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ま
た
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
、
日
本
で
失
わ
れ
た
技
術
で
あ

る
。
未
だ
に
古
刀
の
地
鉄
が
再
現
で
き
な
い
の
は
、
刀
剣
の
焼
き
鈍
し
技

術
が
衰
退
し
た
こ
と
に
原
因
が
有
る
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
焼
き
鈍
し
技

術
を
使
う
と
、
刀
剣
の
錆
止
め
方
法
に
も
通
じ
て
い
る
の
で
、
古
刀
が
錆

び
に
く
い
と
い
う
原
因
も
追
求
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
技
術
は
、
刀
剣
の
大
量
生
産
・
大
量
消
費
時
代
に
入
り
次

第
に
衰
退
し
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
も
世
界
の
趨
勢
と
一
致
し
て
い
る
。

鉄
の
変
態
点
を
利
用
し
た
熱
処
理
に
は
、
七
二
六
℃
（
オ
ー
ス
テ
ナ

イ
ト
化
、
錆
止
め
）
、
七
二
三
℃
前
後
（
焼
入
れ
）
、
九
五
〇
℃
（
焼
き
鈍
し
）
、

一
一
五
三
℃
前
後
（
黒
鉛
球
状
化
、
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
）
な
ど
が
あ
り
、

鋳
鉄
（
超
高
炭
素
鋼
）
や
各
種
炭
素
鋼
を
質
的
に
変
化
さ
せ
る
。
従
っ
て
、

こ
れ
ら
の
技
術
を
個
人
的
に
研
究
し
使
っ
た
古
刀
期
の
地
鉄
再
現
は
現
状

で
は
難
し
い
。
当
時
は
科
学
的
な
知
識
が
な
か
っ
た
時
代
な
の
で
、
ど
の

よ
う
な
状
態
の
炭
素
鋼
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
熱
処
理
を
行
っ
た
の
か
推

理
す
る
し
か
な
く
、
文
献
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
実
験

的
な
ア
イ
デ
ア
を
文
末
に
イ
ラ
ス
ト
で
示
し
た
。
第
一
は
鋳
鉄
刀
を
鍛
造

品
に
変
え
る
方
法
で
あ
る
。
図
は
鍛
造
す
る
に
は
難
し
い
形
の
七
支
刀
を

例
に
あ
げ
て
み
た
。
七
支
刀
は
、
外
面
は
鋼
で
中
心
部
分
は
鋳
鉄
に
な
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
図
解
し
た
方
法
は
、
い
ず
れ
も
古
代
に
簡
単
に
で
き
る

は
じ
め
に
（
失
わ
れ
た
文
化
、
受
け
継
が
れ
た
文
化
）

嘗
て
「
日
本
刀
は
世
界
に
類
が
な
い
優
れ
た
刀
剣
だ
」
と
自
負
し
た

首
相
が
お
ら
れ
た
。
確
か
に
見
て
い
る
と
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
な
美
し
さ

が
有
り
、
刃
文
の
美
し
さ
は
世
界
に
類
が
な
い
。
し
か
し
、
日
本
刀
は
世

界
の
趨
勢
を
受
け
て
今
日
ま
で
変
化
発
展
し
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
刀
剣

自
体
が
世
界
に
類
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
質
的
に
は
ダ
マ
ス

カ
ス
刀
と
比
較
す
る
と
、
「
折
れ
ず
曲
が
ら
ず
良
く
切
れ
る
」
と
い
う
点

で
は
劣
る
だ
ろ
う
。
ダ
マ
ス
カ
ス
刀
の
も
つ
超
高
炭
素
鋼
の
切
れ
味
は
抜

群
で
、
し
か
も
折
れ
や
す
い
と
い
う
弱
点
を
、
焼
き
鈍
し
技
術
に
よ
っ
て

一
八
〇
度
に
曲
げ
て
も
折
れ
な
い
弾
力
性
を
持
た
せ
て
補
っ
て
い
る
か
ら

だ
。

本
稿
で
は
、
日
本
の
刀
剣
（
日
本
刀
成
立
以
前
か
ら
）
の
歴
史
的
変

遷
と
世
界
の
動
向
を
関
連
づ
け
て
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

製
鉄
の
開
始
、
刀
剣
の
使
用
開
始
、
作
刀
の
開
始
、
直
刀
か
ら
弯
刀

へ
の
変
遷
、
太
刀
か
ら
刀
へ
の
変
遷
な
ど
、
全
て
の
節
目
で
大
陸
文
化
を

取
り
入
れ
、
そ
こ
に
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
加
え
今
日
ま
で
受
け
継
い
で
来

た
。
単
に
製
鉄
技
術
だ
け
が
伝
わ
っ
て
き
て
作
刀
が
始
ま
り
、
変
化
し
た

わ
け
で
は
な
い
。

日
本
の
刀
剣
の
推
移
と
世
界
の
趨
勢                                         

　   
　   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
町
田
市　

菅
原
鉄
孝
（
菅
原
総
合
武
道
研
究
所
）　



2

方
法
で
あ
る
。

第
二
は
錆
止
め
技
術
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
既
に
『
舞
草
刀
研
究
紀
要
』

に
発
表
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

第
三
は
古
刀
の
映
り
を
出
す
滲
炭
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
簡
単

な
方
法
で
あ
る
。
現
在
も
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ハ
ー
ル
マ
と
い
う
所
で
ナ

イ
フ
に
滲
炭
を
行
っ
て
い
る
。
寒
冷
地
で
は
高
炭
素
鋼
は
折
れ
や
す
い
の

で
、
低
炭
素
鋼
ナ
イ
フ
の
表
面
を
滲
炭
さ
せ
て
い
る
。

筆
者
は
日
本
刀
を
使
っ
た
滲
炭
実
験
は
未
だ
し
て
い
な
い
が
、
（
刀
身

全
体
を
粘
土
で
覆
っ
た
焼
き
鈍
し
に
よ
る
）
第
二
の
錆
止
め
の
方
法
と
滲

炭
技
術
を
併
用
し
た
ア
イ
デ
ア
を
文
末
に
掲
載
し
た
。
滲
炭
後
、
焼
入
れ

す
る
と
、
映
り
、
刃
文
が
顕
著
に
出
る
は
ず
で
あ
る
。

日
本
で
行
わ
れ
な
か
っ
た
技
術
と
し
て
は
、
ダ
マ
ス
カ
ス
作
刀
が
あ

る
。
ダ
マ
ス
カ
ス
刀
は
、
①
高
炭
素
鋼
と
低
炭
素
鋼
を
折
り
返
し
て
作
刀

し
た
物
、
②
こ
れ
に
ニ
ッ
ケ
ル
、
モ
リ
ブ
デ
ン
、
ク
ロ
ム
を
加
え
折
り
返

し
た
刀
剣
、
の
二
種
類
あ
る
。

超
高
炭
素
鋼
の
刀
剣
を
強
力
な
ス
プ
リ
ン
グ
鋼
に
変
え
る
焼
き
鈍
し

技
術
の
最
高
峰
は
十
六
世
紀
の
イ
ス
ラ
ム
刀
で
あ
る
が
、
そ
の
ダ
マ
ス
カ

ス
鋼
（
炭
素
鋼
）
は
カ
ー
ボ
ン
ナ
ノ
チ
ュ
ー
ブ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
近

年
解
明
さ
れ
て
い
る(

1
)

。
黒
鉛
球
状
の
炭
素
鋼
よ
り
も
更
に
折
れ
に
く

く
、
建
築
材
料
や
極
寒
地
の
オ
イ
ル
輸
送
管
（
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
）

と
し
て
研
究
さ
れ
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
の
使
用
範
囲
は

刀
剣
に
限
ら
ず
無
制
限
に
有
り
、
我
が
国
政
府
も
そ
の
点
を
認
識
し
研
究

助
成
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
現
在
の
世
界
の
趨
勢
と
一
致
し
て
い
る
。

ダ
マ
ス
カ
ス
刀
は
、
日
本
の
刀
剣
界
で
は
再
現
さ
れ
て
い
な
い
ば
か

り
で
な
く
、
挑
戦
者
も
皆
無
で
あ
る
。
韓
国
ソ
ウ
ル
に
ダ
マ
ス
カ
ス
日
本

刀
を
作
っ
て
い
る
人
が
い
る
が
、
ダ
マ
ス
カ
ス
刀
の
焼
き
鈍
し
の
こ
と
は

知
ら
ず
、
単
に
炭
素
鋼
に
ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ
ム
、
モ
リ
ブ
デ
ン
を
少
量
織

り
込
ん
で
ダ
マ
ス
カ
ス
紋
様
を
出
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
重
ね
の
厚
い

鎬
造
り
日
本
刀
で
は
、
あ
ま
り
に
も
重
過
ぎ
て
武
用
刀
に
は
な
ら
な
い
。

も
う
一
つ
解
明
さ

れ
て
い
な
い
製
錬
技
術

と
し
て
は
、
紀
元
前
一

世
紀
頃
（
弥
生
時
代
）

に
流
行
し
た
土
器
を

使
っ
た
製
錬
で
あ
る
。

製
錬
に
用
い
る
土

器
は
、
伸
縮
性
の
低
い

磁
器
よ
り
も
高
温
に
対

し
て
伸
縮
性
の
高
い
土

器
の
ほ
う
が
優
れ
て

い
る
。
従
っ
て
、
縄
文

土
器
が
一
一
〇
〇
℃
〜

一
二
〇
〇
℃
で
の
製
錬

に
耐
え
ら
れ
る
か
、
と

云
う
話
し
に
な
る
と
、

考
古
学
者
の
見
解
は
絶

望
的
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
実

験
の
条
件
を
揃
え
る
こ

と
に
は
多
少
困
難
が
生

ず
る
。
例
え
ば
、
製
錬

に
使
う
縄
文
土
器
の
代

替
え
品
と
し
て
瀬
戸
の

道
具
土
を
使
っ
た
よ
う

図 1. 夾雑物が多いオホーツク・擦文期における鉄器の分析値⑵
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な
場
合
で
あ
る
。

実

験

の

成

功

は

即
、
縄
文
土
器
に

よ
る
製
鉄
と
は
認

め
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
縄

文
土
器
に
つ
い
て

の
知
見
が
、
製
陶

窯
業
者
と
考
古
学

者
の
間
で
相
違
し

て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
製
陶
窯
業
者

は
度
重
な
る
使
用

実
験
の
結
果
、
縄

文
土
器
の
強
度
に
つ
い
て
高
く
評
価
し
、
そ
の
代
替
え
品
と
し
て
瀬
戸
の

道
具
土
を
筆
者
に
推
奨
す
る(

製
陶
窯
メ
ー
カ
ー
新
柳
北
信)

が
、
考
古

学
者
の
意
見
は
ま
る
で
正
反
対
で
あ
る
。
考
古
学
者
の
実
験
回
数
が
少
な

す
ぎ
る
こ
と
に
問
題
が
有
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
現

状
で
は
、
弥
生
時
代
の
製
錬
実
験
を
再
現
で
き
て
も
評
価
さ
れ
ず
無
意
味

と
な
っ
て
し
ま
う
。
も
う
一
つ
の
考
え
と
し
て
は
、
八
百
℃
に
耐
え
る
縄

文
土
器
の
内
張
り
と
し
て
「
瀬
戸
の
道
具
土
」
を
使
う
案
で
あ
る
。
筆
者

は
い
ず
れ
こ
れ
ら
の
方
法
で
実
験
し
て
み
た
い
。

古
代
の
人
は
紀
元
前
四
世
紀
頃
に
は
地
面
に
穴
を
掘
っ
て
製
錬
し
て

い
た
が
、
土
器
を
利
用
し
て
製
錬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
土
器
の
形

が
製
錬
に
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
土
器
の
製
錬
は
天
候

の
良
い
時
に
い
つ
で
も
製
錬
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。
少
量
生
産
で

は
あ
っ
た
が
、
足
し
合
わ
せ
る
と
大
き
な
ナ
イ
フ
を
作
れ
る
ほ
ど
に
な
っ

た
（
図
二
）
。
し
か
し
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
式
土
器
に
よ
る
製
錬
で
は
、
鉄
分

含
有
率
が
低
い
鉄
鉱
石
／
砂
鉄
を
使
っ
た
の
で
、
鉄
に
夾
雑
物
が
多
く
含

ま
れ
て
い
た
（
図
一
）
。
土
器
に
よ
る
製
錬
は
カ
フ
カ
ス
で
は
紀
元
前
一

世
紀
だ
け
で
廃
れ
、
縦
型
炉
に
移
行
す
る
事
と
な
っ
た
。
や
は
り
鉄
の
需

要
が
急
速
に
増
え
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

注
）
瀬
戸
の
道
具
土

筆
者
は
三
十
数
回
耐
火
煉
瓦
を
使
っ
た
小
型
炉
で
製
錬
実
験
を
行
っ
た
が
、
そ
の
内
張
り
に
用
い

た
の
が
瀬
戸
の
道
具
土
で
あ
る
。
こ
れ
は
焼
き
物
を
窯
の
中
に
置
く
時
の
台
と
な
る
も
の
で
、

千
二
百
度
ま
で
耐
え
ら
れ
る
。
約
二
十
％
の
再
使
用
も
可
能
で
あ
る
。

世
界
の
趨
勢
と
し
て
は
、
紀
元
前
一
世
紀
に
カ
フ
カ
ス
地
方
（
鉄
の

発
生
地
）
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
土
器
を
使
っ
た
製
錬
が
流
行
し
て
い
た

⑷
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
北
海
道
羅
臼
で
行
わ
れ
た
オ
ホ
ー
ツ
ク
式
土
器
（
オ
ホ
ー

ツ
ク
式
文
化
：
三
〜
十
三
世
紀
）
を
使
っ
た
製
錬
（
北
海
道
大
学
確
認
）

が
そ
れ
に
該
当
す
る
が
、
本
州
か
ら
北
海
道
ま
で
北
上
し
オ
ホ
ー
ツ
ク
式

土
器
と
ド
ッ
キ
ン
グ
し
た
擦
文
土
器
も
、
製
錬
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が

図3.

鉄
生
産
に
用
い
ら
れ
た
羅
臼
サ
シ

ル
イ
北
岸
出
土
オ
ホ
ー
ツ
ク
式
土
器

（
写
真
提
供
‥
北
海
道
目
梨
郡
羅
臼
町
教
育
委
員
会
）

図4.

予
想
さ
れ
る
そ
の
原
形

図 2. 目梨泊遺跡出土土器⑶
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ナ
ッ
ク
は
短
剣
が
主
で
あ
る(

図4
,
A
)

。
こ
の
長
さ
は
ス
キ
タ
イ
が
取
っ

組
み
合
い
で
使
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
刀
剣
は
、
心
臓
に
達

す
る
長
さ
が
あ
れ
ば
充
分
と
考
え
ら
れ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。
ア
キ

ナ
ッ
ク
は
馬
上
で
所
持
し
た
り
、
持
ち
歩
く
場
合
に
も
軽
く
て
便
利
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
騎
馬
戦
で
は
主
に
弓
や
槍
が
使
わ
れ
た
。
槍
は
袋
状
の

物
が
多
い
。
ス
キ
タ
イ
の
弓
に
は
三
角
鏃
が
使
わ
れ
た
。
こ
の
鏃
は
青
銅

の
鋳
造
品
で
あ
る
。

あ
る
。北

海
道
で
行
わ
れ
て
い
た
土
器
に
よ
る
鉄
生
産
が
、
北
上
し
て
来
た

縦
型
炉
の
製
錬
に
い
つ
頃
移
行
し
た
か
興
味
が
も
た
れ
る
点
で
あ
る
が
、

平
取
の
カ
ン
カ
ン
２
遺
跡
の
鉄
器
を
見
る
と
、
既
に
縦
型
炉
に
移
行
し
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。
秋
田
県
出
土
の
縦
型
炉
の
年
代
は
九
世
紀
な
の
で
、

九
〜
十
世
紀
に
北
海
道
で
も
縦
型
炉
に
移
行
し
た
と
推
定
で
き
る
。

文
末
に
イ
ラ
ス
ト
で
示
し
た
済
州
島
の
土
器
は
、
粘
土
を
叩
い
て
素

延
べ
し
折
り
返
す
日
本
刀
の
作
り
方
で
製
作
さ
れ
、
土
器
の
層
が
パ
イ
状

の
層
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
オ
ホ
ー
ツ
ク
式
土
器
と
共
通
し
て
い
る
と
見

ら
れ
て
い
る
（
北
海
道
大
学
）
。
済
州
島
の
土
器
の
開
始
年
代
は
、
窯
元

の
伝
承
で
は
千
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
の
刀
剣
の
推
移
と
世
界
の
趨
勢

日
本
の
刀
剣
の
推
移
と
世
界
の
趨
勢
を
、
左
（
世
界
）
、
右
（
日
本
）

を
対
称
に
、
年
代
別
一
覧
表
と
し
て
掲
載
し
た
。
一
世
紀
単
位
な
の
で
正

確
性
に
欠
け
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
日
本
国
内
の
刀
剣
の
変
遷
が
、
世
界
の

動
向
と
重
な
る
事
が
一
目
瞭
然
と
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
と
世
界
の
趨
勢
を
、
刀
剣
の
形
に
よ
っ
て
時
代
別
に
大
別
す
る

と
⑴
直
剣
・
直
刀
時
代
、
⑵
弯
刀
（
サ
ブ
レ
）
時
代
、
⑶
刀
（
シ
ャ
シ
ュ
カ
）

主
流
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ャ
シ
ュ
カ
主
流
時
代
に
な
っ
て
も
弯
刀

が
な
く
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。
戦
争
の
形
態
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
、
直
剣
・
直
刀
時
代

ス
キ
タ
イ
の
ア
キ
ナ
ッ
ク

太
古
か
ら
始
ま
っ
た
石
剣
は
全
て
直
で
あ
っ
た
。
黒
曜
石
な
ど
石
の

性
格
か
ら
自
然
に
直
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

直
刀
、
直
剣
時
代
の
青
銅
剣
は
、
世
界
初
の
遊
牧
騎
馬
民
族
国
家
“
ス

キ
タ
イ
”
（
現
在
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
）
ア
キ
ナ
ッ
ク
が
有
名
で
あ
る
。
ア
キ

図 5. A.  シベリヤ出土スキタイ小銅剣（欧亜北方古物、第 184 頁）
B.  渭河流域（山東省）出土スキタイ系銅剣（アジア芸術、第七冊第 2 図版）
 C. 安南清化東山出土銅剣 .. ⑷
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学
研
究
所
に
よ
る
と
、
焼
き
を
入
れ
る
事
を
「
カ
タ
ン
」
と
い
う
こ
と
か

ら
で
き
た
言
葉
で
、
焼
き
を
入
れ
た
刃
物
全
般
に
対
す
る
総
称
で
あ
る
。

イ
ン
ド
の
ア
ー
リ
ヤ
ン
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
カ
タ
ル
」（
図5

）

と
呼
称
す
る
が
、
複
数
に
な
る
と
「
カ
ト
リ
」
と
云
う
ら
し
い
（
ア
ー
リ

ヤ
ン
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
）
。
い
ず
れ
も
短
い
も
の
に
対
す
る
呼
称
で

あ
る
。蒙

古
タ
タ
ー
ル
で
は
「
カ
タ
ラ
」
（
図6

.

『
中
国
兵
器
史
稿
』
か
ら

引
用
）
と
称
し
、
や
は
り
短
い
物
を
指
す
。
朝
鮮
半
島
で
は
「
カ
ル
」
と

称
し
、
日
本
で
は
「
カ
タ
ナ
」
と
呼
称
す
る
が
、
韓
国
・
日
本
と
も
刃
物

全
般
に
対
す
る
総
称
で
、
バ
ル
カ
ル
語
か
ら
の
変
化
で
あ
る
。
「
か
・
た
・

な
」
と
発
音
す
る
と
意
味
が
違
っ
て
く
る
の
で
注
意
が
必
要
だ
。

ち
な
み
に
日
本
で
は
両
刃
の
剣
を
「
ツ
ル
ギ
」
と
称
す
る
が
、
直
剣

を
使
っ
た
テ
ュ
ル
ク
人
の
こ
と
を
「
テ
ュ
ル
キ
ー
」
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら

中
国
語
の
「
剣
」
字
に
当
て
は
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

直
剣
の
使
い
方

青
銅
ア
キ
ナ
ッ
ク
か
ら
鉄
剣
に
移
っ
て
か
ら
も
、
そ
の
使
い
方
は
共

通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
鉄
剣
の
握
り
方
を
紹
介
す
る
。
握
り
方

は
使
い
方
を
示
す
重
要
な
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
フ
カ
ス
の
ナ
ル
チ
ッ
ク

国
立
博
物
館
で
撮
影
し
た
写
真
で
あ
る
。
説
明
し
た
人
は
同
博
物
館
の
学

芸
員
だ
が
、
刀
剣
の
柄
頭
な
ど
に
つ
い
て
も
詳
細
に
研
究
さ
れ
て
お
ら
れ

た
。
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
国
ら
し
く
、
腹
に
突
き
刺
し
て
か

ら
ム
ー
ン
（
イ
ス
ラ
ム
の
シ
ン
ボ
ル
「
月
」
）
状
に
半
円
に
え
ぐ
る
使
い

方
で
あ
っ
た(

図
八)

。

こ
の
握
り
方
は
日
本
の
小
太
刀
、
江
戸
期
の
脇
差
し
と
も
共
通
す
る

と
思
わ
れ
る
。

片
手
で
握
っ
た
刀
剣
の
使
い
方
を
見
る
と
（
両
手
で
握
る
）
日
本
刀

ス
キ
タ
イ
の
人
種
に
つ
い
て
は
謎
が
多
い
。
ス
キ
タ
イ
の
墓
か
ら
発

掘
さ
れ
た
女
性
の
人
骨
を
復
元
し
た
ロ
ス
ト
フ
・
ド
ン
市
の
独
立
行
政
法

人
“
ナ
ス
レ
デ
ィ
エ
”(

4
)

の
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
・
ア
ン
ド
レ
イ
所
長
は
、

当
初
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
顔
に
な
る
と
予
想
し
て
い
た
が
、
以
外
に
も
蒙
古

系
の
顔
に
な
っ
た
と
驚
い
て
お
ら
れ
た
。
女
性
は
位
の
高
い
ス
キ
タ
イ
の

男
性
の
妻
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
父
系
社
会
で
は
珍
し
く
男
性
の
豪
華
な
金

の
ネ
ッ
ク
レ
ス
が
死
後
与
え
ら
れ
埋
葬
さ
れ
て
い
た
。
ネ
ッ
ク
レ
ス
は
顎

か
ら
肩
ま
で
つ
づ
き
、
見
る
か
ら
に
重
そ
う
だ
っ
た
。
写
真
は
撮
ら
せ
て

い
た
だ
い
た
が
、
こ
こ
は
一
般
に
公
開
し
て
い
な
い
博
物
館
な
の
で
、
私

か
ら
の
発
表
は
控
え
た
い
（
参
照h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
n
a
s
l
e
d
i
e
.
o
r
g
)

。

中
国
出
土
の
ア
キ
ナ
ッ
ク

ス
キ
タ
イ
の
ア
キ
ナ
ッ
ク
は
、
中
国
渭
水
流
域
（
山
東
省
）
で
も
出

土
し
、
柄
部
が
若
干
長
く
な
っ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
シ
ベ
リ
ヤ
出
土
の

ア
キ
ナ
ッ
ク
（
図4

.
B

）
が
中
国
周
代
の
銅
剣
（
図4

.
C

）
に
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

直
剣
の
名
称

青
銅
ア
キ
ナ
ッ
ク
か
ら
鉄
製
に
移
行
し
た
直
剣
は
、
カ
フ
カ
ス
山
脈

の
ナ
ル
チ
ッ
ク
市
の
バ
ル
カ
リ
ア
ン
が
使
う
“
古
代
の
テ
ュ
ル
ク
語
か

ら
分
離
独
立
し
た
カ
ラ
チ
ャ
イ
・
バ
ル

カ
ル
語
”
で
は
、
一
語
で
「
カ
タ
ル
」

(
K
a
t
a
l
)

と
称
さ
れ
る
。
カ
フ
カ
ス
考
古

図 6. インドの「カトリ」

図 7. 蒙古の
カタル⑷
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の
使
い
方
と
共
通
す
る
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
親
指
と
中
指
を
付
け
る
よ

う
に
指
先
に
強
く
意
識
を
置
い
て
し
っ
か
り
握
る
点
で
、
手
か
ら
簡
単
に

外
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
香
取
神
道
流
で
「
握
り
卵
の
手
の
内
」
と

呼
ば
れ
る
独
特
の
握
り
方
で
あ
る
。

中
国
竜
泉
市
で
将
軍
に
よ
っ
て
作
ら
れ
始
め
た
竜
泉
剣
（
直
剣
）
現

在
試
合
に
使
わ
れ
る
標
準
的
な
剣
で
、
刃
渡
り
七
六
セ
ン
チ
、
別
名
七
星

剣
）
は
片
手
で
握
る
の
で
、
蒙
古
の
「
カ
タ
ラ
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る

図 8. 親指を刀身に当て深く刺しこむ握り方

図 9. 刺してからえぐる握り方

図 10. 倒した相手の心臓などを
上から貫く握り方

と
見
ら
れ
る
。
日
本
で
も
、

古
刀
期
に
は
片
手
で
握
る
時

代
が
あ
っ
た
。

日
本
の
蕨
手
刀

蕨
手
刀
は
紀
元
六
世
紀

か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
主
に

東
北
北
部
、
北
海
道
で
出
土
す

る
物
が
そ
の
六
〜
七
割
を
占
め

る
。
正
倉
院
御
物
に
も
一
例
存

在
す
る
。

蕨
手
刀
は
直
刀
か
否
か
議

論
が
分
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
刀

身
が
直
で
茎
だ
け
が
反
り
を
見

せ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
蕨
手
刀

（
三
形
式
）(

5
)

の
刀
身
は
直
刀

と
見
る
べ
き
で
、
そ
こ
か
ら
次

第
に
刀
身
が
湾
曲
化
す
る
の
は

東
北
北
部
で
あ
る
が
、
蕨
手
刀
を
使
っ

た
民
族
が
ア
イ
ヌ
系
の
人
達
と
混
血
し

ア
イ
ヌ
系
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
特
に
弯
刀
を
必
要
と
す
る
職

業
で
は
捕
鯨
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
鯨
の

上
で
潮
吹
き
部
分
を
弯
刀
で
え
ぐ
り
取

る
の
に
弯
刀
が
必
要
と
さ
れ
る
。
捕
鯨

の
盛
ん
な
青
森
県
で
出
土
す
る
立
鼓
柄

刀
や
、
宮
城
県
塩
竃
神
社
の
（
宝
物
）

ア
イ
ヌ
刀
は
全
て
弯
曲
し
て
直
刀
は
一

図 11. 蕨手刀三型 ⑸）図 12. 蕨手刀戈（右）戟（左）. 筆者

図 13. 伽耶の武士と長刀
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図 14. 石井昌国『蕨手刀』より抜粋
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ど
の
発
展
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
た
と
推
考
さ
れ
る
。
ア
イ
ヌ
刀
と
蕨
手

刀
は
、
相
互
補
完
の
関
係
で
発
達
し
た
と
筆
者
は
見
る
。
し
か
し
、
そ
の

大
元
に
な
っ
た
の
は
、
ロ
シ
ア
、
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
の
コ
ザ
ッ
ク
刀
の
刀

姿
で
あ
る
。
日
本
の
新
刀
期
（
十
五
世
紀
）
の
刀
剣
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

北
海
道
出
土
ア
イ
ヌ
刀

ア
イ
ヌ
刀
は
、
祭
祀
用
、
生
活
用
、
宝
刀
に
分
類
さ
れ
る
の
で
、
全

て
が
刃
物
で
は
な
い
。
こ
の
中
の
宝
刀
は
立
派
な
弯
刀
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
刀
の
写
真
を
カ
フ
カ
ス
山
脈
の
カ
バ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・
バ
ル
カ

リ
ア
国
の
バ
ル
カ
リ
ア
ン
に
見

せ
る
と
、
「
バ
ル
カ
リ
ア
ン
の

物
だ
」と
断
言
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
バ
ル
カ
リ
ア
ン
が
ハ
ザ
ー

ル
期
に
日
本
列
島
に
移
住
し
た

こ
と
は
推
定
さ
れ
る
。
日
本
語

の
中
に
は
多
く
の
バ
ル
カ
ル
語

が
入
っ
て
い
る
し
、
特
に
東
北

ア
キ
タ
や
青
森
に
多
い
（
筆
者

が
翻
訳
し
た
バ
ル
カ
ル
語
と
日

本
語
参
照
、
『
舞
草
刀
研
究
紀

要
』
第
十
九
号
）
。
バ
ル
カ
リ

ア
ン
は
グ
ル
ー
プ
を
組
ん
で
、

度
々
移
住
し
て
き
た
に
相
違
な

い
。
七
世
紀
に
始
ま
っ
た
の
で

は
な
く
、
弥
生
時
代
、
古
墳
時

代
な
ど
、
大
き
な
文
化
の
節
目

で
入
っ
て
来
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
バ
ル
カ
リ

振
り
も
見
ら
れ
な
い
。

朝
鮮
半
島
の
長
刀

朝
鮮
半
島
に
は
蕨
手
刀
に
似
た
手
刀
が
長
柄
を
付
け
て
武
器
と
し
て

用
い
ら
れ
た
。
伽
耶
の
武
士
が
使
っ
た
武
器
と
し
て
博
物
館
に
展
示
さ
れ

て
い
る
（
図
十
二
）
。
こ
の
写
真
は
、
筆
者
が
伽
耶
の
博
物
館
で
撮
影
し

た
と
記
憶
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
使
い
方
は
『
中
国
兵
器
史
稿
』
に
も

み
ら
れ
る
の
で
、
筆
者
が
以
前
に
北
海
道
大
学
で
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。

伽
耶
の
武
士
が
日
本
に
移
入
し
、
蕨
手
刀
を
作
り
使
い
始
め
た
の
で
あ
ろ

う
。
形
を
詳
細
に
比
較
す
る
ほ
ど
の
資
料
は
、
未
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
。

刀
身
の
刃
部
が
内
反
り
し
て
い
る
刃
物
は
中
国
で
は
殷
代
に
既
に
存

在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
生
活
用
具
の
一
部
で
料
理
に
使
わ
れ
た
り
、
あ
る

い
は
農
具
で
あ
る
。

二
、
弯
刀
（
サ
ブ
レ
）
時
代

立
鼓
柄
刀
と
ア
イ
ヌ
刀

蕨
手
刀
が
大
陸
の
影
響
を
受
け
て
弯
刀
と
な
る
の
は
八
世
紀
後
半
か

ら
九
世
紀
に
か
け
て
で
あ
る
（
前
頁
「
蕨
手
刀
の
年
代
」
参
照
）
。
青
森

県
の
立
鼓
柄
刀
に
は
弯
曲
が
は
っ
き

り
見
ら
れ
る
の
で
、
日
本
に
於
け
る

直
刀
か
ら
弯
刀
へ
の
推
移
は
東
北
地

方
で
行
わ
れ
、
日
本
刀
の
成
立
基
盤

と
な
っ
た
と
い
え
る
。

東
北
地
方
の
蕨
手
刀
は
北
海
道
の

ア
イ
ヌ
刀
の
影
響
を
受
け
て
優
美
な

弯
曲
に
発
展
し
、
柄
が
上
に
反
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
北
海
道

の
エ
ム
シ
刀
（
ア
イ
ヌ
刀
）
浜
物
（
後
述
）
な
ど
は
東
北
の
立
鼓
柄
刀
な

図 15. 青森県出土立鼓
柄刀 (6)

図 16. 佐藤矩康氏の研究による CT スキャン (7)
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部
の
刀
剣
の
発
達
を
取
り
込
ん
だ
ア
イ
ヌ
の
作
品
と
い
う
べ
き
物
で
あ
ろ

う
。
コ
ザ
ッ
ク
刀
が
流
行
し
て
か
ら
の
作
と
見
ら
れ
る
の
で
、
十
五
〜

十
六
世
紀
に
比
定
さ
れ
る
。

沿
海
州
の
シ
ャ
イ
ガ
城
遺
跡
出
土
の
長
剣
（
十
二
〜
十
三
世
紀
初
頭
）

と
比
較
し
て
も
、
（
こ
の
反
り
に
な
る
ま
で
の
二
〜
三
世
紀
を
加
え
る
と
）

や
は
り
十
五
〜
十
六
世
紀
に
比
定
さ
れ
る
。

ハ
ザ
ー
ル
刀

日
本
の
直
刀
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
ハ
ザ
ー
ル
期
（
七

〜
十
一
世
紀
）
の
弯
刀
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
を
示
す
好
例
は
、
御
物 

小
烏
丸
（
伝
天
国
作
）
で
あ
る
。
ハ
ザ
ー
ル
で
鋒
部
分
が
上
向
く
よ
う
に

反
り
始
め
た
の
は
、
ハ
ザ
ー
ル
初
期
の
七
世
紀
で
あ
る
。
古
代
テ
ュ
ル
ク

の
所
謂
テ
ュ
ル
キ
ー
の
作
。
金
代
の
極
東
ア
ム
ー
ル
女
真
の
刀
剣
“
長

ア
ン
だ
け
と
も
限
ら
な
い
。

北
海
道
で
は
上
古
刀
期
（
十
世
紀
中
期
以
前
の
刀
剣
期
）
の
ア
イ
ヌ

刀
が
出
土
し
て
い
る
の
で
、
一
つ
の
移
住
時
期
を
推
定
す
る
材
料
と
な
る
。

も
し
、
小
刀
で
柄
が
極
端
にL

状
に
曲
が
っ
て
い
る
物
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
長
柄
を
付
け
る
為
に
蕨
手
刀
の
使
い
方
を
ま
ね
た
可
能
性
が
あ
る
。
通

常
の
ア
イ
ヌ
マ
キ
リ
は
直
の
茎
で
、
目
釘
を
使
わ
ず
、
真
っ
赤
に
焼
い
て

柄
に
差
し
込
む
だ
け
で
あ
る
。

蝦
夷
刀
（
白
金
造
太
刀
）

北
海
道
の
蝦
夷
（
エ
ム
シ
）
刀
（
浜
物
と
い
わ
れ
た
白
金
造
太
刀
）

は
ア
イ
ヌ
刀
と
東
北
北
部
の
エ
ミ
シ
の
刀
剣
（
毛
抜
き
型
太
刀
、
立
鼓
柄

刀
な
ど
）
と
の
混
成
品
と
見
ら
れ
る
。
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
刀
工
が
東
北
北

図18. 

ハ
ザ
ー
ル
期
（
七
世
紀
）
の
出
土
刀
（
カ
フ
カ
ス
考
古
学
研
究
所
）

図 17. 鋒両刃造り長
剣

図 19. 小烏
丸
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従
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
民
族
は
い
な
い
。

ハ
ザ
ー
ル
王
国
は
現
在
ロ
シ
ア
領
な
の
で
、
ロ
シ
ア
の
文
献
で
は
、

直
刀
が
弯
刀
に
変
化
し
た
年
代
は
八
世
紀
〜
十
一
世
紀
に
な
っ
て
い
て
、

日
本
と
ほ
ぼ
同
年
代
で
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
の
刀
剣

（
エ
ジ
プ
ト
を
離
れ
た
）
ア
ラ
ブ
人
が
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
（
ス
ペ
イ
ン

と
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
）
に
た
ど
り
着
い
た
こ
と
が
考
古
学
的
に
確
認
さ
れ
た

の
は
二
〇
〇
九
年
頃
で
あ
っ
た
。
（
写
真
は
ス
ペ
イ
ン
の
友
人
が
送
っ
て

く
れ
た
中
の
一
枚
）
。
ス
ペ
イ
ン
に
シ
ル
バ
ー
ロ
ー
ド
を
作
っ
た
の
は
そ

の
ア
ラ
ブ
人
達
で
あ
っ
た
。

筆
者
は
二
〇
一
〇
年
に
メ
デ
ジ
ン
の
ロ
ー
マ
時
代
の
発
掘
現
場
に
招

待
さ
れ
た
。
ロ
ー
マ
軍
が
ロ
ー
マ
の
首
都
を
メ
リ
ダ
に
築
く
為
に
、
メ
デ

ジ
ン
の
ア
ラ
ブ
人
の
城
を
攻
略
し
城
を
作
り
直
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
発
掘
は
ロ
ー
マ
文
化
の
再
現
が
目
的
だ
っ
た
。
こ
こ
で
考
古
学
者
達

か
ら
伺
っ
た
話
し
を
メ
モ
し
た
の
で
紹
介
し
た
い
。

M
E
D
E
L
L
I
N
 
(

メ
デ
リ
ン
、
メ
デ
ジ
ン)

で
の
武
器
製
作

 
メ
デ
ジ
ン
は
、
冬
期
、
小
川
の
水
が
溢
れ
る
た
め
周
囲
の
土
が
肥
沃

に
な
り
、
米
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
麦
、
野
菜
類
が
豊
富
に
育
つ
環
境
に
あ

剣
”
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
（
沿
海
州
シ
ャ
イ

ガ
城
遺
跡1

2
-
1
3

世
紀
初

頭
）
。弯

曲
し
た
優
美
な
ハ

ザ
ー
ル
刀
は
、
突
厥
（
漢

音:

と
つ
け
つ
、
と
っ
け

つ
、
拼
音:

T
ū
j
u
é

、
古

テ
ュ
ル
ク
語:

【T
ü
r
ü
k

】
、

W
I
K
I
P
E
D
I
A

）
滅
亡
後
七
世

紀
に
台
頭
し
た
ハ
ザ
ー
ル

国
（
ハ
ン
国
）
の
時
に
発

展
し
た
。
ハ
ザ
ー
ル
は
モ

ス
ク
ワ
近
く
か
ら
コ
ー
カ

サ
ス
山
脈
ま
で
の
広
大
な

面
積
を
有
し
、
非
白
人
系

テ
ュ
ル
ク
民
族
が
支
配
し

て
い
た
。
九
世
紀
に
は
ユ

ダ
ヤ
教
に
改
宗
し
て
い
る
。

図21. 

九
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
テ
ュ
ル
キ
ー
刀
剣
の
推
移(

チ
ュ
ル
キ
ー
よ
り
入
手
）

図 20. ハザール王国（WIKIPEDIA より）

図 22. スペインのサブレ
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タ
タ
ー
ル
の
武
器
は
、
チ
ュ
ル
キ
ー
（
ハ
ザ
ー
ル
）
の
刀
剣
に
比
べ

る
と
雑
に
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
（
チ
ュ
ル
キ
ー
の
談
）
。
シ
ベ
リ
ヤ
で
は
、

モ
ン
ゴ
ル
・
タ
タ
ー
ル
は
チ
ュ
ル
キ
ー
を
皆
殺
し
に
す
る
変
わ
り
に
そ
の

見
返
り
に
刀
剣
を
作
ら
せ
た
が
、
チ
ュ
ル
キ
ー
は
一
年
で
壊
れ
る
よ
う
に

作
っ
た
と
チ
ュ
ル
キ
ー
の
シ
ャ
ー
マ
ン
が
筆
者
に
話
し
た
。

し
か
し
モ
ン
ゴ
ル
・
タ
タ
ー
ル
は
蒙
古
人
に
限
ら
ず
、
チ
ュ
ル
ク
系
、

ツ
ン
グ
ー
ス
系
民
族
の
集
合
体
で
あ
る
か
ら
、
敵
の
チ
ュ
ル
キ
ー
や
ツ
ン

グ
ー
ス
系
女
真
な
ど
を
多
数
糾
合
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
移
動
範
囲
は

北
ア
ジ
ア
の
モ
ン
ゴ
ル
高
原
か
ら
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
リ
ト
ア
ニ
ア
に
か
け

て
の
幅
広
い
地
域
に
か
け
て
活
動
し
た
。
十
三
世
紀
に
ロ
シ
ア
を
襲
撃
、

次
い
で
中
国
を
制
圧
し
て
元
代
を
築
い
た
。
し
か
し
、
十
五
世
紀
に
ロ
シ

ア
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
た
の
で
、
現
在
で
も
ロ
シ
ア
領
の
タ
タ
ー
ル
ス
タ

ン
共
和
国
や
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
中
国
に
も
タ
タ
ー
ル
族
が
住
ん
で
い
る
。

中
国
で
は
タ
タ
ー
ル
の
事
を
「
韃
靼
」
と
称
す
る
が
、
遼
代
に
は
「
遼
旦
」

と
も
呼
ん
だ
。
時
代
に
寄
っ
て
も
、
国
に
寄
っ
て
も
呼
称
は
異
な
っ
て
い

る
。
タ
タ
ー
ル
は
各
地
を
襲
っ
て
自
分
の
配
下
に
し
た
が
、
移
動
民
族
で

あ
っ
た
が
故
に
一
定
の
場
所
に
留
ま
ら
ず
、
統
制
が
取
り
に
く
く
、
次
第

に
衰
退
す
る
一
因
と
も
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
強
大
な
軍
事
力
で
広
大
な
地
域
を
支
配
し
た
事
は
、
と

り
も
な
お
さ
ず
色
々
な
文
化
を
各
地
に
伝
え
る
事
に
も
な
っ
た
。
日
本
の

縦
型
炉
製
錬
技
術
や
古
流
武
術
（
元
寇
の
役
で
九
州
に
出
向
い
た
千
葉

家
（
千
葉
県
）
に
仕
え
た
飯
篠
家
直
が
香
取
神
道
流
を
創
始
し
た
）
は
蒙

古
タ
タ
ー
ル
系
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
高
句
麗
を
通
じ
て

入
っ
て
来
た
製
錬
技
術
タ
タ
ラ
は
、
次
第
に
大
型
化
し
大
鍛
冶
法
を
行
う

よ
う
に
な
っ
た
。
大
型
化
の
風
潮
は
中
国
、
韓
国
、
日
本
で
も
す
す
ん
だ

が
、
こ
れ
と
並
行
的
に
少
数
民
族
の
中
で
小
形
製
錬
は
連
綿
と
し
て
続
い

た
。
新
羅
の
製
錬
は
水
車
を
使
い
、
分
業
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

る
。
九
世
紀
か
ら

十
世
紀
に
掛
け
て

山
の
上
に
ア
ラ
ビ

ア
人
が
城
を
作
っ

た
。
元
々
の
住
民

は
フ
ェ
ニ
キ
ア
人

で
あ
っ
た
が
、
ロ
ー

マ
軍
が
此
処
を
占

領
し
、
全
員
を
皆

殺
し
に
し
て
か
ら

城
は
作
り
直
さ
れ

た
。
北
方
人
、
南

方
人
が
入
り
乱
れ

て
戦
っ
た
場
所
で
あ
る
。
十
一
世
紀
に
作
ら
れ
た
鉄
製
小
刀
が
メ
デ
ジ
ン

の
城
で
出
土
し
て
い
る
。

メ
デ
ジ
ン
で
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
武
器
は
ギ
リ
シ
ャ

に
輸
出
さ
れ
、
カ
デ
ス
の
戦
い
（
シ
リ
ア
を
奪
還
す
る
為
に
古
代
エ
ヂ
プ

ト
軍
が
ス
キ
タ
イ
と
戦
っ
た
戦
争
）
で
使
わ
れ
た
。
こ
こ
で
最
初
に
武
器

が
作
ら
れ
た
の
は
青
銅
器
時
代(

B
.
C
.
1
5
C
)

で
あ
る
。
青
銅
器
時
代
で
は

あ
る
が
、
青
銅
以
外
の
種
々
の
金
属
が
使
わ
れ
た
。

フ
ェ
ニ
キ
ア
人
は
交
易
の
為
に
簡
単
な
表
記
の
ロ
ー
マ
字
を
考
案
し

て
使
っ
た
。

 

メ
リ
ダ
は
ロ
ー
マ
人
が
首
都
を
ス
ペ
イ
ン
に
移
す
為
に
築
い
た
町
で

あ
る
。
メ
リ
ダ
の
前
の
大
き
な
川
に
橋
が
作
ら
れ
て
か
ら
メ
デ
ジ
ン
の
町

は
廃
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
軍
は
ゴ
ー
ト
人
の
抵
抗
で
首
都
を

メ
リ
ダ
に
移
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

三
、 

モ
ン
ゴ
ル
・
タ
タ
ー
ル
の
影
響

図 23. スペインのシルバーロード。エジプト軍がシ
リアを奪還する為に戦ったカデシュの戦いでは、ス
ペインで作られ輸出された武器が使われた。

セビリア

メデジン
メリダ

カサレス

サラマンカ

リオン

ジホン

フランス

スペイン

地中海

ポルトガル

（金）

シ
ル
バ
ー
ロ
ー
ド
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四
、
銀
粧
刀
（
ウ
ン
ジ
ャ
ン
ド
ン
、
刀
子
）

二
世
紀
頃
に
伽
耶
王
国
が
樹
立
さ
れ
る
と
、
何
故
か
イ
ン
ド
か
ら
妃

を
迎
え
入
れ
る
事
が
決
め
ら
れ
た
。
韓
国
人
の
説
明
に
よ
る
と
、
伽
耶
人

は
イ
ン
ド
人
で
あ
ろ
う
と

い
う
。
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ズ
ー

教
で
は
護
身
刀
を
常
に
所

持
す
る
風
習
が
あ
る
。
こ

れ
が
韓
国
に
渡
り
、
日
本

に
影
響
を
与
え
た
よ
う
だ
。

伽
耶
の
近
く
の
光
陽
市

に
は
、
二
世
紀
頃
か
ら
開

始
さ
れ
た
と
い
う
刀
子
作

り
が
今
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

刀
子
は
銀
粧
刀
（
ウ
ン
ジ
ャ
ン
ド
ン
）
と
呼
ば
れ
る
護
身
刀
で
、
男
性
用
、

女
性
用
が
あ
り
、
鞘
は
竹
製
と
木
製
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
刀
子
の

鞘
の
内
部
に
は
松
ヤ
ニ
が
塗
ら
れ
、
刀
身
が
し
っ
か
り
収
ま
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
松
ヤ
ニ
は
、
松
茸
の
と
れ
る
松
か
ら
採
取
さ
れ
る
。

現
在
の
刀
子
鍛
冶
は
朴
龍
基
（
パ
ク 

ヨ
ン
キ
）
氏
で
、
他
に
も
一
名

お
ら
れ
る
よ
う
だ
。
光
陽
市
内
の
粧
刀
館
と
い
う
博
物
館
で
は
作
品
工
程

を
開
示
し
て
い
る
の
で
、
誰
で
も
見
学
す
る
事
が
で
き
る
。
館
内
の
展
示

品
は
全
て
手
作
り
の
美
し
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
刀
子
が
日
本
に

伝
わ
り
、
日
本
各
地
で
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

二
〇
〇
九
年
に
筆
者
が
高
麗
大
学
で
こ
の
工
程
の
ビ
デ
オ
を
拝
見
し

た
時
、
焼
入
れ
に
味
噌
を
塗
る
場
面
が
出
て
来
た
。
翌
年
光
陽
市
を
訪
れ

た
が
、
残
念
乍
ら
朴
龍
基
（
パ
ク
・
ヨ
ン
キ
）
刀
匠
に
直
接
お
会
い
す
る

事
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
出
版
さ
れ
た
彼
の
著
書
の
中
で
味
噌
を

塗
る
事
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
写
真
は
そ
の
著
書
か
ら
の
抜
粋
で

あ
る
。
日
本
の
土
取
り
の
ア
イ
デ
ア
と
関
係
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
た
。

五
、
大
量
製
鉄
と
少
量
製
鉄
の
混
在

図 25. 刀身に味噌を塗って焼入れする。焼きが入り
やすいというのがその理由。⑻

図 26. 刀身に刻まれた北斗七星と「一片」
銘 ⑻

図 24. 映画のロケの為に再現された製錬と鉄器
生産工場（韓国利川市）
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武
器
の
大
型
化

中
国
は
漢
代
に
大
量
製
鉄
（
鋳
鉄
）
時
代
を
実
現
す
る
と
、
武

器
が
次
第
に
大
型
化
し
て
い
っ
た
。
ス
キ
タ
イ
系
の
銅
剣
は
環
頭
大

刀
に
な
り
、
長
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
前
後
に
な
っ
た
。
長
柄
を
付
け

て
両
手
で
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
宋
代
（
十
〜
十
三
世

紀
）
ま
で
続
い
た
。
日
本
の
大
刀
は
二
尺
三
寸
程
度
で
片
手
で
も
使

え
る
が
、
中
国
の
大
刀
は
片
手
で
使
う
事
は
で
き
な
い
。
双
手
で

握
っ
て
振
り
回
し
、
身
体
に
巻
き
付
け
る
よ
う
に
刀
の
旨
を
身
体
に
付
け

て
止
め
、
寄
り
を
戻
す
反
動
で
斬
り
つ
け
再
び
身
体
に
巻
き
付
け
る
の
で

あ
る
。
手
刀
で
簡
単
に
受
け
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
大
勢
の
敵

に
対
し
て
有
利
で
あ
る
。
現
在
の
武
術
名
は
「
双
手
剣
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
片
手
で
使
う
刃
渡
り
七
五
〜
六
セ
ン
チ
の
竜
泉
剣
（
七
星
剣
）

は
、
現
代
の
試
合
の
標
準
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

少
数
民
族
と
少
量
製
鉄

漢
民
族
が
大
型
製
錬
に
な
っ
て
も
、
少
数
民
族
に
よ
る
少
量
製
鉄
は

い
ぜ
ん
続
い
た
。
中
国
東
北
部
の
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
人
達
や
、
武
漢
の
山

奥
で
は
今
で
も
少
量
製
鉄
が
行
わ
れ
て
い
る
と
言
う
（
武
漢
体
育
大
学
）
。

日
本
で
も
タ
タ
ラ
製
鉄
が
大
型
化
し
て
も
尚
か
つ
少
量
製
鉄
が
ア
イ
ヌ
な

ど
に
よ
っ
て
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
多
分
土
器
を

使
っ
て
製
錬
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
形
跡
を
残
す
程
の
大
き
な
製
錬
遺

跡
は
な
く
、
カ
ン
カ
ン
２
遺
跡
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
土
器
と
少
量
の
鉄
以

外
残
す
こ
と
は
か
っ
た
（
イ
ワ
ク
テ
の
習
性
も
考
え
ら
れ
る
）
。
こ
こ
か
ら

出
土
し
た
刀
剣
は
、
正
倉
院
御
物
に
似
て
い
る
事
か
ら
、
中
央
か
ら
持
ち

込
ま
れ
た
物
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
カ
ン
カ

ン
２
遺
跡
か
ら
数
百
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
谷
の
入
り
口
付
近
か
ら
羽
口
が
見

つ
か
っ
て
い
る
（
発
見
者
高
野
氏
）
。
製
錬
地
と
工
房
（
カ
ン
カ
ン
２
遺
跡
）

図 27. 宋代の長桿鉄刀、右は漢代の鉄器
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が

少
し
離
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ハ
ン
マ
ー
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
石

製
ハ
ン
マ
ー
が
使
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一

般
的
で
あ
っ
た
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
博
物
館
に
多
数
展
示
品

が
あ
る
）
。

「
ア
イ
ヌ
は
製
鉄
や
作
刀
を
し
な
い
」
と
い
う
説
は
、
根
拠
の
な
い
否

定
説
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
現
存
す
る
多
数
の
ア
イ
ヌ
刀
に
は
ア
イ
ヌ
の

神
々
が
彫
ら
れ
て
い
る
し
、
刀
姿
は
ア
イ
ヌ
の
「
沖
の
神
シ
ャ
チ
」
や
海

の
神
「
シ
ャ
ケ
」
の
姿
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
の
形
か
ら
七
支
刀
も
恐
ら

く
は
ア
イ
ヌ
系
の
鍛
冶
に
よ
る
も
の
と
筆
者
は
推
定
し
て
い
る
。

カ
フ
カ
ス
で
ア
イ
ヌ
刀
の
写
真
を
見
た
バ
ル
カ
リ
ア
ン
は
「
こ
れ
は

バ
ル
カ
リ
ア
ン
刀
だ
」
と
筆
者
に
言
っ
た
言
葉
が
今
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

ア
イ
ヌ
刀
と
当
時
の
バ
ル
カ
リ
ア
ン
刀
と
の
関
係
は
、
今
後
の
研
究
課
題

で
あ
る
。

（
注
）
イ
ワ
ク
テ
：
刀
剣
や
使
用
し
た
物
を
全
て
あ
の
世
に
返
す
為
に
、
穴
を
掘
っ
て
地
中
深
く
埋
め

て
し
ま
う
風
習
。

六
、
サ
ブ
レ
か
ら
シ
ャ
シ
ュ
カ
へ

「
サ
ブ
レ
」
と
「
シ
ャ
シ
ュ
カ
」
の
語
源

日
本
で
呼
称
さ
れ
る
軍
刀
「
サ
ー
ベ
ル
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
サ

ブ
レ
」
な
ど
と
呼

ば
れ
、
将
校
の
階

級
を
示
す
シ
ン
ボ

ル
と
な
っ
て
い
る
。

周

緯

著
『

中

国
兵
器
史
稿
』
（
新

華
書
店1

9
5
9

、
中

国
）
に
は
、
弯
刀

の
開
始
は
動
物
の

牙
の
形
に
由
来
し

て
い
る
と
書
か
れ

て
い
る
が
、
ハ
ザ
ー

ル
刀
の
優
美
な
姿

は
、
語
源
に
基
づ
く
と
蛇
に
由
来
し
て
い
る
。

ロ
ス
ト
フ
・
ド
ン
の
刀
剣
研
究
者
に
よ
る
と
、
ロ
シ
ア
語
の
サ
ブ
レ
（
С

а
б
л
я
）
は
、
チ
ェ
ル
ケ
ス
語(

C
h
e
r
k
e
s
 
l
a
n
g
u
a
g
e
)

「
セ
ブ
ラ
」
に

由
来
し
て
い
る
。
「
セ
」
は
ナ
イ
フ
、
「
ブ
ラ
」
は
蛇
の
意
味
で
あ
る
。
つ

ま
り
蛇
状
ナ
イ
フ
の
事
で
あ
る
。
こ
れ
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、
英

国
に
伝
わ
っ
た
。

シ
ャ
シ
ュ
カ
（
Ш
а
ш
к
а
）
は
ロ
シ
ア
語
に
な
っ
て
い
る
が
、
チ
ェ

ル
ケ
ス
語
が
語
源
で
、
「
Ш
а
」
は
「
ナ
イ
フ
」
（
サ
ブ
レ
の
「
サ
」
に
該

当
）
、「
ш
к
а
」
は
「
長
い
」
の
意
で
、「
長
刀
」
の
意
味
で
あ
る
。
シ
ャ

図 28. カンカン２遺跡出土品 (9）

図 29. コザック刀サブレとシャシュカ。十八
世紀から十九世紀にかけて柄が少し変わった

（コザック博物館で筆者撮影）
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図 30. ザポロシュウェイ私立博物館カタログより抜粋 (11)　( Музей исмории оружия )　http://
www.museummilitary.com
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も
同
じ
意
見
だ
」
と
答
え
意
気
投
合
し
た
。
館
長
が
出
て
来
て
展
示
し
て

い
る
小
太
刀
の
年
代
を
質
問
し
て
来
た
。
実
際
に
茎
を
見
る
と
無
名
で
、

錆
ぐ
あ
い
か
ら
す
る
と
室
町
期
と
推
定
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
コ
ザ
ッ
ク
博

物
館
へ
移
動
し
た
。

博
物
館
か
ら
車
で
約
十
五
分
く
ら
い
の
所
に
ザ
ポ
ロ
ウ
シ
ュ
ウ
ェ
イ
・

コ
ザ
ッ
ク
博
物
館
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
コ
ザ
ッ
ク
の
歴
史
を
し
ら
べ
、
こ

こ
か
ら
ロ
シ
ア
の
ロ
ス
ト
フ
・
ド
ン
へ
移
動
し
た
（
一
五
一
二
年
）
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。
彼
ら
は
川
の
あ
る
所
へ
移
住
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ザ

ポ
ロ
シ
ュ
ウ
ェ
イ
・
コ
ザ
ッ
ク
は
ニ
プ
ロ
川
支
流
に
住
み
、
ロ
ス
ロ
フ
・

ド
ン
コ
ザ
ッ
ク
は
ド
ン
川
の
上
流
に
住
ん
だ
。

ド
ン
・
コ
ザ
ッ
ク

ゆ
っ
く
り
走
る
列
車
に
乗
る
と
、
ニ
ブ
ロ
ペ
ト
ロ
ウ
ス
ク
か
ら
ロ
ス

ト
フ
・
ド
ン
市(

R
o
s
t
o
v
 
n
a
 

D
o
n
u
)

ま
で
約
十
一
時
間
か

か
っ
た
。
線
路
沿
い
に
美
し

い
ド
ン
川
支
流
が
蛇
行
線
状

に
数
時
間
続
い
た
。

紀
元
二
世
紀
に
ロ
ー
マ
軍

が
ロ
ス
ト
フ
・
ド
ン
を
侵
略

し
た
後
、
五
世
紀
ま
で
住
ん

で
い
た
が
、
タ
タ
ー
ル
が
攻
撃
し
て
全
滅
し
た
。
そ
れ
か
ら
数
世
紀
の
間
、

無
人
の
平
野
と
な
っ
た
。
そ
の
城
跡
に
コ
ザ
ッ
ク
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
移

住
し
、
住
み
着
い
た
の
で
あ
る
。
コ
ザ
ッ
ク
は
十
七
世
紀
に
ロ
シ
ア
に
従

属
し
忠
誠
を
尽
く
す
よ
う
に
な
っ
た
。

コ
ザ
ッ
ク
刀
、
明
代
佩
用
刀
、
エ
ム
シ
刀

バ
ル
カ
リ
ア
ン
が
作
っ
た
コ
ザ
ッ
ク
刀
は
日
本
の
新
刀
期
の
刀
と
ほ

シ
ュ
カ
は
コ
ザ
ッ
ク
が
使
い
始
め
た
刀
で
あ
る
。
コ
ザ
ッ
ク
軽
騎
兵
の
勇

名
が
世
界
中
に
広
が
る
と
、
こ
の
形
が
日
本
の
新
刀
期
の
刀
と
し
て
普
及

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
刀
鍛
冶
の
一
方
的
な
変
化
で

は
な
く
、
戦
争
の
形
態
が
世
界
中
で
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

コ
ザ
ッ
ク
の
台
頭
と
影
響

コ
ザ
ッ
ク
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
移
動
し
た
の
は
、

十
五
世
紀
頃
で
あ
る
。
コ
ザ
ッ
ク
は
主
人
に
忠
節
を
尽
く
す
武
士
道
を

も
っ
て
い
る
の
で
有
名
で
あ
る
。
コ
ザ
ッ
ク
は
軽
騎
兵
な
の
で
鉄
砲
も
よ

く
使
う
。
両
側
か
ら
剃
り
上
げ
た
頭
の
中
央
に
は
チ
ョ
ン
マ
ゲ
風
の
髪
が

あ
り
、
一
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
セ
ミ
ナ
ー
を
利
用
し
て
）
こ
の
コ
ザ
ッ
ク
と
ス
キ

タ
イ
を
調
べ
る
為
に
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
筆
者
は
モ
ス
ク
ワ
か
ら
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
ニ
プ
ロ
ペ
ト
ロ
ウ
ス
ク
市
を
訪
れ
た
。
こ
こ
か
ら
更
に
二
時
間

か
け
て
コ
ザ
ッ
ク
が
住
ん
で
い
た
ザ
ポ
ロ
ウ
シ
ュ
ウ
ェ
イ
市
に
車
で
到
着

し
た
。
こ
こ
の
コ
ザ
ッ
ク
は
「
ザ
ポ
ロ
ウ
シ
ュ
ウ
ェ
イ
・
コ
ザ
ッ
ク
」
と

呼
ば
れ
た
。

最
初
に
訪
れ
た
の
は
ザ
ポ
ロ
ウ
シ
ュ
ウ
ェ
イ
私
設
博
物
館
で
あ
る
（
図

三
〇
）
。
鉄
砲
を
販
売
し
て
い
る
店
で
、
二
階
が
博
物
館
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
凡
そ
一
万
振
り
の
大
小
刀
剣
が
時
代
別
、
国
別
（
地
域
）
に
区

分
け
さ
れ
展
示
さ
れ
て
い
た
。
室
町
期
の
作
と
思
わ
れ
る
小
太
刀
も
一
振

り
あ
っ
た
。
石
器
時
代
、
青
銅
器
（
ア
キ
ナ
ッ
ク
）
時
代
、
鉄
器
（
サ
ブ
レ
）

時
代
へ
と
移
り
、
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
、
東
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
諸
国
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
、
全
て
の
地
域
の
刀
剣
が
整
然
と
展
示
さ
れ
て
い

た
。
公
共
博
物
館
で
も
こ
れ
ほ
ど
世
界
中
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
持
っ
て
い

な
い
だ
ろ
う
。
学
芸
員
も
配
置
さ
れ
て
い
て
説
明
し
て
く
れ
た
。

私
は
ハ
ザ
ー
ル
刀
を
見
つ
け
て
質
問
す
る
と
、
学
芸
員
は
「
日
本
刀

と
最
も
関
連
性
が
高
い
の
は
ハ
ザ
ー
ル
刀
だ
」
と
筆
者
に
説
明
し
た
。
「
私

図 31. ドンコザック (10)
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ぼ
同
寸
で
、
身
幅
も
似
通
っ
て
い
る
。
コ
ザ
ッ
ク
刀
の
柄
は
手
か
ら
外
れ

な
い
よ
う
に
蕨
手
状
に
曲
が
っ
て
い
る
が
、
茎
は
直
角
で
は
な
い
。
片
手

で
握
っ
て
く
る
く
る
回
し
乍
ら
突
然
斬
り
つ
け
る
為
に
柄
が
手
か
ら
外
れ

な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
八
世
紀
と
十
九
世
紀
で
は
少
し

変
化
し
て
い
る
の
で
、
中
国
武
術
の
影
響
を
受
け
て
変
わ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
二
〇
一
〇
年
六
月
、
ロ
シ
ア
の
ロ
ス
ト
フ
・
ド
ン
市
（R

o
s
t
o
v
 

n
a
 
D
o
n
u
)

で
ド
ン
・
コ
ザ
ッ
ク
の
武
術
練
習
風
景
を
移
し
た
ビ
デ
オ
を
拝

見
さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
刀
の
使
い
方
は
中
国
の
剣
術
に
共
通
す
る
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
。

日
本
刀
に
最
も
形
が
類
似
し
て
い
る
中
国
明
代
（
一
三
六
八
〜

一
六
四
四
）
の
佩
用
刀
は
、
サ
ブ
レ
か
ら
変
化
し
た
反
り
が
弱
い
シ
ャ
シ
ュ

カ
と
し
て
見
る
事
が
で
き
る
。
北
海
道
の
白
金
造
り
エ
ム
シ
刀
は
、
恐
ら

く
明
代
佩
用
刀
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
物
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
刀
剣
は
明
代
以
降
急
速
に
質
が
落
ち
た
と
い
う
説
が
有
る
（
上

海
体
育
大
学
王
培
昆
教
授
）
。
そ
れ
は
刀
剣
に
刃
を
付
け
る
の
を
禁
じ
た

事
と
、
鉄
砲
中
心
時
代
へ
移
っ
た
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

七
、
サ
ブ
レ
と
シ
ャ
シ
ュ
カ
の
使
い
方

ナ
ル
チ
ッ
ク
国
立
博
物
館
研
究
員
の
説
明
に
よ
る
と
、
弯
刀
（
サ
ブ
レ
）

は
下
か
ら
一
気
に
片
手
だ
け
で
抜
い
て
斬
り
付
け
る
の
が
特
長
で
あ
る
と

い
う
。
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
抜
附
け
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
上
か
ら
斬
り
つ
け
る
事
が
で
き
る
の
が
コ
ザ
ッ
ク
刀
の

特
長
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
抜
き
討
ち
」（
香
取
神
道
流
）
で
あ
る
。
し
か
し
、

片
手
で
刀
を
ぐ
る
ぐ
る
回
し
乍
ら
突
然
上
か
ら
斬
り
つ
け
る
武
術
が
十
八

世
紀
に
中
国
辺
り
か
ら
入
っ
て
く
る
と
、
刀
の
柄
は
手
か
ら
抜
け
落
ち
な

い
よ
う
に
柄
の
角
度
が
更
に
進
化
し
た
。

日
本
刀
も
、
新
刀
期
に
な
る
と
肩
か
ら
吊
り
下
げ
る
太
刀
（
サ
ブ
レ
）

か
ら
、
腰
の
帯
に
挟
む
刀
（
シ
ャ
シ
ュ
カ
）
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
が
、
こ

の
よ
う
な
武
術
の
変
化
に
関
連
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
世
界
的
な
戦
争
形

態
の
変
化
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
恐
ら
く
コ
ザ
ッ
ク
刀
の
影
響
を

受
け
て
、
中
国
の
刀
剣
や
タ
タ
ー
ル
刀
、
朝
鮮
半
島
の
刀
剣
も
変
化
し
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

八
、
錆
止
め
焼
き
鈍
し
技
術
の
衰
退

カ
フ
カ
ス
山
脈
の
入
口
に
あ
る
ナ
ル
チ
ッ
ク
市
の
ハ
ム
ザ
ッ
ト
・
バ

チ
エ
フ
刀
匠
に
よ
る
と
、
凡
そ
三
百
年
前
ま
で
刀
に
錆
止
め
を
施
し
て
い

た
、
と
い
う
。
そ
れ
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
大
量
消
費
時

代
の
影
響
で
、
刀
剣
製
作
に
手
間
ひ
ま
を
か
け
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
室
町
期
の
状
況
と
共
通
性
し
て
い
る
。

筆
者
が
粘
土
を
刀
身
に
塗
っ
て
焼
き
鈍
す
方
法
を
説
明
す
る
と
、
バ

チ
エ
フ
刀
匠
は
、
錆
止
め
の
方
法
と
し
て
動
物
の
角
を
削
っ
て
刀
身
に
置

き
、
木
炭
の
上
で
七
百
℃
か
ら
八
百
℃
の
間
で
五
時
間
続
け
て
焼
く
こ
と

を
説
明
し
て
く
れ
た
。
表
面
を
角
質
で
覆
う
錆
止
め
方
法
で
あ
る
。
こ
の

図 32. コザック刀 ( 上 )、エムシ刀 ( 下 )

図 33. 中国明代佩用刀
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他
に
ガ
チ
ョ
ウ
に
鉄
を
飲
み
込
ま
せ
、
胃
袋
の
中
で
鉄
の
表
面
を
変
質
さ

せ
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
そ
う
だ
。

九
、 

失
わ
れ
た
技
術
の
復
活
を
め
ざ
し
て

古
刀
の
製
作
プ
ロ
セ
ス
⑴
（
図
三
十
四
）

図
三
十
四
は
、
鋳
鉄
刀
を
焼
き
鈍
し
て
鋼
刀
に
す
る
簡
単
な
方
法
で

あ
る
。
嘗
て
坩
堝
を
使
っ
た
実
験
で
炭
素
が
大
幅
に
脱
炭
さ
れ
た
事
が
確

認
で
き
た
の
で
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
が
産
ま
れ
た
。
作
刀
し
に
く
い
形
の
七

支
刀
を
例
に
上
げ
た
。
七
支
刀
は
内
部
が
鋳
鉄
で
、
外
側
が
鋼
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
鋳
鉄
を
脱
炭
し
て
作
っ
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
。

古
刀
の
製
作
プ
ロ
セ
ス
⑵
（
図
三
十
五
）

韓
国
で
は
刀
身
に
味
噌
を
塗
っ
て
刀
子
の
焼
入
れ
を
し
て
い
る
が
、

日
本
刀
の
土
取
り
焼
入
れ
技
術
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
が
発
展
し
た

か
、
さ
も
な
く
ば
刀
身
全
体
に
土
取
り
し
て
焼
き
鈍
す
技
術
か
ら
派
生
し

た
技
術
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
や
が
て
刃
文
部
分
だ
け
を
残
し
て
土

取
り
し
、
焼
入
れ
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
来
の

錆
止
め
焼
き
鈍
し
が
省
略
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
。

筆
者
は
実
験
的
に
硅
素
を
使
っ
た
刀
剣
の
錆
止
め
を
試
み
た
こ
と
が

あ
る
。
刀
身
全
体
を
木
炭
を
混
ぜ
た
粘
土
で
覆
い
、
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
製

陶
窯
の
中
で
焼
き
鈍
し
て
み
た
。
徐
々
に
温
度
を
七
二
三
℃
ま
で
上
げ
、

そ
の
温
度
を
二
時
間
以
上
保
ち
、
そ
れ
か
ら
自
然
空
冷
し
た
（
図
三
十
四

の
温
度
表
参
照
）
。
そ
の
結
果
、
こ
の
刀
は
錆
び
に
く
く
な
っ
た
よ
う
に

思
う
。
三
年
以
上
放
置
し
て
あ
る
が
、
錆
び
て
こ
な
い
。

予
想
外
な
こ
と
に
、
焼
き
な
ま
し
た
刀
身
の
棟
寄
り
に
、
小
さ
な
映

り
が
一
点
現
れ
た
。
恐
ら
く
粘
土
が
剥
が
れ
落
ち
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の

映
り
を
大
き
く
す
る
に
は
、
土
取
り
の
厚
さ
と
焼
き
鈍
し
時
間
の
調
節
が

更
に
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
描
い
て
み
た
の
が
「
映
り
を
出

す
方
法
」
（
図
三
十
五
）
で
あ
る
。

そ
の
根
底
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
古
刀
の
地
鉄
は
小
さ
な
炉
で
製
錬

さ
れ
た
小
さ
な
鉄
片
で
、
（
複
数
回
製
錬
さ
れ
た
）
い
ろ
い
ろ
な
炭
素
量

の
鉄
を
一
刀
に
ま
と
め
た
の
で
、
炭
素
量
の
高
い
所
と
低
い
所
の
境
に
面

白
い
働
き
が
出
る
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

つ
ま
り
炭
素
量
が
少
な
い
鋼
で
作
刀
し
て
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
滲
炭

プ
ロ
セ
ス
を
加
え
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
理
論
で
考
え
て
み
る
と
、
現

在
の
大
型
炉
か
ら
得
ら
れ
る
大
き
な
鋳
鉄
塊
な
ど
で
は
、
卸
し
て
も
古
刀

に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

む
す
び

日
本
刀
の
歴
史
的
変
遷
を
、
世
界
の
趨
勢
と
関
連
づ
け
て
こ
こ
ま
で

述
べ
て
来
た
。
日
本
の
戦
争
形
態
や
刀
剣
（
武
器
と
防
具
）
の
発
展
変
化
が
、

世
界
の
趨
勢
と
一
世
紀
も
違
わ
ず
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
読
者
は

納
得
さ
れ
る
と
思
う
。

本
稿
で
は
、
失
わ
れ
た
技
術
と
思
わ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
イ
ラ
ス
ト
（
図

三
四
、
三
五
、
三
六
）
で
示
し
た
の
で
、
刀
剣
作
者
の
更
な
る
ご
研
究
を
期

待
し
た
い
。

末
筆
な
が
ら
、
日
本
刀
、
北
海
道
出
土
の
刀
剣
を
長
年
研
究
さ
れ
て

こ
ら
れ
た
佐
藤
矩
康
氏
に
深
甚
な
る
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
、
こ
の
よ
う

な
発
表
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
舞
草
刀
研
究
会
に
、
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
る
。
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図 36


