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原
始
・
古
代
に
お
け
る
弓
の
発
達

！
と
く
に
耳
の
形
態
を
中
心
に

l

松

木

武

彦

Iま

じ

め

原
始
・
古
代
に
・
お
い
て
、
弓
が
盛
ん
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
多
種
・
多
量
の
鎌
の
出
土
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
木
製

で
腐
食
し
や
す
い
弓
自
体
の
出
土
は
、
従
来
非
常
に
稀
で
、
弓
に
関
す
る
考
古
学
的
研
究
の
大
き
な
妨
げ
と
な
っ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
十
数
年
間
に
お
け
る
開
発
の
進
展
に
よ
っ
て
、
木
製
品
の
保
存
状
態
の
良
好
な
低
湿
地
性
の
遺
跡
が
次
々
と
発
見

・
調
査
さ
れ
、
弓
の
出
土
も
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
全
国
数
十
ヶ
所
の
遺
跡
か
ら
百
例
を
は
る
か
に
越

え
る
弓
’
の
出
土
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
よ
う
や
く
、
弓
に
対
し
て
も
本
格
的
な
研
究
を
行
い
得
る
、
あ
る
い
は
行
う
べ
き
段
階
に
至
つ

た
と
言
え
る
。

小
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
出
土
資
料
を
も
と
に
、
弓
の
時
期
的
変
化
・
発
達
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
分
析
・
考
察
を
行

い
た
い
。
な
お
、
そ
の
途
上
私
自
身
の
洋
弓
（
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
）
の
経
験
を
い
く
ら
か
で
も
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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一
、
出
土
資
料
の
分
析

ハ
門
弓
の
長
さ
に
つ
い
て

弓
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
長
さ
は
最
も
基
本
的
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
遺
物
の
ほ
と
ん
ど
は
断
片
と
し
て
出
土
す
る
た
め
、

を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
い
ま
、
完
形
で
出
土
し
た
弓
の
弓
幹

多
く
の
場
合
直
ち
に
は
長
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
稀
に
完
形
で
出
土
し
た
弓
を
も
と
に
し
て
、
断
片
か
ら
そ
の
長
さ

4
C
 

長ル」

よ
る
弓
幹
の
径
の
差
異
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
径
径
径

M
長
短

姐司

0

・

弓図

（
弓
の
本
体
）
の
径
を
縦
軸
に
、
長
さ
を
横
軸
に
と
っ
て
グ
ラ
フ
を
作

っ
て
み
る
（
図
1
）
。
こ
れ
を
見
る
と
、
弓
幹
の
径
が
大
き
く
な
る
ほ
ど

弓
の
長
さ
が
増
す
と
い
う
一
般
的
傾
向
を
推
し
計
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
次
に
、
各
時
期
の
出
土
資
料
に
つ
い
て
、
弓
幹
の
長
径
を
縦

軸
に
、
短
径
を
横
軸
に
と
っ
た
グ
ラ
フ
を
作
っ
て
み
る
（
図
2
）
。
こ
れ

を
見
る
と
、
各
時
期
と
も
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
が
、

い
ず

れ
も
同
様
の
範
囲
内
で
、
同
様
の
ば
ら
つ
き
を
示
し
て
お
り
、
時
期
に

弓
幹
の
佳
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
長
さ
が
増
す
と
い
う
一
般
的
傾
向
が
あ

る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
弓
の
長
さ
に
も
時
期
的
な
差
異
が
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

~ 
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は
、
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
図
2
に
見
ら
れ
る
、
同
時
期
内
に
お
け
る
弓
幹
の
径
の
大
き
い
ぱ
ら
つ
き
、

つ
ま
り
は
弓
の
長
さ
の
大
き
い
ぱ
ら
つ
き

（

1
）
 

滋
賀
県
大
中
の
湖
南
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
長
さ
二
七
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
長
大
な
弓
は
、
実
用
に
供
さ
れ
た
と
は
考
え
難
く
、

（

2
）
 

祭
紀
用
の
弓
だ
と
す
る
説
が
あ
る
。

ま
た
、

静
岡
県
登
呂
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
弓
幹
の
長
径
・
短
径
と
も
に
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（

3
）
 

祭
杷
用
も
し
く
は
玩
具
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
極
端
に
大
き
い
弓
や
小
さ
い
弓
に

と
い
う
小
型
の
弓
も
、

原始・古代における弓の発達

つ
い
て
は
、
実
用
品
と
し
て
で
は
な
く
、
祭
杷
用
や

玩
具
と
し
て
特
別
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
た
い
。

ま
た
、
材
料
面
で
の
規
制
も
、
弓
の
長
さ
の
ば
ら

っ
き
の
大
き
な
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

原
材
の
長
さ
や
太
さ
、
曲
が
り
具
合
、
節
の
数
や
住

置
な
ど
が
、
そ
の
弓
の
長
短
を
大
き
く
左
右
し
た
と

思
わ
れ
る
。
実
用
に
供
し
得
る
範
囲
内
で
の
長
さ
の

ぱ
ら
つ
き
の
主
た
る
原
因
は
こ
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。以

上
、
弓
の
長
さ
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
内
で
の

ぱ
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
時
期
に
よ
る
差
異
は
認

3 

め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
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（二）

弓
幹
の
加
工
に
つ
い
て

弓
幹
の
加
工
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

③②①  

樹
皮
や
糸
な
ど
を
巻
き
つ
け
る
。

漆
や
朱
な
ど
を
塗
る
。

横
ぞ
れ
や
乾
燥
割
れ
を
防
ぐ
た
め
、
樋
と
呼
ば
れ
る
縦
溝
を
刻
む
。

こ
れ
ら
の
加
工
は
、
す
で
に
縄
文
時
代
の
出
土
例
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
、
弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
と
時
期
が
下
っ
て
も
、
出
土

数
の
多
い
遺
跡
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
ま
ん
べ
ん
な
く
こ
れ
ら
の
加
工
を
施
し
た
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
加
工
技
術
の

程
度
も
、
縄
文
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
差
が
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
弓
幹
の
加
工
と
い
う
面
か
ら
弓
の
時
期
的
変
化
を
追
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
た
だ
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
古
墳

か
ら
の
出
土
例
に
は
、
す
べ
て
何
ら
か
の
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
古
墳
の
副
葬
品
は
装
飾
品
的
性
格
が
強
い
が
、

副
葬
品
と
し
て
の
弓
に
特
に
頻
繁
に
加
工
が
見
い
出
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
加
工
が
む
し
ろ
装
飾
的
側
面
を
多
く
持
っ
て
お

り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
、
古
墳
被
葬
者
が
階
層
的
に
上
位
の
者
で
あ
る
こ
と
に
関
連
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（三）

材
質
に
つ
い
て

弓
の
性
能
を
大
き
く
左
右
す
る
原
材
の
材
質
の
時
期
的
差
異
を
、
特
に
樹
種
に
主
眼
を
置
い
て
追
っ
て
み
た
い
。

（

4
）
 

従
来
か
ら
の
説
と
し
て
、
弓
の
原
材
の
樹
種
は
針
葉
樹
か
ら
広
葉
樹
へ
と
変
移
し
た
と
す
る
考
え
が
あ
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ



う
か
。
こ
れ
ま
で
に
鑑
定
さ
れ
た
結
果
を
見
る
と
、
縄
文
・
弥
生
・
古
墳
時
代
を
通
じ
て
、
イ
ヌ
ガ
ヤ
・
カ
ヤ
・
イ
ヌ
マ
キ
の
三
樹
種

（

5
）

（

6
）
 

を
中
心
に
、
ほ
と
ん
ど
針
葉
樹
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
京
都
府
産
士
山
古
墳
で
は
マ
ュ
、
三
栃
木
県
七
廻
り
鏡
塚
古
墳
・
山

（

7
）
 

形
県
漆
山
古
墳
で
は
ケ
ヤ
キ
と
い
う
広
葉
樹
製
の
弓
が
出
土
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
例
を
も
っ
て
、
古
墳
時
代
に
お
け
る
広
葉

原始・古代における弓の発達

樹
の
一
般
的
使
用
を
説
く
の
は
、
若
干
無
理
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
ま
、
ず
第
一
に
、
こ
れ
ら
の
例
は
い
ず
れ
も
古
墳
の
副
葬
品
で

（

8
）
 

あ
り
、
先
述
の
と
お
り
、
そ
の
特
殊
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
同
じ
古
墳
時
代
の
千
葉
県
菅
生
遺
跡
で
は

（

9
）
 

イ
ヌ
ガ
ヤ
製
・
カ
ヤ
製
の
も
の
が
、
奈
良
県
高
殿
遺
跡
に
お
い
て
は
カ
ヤ
製
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
古
墳
時

代
に
入
っ
て
も
、

一
般
に
は
イ
ヌ
ガ
ヤ
・
カ
ヤ
な
ど
を
中
心
と
し
た
針
葉
樹
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
い
。

通
常
、
広
葉
樹
は
、
針
葉
樹
よ
り
も
硬
度
・
反
発
力
に
優
れ
て
い
る
が
、
乾
燥
割
れ
な
ど
を
起
こ
し
ゃ
す
く
、
加
工
が
難
し
い
と
言

わ
れ
て
い
る
。
古
墳
時
代
に
入
っ
て
も
、
広
く
広
葉
樹
が
使
用
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
広
葉
樹
の
加
工
技
術
に
限
界
が
あ
っ

た
か
ら
だ
と
考
え
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
弓
の
材
質
の
時
期
的
差
異
も
ま
た
顕
著
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

（四）

現
に
つ
い
て

次
に
、
再
（
ゅ
は
ず
H
H
弓
の
両
端
に
作
り
出
さ
れ
た
、
弦
を
掛
け
る
た
め
の
こ
し
ら
え
）
に
焦
点
を
当
て
て
、
弓
の
時
期
的
変
化
を

追
い
た
い
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
再
の
形
態
に
は
、
最
も
著
し
い
時
期
的
差
異
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
耳
の
形
態
の
分
類
〉

5 

ま
ず
、
再
の
形
態
を
い
く
つ
か
の
型
に
分
類
し
た
い
。
そ
の
概
念
図
と
実
例
を
図
3
に
示
す
。
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A 
類

先
細
り
に
す
る
も
の
。

B 
類

溝
を
刻
む
も
の
。
両
側
面
に
溝
を
刻
む
も
の
！
l
B
類

I
。
ほ
ぼ
半
周
に
わ
た
っ
て
溝
を
刻
む
も
の
1
1
l
B
類

E
。
全
周
に

わ
た
っ
て
溝
を
刻
む
も
の

l
l
B類
町
。

c 
類

先
端
を
コ
ブ
状
に
し
、

コ
ブ
の
部
分
に
溝
を
刻
む
も
の
。
ほ
ぼ
半
周
に
わ
た
っ
て
コ
ブ
と
溝
を
作
り
出
す
も
の
｜
I
C類
I
。

全
周
に
わ
た
っ
て
コ
プ
と
溝
を
作
り
出
す
も
の

l
l
C類
E
。

D 
類

先
端
を
コ
プ
状
に
す
る
も
の
。
ほ
ぽ
半
周
に
わ
た
っ
て
コ
プ
を
作
り
出
す
も
の
l
l
l
D
類

I
。
全
周
に
わ
た
っ
て
コ
ブ
を
作

り
出
す
も
の
｜

i
D類
E
。

E 
類

切
り
込
み
を
施
す
も
の
。
湾
曲
の
内
側
の
一
ヶ
所
に
切
り
込
み
を
施
す
も
の
｜
｜
E
類

I
。
両
側
面
に
切
り
込
み
を
施
す
も

の
ー
ー
ー
E
類

E
。
全
周
に
わ
た
っ
て
切
り
込
み
を
施
す
も
の
｜
｜
E
類
置
。

F 
類

先
端
に
突
起
を
作
り
出
す
も
の
。
先
端
の
両
側
面
を
削
り
、
扇
平
な
突
起
と
こ
れ
に
伴
う
水
平
の
肩
状
の
部
分
を
作
り
出
す

も
の
1
1
1
F
類

I
。
先
端
の
両
側
面
を
削
り
、
届
平
な
突
起
と
こ
れ
に
伴
う
傾
斜
し
た
一
屑
状
の
部
分
を
作
り
出
す
も
の
｜
｜

F
類

E
。
先
端
の
全
周
を
削
り
、
円
柱
状
の
突
起
を
作
り
出
す
も
の
｜
｜
F
類
田
。

〈
耳
の
形
態
と
弦
の
装
着
方
法
〉

次
に
、
以
上
の
よ
う
に
分
類
し
た
耳
に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
型
の
拝
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
弦

が
装
着
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

私
は
、
弦
の
装
着
方
法
を
三
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
は
、
弦
を
弓
に
直
接
結
び
つ
け
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、

最
も
単
純
・
原
始
的
で
あ
り
、

い
く
つ
か
の
欠
点
を
持
つ
。
ま
ず
、
弦
の
装
着
部
が
弓
に
対
し
て
完
全
に
固
定
さ
れ
て
お
り
、
弦
は
発
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図3.!I耳の形態の分類
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射
時
の
衝
撃
を
ま
と
も
に
受
け
て
し
ま
う
た
め
、
痛
み
や
す
く
切
れ
や
す
い
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
欠
点
と
し
て
、
弦
の
着
脱
に
手
間

が
か
か
る
と
い
う
弱
み
が
あ
る
。
弓
は
、
そ
の
反
発
力
が
鈍
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
使
わ
な
い
時
に
は
な
る
べ
く
弦
を
は
ず
し
て
休
ま

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
連
の
使
用
で
、
何
度
か
の
弦
の
着
脱
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
た
び
ご
主
に
怯
を
い
ち
い
ち
結
び

つ
け
た
り
ほ
ど
い
た
り
す
る
の
は
非
能
率
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
弦
の
装
着
、
す
な
わ
ち
「
弦
を
張
る
L

と
い
う
行
為
は
力
の
い
る
作

業
で
あ
る
。
片
手
で
弓
を
た
わ
め
た
ま
ま
保
持
し
、
残
っ
た
手
で
す
ば
や
く
弦
を
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
方
法
だ
と
、
す
ば

ゃ
く
弦
を
掛
け
る
の
は
無
理
で
あ
る
か
ら
、
弦
の
着
脱
に
要
す
る
手
聞
は
、
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。

F
U）

 

第
二
の
方
法
は
、
再
形
角
製
品
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
る
。
拝
形
角
製
品
の
用
途
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
か
、
弓
の
端

（

H
J
 

に
は
め
込
ん
で
使
用
し
た
拝
で
あ
り
、
そ
の
装
着
は
呪
術
的
・
儀
礼
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
一
般
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
耳
形
角
製
品
の
実
用
的
な
機
能
を
主
張
し
た
い
。

弦
を
張
る
と
い
う
作
業
が
決
し
て
簡
単
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
先
に
も
触
れ
た
が
、
再
形
角
製
品
を
次
の
よ
う
に
用
い
れ
ば
、

よ

り
簡
単
な
弦
の
装
着
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
弦
の
一
端
を
弓
の
片
方
の
端
に
装
着
し
、
も
う
一
端
に
は
現
形
角
製
品
を
結
び
つ
け
て

お
く
。
次
に
弓
を
た
わ
ま
せ
て
片
手
で
保
持
し
、
残
っ
た
手
で
、
す
で
に
弦
を
結
び
つ
け
て
あ
る
耳
形
角
製
品
を
弓
端
に
は
め
込
む
。

」
の
方
法
な
ら
、

い
わ
ゆ
る
「
ワ
ン
タ
ッ
チ
」
の
弦
の
着
脱
が
可
能
で
あ
り
、
こ
こ
に
拝
形
角
製
品
の
実
用
的
機
能
を
見
い
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
も
、
第
一
の
方
法
の
も
う
一
つ
の
欠
点
で
あ
っ
た
、
弦
が
切
れ
や
す
い
と
い
う
弱
味
を
克

服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
発
射
時
の
反
動
に
よ
っ
て
耳
形
角
製
品
が
抜
け
落
ち
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
、
こ
の
方
法
独
自

ヘ
2
J

の
欠
点
が
実
験
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
＆
。

第
三
の
方
法
は
、
弦
の
端
に
弦
輪
（
つ
る
わ
）
と
呼
ば
れ
る
輪
を
作
り
、
こ
れ
を
耳
に
引
っ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
弦
を
装
着
す
る



方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
も
ま
た
、
耳
形
角
製
品
を
使
う
方
法
と
同
様
に
、

ワ
ン
タ
ッ
チ
の
弦
の
装
着
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
弦
の

装
着
部
分
は
弓
に
対
し
て
可
動
で
あ
り
、
こ
れ
が
緩
衝
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
、
誌
は
発
射
時
の
衝
撃
を
ま
と
も
に
受
け
る
こ
と
が

な
く
、
痛
み
も
少
な
く
切
れ
に
く
い
。
こ
の
よ
う
に
、
弦
輪
に
よ
る
装
着
方
法
は
、
先
に
見
て
き
た
二
つ
の
装
着
方
法
の
諸
欠
点
を
克

服
し
得
る
と
い
う
点
で
、

一
歩
進
ん
だ
装
着
方
法
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
現
在
の
弓
道
・
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
と
も
に
こ
の
方
法
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
進
歩
性
が
う
か
が
え
る
。

原始・古代における弓の発達

し
か
し
、
弦
輪
を
使
用
し
得
る
耳
は
、
弦
輪
が
し
っ
か
り
と
引
っ
か
か
り
、
し
か
も
は
ず
れ
な
い
よ
う
な
形
態
を
持
つ
も
の
に
限
定

い
く
つ
か
の
実
例
の
中
に
求
め
て
み
よ
う
。

（お）

図
4
｜

1
a
は
中
国
戦
国
時
代
の
角
製
再
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
両
端
に
弦
輪
が
作
ら
れ
た
弦
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
弦
輪
の
使

さ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
形
態
を
、

用
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
れ
を
装
着
し
た
弓
に
弦
を
張
っ
た
と
す
る
と
1
b
に
示
す
よ
う
に
、
湾
曲
し
た
弓
は
矢
印
A
の
方
向

に
戻
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
時
、
弦
の
装
着
部
分
、
す
な
わ
ち
弦
輪
は
、
相
対
的
に
矢
印
B
の
方
向
に
滑
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
動
き
が
深

く
鋭
い
切
り
込
み
C
で
食
い
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
弦
が
固
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

2
a
は
現
在
の
弓
道
の
弓
、

2
b
は
こ
れ
に
弦
を
張
っ
た
状
態
で
あ
る
。
湾
曲
し
た
弓
が
元
に
戻
ろ
う
と
す
る
力
A
に
よ
っ
て
矢
印

B
の
方
向
に
滑
ろ
う
と
す
る
弦
輪
は
、
こ
こ
で
は
肩
状
の
部
分
C
に
よ
っ
て
食
い
止
め
ら
れ
、
固
定
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
ア
l
チ
ェ

（弘）

リ
1
の
弓
（
3
）
、
中
国
雲
南
省
恰
尼
族
の
木
琴
（

4
）
、
も
、
そ
れ
ぞ
れ
軒
に
肩
状
の
部
分
が
あ
り
、
同
U
原
理
で
弦
輪
を
固
定
し
て
い

る

こ
の
よ
う
に
、
弦
輪
を
使
用
す
る
た
め
に
は
、
再
に
、
深
く
鋭
い
切
り
込
み
ゃ
肩
状
の
部
分
な
ど
の
、
弦
輪
を
固
定
す
る
た
め
の
加

9 

工
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
、
先
に
分
類
し
た
各
型
の
耳
の
う
ち
、
ど
の
型
の
再
に
対
し
て
弦
輪
が
使
用
さ
れ
た
の
か
を
考
え
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η
門

a
A
仙ハハ

図4.弦輸を使用する膏

1a 

4 
2b 

て
み
た
い
。

ま
ず
、
深
く
鋭
い
切
り
込
み
を
持
つ
型
は
、
先
に
分
類
し
た
中
に

は
見
当
た
ら
な
い
。

E
類
ー
が
や
や
近
い
が
、
そ
の
切
り
込
み
は
浅

く
て
広
く
緩
や
か
で
弦
輪
の
固
定
は
不
可
能
で
あ
る
。

次
に
、
肩
状
の
部
分
を
持
つ
型
は
、

（お）

E
類

E
及
び

F
類
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
現
在
の
弓
道
の
弓
の
再
で
あ
る

F
類

H
と
、
こ
れ
と
ほ

ぼ
同
形
態
の

F
類

I
は
、
ま
ず
疑
い
な
く
弦
輪
を
使
用
し
た
も
の
と

考
え
て
よ
い
。

E
類

E
に
つ
い
て
は
、
弦
輪
使
用
の
実
例
は
我
国
に

は
な
い
が
、
先
述
の
恰
尼
族
の
弦
輪
使
用
の
木
替
が
こ
れ
と
同
形
態

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
弦
輪
を
使
用
し
た
可
能
性
が
高
い
。

F
類

E
は、

弦
輪
使
用
の
実
例
は
な
い
が
、
肩
状
の
部
分
が
あ
り
、
構
造
的
に
は

弦
輪
の
使
用
が
可
能
で
あ
る
。

」
れ
ら
以
外
の
型
、
す
な
わ
ち
A
類
・

B
類
・

C
類
・

D
類
・

E

類
－
－

E
類

E
は
、
そ
の
形
態
上
、
弦
輪
の
使
用
は
考
え
ら
れ
な
い
o

A
内

占

V

出

y
h
w

こ
れ
ら
に
対
す
る
弦
の
装
着
は
、
直
接
弓
に
結
び
つ
け
る
方
法
が
用

い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
先
細
り
形
態
の

A
類
に
つ
い
て
は
、
耳
形

角
製
品
の
使
用
も
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
る
。



〈
再
の
形
態
の
時
期
的
変
化
〉

各
型
の
耳
に
対
す
る
弦
の
装
着
方
法
の
考
察
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
、
ど
の
時
期
に
ど
の
型
の
軒
が
現
れ
る
か
を
見
て
い
き

①
A
類
は
全
時
期
を
通
ピ
て

た
い
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
表
ー
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

存
在
す
る
。

原始・古代における弓の発達

②
B
類
・

C
類
は
主
に
縄
文

時
代
に
存
在
し
、
弥
生
時

代
に
入
る
と
大
き
く
減
少

す
る
。

③
D
類
・

E
類
・

F
類
は
弥

生
時
代
に
入
る
と
出
現
し
、

以
後
古
墳
時
代
ま
で
存
在

す
る
。
こ
の
う
ち
弥
生
時

代
に
は
F
類

I
が
数
的
に

主
流
を
占
め
、
古
墳
時
代

に
は
F
類

E
が
こ
れ
に
並

11 

ぷ。

各型の調の消長

時期 遺 跡 名 A類
B rn C 量 D 掴 E ' 冨 F 百

T II 而 T II T II T II 田 τII  m 

前
福拝・属浜 14 
干葉・加帯 1 

線 描 岩手・蒋内 宥

士阪・長原 1 

文晩
事良・橿原 1 
滋賀・滋賀里 6 1 2 

害義・畢川 有 有

草創 佐賀・菜畑 1 4 2 1 

佐賀・田島 1 

前ニ重・納所 1 

前長崎・里田原 有 有

1大阪・思智 1 1 

中士阪・安溝 有 有

奈良・唐古 5 3 7 1 

福岡・東町 2 
コk 阪・池ト 2 2 1 2 3 

弥
安町．畠＃ 2 1 

士阪．同止骨 2 

中大阪・鬼虎川 1 

京都・森本 1 
世智・士申の湖商 有 有

愛知・朝日 3 1 2 

脅知・篠東 1 1 1 3 1 

生 ？ 
盤岡・白岩 1 

「...‘w・＂＇担割 E砲事三事 2 
脅知・瓜郷 2 

和歌山・笠嶋 1 2 1 

後静岡・山木 1 

盤岡・登艮 1 1 

新潟・千種 1 1 1 1 

前中 審知・骨悟 1 

滋賀・支部中 1 

古
っk 阪・土保山 有 有

奈良・高殿 l 

後
京都・産土山 3 

踊太・七廻り鏡嫁 3 
墳

千華・菅生 3 4 1 

山弼・主宰山

島根・タテチョウ 1 

不明 島根・西川津 1 1 1 

しー醐・入江醐画 1 4 1 

表1

注完形弓の上下の訴は別々に数えた。山形・漆山古墳では耳の部分は出土していない。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
拝
の
形
態
は
、
弥
生
時
代
の
開
始
を
一
つ
の
画
期
と
し
て
、
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、
縄
文
時
代
の

B
類
・

C
類
が
、
弥
生
時
代
に
入
る
と
減
少
し
、
代
わ
っ
て

D
類
・

E
類
－

F
類
が
出
現
す
る
。
こ
の
軒
の

形
態
の
変
化
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
ま
、
変
化
以
前
に
主
と
し
て
存
在
し
た

B
類
・

C
類
を
申
群
、
変
化
以
後
に
主
流
と
な
っ
た

D
類
・

E
類
・

F
類
を
乙
群
と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
と
、
先
に
弦
輪
の
使
用
が
確
実
か
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
た

F
類
及
、
び

E
類

E
は
す
べ
て
乙
群
に
含
ま

れ
、
し
か
も
数
的
に
そ
の
主
流
を
占
め
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
変
化
は
、

一
つ
に
は
弦
輪
使
用
の
耳
の
出
現
、
す
な
わ
ち
弦
輪
の

出
現
と
い
う
視
点
で
捕
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
乙
群
の
他
の
型
の
拝
、
す
な
わ
ち
弦
輪
の
使
用
が
考

え
ら
れ
な
い

D
類
・

E
類

I
・
E
類
田
の
位
置
づ
け
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
課
題
を
残
し
て
は
い
る
が
、
変
化
以
降
、
特
に

F
類

I

と
い
う
弦
輪
使
用
の
確
実
な
型
が
主
流
を
占
め
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
変
化
の
最
大
の
要
因
は
、
や
は
り
弦
輪
の
出
現
で
あ
る
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

次
章
で
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
我
国
に
お
け
る
最
初
の
弦
輪
使
用
の
形
跡
を
見
い
出
す
こ
と
の
で
き
る
佐
賀
県
菜
畑
遺
（
恥
い
焦
点
を

当
て
、
弦
輪
出
現
の
要
因
・
背
景
な
ど
を
考
え
て
い
き
た
い
。

弓
の
発
達
の
ニ
つ
の
画
期

ト）

第
一
の
画
期
・
弥
生
時
代
草
創
期

我
田
に
お
け
る
最
初
の
弦
輪
使
用
の
形
跡
が
菜
畑
に
見
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
現
在
の
発
掘
成
果
を
踏
ま
え
て
の
考
察
で
あ
る
か
ら
、

将
来
、
さ
ら
に
発
掘
調
査
が
進
め
ば
、
弦
輪
の
出
現
が
よ
り
古
い
時
期
に
遡
る
可
能
性
も
な
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と



も
畿
内
で
は
、
縄
文
挽
期
の
弓
の
再
に
弦
輪
使
用
の
形
跡
が
見
ら
れ
ず
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
弦
輪
が
出
現
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
北
部
九
州
に
お
い
て
は
、
菜
畑
よ
り
も
古
い
時
期
の
弓
が
出
土
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
以
前
に
弦
輪
が
存
在
し
な
い

と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

弥
生
時
代
草
創
期
、

菜
畑
に
代
表
さ
れ
る
北
部
九
州
海
岸
地
域
に
、

以
下
の
考
察
に
よ
っ
て
、

我
国
で
最
初
の
弦
輪
が
出
現
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
九
八

0
1八
一
年
の
調
査
に
よ
っ
て
、
菜
畑
で
は
、
山
ノ
寺
式
土
器
を
伴
う
水
稲
農
耕
杜
と
、

こ
れ
に
伴
う
石
庖
丁
・
蛤
刃
石

斧
・
扇
平
片
刃
石
斧
・
磨
製
石
鎌
な
ど
の
大
陸
系
磨
製
石
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
菜
畑
は
、
我
国
に
対
し
て
最
初

原始・古代における弓の発達

に
水
稲
農
耕
を
中
心
と
す
る
諸
技
術
・
道
具
を
も
た
ら
し
た
大
陸
か
ら
の
渡
来
人
が
生
活
を
営
ん
だ
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
菜
畑
を

弥
生
時
代
の
開
始
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
菜
畑
の
諸
遺
物
を
考
察
す
る
際
に
は
、
常
に
大
陸
と
の
関
係
を
念
頭

に
置
く
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
国
に
お
け
る
最
初
の
弦
輪
使
用
の
形
跡
が
菜
畑
に
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
も
ま
た
、
大
陸
と

の
関
連
を
抜
き
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
弦
輪
も
ま
た
渡
来
人
に
よ
っ
て
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
考
え
が
、
当
然
起
こ
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
菜
畑
の
諸
遺
物
や
大
陸
の
諸
状
況
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
こ
の
考
え
を
支
え

る
い
く
つ
か
の
事
実
が
存
在
す
る
。

ま
ず
第
一
に
、
菜
畑
の
弓
の
う
ち
の
一
例
に
、
中
央
部
を
わ
ず
か
に
内
零
さ
せ
、
上
下
輯
部
に
か
け
て
外
考
さ
せ
た
、

い
わ
ゆ
る

「
弓
」
の
字
形
の
定
形
加
工
を
施
し
た
も
の
が
あ
る
（
図
5
）
。
こ
の
定
形
加
工
は
、
大
陸
の
弓
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

我
国
で
は
菜
畑
の
こ
の
例
以
前
に
は
も
ち
ろ
ん
、
以
後
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
定
形
加
工
は
、
当
時
の
我

国
の
弓
の
製
作
技
術
と
は
一
線
を
画
す
る
、
明
ら
か
に
大
陸
の
技
術
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
技
術
が
菜
畑
の
弓
に
施
さ
れ
て
い
る
と
い

13 

う
こ
と
は
、
菜
畑
の
弓
が
大
陸
系
で
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。



14 

第
二
に
、
菜
畑
で
は
大
陸
系
の
磨
製
石
鎌
が
発
見
さ
れ
て
い

る
。
弓
と
は
密
接
な
関
係
の
あ
る
鉄
が
大
陸
系
で
あ
る
と
い
う

事
実
は
、
弓
自
体
も
大
陸
系
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
自
然
な
ら

し
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
弓
自
体
の
み
な
ら
ぬ
、
鉄
を
も
含

め
た
有
機
的
結
合
と
し
て
の
弓
矢
の
技
術
体
系
全
体
が
、
水
稲

農
耕
と
共
に
渡
来
人
に
よ
っ
て
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
可
能

性
を
示
し
て
い
る
。

図5.菜畑遺跡の定形加工弓

30(cm) 。

こ
の
よ
う
な
形
跡
の
見
え
る
菜
畑
に
、
我
国
最
初
の
弦
輪
使
用
の
形
跡
も
ま
た
見
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
あ
る
ま

ぃ
。
す
な
わ
ち
弦
輪
も
ま
た
、
弓
の
定
形
加
工
や
大
陸
系
磨
製
石
鍛
な
ど
と
同
様
に
、
弓
矢
の
技
術
体
系
の
一
環
と
し
て
、
大
陸
か
ら

の
考
え
を
支
え
て
い
る
。

北
部
九
州
海
岸
地
域
に
渡
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
陸
で
は
す
で
に
戦
国
時
代
に
弦
輪
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
が
、
こ

こ
う
し
て
渡
来
し
た
技
術
体
系
の
う
ち
、
弓
の
定
形
加
工
技
術
と
大
陸
系
磨
製
石
鍛
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と

．

（

げ

）

が
で
き
な
い
。
し
か
し
弦
輪
に
つ
い
て
は
、
水
稲
農
耕
と
共
に
東
方
へ
普
及
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
表
1
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、

弥
生
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
畿
内
・
東
海
の
諸
遺
跡
に
、
弦
輪
使
用
の
確
実
な
F
類

I
が
主
流
と
な
っ
て
出
現
し
て
い

（

同

）

（

凶

）

る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
古
墳
時
代
に
入
る
と
、

F
類

I
と
並
ん
で
F
類

H
が
主
流
と
な
り
、

弦
輪
は
こ
の
型
と
共
に
今
日
に

及
ぶ
の
で
あ
る
。

以
後
、

以
上
、
弥
生
時
代
の
開
始
を
画
期
と
す
る
拝
の
形
態
の
変
化
が
、
弦
輪
と
い
う
新
し
い
弦
の
装
着
方
法
の
出
現
を
示
し
て
い
る
こ
と



を
考
察
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
、
渡
来
人
に
よ
っ
て
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
き
た
。
弦
輪
の
渡
来
は
、
弦
の
着
脱

の
容
易
化
、
及
び
弦
切
れ
頻
発
の
防
止
と
い
う
こ
つ
の
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
変
化
の
乏
し
か
っ
た
縄
文
時
代
の
弓
に
画
期
的
な
改

良
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
、
大
陸
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
、
弥
生
時
代
草
創
期
に
お
け
る
弓
の
改
良
を
、
弓

の
発
達
の
第
一
の
画
期
と
呼
び
た
い
。

（司

第
二
の
画
期
・
弥
生
時
代
中
期

原始・古代における弓の発達

耳
の
形
態
に
主
眼
を
置
い
た
弓
の
時
期
的
変
化
の
考
察
は
、
前
節
ま
で
に
一
応
の
結
論
を
み
た
。
本
節
で
は
、
別
の
側
面
か
ら
弓
の

時
期
的
変
化
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

長
期
間
に
わ
た
る
弓
の
変
遷
・
発
達
が
、
弓
自
体
の
形
態
や
構
造
の
変
化
の
み
な
ら
ず
、
射
ち
方
、
す
な
わ
ち
射
技
の
変
化
を
伴
う

と
い
う
考
え
方
は
、
開
・

ω・
ζ
2
2ら
の
論
（
和
）
に
よ
っ
て
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。
我
国
に
お
い
て
も
、
現
在
の
弓
道
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
複
雑
な
札
一
彰
ヘ
縄
文
時
代
当
初
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
お
そ
ら
く
、
縄
文
時
代
か
ら
現
在
ま
で
に
、
何
度
か
の

射
技
の
変
化
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
射
技
の
変
化
を
考
古
学
的
に
実
証
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
が
、
弓
や
そ
れ
に
関
連
す
る

遺
物
の
変
遷
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
な
ど
か
ら
、
射
技
の
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
推
測
し
得
る
時
期
が
あ
る
。

い
ま
、
打
製
石
銑
の
変
遷
の
動
向
を
追
う
と
、
弥
生
時
代
中
期
に
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
重
量
が
急
激
に
増
加
す
る
こ
と
が

（

m）
 

知
ら
れ
て
い
る
。
鍛
の
重
量
、
す
な
わ
ち
矢
の
重
量
が
大
き
い
ほ
ど
、

そ
れ
を
飛
ば
す
た
め
に
は
強
い
反
発
力
を
必
要
と
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
現
象
は
、
同
時
期
に
弓
の
強
さ
が
増
大
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
章
で
見
て
き
た
弓
自
体
の
時
期

15 

的
変
化
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
弓
の
長
さ
・
材
質
・
弓
幹
の
加
工
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
最
も
顕
著
に
時
期
的
変
化
が
現
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れ
る
拝
の
形
態
に
お
い
で
さ
え
、
弥
生
中
期
に
変
化
が
起
こ
っ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
現
時
点
で
は
弥
生
中
期
に
お
け
る

弓
自
体
の
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
石
銭
の
重
量
変
化
か
ら
見
る
限
り
、
こ
の
時
期
に
弓
の
強
さ
が
増
大
し
た
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
、

一
見
矛
盾
と
も
思
え
る
現
象
を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
こ
の
こ
と
こ
そ
、
弥
生
中
期
に
射
技
の
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
間
接
的
に
示
す
材
料
に
な
り
得
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
時
期
の
弓
力
の
増
強
は
、
弓
自
体
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
射
技
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

ヒ
」
、
4

0

1
マ／

LVで
は
、
弓
力
の
靖
強
を
も
た
ら
す
射
技
の
変
化
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
し

て
、
ま
ず
、
現
在
の
弓
道
の
射
技
を
見
で
み
よ
う
。
こ
の
射
技
に
は
こ
つ
の
特
徴
が
あ
る
。

一
つ
は
握
り
の
位
置
が
中
央
よ
り
下
に
偏

っ
て
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
耳
の
後
方
ま
で
長
く
引
き
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
の
特
徴
を
持
つ
こ
の
射
技
は
、

は
た
し
て

ど
の
時
代
ま
で
遡
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

中
央
よ
り
下
に
偏
っ
た
握
り
方
に
つ
い
て
は
、
『
貌
書
』
倭
人
伝
に
寸
木
弓
短
下
長
上
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
紀
元

三
世
紀
、
す
な
わ
ち
弥
生
後
期
に
は
こ
の
握
り
方
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
o

ま
た
、
い
く
つ
か
の
銅
（
酌

r描
か
れ
た
、
弓

に
よ
る
狩
猟
の
絵
を
見
て
も
、
握
り
は
中
央
よ
り
下
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
銅
鐸
が
弥
生
中
期
の
製
作
で
あ
る
と
す
る
佐
原
真
ら
の
組
）
に

従
え
ば
、
こ
の
握
り
方
は
さ
ら
に
弥
生
中
期
に
ま
で
遡
り
得
る
。

長
い
引
き
込
み
に
つ
い
て
も
銅
鐸
の
絵
が
参
考
に
な
る
o

「
伝
香
川
出
土
」
の
銅
鐸
に
、
男
が
猪
に
向
か
っ
て
矢
を
発
射
し
た
直
後
の

場
面
、
す
な
わ
ち
フ
ォ
ロ
ー
ス
ル
！
の
瞬
間
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
フ
ォ
ロ
ー
ス
ル

l
の
形
（
図
6
）
が
現
在
の
弓
道
の
そ
れ
と

（お）

同
ヒ
で
あ
る
。
弦
を
放
し
た
後
の
右
手
は
は
る
か
頭
の
後
方
に
あ
る
が
、
こ
の
右
手
の
住
置
は
発
射
前
に
弦
を
耳
の
後
方
ま
で
大
き
く



引
き
込
ん
で
い
て
こ
そ
初
め
て
実
現
す
る
。
顔
の
前
付
近
ま
で
の
短
い
引
き
込
み
だ
と
‘
弦
を
放
し
て
も
右
手
は
決
し
て
こ
ん
な
に

後
方
ま
で
は
は
ね
上
が
ら
な
い
。
銅
鐸
に
描
か
れ
た
こ
の
絵
は
、
当
時
の
射
技
が
弦
を
耳
の
後
方
ま
で
長
く
引
き
込
む
も
の
で
あ
っ
た

一部）

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
銅
鐸
の
製
作
年
代
を
佐
原
に
従
っ
て
弥
生
中
期
と
す
れ

l
、
長
い
引
き
込
み
と
い
う
特
徴

も
ま
た
弥
生
中
期
に
ま
で
遡
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
弓
道
の
射
技
の
諸
特
徴
は
す
で
に
弥
生
中
期
に
姿
を
現
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
も
は
や
射
技
は
現
在
の

原始・古代における弓の発達

そ
れ
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
述
の
よ
う
に
、
弥
生
中
期
に
は
弓
力
の
増
強
を
も
た
ら
す
射
技
の
変
化
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
弥

生
中
期
に
す
で
に
見
ら
れ
る
現
在
の
も
の
と
近
い
射
技
は
、
こ
の
変
化
の
結
果
と
し
て
出
現
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
中
央
よ
り
下
に
偏
っ
た
握
り
方
も
、
長
い
引
き
込
み
も
、
ま
さ
に
弓
力
の
増
強
を
も
た
ら
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

弓
を
長
く
引
き
込
む
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
弓
の
反
発
力
を
大
き
く
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
重
い
鎌

1
重
い
矢

を
飛
ば
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
央
よ
り
下
に
偏
っ
た
握
り
方
を
す
る
と
、
弦
を
放
し
た
瞬
間
、
そ
れ
ま
で
琴
曲
し
て

い
た
弓
は
、
握
り
よ
り
も
下
の
部
分
の
方
が
、
上
の
部
分
よ
り
も
わ
ず
か
に
早
く
元
に
戻
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
矢
は
発
射
さ
れ

る
瞬
間
、
前
方
に
押
し
出
さ
れ
る
力
に
加
え
て
、
上
方
に
ほ
う
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
力
を
受
け
る
。
そ
の
た
め
、
通
常
よ
り
も
高
い

（幻）

弾
道
で
飛
朔
し
、
よ
り
遠
く
へ
飛
ぶ
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
こ
う
し
た
弓
力
の
増
強
を
も
た
ら
す
射
技
が
弥
生
中
期
に
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
弥
生
中
期
に
は
、
畿
内
を

（お）

中
心
に
、
石
鍛
の
み
な
ら
ず
石
槍
や
磨
製
石
剣
な
ど
の
石
製
武
器
の
発
達
が
見
ら
れ
る
と
同
時
に
、
古
向
地
性
集
落
が
急
増
す
る
。
こ
の

17 

こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
本
格
的
な
集
団
聞
の
戦
闘
が
開
始
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
弓
も
ま
た
そ
の
主
な
役
割
が
狩
猟
具
か
ら
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図6.銅鐸に描かれた射技ら 図7.引き込みの短い射技と長い射技
狙
しミ

く 二六ござきヲ

ゴモ、ミ三三ラ

（
明
日
）

武
器
へ
と
転
ピ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
弥
生
中
期
に
お
け
る
弓
力
増
強
を
も
た
ら
す
射
技
の
変
化

（
初
）

は
、
こ
う
し
た
弓
の
変
質
の
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

縄
文
か
ら
弥
生
前
期
に
か
け
て
、
弓
が
主
と
し
て
狩
猟
具
で
あ
っ
た
当
時
の
射
技
は
も
は
や
知
る

べ
く
も
な
い
が
、
現
在
、
世
界
の
各
民
族
の
狩
猟
に
見
ら
れ
る
射
技
に
そ
の
面
影
を
見
い
出
す
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
弦
を
顔
の
前
付
近
ま
で
し
か
引
き
込
ま
な
い
、
短
い
引
き
込
み
の

（

氾

）

射
技
で
あ
る
（
図
7
｜

1
）
。
こ
の
射
技
で
は
目
・
矢
・
目
標
物
の
三
者
が
一
直
線
上
に
並
ぶ
た
め
に
、

（

認

）

狙
い
や
す
く
、
飛
距
離
よ
り
も
的
中
を
重
視
す
る
狩
猟
に
適
し
た
射
技
で
あ
る
と
一
言
早
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
弥
生
中
期
に
な
っ
て
弓
の
主
た
る
役
割
が
武
器
に
転
ピ
る
と
、
今
度
は
飛
距
離
が
重

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
集
団
戦
に
お
い
て
は
、
少
し
で
も
早
く
敵
陣
に
矢
の
掃
射
を

浴
び
せ
た
方
が
有
利
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貫
徹
力
に
勝
る
重
い
矢
を
よ
り
遠
く
へ
飛
ば
す
た
め

に
、
弓
力
増
強
の
手
段
と
し
て
、
長
い
引
き
込
み
ゃ
中
央
よ
り
下
に
偏
っ
た
握
り
方
が
行
わ
れ
る
よ

れ
る
感
じ
で
あ
り
、 （図

7
1
2
）
が
、
戦
場
に
お
い
て
遠
距
離
の
敵
陣
に
矢
の
掃
射
を
浴
び
せ
る
際
に
は
、
矢
は
半
ば
空
に
向
け
て
放
た

う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
射
技
で
は
目
・
矢
・
目
標
物
の
三
者
が
一
直
線
に
並
ば
な
い
か

い
ち
い
ち
細
か
い
狙
い
を
つ
出
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
狙
い
や
す
さ
と
い
う
面
は
あ
る
程
度
捨
象
さ
れ
て

も
構
わ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
弥
生
中
期
に
お
け
る
石
鍛
の
重
量
増
加
が
弓
力
の
増
強
を
示
唆
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弓
自
体
の
変
化
が
見
ら
れ
な

い
と
い
う
事
実
か
ら
、
射
技
の
変
化
に
よ
る
弓
力
の
増
強
を
推
測
し
た
。
射
技
の
変
化
や
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
実
証
す
る



手
段
が
な
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
あ
え
て
最
も
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
考
え
を
示
し
、
そ
れ
が
弓
の
狩
猟

具
か
ら
武
器
へ
の
変
質
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
こ
の
、
弥
生
中
期
に
お
け
る
射
技
の
変
化
に
よ
る
弓
力
の
増
強
｜
｜
狩

猟
具
か
ら
武
器
へ
の
変
質
ー
ー
を
、
弓
の
発
達
の
第
二
の
画
期
と
考
え
た
い
。

お

わ

原始・古代における弓の発達

出
土
資
料
の
分
析
に
よ
っ
て
弓
の
時
期
的
変
化
・
発
達
を
追
い
、
そ
れ
が
弥
生
時
代
草
創
期
及
、
び
中
期
と
い
う
こ
つ
の
画
期
を
持
つ

こ
と
を
考
察
し
た
。
い
ま
、
こ
の
二
つ
の
時
期
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
両
時
期
と
も
、
弓
の
発
達
の
画
期
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
社

会
全
体
の
変
革
の
画
期
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

つ
ま
り
、
弥
生
時
代
草
創
期
は
、
そ
れ
以
後
の
社
会
・
経
済
の
核
と
な
っ
た

水
稲
農
耕
が
渡
来
し
、
根
づ
い
た
時
期
で
あ
り
、
狩
猟
に
よ
る
採
集
経
済
の
社
会
か
ら
農
耕
に
よ
る
生
産
経
済
の
社
会
へ
の
転
換
期
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
弥
生
中
期
は
、
指
導
者
の
出
現
に
よ
り
集
団
内
に
一
種
の
統
制
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
戦

闘
に
よ
っ
て
集
団
聞
の
統
合
が
開
始
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
原
始
社
会
か
ら
古
代
社
会
へ
の
移
行
の
胎
動
期
で
あ
っ
た
と
き
早
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
社
会
の
変
革
の
画
期
が
そ
の
ま
ま
弓
の
発
達
の
画
期
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
弓
が
社
会
の
変
革
に
敏
感

に
反
応
し
な
が
ら
発
達
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
弓
と
社
会
と
の
密
接
な
関
連
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ

と
は
、
弓
が
生
産
用
具
と
し
て
、
あ
る
い
は
武
器
と
し
マ
社
会
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
、
社
会
と
密
接
に
関
連
し
、
社
会
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
弓
に
つ
い
て
の
考
古
学
的
研
究
が
大
き
く
立
ち
遅
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
は
、
意
外
で
も
あ
る
し
、
ま
た
憂
慮
す
べ
き
こ
と
で
も
あ
る
。
小
稿
が
、
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
弓
の
考
古
学

19 

的
研
究
の
進
展
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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注（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（日）

滋
賀
県
教
育
委
員
会
『
大
中
の
湖
南
遺
跡
調
査
概
要
』
一
九
六
七
年
。

戸
臼
智
「
狩
猟
と
農
耕
祭
紀
の
弓
矢
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
学
研
究
』
八
一
一
）
一
九
七
七
年
。

日
本
考
古
学
協
会
編
『
登
呂
』
本
編
、
一
九
五
四
年
。

例
え
ば
、
戸
田
智
「
古
墳
時
代
の
鉄
鎌
お
よ
び
弓
の
機
能
的
分
析
」
（
『
古
代
学
研
究
』
七
九
）
一
九
七
六
年
な
ど
。

京
都
府
教
育
委
員
会
『
京
都
府
文
化
財
調
査
報
告
』
第
廿
一
冊
、
一
九
五
五
年
。

大
和
久
震
平
『
七
廻
り
鏡
塚
古
墳
』
一
九
七
四
年
。

後
藤
守
一
「
漆
山
古
墳
賓
査
報
告
」
（
『
考
古
撃
雑
誌
』
一
四
｜
一
一
一
一
）
一
九
二
四
年
。

大
場
磐
雄
・
乙
益
重
隆
『
上
総
菅
生
遺
跡
』
一
九
八

O
年。

日
本
古
文
化
研
究
所
報
告
第
E
『
藤
原
宮
社
侍
説
地
高
殿
の
調
査
』
一
、
一
九
三
六
年
。

武
井
則
道
は
、
再
形
角
製
品
の
う
ち
特
に
横
孔
と
そ
れ
に
差
し
込
ま
れ
た
栓
を
持
つ
も
の
の
用
途
に
つ
い
て
、
弦
楽
器
の
弦
の
固
定
と
調
節
の
た

め
の
部
品
で
あ
る
と
し
、
弓
の
端
に
は
め
込
ん
で
使
用
し
た
阿
円
で
あ
る
と
す
る
考
え
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
弓
に
は

す
で
に
直
接
、
興
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
耳
で
あ
る
な
ら
ば
孔
や
栓
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
（
「
い
わ
ゆ
る
『
弓

筈
状
有
栓
骨
角
製
品
』
に
つ
い
て
」
物
質
文
化
研
究
会
『
員
塚
』
九
、
一
九
七
二
年
）
。
こ
の
う
ち
第
一
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
武
井
が
示
し
た
弓

の
実
例
は
確
か
に
掠
を
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
拝
を
作
り
出
す
と
い
う
よ
り
単
に
先
細
り
に
し
た
だ
け
の
も
の
（
私
の
言
う
A

類
）
も
多
い
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
理
由
と
し
て
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
理
由
に
つ
い
て
は
私
も
同
感
で
あ
り
、
持
形
角
製
品
の
う
ち
孔
と

栓
を
持
つ
も
の
に
関
し
て
は
、
耳
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
は
主
張
し
な
い
。
た
だ
し
、
持
た
な
い
も
の
に
関
し
て
は
、
類
似
し
た
形
態
の
も
の

が
、
ア
イ
ヌ
人
や
ニ
ュ

l
ギ
ニ
ア
原
地
人
の
間
で
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
（
甲
野
勇
「
百
円
形
角
製
品
に
就
て
」
『
考
古
撃
雑
誌
』
二
九
｜
九

・一

O
、
一
九
三
九
年
、
図
8
）
こ
と
か
ら
、
再
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
る
。
耳
形
角
製
品
に
つ
い
て
は
、
孔
と
栓
を
持
つ
も
の
と
持
た

な
い
も
の
と
を
区
別
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

甲
野
勇
「
耳
形
角
製
品
に
就
て
」
（
前
掲
）
。

同
右
。

中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
長
沙
発
掘
報
告
』
一
九
五
七
年
。

（日）
（ロ）

（臼）
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宋
兆
麟
・
何
其
耀
「
従
少
数
民
族
的
木
琴
看
努
的
起
源
」
（
『
考
古
』
一
九
八

O
年
第
一
期
）
。

B
類
・

C
類
も
、
溝
に
よ
っ
て
微
小
な
肩
状
の
部
分
が
形
成
さ
れ
る
が
、
強
の
太
さ
を
考
え
る
と
こ
の

微
小
な
肩
で
は
弦
輸
を
受
け
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

E
類
E
に
つ
い
て
は
、
ど
の
実
例
も

切
り
込
み
が
浅
く
、
肩
一
状
の
部
分
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
い
。

唐
津
市
『
菜
畑
』
一
九
八
二
年
。
以
下
、
菜
畑
遺
跡
関
係
の
叙
述
は
、
す
べ
て
こ
の
文
献
に
よ
る
。

大
陸
系
磨
製
石
畿
の
そ
の
後
の
系
譜
が
た
ど
れ
な
い
こ
と
は
、
都
出
比
呂
志
先
生
の
御
教
示
に
よ
っ
て

知
り
得
た
。

お
り
か
ら
普
及
し
た
鉄
製
工
具
も
、
こ
の
型
の
碑
を
作
り
出
す
の
に
一
役
買
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ

の
時
期
以
降
に
も
A
類
な
ど
の
弦
輪
使
用
の
考
え
ら
れ
な
い
型
が
出
現
す
る
こ
と
か
ら
、
一
部
で
は
弦

を
直
接
結
び
つ
け
る
方
法
や
現
形
角
製
品
を
用
い
る
方
法
も
い
ま
だ
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

F
類
E
は、

F
類
I
と
ほ
ぼ
同
形
態
で
あ
る
が
、
肩
状
の
部
分
を
傾
斜
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
が
よ
り
自
然
に
掛
か
り
、
負
担
が
少
な
く
な

る
よ
う
に
改
良
さ
れ
た
型
で
あ
る
。
古
墳
時
代
に
こ
の
型
が
主
流
を
占
め
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
現
金
物
（
弓
の
先
端
に
つ
け
ら
れ
た
金
属
製

の
碑
で
儀
器
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
が
、
こ
の
型
と
同
一
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
傍
証
さ
れ
る
。

い
く
つ
か
の
文
献
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
正
確
な
論
考
名
・
発
表
年
な
ど
は
不
詳
で
あ
る
。

Z
O『m
o
は
、
こ
の
論
考
に
・
お
い
て
、
射
技
を
第

一
次
式
・
第
二
次
式
・
第
三
次
式
・
地
中
海
式
・
モ
ン
ゴ
ル
式
の
五
種
類
に
分
類
し
、
第
一
次
式
を
最
も
原
始
的
な
も
の
と
し
、
モ
ン
ゴ
ル
式
を

極
め
て
発
達
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。

g
o
z。
の
分
類
で
は
、
現
在
の
弓
道
の
射
技
は
、
最
も
発
達
し
た
モ
ン
ゴ
ル
式
に
属
す
る
。

小
林
行
雄
・
佐
原
真
「
石
製
武
器
の
発
達
」
（
詫
間
町
文
化
財
保
護
委
員
会
『
紫
雲
出
』
）
一
九
六
四
年
。

田
辺
昭
三
・
佐
原
真
「
近
畿
」
（
『
日
本
の
考
古
学
』

E
）
一
九
六
六
年
。

佐
原
真
「
か
つ
て
戦
争
が
あ
っ
た
｜
｜
石
鎌
の
変
質
｜
｜
」
（
『
古
代
学
研
究
』
七
八
）
一
九
七
五
年
。

「
伝
香
川
出
土
」
銅
鐸
、
兵
庫
県
桜
ケ
丘
一
号
、
四
号
、
五
号
銅
鐸
な
ど
。

佐
原
真
『
日
本
の
原
始
美
術
七
銅
鐸
』
一
九
七
九
年
。

左
利
き
な
ら
ば
左
手
に
な
る
。

佐
原
真
『
日
本
の
原
始
美
術
七

（

U）
 

（日）

図8.アイヌ人・ニューギニア

現地人の角製高

（凶）
（口）18 （凶）

（却）
（幻）

（忽）
（お）

（

U
A）
 

（お）
（お）

銅
鐸
』
（
前
掲
）
。

~i 
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（訂）

大
阪
大
学
弓
道
部
師
範
小
関
照
久
氏
に
、
中
央
よ
り
下
へ
偏
っ
た
握
り
の
意
味
を
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
氏
も
私
と
同
様
、
そ
れ
が
矢
の
飛
距
離

を
伸
ば
す
た
め
の
も
の
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
た
。

小
林
行
雄
・
佐
原
真
「
石
製
武
器
の
発
達
」
（
前
掲
）
。

田
辺
昭
三
・
佐
原
真
寸
近
畿
」
（
前
掲
）
。

佐
原
真
「
か
つ
て
戦
争
が
あ
っ
た
l
l石
鉄
の
変
質
1
1
1
」
（
前
掲
）
。

武
器
と
し
て
の
射
技
で
あ
る
長
い
引
き
込
み
ゃ
中
央
よ
り
下
に
偏
っ
た
撮
り
方
が
定
着
す
る
と
、
弓
が
武
器
に
変
質
し
た
後
は
弓
の
役
割
と
し
て

副
次
的
な
も
の
に
後
退
し
た
狩
猟
に
お
い
て
も
、
こ
の
射
技
が
使
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
銅
鐸
に
、
こ
の
射
技
狩
猟
を
行
っ
て
い
る
絵
が
描
か

れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

戸
田
智
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
各
民
族
の
狩
猟
に
見
ら
れ
る
の
は
す
べ
て
こ
の
射
技
で
あ
る
と
い
う
（
「
射
型
・
射
技
の
変
遷
と
そ
の
分
類
1
1
1実

用
さ
れ
活
き
た
道
具
と
し
て
弓
矢
の
出
土
遺
物
を
再
現
し
考
察
す
る
た
め
に

l
J『
古
代
学
研
究
』
八
八
、
一
九
七
八
年
）
。

∞・
44
・M
U
O
宮
が
言
及
し
て
い
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
狩
猟
は
、
獲
物
を
お
び
き
ょ
せ
、
近
距
離
に
つ
め
て
か
ら
矢
を
放
つ
も
の
で
あ
る
。
我
国
太
古

の
狩
猟
も
こ
れ
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
狩
猟
に
お
い
て
は
矢
の
飛
距
離
は
ほ
と
ん
ど
重
視
さ
れ
な
い
と
考
え
て

よ
い
（

ω・
↓
・
旬
。
旬
。
旬
。
毛
句

a
g弘
与
ミ
。
宅
句
、
戸
市
出
品
N
C
E〈
O

同
の
と
ロ
O
円

三

P
の
包
ユ
O
円

E
9
1

28 30 29 31 32 


