
三
層
に
重

な
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
条
の
ほ
ぼ
平
行
す
る
波
状
列

点
文
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
中
に
主
た
る
文
様
を
配
し
て
、
外
側
に
は
勾
玉
文

を
連
ね
る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
構
図
と
残
存
部
の
形
状
か
ら
す
る
と
、
本
片
は
実
は
、
勾
玉
文
の
帯
状

区
画
と
接
し
な
い
側
の
波
状
列
点
文
を
境
に
対
称
の
構
成
と
な
る
細
長
い
部
材

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
中
央
の
波
状
列
点
文
を
超
え
て
別

の
施
文
部
が
続
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
、
幅
広
の
施
文
部
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
ち
ょ
っ
と
見
た
だ
け
で
は
い

か
な
る
モ
チ
ー
フ
か
ら
出
来
上
が
っ
て
い
る
か
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
そ

こ
に
見
ら
れ
る
原
則
は
、
ま
ず
中
央
の
直
線
状
波
状
列
点
文
に
接
し
て
三
角
と

勾
玉
文
を
交
互
に
並
べ
た
あ
と
、
蛇
行
す
る
波
状
列
点
文
を
す
き
ま
に
ゆ
っ
た

り
と
施
し
、
あ
い
だ
の
空
間
に
各
種
の
穿
孔
を
施
し
て
い
く
手
順
が
復
元
で
き

る
。
各
穿
孔
は
蹴
彫
に
よ
り
輪
郭
を
囲
わ
れ
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
列
点
文
に
よ

る
仕
切
り
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
範
囲
に
お
い
て
の
モ
チ

ー
フ
は
あ
く
ま
で
大
き
な
カ
ー
ブ
を
描
く
波
状
列
点
文
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ

れ
が
た
だ
の
波
状
列
点
文
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
龍
の
体
躯
の
よ
う
な
も
の

に
な
る
の
か
は
判
断
で
き
な
い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
、
幾
何
学
的
な
約
束
で

機
械
的
に
割
り
付
け
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
穿
孔
は
対
称
的

に
配
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
個
体
に
対
し
て
、
既
存
の
金
工
製
品
に

該
当
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
も
っ
と
も
蓋
然
性
の
高
い
の
は
履
の
底
板
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
ほ
ぼ
中
央
で
折
り
返
す
と
幅
一
一
・
八
�
と
な
る
。
し
か
し
、

そ
う
考
え
た
場
合
、
ひ
と
つ
問
題
に
な
る
の
は
端
の
折
り
曲
げ
方
で
あ
る
。
滋

賀
県
鴨
稲
荷
山
古
墳
を
は
じ
め
日
本
出
土
の
履
は
基
本
的
に
側
の
板
を
内
側
に

折
り
返
し
、
そ
れ
に
載
る
よ
う
に
底
板
を
は
め
込
み
、
結
合
す
る
と
い
う
方
式

を
と
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
例
は
底
板
の
縁
を
上
に
折
り
曲
げ
て
、
お
そ
ら

く
そ
の
外
に
側
板
を
重
ね
て
針
金
で
綴
じ
る
構
造
に
な
っ
て
い
た
と
復
元
で
き

る
。

図２ 十善の森古墳 出土金銅製透彫製品 ２／３

２

１

６

５

４

３
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そ
の
差
は
け
し
て
小
さ
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
下
芝
谷
ツ
古
墳
例
が

側
面
下
端
に
鋲
頭
が
並
ぶ
こ
と
か
ら
、
底
板
の
周
囲
を
上
に
折
り
曲
げ
、
側
板

の
下
縁
を
そ
の
外
側
に
あ
て
て
鋲
留
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ

れ
、
結
合
の
手
法
は
異
な
る
が
、
そ
れ
と
の
関
係
で
本
片
も
理
解
で
き
る
の
で

あ
る
。
相
違
点
と
し
て
は
底
板
に
十
善
の
森
古
墳
例
は
ガ
ラ
ス
を
は
め
な
い
の

に
対
し
て
谷
ツ
古
墳
例
は
ガ
ラ
ス
玉
を
は
め
る
と
い
う
差
異
も
無
視
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
意
匠
の
違
い
と
み
な
せ
よ
う
。

次
に
、
２
の
破
片
に
つ
い
て
も
詳
し
く
考
え
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
�
の
代
表

で
あ
る
。

一
見
し
て
、
１
の
破
片
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
見

ら
れ
る
約
束
は
、
平
行
は
し
な
い
が
、
直
線
的
に
走
る
波
状
列
点
文
が
残
存
部

位
の
上
下
に
一
条
ず
つ
あ
り
、
そ
れ
に
は
ど
う
や
ら
ガ
ラ
ス
玉
が
座
金
と
と
も

に
割
り
ピ
ン
を
用
い
て
飾
ら
れ
る
。
そ
の
間
に
も
、
二
条
の
波
状
列
点
文
が
見

ら
れ
る
が
、
う
ち
図
で
は
上
方
に
位
置
す
る
も
の
は
不
規
則
に
蛇
行
し
、
縁
取

り
の
蹴
彫
も
伴
わ
な
い
。
も
う
一
方
の
波
状
列
点
文
は
部
分
的
に
縁
取
り
の
蹴

彫
も
あ
る
が
、
や
は
り
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
波
状
列
点
文
の
う
ち

構
図
を
決
め
て
い
る
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
、
縁
取
り
の
蹴
彫
を
伴
わ
な
い

不
規
則
に
蛇
行
す
る
波
状
列
点
文
の
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
そ
の
形
状
に
龍
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
図
で
山
形
に
折
れ
曲
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
左
が
龍
の
頭
部
、
そ
れ
か
ら
右
が
長
い
首
に
相
当
し
よ
う
か
。
以
上
の
波
状

列
点
文
に
よ
り
区
画
内
を
分
け
て
か
ら
、
間
に
透
か
し
を
入
れ
て
い
き
、
輪
郭

を
蹴
彫
し
て
さ
ら
に
他
と
の
間
に
列
点
を
施
す
と
い
う
点
は
先
の
１
と
同
じ
で

あ
る
。
ま
た
、
１
と
は
異
な
り
、
歩
揺
に
よ
る
装
飾
も
か
な
り
密
に
施
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
図
で
は
左
右
の
向
き
に
カ
ー
ブ
を
も
っ
た
破
片
で
あ
り
、

側
板
の
破
片
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
３
の
破
片
は
２
と
同
類
に
含
め
ら
れ
、
こ
れ
に
も
錯
綜
す
る
向
き
の

波
状
列
点
文
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
図
で
は
右
下
に
真
ん
中
に
点
を
打
ち
外
側

を
円
形
に
囲
っ
た
目
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
２
、
３
同
様
�
に
属
す
る
が
、
ま
っ
た
く
赴
き
が
異
な
っ
て
、
直

角
に
交
差
し
た
り
、
八
差
路
の
よ
う
に
交
わ
っ
た
り
す
る
波
状
列
点
文
の
直
線

的
な
帯
か
ら
な
る
一
群
が
あ
る
。
４
は
一
見
方
形
の
枠
内
の
対
角
線
を
か
た
ど

っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
図
右
下
は
直
角
を
な
さ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
な
お
、

直
角
に
交
わ
る
部
分
に
は
ガ
ラ
ス
玉
が
留
め
ら
れ
て
い
た
痕
跡
を
と
ど
め
、
そ

ば
に
は
歩
揺
を
留
め
た
あ
と
が
残
る
。

一
方
、
八
叉
路
の
よ
う
に
見
え
る
５
は
、
よ
く
見
る
と
均
等
な
幅
の
帯
が
交

差
す
る
も
の
で
は
な
く
、
残
存
具
合
の
悪
い
、
図
で
は
上
側
が
、
下
側
の
対
称

形
に
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
交
点
に
ガ
ラ
ス
玉
を
取
り
付

け
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
砕
片
の
た
め
、
曲
率
を
正
確
に
窺
う
こ
と
が
で

き
な
い
が
、
甲
の
部
分
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
基

本
的
に
幾
何
学
的
な
モ
チ
ー
フ
で
透
か
し
が
ほ
と
ん
ど
三
角
形
に
限
ら
れ
る
よ

う
な
個
体
は
、
西
山
が
想
定
し
た
よ
う
に
二
山
式
の
冠
の
破
片
と
見
る
の
が
妥

当
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
用
い
ら
れ
る
ガ
ラ
ス
を
留
め
る
割
ピ
ン
は
鉄
製
で

な
く
銅
製
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
�
の
製
品
と
比
べ
て
離
脱

率
が
激
し
い
。
と
は
い
え
、
１
〜
５
は
す
べ
て
セ
ッ
ト
に
な
る
も
の
と
し
て
製

作
さ
れ
た
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。

以
上
に
検
討
し
た
諸
例
に
比
べ
る
と
他
の
破
片
は
ほ
と
ん
ど
モ
チ
ー
フ
や
形

状
の
復
元
を
行
う
に
は
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の

検
討
は
省
く
。

さ
て
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
十
善
の
森
古
墳
の
金
銅
製
冠
帽
と
さ
れ
て

き
た
も
の
の
中
に
は
、
１
、
２
の
よ
う
に
群
馬
県
下
芝
谷
ツ
古
墳
で
出
土
し
た
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履
の
類
例
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
で
は
熊
本
県
江
田
船
山
古
墳
の
セ
ッ
ト
と
匹
敵
す
る
内
容
を
誇
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
十
善
の
森
古
墳
の
石
室
は
、
羽
子
板
形
の
平
面
を
も
ち
、
玄

門
立
柱
を
備
え
た
羨
道
が
未
発
達
の
古
墳
で
あ
る
。
年
代
は
ほ
ぼ
五
世
紀
末
か

ら
六
世
紀
初
め
と
さ
れ
、
同
種
の
遺
物
を
も
つ
古
墳
と
し
て
は
江
田
船
山
古
墳

に
次
ぐ
古
い
一
群
に
属
す
る
と
言
え
る
。
盗
掘
を
受
け
て
い
た
と
は
い
え
、
石

室
内
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
が
は
っ
き
り
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
時
代

が
古
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
江
田
船
山
古
墳
と
年
代
的
に
近
い
と
は
い
え
、
こ
の
透
彫
金
銅
製

品
は
、
ガ
ラ
ス
玉
を
散
り
ば
め
る
こ
と
を
は
じ
め
、
意
匠
に
お
い
て
あ
ま
り
に

も
懸
隔
が
は
な
は
だ
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き

か
問
題
で
あ
る
。
加
耶
で
は
同
種
の
履
は
い
ま
だ
出
土
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ

ら
も
馬
具
と
か
ら
め
て
加
耶
に
系
譜
を
求
め
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
、
十
善
の
森
古
墳
で
は
早
く
か
ら
出
土
の
知
ら
れ
て
い
る
龍
文
の

楕
円
形
鈴
付
鏡
板
が
あ
り
、
こ
れ
に
加
え
て
県
に
よ
る
再
調
査
で
は
お
そ
ら
く

そ
れ
と
セ
ッ
ト
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
鈴
付
の
剣
菱
形
杏
葉
が
出
土
し
た
か
ら

で
あ
る
。
本
例
は
加
耶
池
山
洞
４４
号
墳
例
に
近
く
、
さ
ら
に
、
共
伴
す
る
両
翼

付
変
形
剣
菱
形
杏
葉
も
近
年
加
耶
の
松
鶴
洞
１
号
墳
で
出
土
す
る
に
及
び
、
馬

具
に
お
い
て
は
加
耶
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況

は
、
先
行
す
る
西
塚
古
墳
で
も
同
様
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
透
彫
金
銅
製
品
を
加
耶
に
帰
す
こ
と
は
難
し
い
。

帽
は
と
も
か
く
、
冠
と
履
に
つ
い
て
は
、
江
田
船
山
古
墳
例
を
祖
形
に
六
世

紀
前
半
の
鴨
稲
荷
山
古
墳
例
以
後
、
こ
の
型
式
が
国
内
で
の
主
流
と
な
る
歴
史

的
流
れ
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
金
属
製
の
帽
は
ど
う
も
欠
落
し
て
い

く
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
履
も
透
彫
金
銅
製
品
と
し
て
は
後
に
続
か
ず
、
亀

甲
文
、
な
い
し
鱗
状
文
の
製
品
が
主
流
と
し
て
作
ら
れ
続
け
る
。
こ
れ
ら
は
金

工
技
術
的
に
は
単
純
な
打
ち
出
し
と
歩
揺
か
ら
な
る
比
較
的
作
り
や
す
い
も
の

で
、
ガ
ラ
ス
や
花
房
飾
り
の
付
加
な
ど
も
鴨
稲
荷
山
古
墳
例
を
除
く
と
省
略
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
。

言
い
換
え
る
と
、
鴨
稲
荷
山
古
墳
例
の
み
、
蹴
彫
と
列
点
文
打
ち
出
し
に
よ

る
製
品
と
は
い
え
、
花
房
の
飾
り
を
含
め
装
飾
性
が
豊
か
で
異
例
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
導
入
期
に
見
ら
れ
る
華
麗
な
装
飾
は
、
舶
載
品
か
、
そ
の
強
い

イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
初
期
だ
か
ら
こ
そ
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
可
能
性
が
あ

る
。
鴨
稲
荷
山
古
墳
の
出
土
品
に
は
こ
の
ほ
か
環
頭
大
刀
や
金
製
耳
飾
な
ど
優

れ
た
金
工
品
が
含
ま
れ
て
お
り
、
と
も
に
舶
載
品
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
楕

円
形
鏡
板
や
杏
葉
も
そ
の
重
厚
な
作
り
は
以
後
の
も
の
と
区
別
さ
れ
る
舶
載
品

の
風
格
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
金
銅
製
装
身
具
の
み
日
本
製
と
見
る
の
は
む

し
ろ
困
難
な
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
ミ
ズ
ラ
飾
り
と
認
め
ら
れ
る
半
筒
形
金

銅
製
品
を
は
じ
め
と
す
る
附
属
品
に
半
島
に
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
の
で
、

今
の
段
階
で
は
、
江
田
船
山
古
墳
の
履
と
の
大
き
な
隔
た
り
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

鴨
稲
荷
山
古
墳
の
段
階
で
す
で
に
金
銅
製
装
身
具
は
国
産
化
し
て
い
る
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
江
田
船
山
古
墳
の
製
品
に
は
な
か
っ
た
、
ガ
ラ
ス
玉
や
花
房

飾
り
を
加
え
る
と
い
う
行
為
が
な
ぜ
生
じ
た
か
を
説
明
す
る
上
で
、
十
善
の
森

古
墳
の
セ
ッ
ト
を
代
表
と
す
る
金
銅
製
品
の
系
譜
が
意
味
を
も
っ
て
く
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
履
に
限
っ
て
い
え
ば
そ
の
後
の
日
本
の
中
心
的
な
系
列
に

な
る
百
済
由
来
の
亀
甲
文
打
ち
出
し
の
製
品
に
対
し
て
、
異
な
る
系
列
の
透
彫

履
の
要
素
を
加
え
る
形
で
、
鴨
稲
荷
山
古
墳
例
が
誕
生
し
た
と
見
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
や
が
て
、
そ
の
傍
系
は
い
ち
早
く
廃
れ
て
い
っ
た
と
い
う
流
れ
が
終
え

る
の
で
あ
る
。
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三
、
系
譜
を
求
め
て

そ
の
場
合
、
透
彫
の
あ
る
履
の
系
列
が
ど
こ
に
起
原
す
る
の
か
が
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
花
形
の
幾
何
学
文
透
彫
の
起
原
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
ま
ず
前
者
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
に
は
先
に
観
察
し
た
モ
チ
ー

フ
が
頼
り
に
な
る
。

繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
透
彫
の
履
自
体
は
日
本
で
は
類
例
が
少
な

い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
装
身
具
で
モ
チ
ー
フ
の
似
た
も
の
を
あ
げ
る
と
、

茨
城
県
三
昧
塚
古
墳
の
広
帯
二
山
式
冠
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に

相
当
す
る
も
の
は
、
先
に
冠
の
破
片
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
一
群
で
あ
っ

て
、
履
と
見
ら
れ
る
一
群
に
認
め
ら
れ
る
龍
文
の
モ
チ
ー
フ
は
、
や
は
り
、
江

田
船
山
古
墳
の
遺
物
に
見
出
せ
る
。
江
田
船
山
古
墳
の
龍
文
透
彫
の
冠
帽
に
つ

い
て
は
、
初
葬
の
五
世
紀
代
の
資
料
と
位
置
づ
け
た
報
告
が
あ
る
（
本
村

１
９
９
１
）。
流
麗
な
透
彫
と
蹴
彫
の
様
子
は
一
目
で
舶
載
品
と
判
断
さ
せ
る

も
の
が
あ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
冠
帽
の
歴
史
に
お
い
て
最
古
の
存
在
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
波
形
（
勾
玉
）
文
に
縁
取
ら
れ
た
中
を
龍
文
の
透
彫
で
飾
る

と
い
う
あ
り
方
は
、
す
な
わ
ち
十
善
の
森
古
墳
の
先
に
見
た
１
の
資
料
を
想
起

さ
せ
、
そ
の
系
譜
が
加
耶
で
は
な
く
百
済
地
域
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
ガ
ラ
ス
と
の
融
合
は
な
い
が
、
周
縁
に
波
形
（
勾
玉
）
文
を
並
べ
、

内
側
に
龍
文
透
彫
の
モ
チ
ー
フ
を
も
つ
履
自
体
が
、
百
済
の
江
原
道
法
泉
里
１

号
墳
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
（
図
３
）。
本
例
は
こ
れ
ま
で

触
れ
て
き
た
も
の
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
流
麗
な
金
工
品
で
あ
り
、
第
三

の
製
作
地
を
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

百
済
で
の
そ
の
後
の
定
着
ぶ
り
か
ら
し
て
、
百
済
国
内
で
の
製
品
の
可
能
性
も

認
め
て
お
く
。
こ
の
古
墳
の
年
代
は
先
に
日
本
へ
の
影
響
を
強
く
与
え
た
新
羅

の
金
工
品
が
作
ら
れ
た
五
世
紀
中
ご
ろ
に
相
当
し
（
高
橋

２
０
０
４
）、
日
本
で

の
欠
如
は
新
羅
と
の
関
係
が
そ
の
時
期
に
は
強
か
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の

と
い
え
よ
う
。
複
数
の
履
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
ら
の
中

に
は
、
折
り
返
し
部
分
で
針
金
で
結
合
す
る
部
品
（
図
３�

４
）
や
、
中
心
点
を

も
つ
円
形
の
モ
チ
ー
フ
を
も
つ
部
品
（
図
３�

３
）
な
ど
も
あ
っ
て
、
十
善
の
森

古
墳
例
と
の
関
連
が
し
の
ば
れ
る
。

ま
た
、
近
年
出
土
し
た
百
済
公
州
水
村
里
Ⅱ�

４
号
墳
の
冠
帽
飾
り
に
も
、

流
麗
な
勾
玉
文
の
内
側
に
龍
文
を
飾
る
モ
チ
ー
フ
が
確
認
で
き
、
こ
れ
ら
が
百

済
の
愛
好
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
疑
い
な
い
（
公
州
博
ほ
か

２
０
０
６
）。

図３ 法泉里１号墳 出土金銅製飾履 １／２

１

３

２

６

４

５

７

８
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同
種
の
製
品
が
複
数
あ
る
江
田
船
山
古
墳
の
場
合
は
、
す
べ
て
を
統
一
的
に

評
価
し
よ
う
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
議
論
は
先
送
り
に

す
る
と
し
て
、
少
な
く
と
も
十
善
の
森
古
墳
の
場
合
は
、
馬
具
な
ど
に
代
表
さ

れ
る
加
耶
系
の
文
物
と
と
も
に
金
銅
製
装
身
具
な
ど
の
百
済
系
の
文
物
が
両
方

あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
系
譜
か
ら
す
れ
ば
、
下
芝
谷
ツ
古
墳
の
飾
履
は
、
装
飾
の
配
置
の

原
則
が
、
田
口
一
郎
が
解
読
し
た
よ
う
に
、
直
線
的
に
ガ
ラ
ス
玉
を
並
べ
る
こ

と
に
規
定
さ
れ
、
文
様
や
透
彫
は
そ
の
後
に
施
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
十
善
の
森
古
墳
に
比
べ
て
後
出
的
、
な
い
し
形
式
的
に
な
っ
て
い
る
と

見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
十
善
の
森
古
墳
の
段
階
に
登
場
し
た
ガ
ラ
ス
の
割
り
ピ
ン
留
め

は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
に
述
べ
る
花
形
の
幾
何
学
文
と
も
関

連
し
よ
う
。

金
銅
製
の
冠
や
履
に
お
い
て
ガ
ラ
ス
玉
の
装
飾
を
加
え
る
こ
と
は
、
そ
の
後

わ
が
国
に
確
実
に
定
着
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
当
初
透
彫
の

製
品
に
対
し
て
ガ
ラ
ス
玉
が
付
随
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
鴨
稲
荷
山
古

墳
だ
け
は
亀
甲
繋
文
の
冠
に
も
そ
れ
が
応
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は

花
房
飾
り
も
あ
っ
て
、
藤
ノ
木
古
墳
例
の
祖
形
を
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
透

彫
の
金
銅
製
二
山
式
冠
で
ガ
ラ
ス
玉
を
留
め
る
例
の
も
っ
と
も
形
骸
化
し
た
も

の
が
滋
賀
県
山
津
照
神
社
古
墳
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
定
着
ぶ
り
が
確
認

で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ガ
ラ
ス
と
金
銅
製
品
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
大
阪
府
峯
ヶ
塚
古

墳
例
に
代
表
さ
れ
る
魚
佩
や
、
あ
る
い
は
和
歌
山
県
大
谷
古
墳
出
土
例
が
典
型

で
あ
る
中
心
に
ガ
ラ
ス
玉
を
留
め
る
花
形
飾
り
な
ど
に
も
共
通
し
て
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
り
（
樋
口
ほ
か

１
９
８
５
）、
西
暦
五
〇
〇
年
頃
に
突
如
開
花
し
た

感
が
あ
る
。
花
形
の
装
飾
自
身
、
冠
の
花
形
文
様
と
共
通
し
、
古
墳
時
代
に
お

い
て
パ
ル
メ
ッ
ト
文
様
と
と
も
に
後
期
に
さ
か
ん
に
な
っ
た
西
域
由
来
の
新
た

な
意
匠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
十
善
の
森
古
墳
の
金
銅
製
冠
・
履
の
出
現
は
、
こ
の
時
期
に

さ
ま
ざ
ま
な
部
門
に
お
い
て
現
れ
た
新
し
い
装
飾
様
式
の
ひ
と
つ
の
具
現
例
で

あ
り
、
百
済
が
そ
の
源
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ

の
革
新
は
、
実
は
武
器
に
も
及
び
、
捩
り
環
頭
が
い
っ
せ
い
に
流
行
す
る
こ
と

も
お
そ
ら
く
連
動
し
て
い
る
。
蟹
目
釘
の
出
現
に
見
る
よ
う
に
、
佩
刀
の
仕
方

も
変
わ
る
の
で
あ
る
。
捩
り
環
頭
部
分
に
用
い
ら
れ
る
銀
板
の
使
用
は
、
こ
の

時
期
峯
ヶ
塚
古
墳
な
ど
で
た
く
さ
ん
出
土
す
る
銀
製
耳
飾
状
製
品
な
ど
と
と
と

も
に
銀
を
使
う
技
術
の
向
上
を
映
し
出
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
従
来
の
伝
統
的
武
具
、
舶
載
の
馬
具
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
き
た

首
長
の
イ
メ
ー
ジ
に
変
え
て
、
冠
や
履
、
そ
し
て
数
々
の
装
身
具
を
身
に
ま
と

い
、
国
産
の
飾
り
大
刀
と
馬
具
を
備
え
る
王
の
イ
メ
ー
ジ
へ
大
き
く
変
わ
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
セ
ッ
ト
と
し
て
取
り
入
れ
、
日
本
風
に
消
化
し
た
姿
勢

の
表
れ
と
見
ら
れ
よ
う
。
透
彫
金
銅
製
冠
や
履
は
、
実
は
多
く
が
砕
片
で
あ
り
、

六
世
紀
代
に
は
茨
城
県
三
昧
塚
古
墳
例
を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
な
い
か
の
よ
う
に

見
え
る
が
、
実
際
は
、
滋
賀
県
甲
山
古
墳
、
お
よ
び
円
山
古
墳
、
群
馬
県
保
渡

田
古
墳
群
を
は
じ
め
、
か
な
り
あ
る
も
の
と
推
察
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

な
お
、
こ
れ
ら
を
飾
る
歩
揺
の
中
に
は
決
ま
っ
て
魚
形
が
存
在
す
る
（
図
２�

６
）。
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四
、
お

わ

り

に

こ
う
し
て
、
倭
は
西
暦
五
〇
〇
年
頃
に
主
と
し
て
百
済
を
見
習
っ
て
、
金
銅

製
品
の
装
飾
を
セ
ッ
ト
と
し
て
採
用
し
、
自
ら
の
も
の
と
し
て
被
葬
者
た
ち
を

飾
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
今
日
研
究
者
が
認
識
し
て
い
る
以
上
に
ド
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
、
そ
こ
で
形
作
ら
れ
た
も
の
が
六
世
紀
後
半
ま
で
続
い
て

い
る
こ
と
が
藤
ノ
木
古
墳
の
例
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ
の
間
、
ガ
ラ
ス
玉
の

下
に
咬
ま
せ
る
座
金
具
は
省
略
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
よ
う
だ
が
、
大
き
な
変
化

は
認
め
ら
れ
な
い
。
大
阪
府
一
須
加
Ｄ
４
号
墳
出
土
の
八
弁
金
銅
製
花
形
飾
り

も
、
各
花
弁
に
大
粒
の
ガ
ラ
ス
を
留
め
る
に
あ
た
っ
て
座
金
具
を
使
わ
な
い
製

品
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
取
り
付
く
釵
子
と
と
も
に
被
葬
者
が
百
済
の
渡
来
系
被

葬
者
で
あ
る
こ
と
や
、
百
済
人
の
志
向
を
伝
え
る
も
の
で
も
あ
る
（
小
浜

２
０
０
５
）。

こ
の
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
レ
ベ
ル
の
技
術
者
を
巻
き
込
ん
だ
大
き
な
金
工
技

術
の
波
は
、
古
墳
時
代
金
工
技
術
の
開
始
を
告
げ
る
五
世
紀
中
ご
ろ
と
、
仏
教

芸
術
に
ま
つ
わ
る
六
世
紀
後
半
の
間
に
、
百
済
の
影
響
に
よ
る
も
う
ひ
と
つ
の

大
き
な
画
期
と
し
て
西
暦
五
〇
〇
年
頃
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
し
た
が
っ
て
、
伝
世
な
ど
の
タ
イ
ム
ラ
グ
は
彼
我
の
間
に
想
定
す
る
必
要
が
な
い
。

（
２
）
丸
い
つ
ま
先
は
新
羅
周
辺
地
域
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
百
済
の
既
存
資
料
に

は
な
い
形
態
で
あ
る
。
一
考
の
余
地
が
残
る
。
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樋
口
隆
康
・
西
谷
真
治
・
小
野
山
節
１
９
８
５
『
増
補
大
谷
古
墳
』
同
朋
舎
出
版

福
井
県
教
育
委
員
会
１
９
９
７
『
若
狭
地
方
主
要
前
方
後
円
墳
総
合
調
査
報
告
書
』

本
村
豪
章
１
９
９
１
「
古
墳
時
代
の
基
礎
研
究
稿
」�

資
料
篇
（
Ⅱ
）�

、
東
京
国
立
博
物

館
紀
要
第
２６
号

遼
寧
省
文
物
考
古
研
究
所
編
２
０
０
４
『
三
燕
文
物
精
粹
』
奈
良
文
化
財
研
究
所

付
記資

料
の
観
察
に
あ
た
っ
て
、
福
井
県
若
狭
町
教
育
委
員
会
永
江
寿
夫
氏
、
群
馬
県
高
崎
市

教
育
委
員
会
田
口
一
郎
氏
、
若
狭
徹
氏
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
本
稿

は
平
成
十
六
〜
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
金
工

技
術
か
ら
見
た
倭
王
権
と
古
代
東
ア
ジ
ア
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
た
か
は
し

か
つ
ひ
さ
／
奈
良
文
化
財
研
究
所
主
任
研
究
員
）
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THE LINEAGE OF GILT-BRONZE OPENWORK CROWNS

AND SHOES EXCAVATED IN JAPAN

TAKAHASHI Katsuhisa
Nara Research Institute for Cultural Properties

etalworking in Japan was technically perfected circa the 5th century with the production
of gilt-bronze works such as horse gear and personal ornaments that suddenly appeared
in mounded tombs, kofun . However, there was no sign of the production process having

taken root in Japan or an independent flowering for some time. It is certain that at this stage, as can
be seen in the artifacts excavated from tomb mound No. 126 at Niizawa in Nara prefecture, the strong
involvement of Silla was clear, but as the same sorts of works cannot be traced far back in time in
Silla itself and they appeared there at approximately the same time, one might surmise the possi-
bility that the two countries received the impact of Goguryeo or China in equal measure. In Japan,
at least, the technology to produce such objects did take root at this time, and the techniques of gilt-
bronze metalworking continued to be devoted exclusively to the simple ornamentation of weapons
and defensive equipment. Reflecting international relations of this period, the latter half of the 5th
century, many metalwork items that share characteristics with those of Kaya, or Gaya, have been
excavated throughout Japan, which instead demonstrates the intimate relationship with Kaya.

This situation was transformed around the year 500 CE with the first appearance of gilt-bronze,
open-work crowns and shoes as burial goods. As a result of the re-examination of these types of
works excavated from the Jūzen no mori Kofun in Fukui prefecture, which had been restored early
on, it was confirmed that the type of shoes found there were of the type that had previously been
understood to have existed only at the Shimoshibayatsu Kofun in Gunma prefecture. It wasalso learned
from painstaking analysis that they and the gilt-bronze, openwork crown are the earliest ever exca-
vated in Japan. This is because these items are characterized by ornament with a dragon motif in
openwork and glass beads fixed by split pins. In contrast to the shoes, the parts characterized by
crossing strips that intersect in single or double-crossed patterns and use many openwork triangu-
lar shapes seem to be from crowns. As for the shoes, whose existence has only recently been recon-
firmed, it is clear that they are of a different lineage from the shoes found in the Inariyama Kofun
in Shiga prefecture, which are from the latter half of the 6th century, and from the earlier shoes with

´repousse turtle design from the Eda-Funayama Kofun in Kumamoto prefecture, but the latter were
greatly influenced by them.

Then, by seeking the lineage of these gilt-bronze, openwork items on the Korean peninsula, we
can confirmed that there are similarities in the motifs from the works from mounded tomb No1at
Popcheonri and others in Baekje. The same type of design motif is known to have been preferred
for use in crowns in Baekje. Judging from the above, it is clear that in the midst of changing circum-
stances in foreign relations, the people of Wa circa 500 CE enthusiastically attempted to adopt
the Baekje system of personal adornment that used gilt-bronze items. This marked a great change,
which was not limited to personal ornament.
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