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弥
生
・
古
墳
時
代
の
造
形
と 

　
　
　
　
　
　

ひ
と
の
か
か
わ
り

総
研
大
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
准
教
授�

　
上
野
　
祥
史

　
三
上
　　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
い
て
の
講
演
は
最
初
に
講
演
さ
れ
た
藤
原
哲
さ
ん
の
主
任

指
導
教
員
を
し
て
お
り
ま
し
た
総
研
大
の
上
野
祥
史
准
教
授
の
「
弥
生
・
古
墳
時
代
の
造
形
と
ひ
と
の
か
か
わ
り
」

で
す
。
そ
れ
で
は
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。　

　
上
野
　
総
研
大
の
考
古
学
の
担
当
を
し
て
お
り
ま
す
上
野
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
藤

原
さ
ん
の
指
導
教
員
と
ご
紹
介
を
受
け
ま
し
た
が
、
藤
原
さ
ん
は
当
初
、
著
名
な
古
墳
時
代
研
究
者
で
あ
る
広
瀬

和
雄
先
生
に
指
導
を
受
け
て
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。
広
瀬
先
生
が
ご
退
職
さ
れ
た
の
ち
、
私
が
研
究
の
後
半
段

階
の
主
任
教
員
と
し
て
、
藤
原
さ
ん
の
研
究
を
支
援
、
サ
ポ
ー
ト
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
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先
ほ
ど
非
常
に
魅
力
の
あ
る
お
も
し
ろ
い
話
を
た
く
さ
ん
さ
れ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
藤
原
さ
ん
は
主
に
弥
生

時
代
と
古
墳
時
代
を
対
象
に
戦
争
や
武
器
の
研
究
を
進
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
弥
生
・
古
墳
と
い
う
二
つ
の
時
代

を
経
て
、
日
本
列
島
社
会
は
大
き
く
変
わ
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
水
田
農
耕
を
始
め
て
、
社
会
が
複
雑
化
し
て
い
き
、

や
が
て
巨
大
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
古
墳
を
作
る
エ
リ
ー
ト
が
登
場
し
、
倭
王
・
大
王
と
い
う
存
在
が
出
て
き

て
、
古
代
国
家
へ
と
続
い
て
い
き
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
古
代
国
家
形
成
期
に
当
た
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
変
化
の
プ

ロ
セ
ス
を
戦
争
や
武
器
か
ら
追
い
か
け
た
い
と
い
う
願
望
を
お
も
ち
で
し
た
。

　

繰
り
返
し
て
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
が
、
戦
争
や
戦
い
を
考
古
学
の
エ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
か
ら
追
い
か
け
る
と
い
う
の

は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
す
。
残
っ
て
い
る
も
の
か
ら
考
古
学
は
議
論
で
き
る
け
れ
ど
も
、
残
っ
て
い
な
い
も
の

か
ら
議
論
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
状
況
の
も
と
、
い
ろ
い
ろ
な
資
料
─
文
献
と
か
事
象
を
含
め
て
、
そ
の
時
代
の

さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
使
い
、
戦
い
の
実
態
を
探
り
、
戦
い
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
社
会
を
描
き
出
せ
る
か
、

と
い
う
こ
と
を
研
究
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

総
研
大
で
の
研
究
に
対
し
て
は
、
大
学
院
生
は
一
人
で
研
究
を
推
進
す
る
立
派
な
研
究
者
で
す
の
で
、
博
士
論

文
を
ま
と
め
て
い
く
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
教
員
は
、
そ
の
独
自
性
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
や
ク
オ
リ
テ
ィ
を
高
め

る
こ
と
、
そ
の
支
援
や
提
言
が
職
務
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
が
何
を
考
え
、
ど
の
よ
う
な
思
考
を
も
ち
、
藤
原
さ

ん
の
研
究
に
対
し
て
ど
う
提
言
し
、
支
援
し
た
の
か
、
本
日
は
そ
の
あ
た
り
を
お
話
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
私
の
話
は
、
戦
争
と
直
接
は
関
係
し
な
い
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、
戦
争
や
武
器
を
直
接
研
究
し
て
い
な
い

私
が
、
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も
っ
た
の
か
、
そ
の
辺
り
を
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

　

先
ほ
ど
か
ら
話
題
に
で
て
い
ま
す
よ
う
に
、
考
古
学
の
研
究
は
遺
跡
や
遺
物
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。「
も
の
」
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は
雄
弁
で
す
の
で
、
こ
れ
は
い
つ
い
つ
の
も
の
だ
、
こ
う
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
わ
れ
わ

れ
の
眼
は
向
き
が
ち
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
も
の
」、
エ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
は
あ
く
ま
で
も
資
料
、
入
口
で
あ
り
、
そ
の

先
を
見
据
え
て
わ
れ
わ
れ
は
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
何
を
研
究
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
対
象
と
な
る
時
代
の
人

た
ち
が
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
、
ど
う
い
う
行
動
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
行
為
、
あ
る
い
は
認
識
を
見
通
し
て

い
る
わ
け
で
す
。

　

藤
原
さ
ん
の
戦
争
の
お
話
も
、
藤
原
さ
ん
が
武
器
マ
ニ
ア
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、「
そ
の
時
代
を
ど
う
捉
え

る
の
か
」
と
い
う
目
的
に
対
し
て
、
戦
争
、
武
器
、
戦
い
を
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
軍
事
組
織
を
通
じ
て
社

会
を
評
価
す
る
上
で
の
手
段
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、「
こ
と
」を
捉
え
る
こ
と
は
、口
で
言
う
ほ
ど
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。武
器
は
戦
い
の
道
具
で
あ
り
、 

武
器
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
も
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。「
も
の
」、
エ

ヴ
ィ
デ
ン
ス
が
存
在
し
て
も
、
実
際
に
戦
争
を
し
て
い
た
の
か
、
戦
闘
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

先
ほ
ど
の
お
話
の
よ
う
に
、
現
在
、
世
界
各
国
が
軍
備
を
保
有
し
て
い
ま
す
が
、
軍
備
の
保
有
と
戦
争
は
同
義
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に
刀
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
、戦
う
こ
と
に
必
ず
結
び
つ
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
こ
と
」
と
「
も
の
」
を
ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
て
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、そ
れ
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

先
ほ
ど
、弥
生
・
古
墳
の
社
会
変
遷
や
古
代
国
家
形
成
を
、武
器
の
使
用
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
、 

と
お
話
し
ま
し
た
。
コ
メ
作
り
が
始
ま
り
社
会
が
水
平
方
向
に
広
が
り
、
そ
の
密
度
が
上
が
る
と
集
団
間
の
争
い

が
起
こ
り
、
武
力
の
抗
争
が
統
制
さ
れ
て
、
戦
争
、
戦
闘
が
リ
ー
ダ
ー
の
も
と
に
統
率
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
統
一

戦
争
を
経
て
国
家
が
形
成
さ
れ
る
。
武
器
や
武
力
と
社
会
の
変
化
に
対
し
て
は
、
応
に
し
て
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
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ジ
を
抱
い
て
し
ま
し
ま
す
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

実
は
、
先
に
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
社
会
イ
メ
ー
ジ
を
後
付
け
す
る
た
め
に
武
器
、
出
土

資
料
と
い
っ
た
よ
う
な
エ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
を
捉
え
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
あ
た
り
を
意
識
し
て
、
広
瀬
先
生

や
私
、
藤
原
さ
ん
は
議
論
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
弥
生
を
研
究
し
て
い
た
藤
尾
先
生
も
含
め
、
い
か
に
「
も
の
」

か
ら
「
こ
と
」
に
ア
ク
セ
ス
を
し
て
い
く
の
か
、常
に
そ
れ
を
意
識
し
て
助
言
や
提
言
を
お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

今
日
は
私
な
り
の
捉
え
方
、
考
え
方
を
、
武
器
と
は
少
し
異
な
る
視
点
で
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
が

紹
介
す
る
資
料
の
多
く
は
、
歴
博
の
総
合
展
示
で
陳
列
し
て
い
ま
す
。
今
日
は
た
く
さ
ん
の
方
が
お
越
し
か
と
思

い
ま
す
。
折
角
の
機
会
で
す
の
で
、
お
時
間
が
あ
れ
ば
、
藤
原
さ
ん
の
お
話
し
、
私
の
話
を
思
い
出
し
つ
つ
、
展

示
室
を
ご
覧
下
さ
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
社
会
の
変
化
と
道
具
の
変
化
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
社
会
が
変
わ
れ
ば
、「
も
の
」

や
活
動
も
変
わ
る
と
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
少
し
な
ぞ
か
け
の
よ
う
な
、
問

題
提
起
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
史
や
古
代
の
各
時
代
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
か
、

問
う
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

歴
博
の
総
合
展
示
の
第
一
室
で
は
、
先
史
と
古
代
、
旧
石
器
時
代
か
ら
奈
良
時
代
ま
で
を
対
象
に
展
示
し
て
い

ま
す
。
縄
文
時
代
は
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
か
。
装
飾
ゆ
た
か
な
縄
文
土
器
を
使
い
、
信
仰
、
儀
礼
の
道
具
と
し
て

土
偶
や
石
棒
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
人
々
は
竪
穴
の
建
物
に
住
み
、
場
合
に
よ
っ
て
は
三
内
丸
山
遺
跡
の
よ
う

な
大
型
の
建
物
も
利
用
し
て
活
動
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
集
団
間
の
抗
争
を
物
語
る
よ
う
な
武
器
、
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闘
争
の
道
具
は
明
確
に
は
み
え
て
い
ま
せ
ん
。
人
々
が
狩
猟
採
集
を
お
こ
な
い
、自
然
環
境
を
利
用
す
る
な
か
で
、

抗
争
の
目
立
た
な
い
平
和
な
、
か
つ
社
会
階
層
が
未
分
化
の
、
フ
ラ
ッ
ト
な
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
ま
す
。

　

弥
生
時
代
に
な
る
と
、
水
田
農
耕
が
始
ま
り
、
生
業
の
形
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
人
為
的
に
自
然
環
境
を

改
変
し
、
経
済
活
動
を
コ
メ
作
り
に
シ
フ
ト
し
た
時
代
で
す
。
や
が
て
、
そ
れ
は
余
剰
、
蓄
積
を
生
み
、
あ
る
い

は
集
団
が
拡
大
し
て
分
村
し
、
空
間
的
な
密
度
は
高
ま
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
の
流
れ
の
な
か
で
、
環
濠
集
落
も
登

場
し
て
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
時
代
に
は
、
金
属
器
の
利
用
も
始
ま
り
ま
し
た
。
社
会
の
様
子
も
、
活
動
の
形
態

も
、
使
用
す
る
道
具
も
、
明
ら
か
に
縄
文
時
代
と
は
異
な
り
ま
す
。

　

や
が
て
、
古
墳
時
代
に
な
る
と
、
巨
大
な
古
墳
が
各
地
に
造
ら
れ
ま
す
。
古
墳
は
、
労
働
力
を
集
約
し
て
社
会

資
本
を
集
中
し
な
い
と
建
造
で
き
ま
せ
ん
。
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
、
大
山
古
墳
（
仁
徳
陵
古
墳
）
の
造
営
に
必
要

な
労
働
力
が
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
。
巨
大
な
建
造
物
は
、
強
大
な
王
権
、
あ
る
い
は
社
会
資
本
を
蓄
積
で
き
る
社

会
体
制
の
存
在
な
ど
を
想
定
さ
せ
ま
す
（
図
1
）。
な
お
か
つ
、
よ
り
巨
大
な
古
墳
を
造
営
し
た
中
期
に
は
、
先

ほ
ど
藤
原
さ
ん
が
お
話
し
し
た
大
量
の
武
器
と
武
具
を
扱
う
よ
う
に
な
り
ま
す
（
図
1
中
央
）。
そ
う
す
る
と
、

弥
生
時
代
と
は
さ
ら
に
状
況
が
変
わ
り
、
社
会
が
複
雑
化
し
て
い
く
。
統
合
を
進
め
て
い
く
中
で
今
度
は
垂
直
方

向
に
社
会
の
変
化
が
生
じ
た
、
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
武
器
や
闘
争
、
戦
争
は
、
社
会
の
変
化
を
と
ら

え
る
指
標
と
し
て
注
目
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
大
量
の
武
器
や
武
具
を
埋
め
る
こ
と
は
、
戦
争
や
戦
闘
が
恒
常
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
、

と
理
解
す
る
研
究
者
も
い
ま
す
。
古
墳
を
た
く
さ
ん
造
り
鉄
製
の
武
器
を
た
く
さ
ん
古
墳
の
中
に
埋
め
る
、
そ
ん

な
状
態
が
戦
時
に
起
こ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
代
、
武
威
が
象
徴
性
を
も
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、
大
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量
の
武
器
や
武
具
が
戦
闘
の
激
化
と
同
じ
で
は
な
い
、
と
考
え
る
研
究
者
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

や
が
て
古
代
、
今
日
の
司
会
を
さ
れ
て
い
る
コ
ー
ス
長
の
三
上
先
生
が
研
究
さ
れ
て
い
る
時
代
で
す
が
、
こ
の

時
代
に
な
る
と
、
日
本
列
島
社
会
も
東
ア
ジ
ア
と
肩
を
並
べ
る
状
況
に
変
わ
り
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
を
意
識
し
て
、

中
国
や
朝
鮮
半
島
の
制
度
・
シ
ス
テ
ム
を
取
り
入
れ
、
あ
る
い
は
都
城
と
い
う
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
を
導
入
し
て
、
列

島
社
会
は
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。

　

日
本
列
島
の
社
会
は
、
そ
の
時
々
で
姿
を
変
え
、
変
化
し
て

ゆ
き
ま
す
。
こ
の
一
連
の
変
化
は
自
明
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う

か
。
古
墳
時
代
も
し
か
り
、
こ
の
古
代
も
し
か
り
で
す
が
、
東

ア
ジ
ア
と
の
関
係
が
変
化
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
確
か
で
す
。

し
か
し
、
変
化
が
自
明
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
答
え

は
「
ノ
ー
」
で
す
。
倭
人
集
団
が
自
分
た
ち
の
社
会
、
内
外
の

関
係
性
、環
境
を
踏
ま
え
な
が
ら
新
し
い
社
会
を
作
っ
て
い
く
、

編
成
を
す
る
、
そ
の
動
き
の
中
で
生
じ
た
「
結
果
」
に
過
ぎ
ま

せ
ん
。
つ
ま
り
、
変
わ
る
こ
と
、
変
化
す
る
こ
と
が
自
明
と
は

い
え
な
い
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、
社
会
に
対
す
る
ア
プ
リ

オ
リ
な
前
提
や
認
識
が
潜
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
資
料
を
当
て
は

め
て
理
解
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
を
相
対
化
し
な
い
と
、

社
会
の
実
態
を
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
、
常
々
こ
の
よ
う
な

図1　総合展示第1室テーマⅤ
各時期の大型古墳と代表的な副葬品を示している。中央には、中
期を代表する甲冑がみえる。　上野撮影



40

こ
と
を
意
識
し
て
き
ま
し
た
。
戦
争
や
軍
事
組
織
も
こ
う

し
た
視
点
で
と
ら
え
れ
ば
、
お
そ
ら
く
従
来
と
は
異
な
る

評
価
が
展
開
す
る
は
ず
で
す
。
藤
原
さ
ん
の
研
究
で
は
、

そ
れ
が
見
事
に
結
実
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
意
外
に
思
う
こ
と
を
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
ア
ジ
ア
を
離
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
で
す
が
、
メ
キ

シ
コ
の
諸
文
明
で
は
金
属
器
を
利
用
し
て
い
ま
せ
ん
。
テ

オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
遺
跡
は
、
日
本
の
古
墳
時
代
と
前
後
す
る

時
期
に
あ
た
り
、
太
陽
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、
月
の
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
な
と
巨
大
な
石
造
の
建
造
物
が
存
在
し
て
い
ま
す
が
、

金
属
器
は
利
用
し
て
い
ま
せ
ん（
図
2
）。建
造
物
の
規
模
、

工
芸
技
術
や
背
景
に
あ
る
思
想
な
ど
、
文
明
と
い
う
複
雑

化
し
た
高
度
な
社
会
に
相
応
し
い
状
況
が
み
え
て
い
ま
す

が
、
金
属
器
は
利
用
し
て
い
な
い
の
で
す
。
金
属
器
を
利
用
し
な
く
て
も
、
社
会
は
複
雑
化
し
た
の
で
す
。

　

縄
文
、
弥
生
、
古
墳
、
古
代
と
時
代
が
進
む
な
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
は
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
社
会
の
状
況

が
異
な
る
こ
と
と
、使
用
す
る「
も
の
」や
行
動
が
違
う
こ
と
を
、当
た
り
前
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
な
い
で
し
ょ 

う
か
。
石
の
文
明
と
い
う
外
の
世
界
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
規
定
観
念
、
あ
る
固
定
的
な
も
の
の
見
方
が
、
思
考

を
狭
め
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。「
も
の
」
や
「
こ
と
」
を
理
解
す
る
う
え
で
は
、
時
代
や
背
景
な
ど

図2　テオティワカン遺跡
手前にみえるのは「太陽のピラミッド」、奥にみえるのは「月の
ピラミッド」。上野撮影



41

●（公開講演２）　

が
思
い
も
よ
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

　

考
古
学
で
は
遺
跡
や
遺
物
を
分
析
、分
類
し
て
、整
理
を
お
こ
な
い
ま
す
。先
ほ
ど
藤
原
さ
ん
は
鉄
製
品
、武
器
、 

薬
莢
、
ピ
ス
ト
ル
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
大
な
り
小
な
り
、
遺
跡
や
遺
物
を
分
類
し
て
、
そ
こ

で
人
々
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
た
の
か
、現
象
の
整
理
を
お
こ
な
う
わ
け
で
す
。
灌
漑
水
田
農
耕
の
始
ま
り
や
、

前
方
後
円
墳
の
登
場
な
ど
は
、
こ
う
い
う
分
類
研
究
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
分
類
研
究
は
、
変
化
の
方
向
あ
る
い
は
変
遷
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
ま
す
。
い
つ
い
つ
の
時
代
、

こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
ま
し
た
、
そ
の
次
の
段
階
に
な
る
と
、
こ
う
変
わ
り
ま
し
た
、
な
ど
を
教
え
て
く
れ
る
わ

け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
な
ぜ
そ
れ
が
変
わ
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
事
情
で
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

は
、「
も
の
」
あ
る
い
は
「
も
の
」
の
形
だ
け
に
注
目
し
て
も
み
え
て
き
ま
せ
ん
。「
も
の
」
を
「
こ
と
」
と
し
て

捉
え
る
に
は
、
少
し
視
点
を
広
げ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
比
較
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

弥
生
か
ら
古
墳
に
か
け
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
金
属
器
が
登
場
し
ま
し
た
。
銅
鐸
や
銅
鏡
が
登
場
し
、
社
会
に
普

及
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
社
会
も
変
化
し
ま
し
た
。
そ
の
変
化
は
、
必
然
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
目
に
映
り
ま
す
が
、

果
た
し
て
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、「
も
の
」が
そ
こ
に
存
在
し
た
の
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
、そ
の
形
を
ま
と
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
社
会
の
性
格
や
特
質
が
表
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

　

こ
こ
で
私
は
二
つ
の
事
例
を
紹
介
し
て
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
銅
鐸
、も
う
一
つ
は
銅
鏡
で
す
。

ま
ず
は
、
銅
鐸
に
つ
い
て
で
す
。
タ
イ
ト
ル
に
は
、
弥
生
時
代
の
銅
鐸
と
鳥
・
鹿
の
表
現
と
書
き
ま
し
た
が
、
銅

鐸
に
関
し
て
一
般
的
な
認
識
を
簡
単
に
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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銅
鐸
の
形
態
か
ら
時
間
の
流
れ
を
追
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
銅
鐸
の
吊
り
手
の
部
分
（
鈕
と

呼
ぶ
）
は
、
断
面
が
厚
み
の
あ
る
菱
形
の
も
の

か
ら（
菱
環
鈕
）、内
外
に
張
り
出
し
が
付
き（
外

縁
付
鈕
、
扁
平
鈕
）、
さ
ら
に
そ
の
形
が
扁
平

な
縦
長
の
形（
突
線
鈕
）へ
と
変
化
し
ま
す（
図

3
）。

　

こ
の
四
つ
の
分
類
は
さ
ら
に
細
か
く
深
化
し

て
ゆ
き
ま
す
が
、
一
方
で
、
あ
る
時
期
に
存
在

し
た
銅
鐸
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も

整
理
が
進
み
ま
す
。
銅
鐸
に
は
、
水
が
流
れ
る

よ
う
な
さ
ま
を
表
現
し
た
紋
様
を
も
つ
流
水
文

銅
鐸
と
、
縦
横
の
帯
状
の
紋
様
を
も
つ
袈
裟
襷

文
銅
鐸
が
あ
り
（
図
3
）、
そ
れ
を
よ
り
細
か
く
分
け
て
い
く
と
、
時
間
の
流
れ
に
重
ね
て
、
銅
鐸
づ
く
り
の
変

遷
や
銅
鐸
を
つ
く
る
グ
ル
ー
プ
の
変
遷
を
追
う
こ
と
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
銅
鐸
づ
く
り
は
始
め
か
ら
終
わ

り
ま
で
同
じ
で
は
な
く
、
も
の
づ
く
り
が
進
む
な
か
で
、
系
統
の
統
廃
合
み
た
い
な
こ
と
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

歴
博
に
は
、
佐
原
真
、
春
成
秀
爾
と
い
う
銅
鐸
研
究
の
大
家
が
二
人
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
研
究
活
動
を
通
じ

図3　各種の銅鐸　国立歴史民俗博物館蔵
左：外縁鈕式（A-536）　　中左：扁平鈕式（A-432）　
中右：扁平鈕式（A-251-11）　　右：突線鈕式（A-143）
概ねスケールを揃えて示した。上野作成、原図は国立歴史民俗
博物館編『弥生青銅器コレクション』2010 を転載。
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て
、
当
館
で
は
た
く
さ
ん
の
複
製
品
を
作
成
し
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
部
は
、
第
一
室
の
テ
ー
マ
Ⅲ
、
弥
生

時
代
の
展
示
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
時
期
や
系
譜
の
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
銅
鐸
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
て
、
先
ほ
ど
お
話
を
し
た
各
段
階
の
銅
鐸
、
今
度
は
そ
の
空
間
的
な
広
が
り
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
早
い
段

階
の
銅
鐸
は
山
陰
か
ら
東
海
西
部
、
北
陸
に
か
け
て
分
布
し
て
お
り
、
分
布
の
濃
淡
に
大
き
な
違
い
は
み
え
ま
せ

ん
。
こ
の
地
域
の
中
で
い
わ
ば
共
有
し
て
い
た
よ
う
な
状
況
が
み
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、大
型
化
し
た
段
階
に
は
、

明
確
な
形
で
近
畿
と
東
海
に
偏
り
が
み
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
「
も
の
」
を
分
類
し
、
変
化
を
追
う
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
流
派
、
系
譜
と
い
う
も
の
が
整
理
さ
れ
る
。

な
お
か
つ
、 そ
の
分
布
、 人
々
の
か
か
わ
り
を
追
い
か
け 

て
い
く
と
、
時
代
の
変
遷
、
社
会
環
境
、
地
域
関
係 

み
た
い
な
も
の
が
み
え
て
く
る
と
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

大
型
化
し
た
銅
鐸
は
近
畿
、
東
海
を
中
心
に
広
が

り
を
も
ち
、
西
の
九
州
の
武
器
型
青
銅
器
と
境
を
接

し
ま
す
。
そ
れ
は
、
弥
生
時
代
社
会
の
変
遷
、
広
域

の
連
携
、
よ
り
広
い
地
域
の
結
び
つ
き
、
や
が
て
そ

れ
が
次
の
時
代
の
古
墳
時
代
へ
ど
う
続
く
の
か
と
い

う
前
史
的
な
理
解
に
も
結
び
付
き
ま
す
（
図
4
）。

当
館
の
総
合
展
示
で
も
、
第
一
室
テ
ー
マ
Ⅳ
で
は
こ

図4　銅鐸の分布と銅矛の分布、墳墓祭祀のひろがり
松木武彦「むら、まち、人口」『弥生時代ってどんな時代だっ
たのか？』2017 より転載
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の
時
期
の
状
況
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

銅
鐸
の
大
型
化
は
、「
聞
く
銅
鐸
」
か
ら
「
見
る
銅
鐸
」
へ
の
変
化
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
い
銅
鐸
、

各
地
域
が
銅
鐸
を
共
有
し
て
い
た
世
界
で
は
、農
耕
儀
礼
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
音
を
出
す
楽
器
、

音
響
器
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
は
、絵
画
表
現
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
大
型
化
す
る
と
、

音
響
の
利
用
が
薄
れ
、
大
き
さ
と
い
う
視
覚
効
果
に
そ
の
意
義
を
集
約
し
て
ゆ
き
ま
す
。
な
お
か
つ
、
そ
れ
が
広

域
に
広
が
り
、
同
じ
よ
う
に
大
型
化
し
た
銅
矛
と
境
を
接
す
る
状
況
で
は
、
わ
れ
わ
れ
と
か
れ
ら
を
識
別
す
る
装

置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
性
格
も
み
え
て
き
ま
す
。
弥
生
時
代
の
社
会
が
統
合
・
連
携
を
進
め
る
な
か
で
、
象
徴

的
意
義
を
担
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
銅
鐸
の
変
遷
を
一
連
で
と
ら
え
れ
ば
、
古
く
か
ら
新
し
く
ま
で
連
続
し
て
形
態
が
変
化
し
、
そ
の
と

き
ど
き
で
扱
い
は
変
わ
る
も
の
の
、
使
う
と
い
う
こ
と
は
続
い
て
い
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
を
考

え
る
う
え
で
、
鍵
を
握
る
の
が
銅
鐸
に
描
か
れ
た
鳥
や
鹿
の
表
現
で
す
。

　

銅
鐸
に
は
数
が
限
ら
れ
ま
す
が
、
絵
画
表
現
を
も
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
絵
画
と
い
っ
て
も
絵
筆
で
絵
を
描
く

の
で
は
な
く
て
、
鋳
造
時
に
鋳
型
に
線
を
刻
み
表
現
し
た
線
画
で
す
。
当
館
で
所
蔵
す
る
銅
鐸
に
も
、
吊
手
の
両

面
に
鹿
の
表
現
が
み
え
て
い
ま
す
（
図
5
）。
鹿
や
鳥
を
表
現
し
た
銅
鐸
は
、
流
水
文
銅
鐸
に
も
、
袈
裟
襷
文
銅

鐸
に
も
み
え
て
い
ま
す
。

　

な
か
に
は
、
桜
ヶ
丘
出
土
の
銅
鐸
や
伝
香
川
県
出
土
の
銅
鐸
の
よ
う
に
、
複
数
の
図
像
を
組
み
合
わ
せ
て
情
景

を
表
現
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
（
図
5
）。
そ
れ
は
同
時
代
の
造
形
物
で
あ
る
土
器
に
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

土
器
で
す
の
で
、
乾
燥
す
る
前
の
柔
ら
か
い
状
態
で
あ
れ
ば
、
棒
状
の
も
の
で
線
を
描
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
清
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水
風
遺
跡
で
出
土
し
た
土
器
に
は
、
建
物
、
大
小
の
人
物
、
背
中
に
矢
が
刺
さ
る
鹿
、
魚
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
こ
れ
は
一
連
で
な
ん
ら
か
の
情
景
表
現
だ
ろ
う
な
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

春
成
先
生
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、銅
鐸
や
土
器
の
絵
画
は
、な
ん
ら
か
の
ス
ト
ー
リ
ー
、モ
チ
ー

フ
、
同
時
代
の
人
た
ち
の
中
で
共
感
で
き
る
よ
う
な
観
念
、
認
識
み
た
い
な
も
の
が
絵
画
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。
後
世
の
神
話
や
伝
承
を
な
ど
を
対
照
し
て
、
鹿
は
土
地
の
象
徴
で
あ
り
、
鳥
は
異
界
を
往
来
し
、
穀こ

く

霊れ
い

、
稲
を
育
て
る
た
め
の
精
霊
な
ど
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
を
運
ぶ
伝
達
者
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ

図5　銅鐸にみる絵画表現

上：鈕に表現した鹿の図像　国立歴史民俗博物館蔵（A-536）
下：伝香川県出土銅鐸の図像表現
　　原品：東京国立博物館所蔵　複製品：国立歴史民俗博物館
　　所蔵
いずれも、国立歴史民俗博物館編『弥生青銅器コレクション』
2010 より転載、一部改変。
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ろ
が
、
こ
の
銅
鐸
の
図
像
は
、
大
き
な
銅
鐸
に
な
る
と
ほ
ぼ
姿
を
消
し
ま
す
。
画
像
の
表
現
は
、
小
さ
な
「
聞
く

銅
鐸
」
に
限
ら
れ
る
と
い
え
ま
す
。

　

銅
鐸
は
存
在
し
つ
づ
け
ま
し
た
が
、
同
時
代
の
人
た
ち
の
扱
い
、
も
の
を
作
る
と
い
う
点
で
見
る
と
、
後
期
に

は
明
ら
か
に
鹿
や
鳥
な
ど
の
表
現
を
や
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
絵
画
表
現
の
消
失
も
、
銅
鐸
へ
の
「
か
か
わ
り
」

の
大
き
な
変
化
の
一
つ
で
し
た
。

　

な
ぜ
、
表
現
は
消
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
後
々
の
時
代
に
も
、
鳥
や
鹿
を
神
聖
視
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
象

徴
性
が
消
え
た
と
は
み
え
ま
せ
ん
。
そ
の
信
仰
、
思
考
や
観
念
は
、
消
え
て
は
い
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
画

像
、
造
形
と
い
う
形
で
物
質
化
を
す
る
こ
と
は
し
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
分
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
形
に
し
な

い
。
こ
う
し
た
行
為
は
、
古
今
東
西
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
で
も
目
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。「
も
の
」
か
ら
「
こ

と
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、
明
ら
か
に
こ
の
段
階
の
変
化
は
大
き
な
意
識
や
行
為
の
変
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
銅
鐸
を
つ
く
り
、
使
う
と
い
う
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
も
、
行
為
と
認
識
に
連
動

す
る
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
見
い
だ
せ
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
変
化
は
、
土
器
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
弥
生
時
代
中
期
に
は
一
定
程
度
存
在
し
て
い
た
土

器
の
絵
画
は
、
後
期
に
な
る
と
姿
を
消
し
ま
す
。
鳥
や
鹿
の
図
像
は
、
記
号
や
龍
の
表
現
へ
と
変
化
し
て
ゆ
き
ま

す
。
鳥
、
鹿
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
弥
生
的
な
モ
チ
ー
フ
か
ら
、
龍
な
ど
中
国
的
な
モ
チ
ー
フ
へ
変
わ
っ
た
と
す
る

と
、
そ
こ
に
は
信
仰
と
か
儀
礼
に
関
わ
る
人
々
の
考
え
方
や
行
動
が
変
わ
っ
た
と
み
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

動
き
は
、
銅
鐸
の
変
化
と
も
連
動
し
て
い
た
と
み
え
ま
す
。
観
念
や
行
動
の
変
化
は
「
も
の
」
の
変
化
か
ら
よ
み

と
け
る
の
で
す
。
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銅
鐸
づ
く
り
は
、
中
期
か
ら
後
期
へ
と
継
続
し
ま
し
た
。
継
続
の
な
か
の
変
化
は
、
小
さ
な
画
期
の
よ
う
に
映

り
ま
す
が
、「
も
の
」
と
人
と
の
関
わ
り
が
大
き
く
転
換
す
る
画
期
な
の
で
す
。
銅
鐸
は
大
型
化
し
て
、
後
期
に

は
絵
画
が
ほ
ぼ
消
え
ま
し
た
。
土
器
で
も
鹿
と
鳥
の
絵
画
は
消
え
ま
し
た
。
造
形
や
表
現
の
視
点
で
と
ら
え
れ
ば
、

意
識
と
行
動
が
変
化
す
る
大
き
な
変
化
が
見
い
出
せ
る
は
ず
で
す
。
少
な
く
と
も
中
期
か
ら
後
期
へ
と
時
代
が
変

わ
る
な
か
で
、
鳥
や
鹿
の
表
現
は
転
換
を
迎
え
ま
し
た
。
銅
鐸
の
利
用
は
続
い
た
が
、
人
の
関
わ
り
は
変
化
し
た
、

か
か
わ
り
の
変
化
は
造
形
の
変
化
と
し
て
も
現
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
分
類
を
も
と
に
「
も
の
」
を
み
る
だ
け
で

は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
造
形
の
変
化
を
人
の
か
か
わ
り
で
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
人

の
行
為
や
意
識
の
変
化
は
追
い
か
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
提
言
の
一
つ
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
銅
鏡
に
つ
い
て
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
残
り
時
間
が
限
ら
れ
る
な
か
で
、
充
分
に
お
話

し
で
き
る
か
心
も
と
な
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
中
国
製
の
鏡
と
そ
れ
を
模
倣
し
て
日
本
列
島
で
製
作
し
た
倭
鏡
の
話

を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
お
話
し
し
た
銅
鐸
は
、
朝
鮮
半
島
に
由
来
す
る
青
銅
器
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
か
ら
入
っ
て
き
て
、
日
本

列
島
で
早
く
に
倭
製
化
が
起
こ
り
、
そ
の
後
は
弥
生
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
ま
で
、
銅
鐸
づ
く
り
は
継
続
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
鏡
は
中
国
製
品
で
す
。
中
国
鏡
は
弥
生
時
代
の
中
期
終
わ
り
ぐ
ら
い
に
日
本
列
島

に
登
場
し
、
そ
の
後
は
古
墳
時
代
を
通
じ
て
流
入
し
ま
す
。
入
っ
て
こ
な
い
時
期
を
ち
ょ
っ
と
挟
む
の
で
す
が
、

古
墳
時
代
の
終
わ
り
の
こ
ろ
ま
で
、
約
七
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
中
国
製
品
が
入
り
続
け
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

刺
激
を
受
け
て
、
日
本
列
島
で
鏡
づ
く
り
が
展
開
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。
こ
の
動
き
は
、
銅
鐸
と
は
対
照
的
で
す
。
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こ
こ
で
は
、
外
か
ら
入
っ

て
き
た
中
国
鏡
を
ど
う
扱
う

の
か
、
そ
れ
を
模
倣
し
て
ど

の
よ
う
に
倭
製
鏡
を
つ
く
り

扱
う
の
か
、
に
注
目
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
倭
人

た
ち
が
ど
の
よ
う
に「
も
の
」

に
接
し
よ
う
と
し
た
か
、
あ

る
い
は
そ
れ
を
利
用
し
た
関

係
性
、
社
会
機
能
が
み
え
て

き
ま
す
。
こ
こ
で
示
し
た
図

は
、
以
前
に
発
表
し
た
も
の
で
す
が
、
中
国
で
使
っ
て
い
る
鏡
は
ほ
ぼ
ほ
ぼ
同
時
期
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
日
本
列

島
に
入
っ
て
き
て
い
ま
す
（
図
6
）。
時
期
に
よ
り
多
い
少
な
い
と
い
う
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
古
墳
時
代
は
じ

め
に
卑
弥
呼
が
魏
の
皇
帝
に
使
い
を
送
る
こ
ろ
ま
で
、
そ
の
動
き
は
続
き
ま
し
た
。

　

弥
生
時
代
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
鏡
が
入
っ
て
き
ま
す
。
紋
様
を
み
れ
ば
、
こ
れ
は
い
つ
ご
ろ
の
鏡
で
ど
の
時
期

に
入
っ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
を
使
う
の
は
日
本
列
島
で
ど
の
時
期
か
、
と
い
う
こ
と
は
お
お
よ
そ
見
当
が
つ
き
ま

す
。
鏡
の
裏
側
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
紋
様
の
表
現
が
あ
り
、
そ
の
紋
様
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

今
で
も
、私
た
ち
が
使
う
鏡
に
は
、自
分
の
姿
を
映
す
側
と
反
対
側
、背
中
の
ほ
う
に
は
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
入
っ

中
国
鏡
様
式

漢
鏡
２
期

漢
鏡
３
期

漢
鏡
４
期

漢
鏡
５
期

漢
鏡
６
期

漢
鏡
７
期

創
作
模
倣
鏡

B.C.100

A.D.1

A.D.100

A.D.200

暦

年

代

時
期
区
分

中

期

後

期

庄

内

式

期

布
留
式
期

弥

生

時

代

古

墳

時

代

図6　弥生時代から古墳時代にかけての中国鏡
上野祥史「「鏡からみた卑弥呼の支配」『卑弥呼─女王創
出の現象学─』大阪府立弥生文化博物館，2015 より転
載
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て
い
る
と
思
い
ま
す
。
鏡
の
紋
様
を
見
れ
ば
時
期
が
分
か
る
、
そ
れ
は
分
類
研
究
の
素
晴
ら
し
い
成
果
だ
と
思
い

ま
す
。

　

中
国
鏡
の
扱
い
は
、
時
期
と
と
も
に
少
し
変
化
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。
弥
生
時
代
の
後
期
に
は
、
破
片
に
し
た
も

の
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
分
割
す
る
、
研
磨
す
る
、
孔
を
開
け
る
、
と
い
う
加
工
を
し
て
い
ま
し

た
（
図
7
）。
完
全
な
形
の
鏡
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
時
期
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
少
数
派
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

一
方
、
日
本
列
島
で
も
同
じ
こ

ろ
、
鏡
づ
く
り
が
始
ま
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
形
状
に
は
中
国
鏡
と

の
明
ら
か
な
違
い
が
み
え
て
き
ま

す
。
中
国
鏡
は
、
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
中
国
鏡
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

入
っ
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
列
島

で
作
る
倭
鏡
は
、
大
き
さ
が
一
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
型
の
鏡
を
作

り
続
け
た
ん
で
す
ね
（
図
8
）。

　

同
時
代
の
中
国
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
、
こ
う
い
う
も
の

図7　弥生時代後期の
鏡片・破鏡

上野祥史「「鏡からみた
卑弥呼の支配」『卑弥呼
─女王創出の現象学─』
大阪府立弥生文化博物
館，2015 より転載

図8　弥生時代の倭鏡（S=1/2）
福岡県比恵遺跡出土。福岡市教育委員会『比恵 42 －比恵遺
跡群第 91 次調査報告－』2006 より転載、一部改変。
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が
入
っ
て
き
た
、
そ
し
て
日
本
列
島
で
こ
の
よ
う
な
使
い
方
を
し
ま
し
た
、
と
い
う
概
況
だ
け
聞
け
ば
、「
な
る

ほ
ど
」
と
何
の
疑
問
も
な
く
得
心
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
鏡
が
入
っ
て
き
た
の
に
、
な
ぜ
小
型
の
鏡
だ
け
を
つ
く
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
加
工
し
た
破
片
の

鏡
が
数
多
く
存
在
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
再
現
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
実
現
は
し

て
い
ま
せ
ん
。
完
全
な
形
の
小
型
の
中
国
鏡
に
似
た
も
の
を
作
る
ぞ
と
い
う
意
識
が
、
も
の
づ
く
り
に
は
働
い
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
国
製
品
の
扱
い
と
、
倭
製
品
の
扱
い
に
は
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の

で
す
。

　

も
う
少
し
、
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
先
ほ
ど
お
話
を
し
た
銅
鐸
は
、
こ
の
時
期
に
大
型
化
し
て
ゆ
き

ま
す
。
早
く
に
生
産
が
始
ま
っ
た
倭
製
の
青
銅
器
は
、
大
型
化
す
る
と
い
う
傾
向
を
も
つ
の
で
す
が
、
倭
鏡
は
か

た
く
な
に
小
型
で
あ
る
こ
と
を
維
持
し
続
け
た
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
に
は
、
こ
の
時
代
の
人
々
が
鏡
に
何
を
求
め
て
い
た
の
か
、
そ
の
社
会
的
な
機
能
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う

な
形
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
人
々
の
意
識
が
表
れ
て
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
番
は
じ
め
の
こ
ろ
に
入
っ
て
き

た
中
国
鏡
、
そ
の
最
も
小
さ
な
小
型
な
鏡
を
再
現
し
、
社
会
に
供
給
し
続
け
る
こ
と
に
倭
鏡
づ
く
り
の
意
図
が 

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
は
じ
ま
り
の
小
型
鏡
を
社
会
の
中
に
流
通
さ
せ
る
、
消
費
さ
せ
る
こ
と
が
目 

的
で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
他
の
青
銅
器
の
よ
う
に
大
型
化
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
破
片
と
し
て
流
通
し
て
い

た
中
国
鏡
の
よ
う
な
扱
い
を
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
を
、
個
別
に
扱
う
の
で
は
、
こ

う
し
た
事
情
は
な
か
な
か
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
複
数
の
資
料
を
重
ね
て
、「
も
の
」へ
の
か
か
わ
り
に
注
目
す
れ
ば
、

ひ
と
の
行
為
や
そ
の
背
後
に
あ
る
意
識
へ
と
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
鏡
か
ら
提
言
す
る
一
つ
の
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話
に
な
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
中
国
鏡
を
受
入
れ
た
こ
と
と
、
中
国
的
な
思
想
を
受
入
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。
鏡
と
人
と

の
か
か
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
み
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
段
階
か
ら
、
日
本
列
島
へ
は
中
国
の
神
獣
鏡
が

入
っ
て
き
ま
し
た
。
三
角
縁
神
獣
鏡
、
名
前
を
お
聞
き
に
な
っ
た
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
神
獣
鏡
を
受
け
入
れ

て
社
会
が
変
わ
る
。
ち
ょ
う
ど
古
墳
が
出
現
し
、
エ
リ
ー
ト
が
登
場
し
、
列
島
社
会
の
複
雑
化
も
大
き
な
局
面
を

迎
え
る
頃
の
こ
と
で
、
神
獣
鏡
の
登
場
と
利
用
に
は
熱
い
視
線
が
集
ま
り
ま
す
。
神
獣
鏡
の
利
用
は
、
神
仙
思
想

な
ど
中
国
の
体
系
的
な
思
想
を
新
た
に
受
け
入
れ
て
、
社
会
も
変
化
し
た
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
こ

の
時
期
を
前
後
し
て
、
朱
の
利
用
も
普
及
し
て
ゆ
き
ま
す
。
中
国
の
歴
史
書
、
三
国
志
の
魏
書
東
夷
伝
、
い
わ
ゆ

る
魏
志
倭
人
伝
に
は
、
卑
弥
呼
が
鬼
道
を
よ
く
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
社
会
体
制
を
作
っ
た
、
と
い
う

記
述
が
残
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
宗
教
の
創
出
に
は
、
中
国
的
な
影
響
が
あ
り
、
そ
れ
を
実
証
す
る
の
が
神
仙
思

想
と
結
び
つ
き
の
あ
る
神
獣
鏡
や
朱
の
利
用
の
普
及
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

確
か
に
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は
、
古
墳
時
代
前
期
を
通
じ
て
、
重
要
な
社
会
的
役
割
を
担
い
ま
し
た
。
三
角
縁
神

獣
鏡
を
通
じ
て
地
域
の
連
携
が
図
ら
れ
た
の
で
す
が
、
列
島
に
な
い
新
た
な
も
の
や
思
想
こ
そ
、
新
し
い
社
会
体

制
の
確
立
に
相
応
し
い
よ
う
に
映
り
ま
す
。
ま
た
、
龍
の
造
形
や
装
飾
が
、
弥
生
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
登
場
し

て
い
る
の
で
、少
し
ず
つ
中
国
的
な
思
想
を
受
け
入
れ
た
の
だ
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
し
か
し
、当
時
の
人
々

は
中
国
的
な
思
想
を
受
入
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

中
国
で
は
、
神
仙
思
想
は
永
遠
の
生
命
と
か
か
わ
り
が
深
い
も
の
で
す
。
神
獣
鏡
に
は
、
西
王
母
な
ど
、
人
間

世
界
に
か
か
わ
り
を
も
つ
人
姿
の
神
々
が
登
場
し
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
人
間
を
超
越
し
た
永
続
す
る
時
間
の
な
か
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に
存
在
し
て
い
ま
す
（
図
9
）。
時
間

を
超
越
し
た
神
仙
、
永
遠
の
生
命
を
手

に
し
た
神
仙
、
そ
う
い
っ
た
永
遠
の
時

間
を
意
識
し
た
も
の
の
考
え
方
を
、
は

た
し
て
当
時
の
日
本
列
島
で
受
入
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

古
墳
時
代
の
日
本
列
島
で
は
、
神
獣

鏡
な
ど
の
中
国
鏡
を
受
け
入
れ
る
だ
け

で
は
な
く
て
、
新
た
に
鏡
づ
く
り
が
始

ま
り
ま
す
。
中
国
鏡
を
模
倣
し
た
倭
鏡

づ
く
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。
中
国
鏡
を

模
倣
す
る
な
か
で
、
倭
鏡
に
は
再
現
度

の
高
い
部
分
と
、再
現
度
の
低
い
部
分
、

い
わ
ゆ
る
省
略
し
た
り
、
簡
略
化
す
る

部
分
が
混
在
し
て
い
ま
す
。
滋
賀
県
雪

野
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鼉
龍
鏡
な
ど

は
、
よ
り
早
い
時
期
に
つ
く
ら
れ
た
精

良
な
品
質
を
も
つ
倭
鏡
で
細
か
な
と
こ

図9　中国鏡の神獣鏡と倭鏡の鼉龍鏡
神獣鏡と鼉龍鏡はスケールを揃えて表示
神獣鏡（左・中）  兵庫県西求女塚古墳出土　　鼉龍鏡（右）  滋賀県雪野山古墳出土
上野作図、原図は神戸市教育委員会編『西求女塚古墳発掘調査報告書』2004、雪野山古墳発掘調
査団『雪野山古墳の研究』1996 より転載。
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ろ
ま
で
丁
寧
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
中
国
の
神
獣
鏡
を
模
倣
し
た
鏡
で
あ
り
な
が
ら
、
外
周
の
紋
様
は

孔
雀
の
よ
う
な
鳥
の
表
現
を
繰
返
し
て
お
り
、
中
央
の
部
分
で
は
人
姿
の
神
様
は
み
え
て
お
ら
ず
、
中
国
鏡
と
は

大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
（
図
9
）。
中
国
の
神
獣
鏡
で
は
、
西
王
母
な
ど
人
姿
の
神
様
も
い
る
し
、
外
周
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
小
さ
な
図
像
を
ち
り
ば
め
て
い
ま
す
。
内
側
に
は
人
間
に
近
い
神
々
（
神
仙
）
の
世
界
を
、
外
側
に

は
月
や
太
陽
、
天
体
の
運
行
を
擬
人
化
し
た
宇
宙
を
表
現
し
て
い
ま
し
た
（
図
9
）。
当
時
の
倭
人
た
ち
は
、
そ

の
詳
細
を
充
分
に
理
解
し
て
お
ら
ず
、
よ
く
似
た
も
の
は
作
る
が
、
省
略
や
簡
略
化
が
常
態
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

あ
と
も
う
一
つ
、
四
神
─
玄
武
、
青
龍
、
朱
雀
、
白
虎
と
い
う
四
方
に
あ
て
ら
れ
る
動
物
姿
の
神
々
─
も
同
じ

で
す
。
中
国
鏡
に
は
、
こ
の
四
神
を
表
現
し
た
鏡
が
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
列
島
に
も
入
っ
て
き
ま
す
。
倭
鏡
で
も
、

模
倣
の
対
象
に
し
ま
す
が
、
図
像
は
早
々
に
退
化
し
て
ゆ
き
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
も
の
づ
く
り
の
視
点
で
は
、
中
国
的
な
思
想
の
受
け
入
れ
、
受
け
皿
が
な
か
っ
た
た
め
、
省
略
、

簡
略
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
っ
た
、
あ
る
い
は
製
作
の
当
初
か
ら
根
幹
の
部
分
は
抜
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
論
理
と
し
て
や
や
一
貫
性
を
欠
い
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
神
獣
鏡
の
始
ま
り
に

は
、
中
国
の
影
響
を
や
や
深
い
と
こ
ろ
で
受
け
た
と
み
る
の
に
、
そ
れ
を
模
倣
し
展
開
し
て
ゆ
く
際
に
は
、
も
の

と
し
て
表
面
的
に
受
け
入
れ
た
と
み
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
造
形
に
注
目
す
れ
ば
、
鏡
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
超
え
て
、
日
本
列
島
で
は
神
像
を
表
現
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
古
墳
時
代
に
は
、
直
弧
文
と
呼
ぶ
幾
何
学
紋
様
の
装
飾
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
紋
様
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
も
の
」

を
飾
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
国
由
来
の
図
像
や
装
飾
は
、
鏡
以
外
の
メ
デ
ィ
ア
に
表
現
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
鏡
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で
も
、
退
化
、
省
略
化
が
進
む
こ
と
は
、
中
国
的
な
思
想
の
影
響
を
あ
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ま
り
大
き
く
見
積
も
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
神
獣
鏡
や
中
国
鏡
の
利
用
が
、
社
会
体
制
を
変
え
新
し
い
時

代
を
迎
え
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
中
国
の
影
響
、
東
ア
ジ
ア
の
影
響
を
ど
こ
ま
で
評
価
で
き
る

の
か
、
に
つ
い
て
は
、
倭
人
の
主
体
性
を
起
点
に
評
価
を
す
べ
き
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

　

鏡
の
生
産
に
お
い
て
、
中
国
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
そ
れ
は
、
弥
生
の
こ
ろ
も
古
墳
の
こ
ろ
も

同
じ
で
す
。
し
か
し
、「
も
の
」
と
い
う
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
を
受
容
し
て
も
、「
も
の
」
に
結
び
付
い
た
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
、 

観
念
と
か
思
考
ま
で
導
入
し
た
の
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
神
獣
鏡
の
普
及
は
、
東
ア

ジ
ア
の
影
響
と
連
動
し
て
日
本
列
島
社
会
が
変
化
し
た
評
価
で
き
る
反
面
、
生
産
や
利
用
な
ど
内
面
に
ま
で
深
く

組
み
込
ま
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
、
そ
の
よ
う
な
理
解
が
「
も
の
を
め
ぐ
る
人
の
動
き
」
か
ら
は
み

え
て
く
る
の
で
す
。

　

さ
い
ご
に
、
二
つ
ほ
ど
お
話
を
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
金
工
品
（
金
属
工
芸
）
の
変
化
を
み
る
と
、

社
会
の
状
況
に
連
動
し
て
、そ
の
品
質
も
変
化
し
た
よ
う
に
映
り
ま
す
。古
墳
時
代
を
通
し
て
、金
工
品
は
変
化
し
、 

そ
の
技
術
や
精
度
は
変
化
、
向
上
し
て
ゆ
き
ま
す
。
し
か
し
、「
も
の
」
は
そ
の
時
代
の
な
か
で
必
要
と
さ
れ
る

か
ら
こ
そ
生
み
出
さ
れ
、
使
わ
れ
、
選
択
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
部
分
は
、
応
に
し
て
見
落
し
が
ち
で
す
。

　
「
も
の
」
と
ひ
と
の
か
か
わ
り
、
と
い
う
視
点
で
「
も
の
」
を
と
ら
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
史
観
の

復
元
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
も
の
」
だ
け
み
て
い
て
も
、「
こ
と
」
は
み
え
て
き
ま
せ
ん
。
造

形
を
自
明
、
当
た
り
前
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
た
の
か
、
な
ぜ
存
在
し
た
の
か
、

に
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
見
る
と
い
う
視
点

に
偏
り
「
も
の
」
を
評
価
し
て
い
ま
す
。

銅
鐸
を
例
と
す
れ
ば
、
当
時
の
人
た
ち
の

か
か
わ
り
は
、
見
る
こ
と
だ
け
に
限
り
ま

せ
ん
。
音
を
聞
く
、
音
響
器
と
し
て
聴
覚

の
か
か
わ
り
も
持
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

大
き
な
銅
鐸
と
小
さ
な
銅
鐸
で
は
重
さ
も

異
な
る
の
で
、
触
覚
も
違
っ
て
い
た
は
ず

で
す
。
巫
女
さ
ん
が
懐
か
ら
小
さ
い
銅
鐸

を
出
し
て
チ
リ
ン
と
鳴
ら
す
の
と
、
一
〇

キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
よ
う
な
大
き
な
銅

鐸
を
、
大
の
大
人
が
複
数
で
え
っ
こ
ら
と

運
ぶ
の
で
は
、
同
じ
儀
礼
で
も
演
出
効
果
は
異
な
る
は
ず
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
体
感
を
交
え
て
、
銅
鐸
に
接
し
た

は
ず
で
す
。そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
同
時
代
の
社
会
は
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す（
図
10
）。

　

今
回
の
公
開
講
演
会
は
、藤
原
さ
ん
の
戦
争
と
い
う
研
究
を
軸
に
し
な
が
ら
構
成
し
ま
し
た
。
ポ
ス
タ
ー
で
は
、

二
つ
の
資
料
を
並
べ
て
い
ま
す
（
図
11
）。
一
つ
が
古
墳
時
代
の
鉄
製
の
甲
冑
、
も
う
一
つ
は
中
世
の
具
足
に
な

り
ま
す
。
武
器
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
す
が
、「
も
の
」
研
究
や
分
類
研
究
で
は
時
代
ご
と
に
研
究
が
進
む
た
め
、

両
者
が
接
点
を
も
つ
こ
と
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
武
装
、
武
威
、
荘
厳
の
道
具
と
い
う
「
も
の
」
と

図10　銅鐸をめぐる人の動き　　上野作図
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人
の
か
か
わ
り
で
と
ら
え
れ

ば
、
武
装
を
通
じ
た
権
威
の
荘

厳
、
そ
の
社
会
機
能
に
注
目
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
は

充
分
比
較
、
検
討
の
対
象
に
な

り
得
ま
す
。
藤
原
さ
ん
は
、
そ

れ
を
弥
生
、
古
墳
、
古
代
と
三

つ
の
時
代
を
通
じ
て
実
践
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
私

が
今
日
お
話
し
し
た
よ
う
な

「
も
の
」
か
ら
「
こ
と
」
へ
、

あ
る
い
は
「
こ
と
」
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
く
の
か
、
と
い
う
視
点
が
あ
り
ま
す
。
一
歩
、
二
歩
下
が
り
な
が
ら
、
同
時
代
の
人
々
の
行
動
の

原
理
み
た
い
な
も
の
を
ど
う
見
通
し
て
い
く
か
。
意
識
を
共
有
し
つ
つ
、
と
も
に
研
究
を
推
進
し
て
き
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
の
お
話
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
拍
手
）

図11　 2024年度大学院説明会・講演会ポスター




