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●
（
公
開
講
演
会
１
）　

象
嵌
技
術
か
ら
み
た�

�

百
済�

・�

加
耶
と
倭
の
交
渉

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
外
来
研
究
員
・
総
研
大
修
了
生
　�

金
　
跳
咏

小
島　

そ
れ
で
は
最
初
の
講
演
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
金
跳
咏
さ
ん
に
「
象
嵌
技
術
か
ら
見
た
百

済
・
加
耶
と
倭
の
交
渉
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご
発
表
い
た
だ
き
ま
す
。
金
さ
ん
は
韓
国
の
大テ

邱グ

の
ご
出
身
、
韓
国

の
慶
北
大
学
の
修
士
課
程
を
卒
業
後
、
総
研
大
に
入
学
さ
れ
、
今
、
専
攻
長
か
ら
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
昨

年
度
、
今
年
の
三
月
に
め
で
た
く
博
士
の
学
位
を
取
得
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
古
墳
時
代
・
三
国
時
代
の
金
工
品

と
日
韓
交
渉
史
を
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
金
さ
ん
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

金　

こ
ん
に
ち
は
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
外
来
研
究
員
で
あ
り
ま
す
金
跳
咏
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
今
日
は
「
象
嵌
技
術
か
ら
見
た
百
済
・
加
耶
と
倭
の
交
渉
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
発
表
さ
せ
て
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い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
じ
み
の
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
博
物
館
な
ど
に
行
か
れ

る
と
象
嵌
と
い
う
言
葉
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
古
代
の
特
別
な
金
工
技
術
の
一
つ
で
す
。
例
え
ば
【
図

７
】
に
映
っ
て
い
る
の
は
刀
で
す
が
、
刀
に
文
字
が
掘
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
文
字
や
文
様
を
掘
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
何
か
を
表
す
技
術
を
象
嵌
と
い
い
ま
す
。

私
は
も
と
も
と
考
古
学
が
専
門
で
あ
り
ま
し
て
、
考
古
学
に
お
い
て
象
嵌
遺
物
の
研
究
史
を
簡
単
に
整
理
す
る

と
、
大
き
く
文
字
と
文
様
に
関
す
る
研
究
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
ず
、
文
字
の
象
嵌
の
場
合
は
、
ど
ん

な
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
の
か
。
文
様
の
場
合
は
、
象
嵌
文
様
の
伝
播
。
た
と
え
ば
、
百
済
の
象
嵌
文
様
が
加
耶
、

そ
し
て
倭
に
伝
播
さ
れ
た
と
か
、
倭
の
大
和
王
権
が
製
作
し
た
象
嵌
遺
物
が
各
地
の
地
方
に
送
ら
れ
て
き
た
と
い

う
研
究
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
私
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
象
嵌
と
い
う
技
術
が
実
際
に
ど
う
す
れ
ば
成
功
で
き
る
の
か
。
つ
ま

り
、
象
嵌
に
関
す
る
技
術
的
な
研
究
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
と
い

う
こ
と
で
、
私
は
直
接
に
象
嵌
を
や
っ
て
み
る
こ
と
で
分
か
る
事
実
と
、
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
基
づ
い

て
、
分
析
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

で
は
、
象
嵌
と
い
う
技
術
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
技
術
な
の
か
に
つ
い
て
、
少
し
見
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
最
初
に
鉄
製
の
刀
や
剣
の
上
に
、
文
様
文
字
を
写
し
ま
す
。
そ
の
次
に
、
タ
ガ
ネ
と
い
う
工
具
を
使
っ
て
文

様
を
そ
の
ま
ま
彫
り
ま
す
。
次
に
そ
の
溝
の
中
に
、
銀
や
金
の
細
い
線
を
は
め
込
み
ま
す
。
最
後
に
、
は
め
込
ん

だ
銀
線
を
、
ヤ
ス
リ
や
砥
石
で
研
磨
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
象
嵌
が
完
成
さ
れ
ま
す
【
図

１
】。
皆
さ
ん
、
こ
の
中
で
一
番
大
事
な
作
業
は
何
番
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
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こ
の
中
で
三
番
、
つ
ま
り
、
金
や
銀
線
を
は
め
る
工
程
が
最
も
重
要
な
こ
と
で
は
な

い
か
と
お
考
え
の
方
が
多
い
の
で
す
が
、
実
際
、
一
番
重
要
な
作
業
は
二
番
で
す
。
と

い
う
の
は
金
や
銀
は
非
常
に
柔
ら
か
い
金
属
で
、
若
干
加
熱
す
る
こ
と
だ
け
で
、
よ
く

曲
が
っ
た
り
す
る
の
で
、
溝
さ
え
彫
っ
て
あ
れ
ば
、
柔
ら
か
い
金
や
銀
線
を
は
め
る
こ

と
は
、
わ
り
と
簡
単
に
で
き
ま
す
。

問
題
は
、
鉄
に
溝
を
彫
る
こ
と
で
す
。
鉄
と
い
っ
て
も
、
工
具
の
タ
ガ
ネ
も
鉄
で
す

し
、
刀
身
も
鉄
で
す
。
で
す
の
で
、
鉄
の
道
具
で
鉄
に
溝
を
彫
る
こ
と
は
、
な
か
な
か

難
し
い
。
つ
ま
り
、
タ
ガ
ネ
に
は
硬
い
鉄
、
刀
身
に
は
柔
ら
か
い
鉄
を
使
わ
な
い
と
、

象
嵌
と
い
う
技
術
は
成
功
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

鉄
は
含
ま
れ
た
炭
素
量
と
、
焼
入
れ
と
い
う
熱
処
理
に
よ
っ
て
、
そ
の
硬
さ
が
変
わ

り
ま
す
。
で
す
の
で
、
刀
身
に
は
炭
素
量
が
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
な
い
、
焼
入
れ
を
し
て

な
い
非
常
に
柔
ら
か
い
鉄
。
工
具
の
タ
ガ
ネ
は
、
炭
素
量
が
だ
い
た
い
〇
・
二
％
か
ら

二
％
ぐ
ら
い
入
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
焼
入
れ
し
て
つ
く
ら
な
い
と
、
こ
う
い
う

象
嵌
と
い
う
技
術
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
炭
素
量
に
よ
る
鉄
の
使
い
分
け
、

そ
し
て
熱
処
理
技
術
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
象
嵌
が
成
功
で
き
る
わ
け
で
す
。
古
代
の

象
嵌
技
術
者
は
、
こ
の
溝
を
う
ま
く
彫
る
た
め
に
、
タ
ガ
ネ
を
つ
く
る
材
料
の
入
手
、

工
具
の
熱
処
理
の
よ
う
な
先
端
技
術
に
こ
だ
わ
っ
て
、
工
具
を
製
作
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
想
像
で
き
る
わ
け
で
す
。

図１　象嵌の工程
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先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
象
嵌
研
究
で
は
、
ど
ん
な
文
字
で
あ
る
の
か
、
も
し
く
は
ど
ん
な

文
様
が
彫
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
象
嵌
技
術
を
や
っ
て
み

る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
方
法
と
ち
ょ
っ
と
違
う
観
点
か
ら
、
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

溝
を
ど
う
や
っ
て
彫
っ
た
の
か
、
ど
ん
な
タ
ガ
ネ
を
使
っ
て
溝
を
彫
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
象
嵌
技
術
、
そ
し

て
、
そ
の
工
人
の
系
譜
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、

単
に
文
様
の
形
だ
け
で
は
な
く
て
、
象
嵌
の
線
が
抜
け
た
溝
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
三
国
・
古
墳
時
代
に
用
い
ら

れ
た
工
具
の
タ
ガ
ネ
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
い
う
観
点
か
ら
、
実
際
に
韓
国
と
日
本
各
地
の
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
象
嵌
遺
物
の
調
査
を
進
め
ま

し
た
。
ま
ず
、
韓
国
の
象
嵌
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。【
図
２
】
は
、
現
代
ま
で
に
出
土
し
た
三

国
時
代
の
象
嵌
遺
物
で
す
。
最
近
二
点
が
追
加
で
報
告
さ
れ
ま
し
て
、
全
部
で
四
七
点
ぐ
ら
い
出
土
し
て
い
ま
す
。

時
期
的
に
見
る
と
、
お
よ
そ
五
世
紀
の
も
の
が
多
い
で
す
。
そ
し
て
、
分
布
か
ら
見
る
と
、
百
済
と
加
耶
か
ら
多

く
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
百
済
の
象
嵌
遺
物
か
ら
詳
し
く
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
朝
鮮
半
島
と
日
本
列
島
で
一
番
古
い
時
期
に
製
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
象
嵌
遺
物
は
、
三
六
九
年
に
百

済
で
製
作
さ
れ
て
、
倭
に
伝
わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
七
支
刀
で
す
。
二
〇
〇
六
年
に
東
京
工
芸
文
化
研
究
所
で
七
支

刀
の
復
元
研
究
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
そ
の
復
元
で
は
じ
め
て
、
七
支
刀
の
象
嵌
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

写
真
が
【
図
３

－

６
】
で
す
が
、
何
回
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
重
要
な
の
は
タ
ガ
ネ
で
す
。
当
時
使
わ
れ

た
タ
ガ
ネ
を
推
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
が
溝
で
す
。
こ
の
溝
の
中
に
は
、
も
と
も
と
金
や
銀
線

が
入
っ
て
い
た
は
ず
で
す
が
、
現
在
は
抜
け
て
い
ま
し
て
、
あ
り
ま
せ
ん
。
模
式
図
か
ら
い
う
と
、【
図
３

－

７
】



12

図２　三国時代における象嵌遺物の分布
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の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
溝
を

彫
っ
て
、
カ
エ
リ
が
ま
だ
そ

の
ま
ま
残
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
銀
象

嵌
、
象
嵌
の
線
が
こ
う
い
う

ふ
う
に
抜
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
特
徴
で
す
。
七
支
刀

は
、
全
体
の
五
〇
％
ぐ
ら
い

の
線
が
抜
け
て
い
る
そ
う
で

す
。そ

し
て
、
も
う
一
つ
の
特

徴
と
し
て
、
文
字
の
線
が
非

常
に
直
線
的
と
い
う
こ
と
で

す
。【
図
３

－

１
〜
５
】
か

ら
分
か
る
よ
う
に
、
す
べ
て

の
線
に
そ
う
い
う
特
徴
が
あ

り
ま
す
。

以
上
の
象
嵌
の
特
徴
、
つ

図３　百済の象嵌遺物

1〜7 七支刀の象嵌の溝（脱落）　8・9 なめくり鏨　10〜12 天安龍院里12号墳龍鳳文環頭大
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ま
り
、
溝
の
両
側
に
カ
エ
リ
が
立
つ
こ
と
。
そ
し
て
、
線
象
嵌
の
脱
落
率
が
高
い
。
最
後
に
、
線
が
直
線
的
と
い

う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
七
支
刀
の
象
嵌
に
は
、
お
そ
ら
く
現
代
の
「
な
め
く
り
」
と
呼
ば
れ
る
タ
ガ
ネ

【
図
３

－

８
】
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
で
す
。【
図
３

－
９
】
は
、
銅
板
に
直
接
な
め
く
り
タ
ガ
ネ
を
打
っ

た
様
子
な
の
で
す
が
、
溝
の
両
側
に
立
ち
上
が
り
、
カ
エ
リ
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

結
局
、
七
支
刀
の
象
嵌
に
は
、
な
め
く
り
タ
ガ
ネ
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
わ
け
で
す
。

似
た
よ
う
な
技
術
は
五
世
前
半
、
七
支
刀
の
製
作
時
期
よ
り
は
少
し
下
り
ま
す
が
、
百
済
地
域
の
天
安
龍
院
里

12
号
か
ら
出
土
し
た
大
刀
か
ら
も
確
認
さ
れ
ま
す
【
図
３

－

10
〜
12
】。
で
す
の
で
、
四
世
紀
後
様
の
七
支
刀
の

象
嵌
技
術
は
、
五
世
紀
前
半
ま
で
も
、
百
済
地
域
に
お
い
て
、
ず
っ
と
続
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。一

方
で
、
同
じ
五
世
紀
前
半
の
百
済
地
域
か
ら
出
た
象
嵌
な
の
で
す
が
、
な
め
く
り
と
は
少
し
様
子
の
違
う
象

嵌
技
術
も
観
察
さ
れ
ま
す
。
こ
の
大
刀
は
、
天
安
花
城
里
と
い
う
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
大
刀
で
す
。
同
じ
く
環
頭

に
象
嵌
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
の
象
嵌
と
違
っ
て
、
線
が
曲
線
に
な
っ
て
い
て
、
線
の
縁
を
見
る
と
、

ち
ょ
っ
と
ギ
ザ
ギ
ザ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
【
図
４
】。
お
そ
ら
く
、
こ
の
溝
を
彫
る
た
め
に

用
い
ら
れ
た
タ
ガ
ネ
は
、
現
代
の
打
ち
込
み
タ
ガ
ネ
【
図
４

－

３
】
と
呼
ば
れ
る
タ
ガ
ネ
が
使
わ
れ
た
可
能
性
が

高
い
で
す
。
打
ち
込
み
タ
ガ
ネ
を
使
っ
た
象
嵌
技
術
は
、
中
国
の
漢
代
遺
物
か
ら
確
認
さ
れ
ま
す
。【
図
４

－

８

〜
11
】
は
中
国
の
漢
代
に
つ
く
ら
れ
た
遺
物
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
た
と
え
ば
、
ダ
ン
ワ
ラ
古
墳
、
奈
良
県
の
東

大
寺
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
「
中
平
」
銘
鉄
刀
な
ど
を
観
察
す
る
と
、
打
ち
込
み
タ
ガ
ネ
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
中
国
の
漢
代
と
朝
鮮
半
島
の
百
済
は
、
時
間
的
に
約
三
〇
〇
年
ぐ
ら
い
の
差
が
あ
り
、
そ
し
て
、
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図４　加耶の象嵌遺物

1・2 天安花城里A地区1号墳象嵌大刀　3 蹴り彫り鏨　4 天安龍院里5号石槨墓　5 公州水村里Ⅱ-1号木槨
墓　6 公州水村里Ⅱ-7号木槨墓　7 公州宋山里29号墳　8-9 大分県ダンワラ古墳出土鏡の金象嵌　10 山東
省蒼山県永初六年銘鉄刀　11 奈良県東大寺山古墳　12 玉田75号墳　13 玉田95号墳
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地
理
的
に
も
遠
く
離
れ
て
い
る
の
で
、
百
済
地
域
の
打
ち
込
み
タ
ガ
ネ
を
用
い
た
象
嵌
技
術
の
系
譜
を
、
中
国
の

漢
代
か
ら
直
接
求
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
三
国
時
代
の

象
嵌
技
術
を
考
え
る
上
で
、
中
国
か
ら
の
技
術
移
転
と
い
う
視
点
は
、
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
か
と
思

い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
話
を
ま
と
め
る
と
、
五
世
紀
、
百
済
に
お
い
て
、
象
嵌
技
術
は
大
き
く
二
つ
存
在
し
て
い
た
と
思

い
ま
す
。
象
嵌
技
術
の
系
譜
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
溝
の
彫
り
方
、
工
具
の
違
い
を
意
味
す
る

の
で
、
大
き
く
、
な
め
く
り
タ
ガ
ネ
、
打
ち
込
み
タ
ガ
ネ
工
人
と
分
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
五
世
紀
の
加
耶
の
象
嵌
技
術
に
つ
い
て
少
し
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
加
耶
地
域
か
ら
も
、
百
済
と

同
じ
く
五
世
紀
に
な
る
と
、
大
刀
や
鉸
具
（
現
代
の
バ
ッ
ク
ル
）
と
い
っ
た
鉄
製
の
遺
物
か
ら
象
嵌
が
確
認
さ
れ

ま
す
。【
図
４

－

12
】
は
大
加
耶
の
代
表
的
な
玉
田
と
い
う
古
墳
群
の
75
号
墳
か
ら
か
ら
出
土
し
た
象
嵌
遺
物
な

の
で
す
が
、
そ
の
溝
を
見
る
と
、
カ
エ
リ
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
な
め
く
り
タ
ガ
ネ
が
使
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
し
て
、【
図
４

－
13
】
は
同
じ
く
95
号
墳
か
ら
出
た
、
葉
っ
ぱ
が
二
つ
あ
っ
て
二
葉
文
環
頭
大
刀
と
呼
ば
れ

ま
す
が
、
こ
の
環
頭
の
ほ
う
に
象
嵌
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
象
嵌
の
溝
の
彫
り
方
も
、
よ
く
痕
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

打
ち
込
み
タ
ガ
ネ
の
痕
跡
で
す
。
同
じ
玉
田
の
Ｍ
３
号
、
有
名
な
古
墳
な
の
で
す
が
、
鞘
尻
と
い
っ
て
、
刀
の
先

端
の
ほ
う
に
付
く
金
具
な
の
で
す
が
、
拡
大
す
る
と
、
こ
う
い
う
打
ち
込
み
タ
ガ
ネ
の
痕
跡
が
見
え
ま
す
。
で
す

の
で
、
五
世
紀
後
半
に
は
、
百
済
か
ら
加
耶
へ
象
嵌
技
術
が
伝
播
さ
れ
た
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

こ
の
技
術
の
伝
播
を
、
象
嵌
技
術
者
、
つ
ま
り
工
人
の
移
動
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
象
嵌
遺
物
そ
の
も
の
の
移
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動
と
見
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
即
断
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
工
人
に
と
っ
て
、
タ
ガ
ネ
と
い
う
工
具
は

非
常
に
大
事
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
加
耶
地
域
の
象
嵌
遺
物
の
製
作
に
、
百
済
系
の
工
人
の

影
響
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
方
、
新
羅
で
は
あ
ま
り
な
い
と
い
う
こ
と

を
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
当
時
の
倭
の
、
日
本
列
島
の
象
嵌
技
術
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
古
墳
時
代
の
象
嵌
遺
物
は
、

現
在
ま
で
四
四
〇
点
ぐ
ら
い
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
量
か
ら
い
う
と
、
韓
国
の
象
嵌
遺
物
の
約
一
〇
倍
ぐ
ら
い

に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
ほ
と
ん
ど
の
象
嵌
遺
物
は
古
墳
時
代
の
後
期
、
六
世
紀
代
の
も
の
で
、
五
世
紀
、
古
墳
時

代
の
中
期
に
な
る
と
、
数
自
体
は
そ
ん
な
に
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

【
図
５
】
の
よ
う
に
、
今
、
約
一
一
点
ぐ
ら
い
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
期
の
象
嵌
遺
物
の
特
徴
の
一
つ
は
、

銘
文
大
刀
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
の
発
表
で
も
基
本
的
に
は
、
こ
の
銘
文
大
刀
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

古
墳
時
代
の
中
期
は
、
中
国
の
記
録
以
外
に
は
、
あ
ま
り
文
字
の
な
い
時
代
で
す
の
で
、
大
刀
や
鉄
剣
に
刻
ま

れ
た
銘
文
資
料
は
、
日
本
国
内
で
も
国
宝
資
料
と
し
て
、
非
常
に
貴
重
な
資
料
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

の
出
土
地
域
が
九
州
や
関
東
、
千
葉
・
埼
玉
で
す
の
で
、
当
時
の
大
和
王
権
、
現
在
の
畿
内
地
域
な
の
で
す
が
、

そ
こ
で
製
作
し
て
、
九
州
や
関
東
に
下
賜
さ
れ
た
、
送
ら
れ
て
き
た
と
い
う
解
釈
が
こ
こ
で
は
注
意
を
さ
れ
て
い

ま
す
。

ま
ず
、
一
番
古
い
五
世
紀
前
半
と
位
置
付
け
ら
れ
る
、
千
葉
県
の
稲
荷
台
１
号
墳
か
ら
出
土
し
た
「
王
賜
」
銘

鉄
剣
で
す
。
今
、
歴
博
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
真
空
状
態
な
の
で
、
そ
の
溝
を
直
接
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
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で
す
が
、
Ｘ
線
写
真
か
ら
象
嵌
遺
物

を
推
定
で
き
ま
す
。
そ
の
溝
を
見
る

と
、
非
常
に
直
線
的
と
い
う
こ
と
が

よ
く
分
か
り
ま
す
【
図
６
】。
線
自

体
が
全
部
非
常
に
直
線
的
で
あ
っ
て
、

線
の
縁
が
全
然
ギ
ザ
ギ
ザ
し
て
な
い

で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
王
賜
」

銘
鉄
剣
に
用
い
ら
れ
た
タ
ガ
ネ
は
、

な
め
く
り
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か

り
ま
す
。
も
う
少
し
注
目
し
た
い
の

が
、
こ
の
「
王
賜
」
銘
鉄
剣
資
料
が

大
刀
、
刀
で
は
な
く
鉄
剣
と
い
う
こ

と
で
す
。
刀
と
鉄
剣
の
違
い
な
の
で

す
が
、
刀
は
一
方
に
し
か
刃
が
付
い

て
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
剣
は
両

側
に
刃
が
付
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

浮
か
び
上
が
る
の
が
、
先
ほ
ど
ご
覧

に
な
っ
た
百
済
の
七
支
刀
で
す
。
七

図５　古墳時代中期における象嵌遺物

1：熊本県江田船山古墳①　2：熊本県江田船山古墳②　3：福岡県久戸9号墳　4：兵庫県宮山古墳　5：京都府
穀塚古墳　6：福井県疋田出土品　7：山形県大之越古墳　8：大阪府風吹山古墳　9：奈良縣池殿奥4号墳　
10：埼玉県稲荷山古墳　11：千葉県稲荷台1号墳
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支
刀
は
「
刀
（
と
う
）」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多

く
て
、
刀
か
な
と
思
う

の
で
す
が
、
実
際
に
は

両
側
に
刃
が
つ
い
て
い

ま
す
。
で
す
の
で
、
正

確
に
い
う
と
、
七
支
刀

で
は
な
く
て
七
支
剣
に

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

剣
に
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
同
じ
な
め
く
り
タ
ガ
ネ
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
文
字
の
彫
り
方
が
類

似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
王
賜
」
銘
鉄
剣
は
、
七
支
刀
と
の
関
連
性
が
深
い
と
い
う
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

渡
来
系
工
人
が
銘
文
大
刀
の
製
作
に
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
五
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
あ
ま
り
変
わ
り
ま

せ
ん
。
埼
玉
県
の
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
か
ら
も
、
な
め
く
り
タ
ガ
ネ
の
痕
跡
が
観
察
さ
れ
ま
す
。【
図
７

－

１
】
は
、

溝
か
ら
抜
け
た
線
象
嵌
の
裏
側
を
撮
っ
た
写
真
な
の
で
す
が
、
金
は
す
ご
く
柔
ら
か
い
の
で
、
そ
の
溝
の
加
工
の

痕
跡
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
る
と
、
な
め
く
り
の
痕
跡
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
最
後
に
、
江
田
船
山
か
ら
出
土
し
た
銘
文
大
刀
で
す
。
こ
の
銘
文
大
刀
か
ら
も
、
そ
の
溝

や
象
嵌
線
の
観
察
か
ら
、
な
め
く
り
タ
ガ
ネ
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判
断
で
き
ま
す
【
図
７
】。

図６　千葉県稲荷台1号墳出土 
　　　「王賜」銘鉄剣
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図７　三国・古墳時代における銘文刀剣

1-3 千葉県稲荷山古墳出土鉄剣「吾」の5〜7画裏面　4 昌寧校洞11号墳銘文大刀　5 江田船山古墳銘文大
刀　6 （伝）昌寧出土龍鳳文環頭大刀
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象
嵌
技
術
の
革
新
と
も
言
え
る
溝
の
加
工
、
そ
し
て
用
い
ら
れ
た
タ
ガ
ネ
と
い
う
工
具
に
注
目
す
れ
ば
、
少
な

く
と
も
、
象
嵌
技
術
に
関
し
て
は
渡
来
系
工
人
、
つ
ま
り
百
済
と
加
耶
系
の
工
人
が
、
古
墳
時
代
中
期
の
銘
文
刀

剣
の
製
作
に
参
加
し
た
可
能
性
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
銘
文
刀
剣
の
製
作

に
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
来
た
渡
来
系
工
人
の
役
割
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
こ
の
中
期
の
銘
文
大
刀
の
製
作
に
、
な
ぜ
渡
来
系
工
人
が
参
加
し
た
の
か
、
そ
の
背
景
・
理
由
に
つ
い

て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
考
え
る
上
で
注
目
し
た
い
の
は
、
鈴
木
勉
先
生
の
渡
来
系
工
人
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
概
念
で
す
。
そ
れ
が
何
か
と
い
う
と
、
先
生
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
工
人
ら
は
当
時
の
地
方
政
権
や
王
権
と
は
ま
っ
た
く
別
の
論
理
に
よ
っ
て
移
動
し
、
生
活
を
営
み
つ
つ
、
技

術
は
地
方
で
拡
散
し
た
も
の
で
あ
る
。
時
に
は
、
そ
の
地
の
地
方
政
権
の
求
め
に
応
じ
て
、
金
工
製
品
を
つ
く
り

上
げ
、
そ
の
製
作
が
終
わ
れ
ば
次
へ
と
移
動
す
る
」

「
一
般
的
に
工
人
集
団
は
、
王
権
と
地
方
政
権
の
下
で
定
住
し
て
仕
事
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

そ
れ
は
、
例
え
ば
大
和
地
域
の
倭
装
大
刀
工
人
が
そ
の
王
権
の
お
膝
元
に
保
護
さ
れ
、
長
く
そ
の
技
術
を
保
持
し

た
事
例
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
渡
来
系
工
人
と
そ
の
技
術
は
王
権
と
は
異
な
る
平
地
に
お
け
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
お
い
て
移
動
し
、
伝
播
し
た
。」

つ
ま
り
、
技
術
者
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
、
自
分
で
各
地
域
を
回
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
渡
来
系
工
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
概
念
を
お
借
り
し
ま
す
と
、
古
墳
時
代
の
中
期
の
銘
文
大
刀
の
製
作
に
渡
来

系
工
人
が
参
加
し
た
背
景
が
、
あ
る
程
度
推
定
で
き
ま
す
。
最
初
に
何
回
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
象
嵌
技

術
に
お
い
て
最
も
重
要
な
技
術
は
、
鉄
の
刀
身
に
タ
ガ
ネ
を
使
っ
て
溝
を
彫
る
こ
と
で
す
。
こ
の
鉄
の
加
工
技
術
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に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
注
目
し
て
み
ま

し
た
。

五
世
紀
に
な
る
と
、
鉄
の
加
工
技
術
が

一
気
に
広
が
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

【
図
８
】
は
、
象
嵌
技
術
と
同
じ
鉄
の
加

工
技
術
と
評
価
で
き
る
鉄
製
品
を
集
め
た

も
の
で
す
。
ま
ず
、【
図
８

－

１
】
は
高

句
麗
の
将
軍
塚
、
五
世
紀
と
位
置
付
け
ら

れ
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
鉄
製
の

鎖
で
す
。
こ
こ
に
「
大
」、「
六
」
な
ど
の

文
字
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
文
字
の

中
に
金
を
入
れ
れ
ば
、
象
嵌
に
な
り
ま
す
。

結
局
、
象
嵌
と
ま
っ
た
く
同
じ
技
術
と
考

え
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、【
図
８

－

２
、３
】
は
ヤ
ス
リ

な
の
で
す
が
、
三
国
・
古
墳
時
代
に
な
る

と
、
ヤ
ス
リ
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
朝
鮮

半
島
か
ら
も
日
本
列
島
か
ら
も
出
土
し
て

図８　日韓から出土した象嵌遺物と関わる鉄製品

1 集安市将軍塚古墳出土鐵鎖　2 ヤスリの目立て（苅山信行1993：18）　3 完州上雲里ナ8-2号木棺出土鑢　
4 釜山佳洞Ⅱ-43号木槨墓甲冑　5 山梨県大丸山古墳鉄製柄付手斧　6 宮崎県立切2号地下式横穴墓線刻鉄鏃
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い
ま
す
。
そ
の
や
す
り
を
ど
う
や
っ
て
つ
く
っ
た
か
と
い
う
と
、
ま
ず
、
鋼
と
い
う
鉄
板
に
タ
ガ
ネ
を
使
っ
て
、

こ
の
よ
う
に
ヤ
ス
リ
の
目
を
立
て
ま
す
。
そ
の
ヤ
ス
リ
の
目
が
現
在
残
っ
て
い
る
事
例
は
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ

も
結
局
、
鉄
で
鉄
を
加
工
す
る
と
い
う
技
術
的
な
観
点
か
ら
見
る
と
、
象
嵌
と
ま
っ
た
く
同
じ
技
術
と
い
っ
て
も

い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、【
図
８

－

４
】
は
甲
冑
、
よ
ろ
い
で
す
。
日
本
列
島
で
は
中
期
に
よ
ろ
い
が
結
構
た
く
さ
ん
つ
く
ら

れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
線
刻
と
水
色
に
な
っ
て
い
る
、
こ
こ
に
全
部
線
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
線
の
拡
大
写
真

が
こ
れ
な
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
蹴
り
彫
り
と
い
っ
た
、
そ
の
線
刻
が
こ
こ
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
も
、

鉄
で
鉄
を
加
工
す
る
同
じ
技
術
と
評
価
で
き
ま
す
。

ほ
か
に
も
【
図
８

－

５
】
は
鉄
の
斧
。
そ
し
て
、【
図
８

－

６
】
は
鉄
鏃
、
武
器
で
す
。
宮
崎
な
ど
に
多
い
の

で
す
が
、
こ
の
鉄
鏃
の
表
面
に
、
線
、
円
文
や
直
線
を
入
れ
ま
す
。

【
図
８

－

１
〜
６
】
の
機
能
は
全
部
違
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
鎖
だ
っ
た
り
、
ヤ
ス
リ
だ
っ
た
り
、
よ
ろ
い
だ

っ
た
り
違
う
の
で
す
が
、
鉄
を
加
工
す
る
技
術
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
象
嵌
技
術
と
ま
っ
た
く
同
じ
水
準
の

鉄
の
加
工
技
術
が
五
世
紀
代
、
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
に
広
く
分
布
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に

遺
物
の
製
作
技
術
を
横
断
す
る
観
点
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
ま
で
注
目
で
き
な
か
っ
た
遺
物
同
士
の
関
連
性
を
見
て

取
れ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
鉄
の
炭
素
量
を
自
由
に
使
い
分
け
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
分
け
た

鉄
の
中
で
、
鋼
だ
け
を
選
ん
で
、
そ
れ
を
焼
入
れ
し
て
、
鉄
の
硬
さ
を
自
由
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
技

術
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
象
嵌
な
り
、
鎖
な
り
、
ヤ
ス
リ
な
り
、
線
刻
の
よ
ろ
い
や
鉄
鏃
が
つ
く
れ
る
よ
う
に
な

る
わ
け
で
す
。
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五
世
紀
代
の
こ
う
い
っ
た
最
先
端
技
術
が
適
用
さ
れ
た
鉄
製
品
が
、
韓
国
と
日
本
に
広
く
分
布
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
鈴
木
先
生
の
渡
来
系
工
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
つ
ま
り
王
権
と
は
別
に
自
由
に
動
い
て
い

た
と
い
う
、
移
動
す
る
工
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
古
墳
時
代
中
期
に
は
構
築
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
技
術
を
持
っ
て
い
た
朝
鮮
半
島
系
の
工
人
た
ち
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、

象
嵌
技
術
が
日
本
列
島
に
伝
播
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
古
墳
時
代
中
期
に
畿
内
王
権
で
製
作
さ
れ

た
と
評
価
さ
れ
て
き
た
銘
文
刀
剣
の
製
作
に
渡
来
工
人
が
参
加
し
た
背
景
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
渡
来
系
工
人
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
内
容
が
、
現
在
私
が
考
え
て
い
る
、
百
済
と
加
耶
と
倭
の
交
渉
に
対
す
る

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
私
の
発
表
を
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
）

小
島　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
象
嵌
の
模
様
や
文
字
で
は
な
く
て
、
象
嵌
を
彫
る
技
術
に
注
目
す
る
と

い
う
、
大
変
新
し
い
実
証
研
究
の
成
果
が
伺
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。


