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京
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第
八
六
册

(二
〇
一
一
)
：
九
一
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三
八
頁

漢
末
・
三
國
西
晉
鏡
の
展
開

森

下

違

司

漢
鏡
七
�
以
影
は
︑
中
國
各
地
に
お
け
る
銅
鏡
の
地
域
色
が
と
く
に
	
瞭


す
る
時
�
で
あ
る
︒
生
產
の
分
散


が
�
代
よ
り
一
層
�
行
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
漢
鏡
五
�
に
尙
方
か
ら
分
立
し
た
民
閒
工
�

(岡
村
・
二
〇
一
〇
)

な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
系
瓜
が
各
地
に
お
い
て
特
色
あ

る
展
開
を
示
す
︒
一
方
で
︑
そ
う
し
た
生
產
は
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
系
瓜
閒
の
影
�
關
係
も
�
め
る
︒

こ
う
し
た
動
向
の
基
本
に
あ
る
生
產
單
位
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
︒
そ
れ
ら
が
集
ま
っ
て
ま
と
ま
り
の
あ
る

生
產
系
瓜
を
�
成
す
る
も
の
や
︑
獨
自
性
を
保
っ
た
小
さ
な
系
瓜
と
し
て
短
�
閒
で
�
る
も
の
な
ど
が
あ
る
︒

現
在
︑
地
域
ご
と
の
單
位
と
し
て
︑
﹁
徐
州
系
﹂﹁
錢
塘
江
系
﹂
な
ど
の
言
葉
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
﹁
大
き
な
﹂
生
產
系
瓜
の
鏡
群
は
︑
�

樣
や
銘
�
に
關
し
て
一
定
の
ま
と
ま
り
は
示
し
つ
つ
も
︑
一
つ
に
は
括
り
き
れ
な
い
相
�
點
も
多
く
含
む
︒
そ
れ
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
を
も

つ
小
さ
な
生
產
系
瓜
が
混
淆
し
て
い
る
か
ら
と
考
え
る
︒
し
か
し
�
料
數
の
問
題
な
ど
か
ら
︑
す
べ
て
を
突
き
詰
め
て
基
本
�
な
單
位
に
分
解

し
て
ゆ
く
こ
と
に
は
困
難
が
あ
る
︒
形
態
︑
�
樣
︑
銘
�
︑
分
布
狀
況
を
考
慮
し
て
︑
現
狀
で
の
合
理
�
な
單
位
を
ま
と
め
て
ゆ
く
こ
と
が
ま

ず
必
�
で
あ
る
︒
銘
�
は
︑
そ
う
し
た
小
さ
な
系
瓜
の
區
分
や
系
瓜
閒
の
關
係
を
み
る
上
で
重
�
な
手
が
か
り
を
提
供
す
る
︒
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漢
鏡
七
�
の
銘
�
に
つ
い
て
は
本
書
の
岡
村
論
考
で
詳
し
く
觸
れ
ら
れ
て

い
る
が
︑
こ
こ
で
は
三
國
�
へ
の
展
開
と
深
く
か
か
わ
る
系
瓜
や
︑
怨
た
な

知
見
を
得
た
系
瓜
に
つ
い
て
觸
れ
る
こ
と
に
す
る
︒
鏡
の
樣
式
區
分
と
し
て

も
︑
銘
�
の
區
分
と
し
て
も
漢
鏡
と
三
國
鏡
を
	
確
に
分
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
︒
あ
く
ま
で
!
宜
�
な
區
分
で
あ
る
こ
と
を
了
解
さ
れ
た
い
︒

一

銅
鏡
の
系
瓜
と
銘
�

(
一
)
華
西
系
鏡
群
の
展
開

三
段
式
神
仙
鏡
と
畫
�
帶
對
置
式
神
獸
鏡

神
獸
鏡
の
一
種
に
︑
三
段
式
神

仙
鏡
と
名
付
け
ら
れ
た
鏡
式
が
あ
る
︒
內
區
を
三
層
に
區
分
し
︑
各
段
に
神

仙
を
中
心
と
し
た
人
物
像
を
配
す
る
︒
上
段
に
は
蓋
の
下
の
一
人
の
座
像
を

中
心
に
複
數
の
人
物
像
︑
下
段
に
は
樹
木
表
現
の
脇
に
人
物
像
を
表
す
︒
紀

年
鏡
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
お
お
む
ね
二
世
紀
後
$
～
三
世
紀
は
じ
め
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

三
段
式
神
仙
鏡
の
製
作
地
に
つ
い
て
は
︑﹁
蜀
鏡
﹂
と
い
う
%
價
も
す
で

に
な
さ
れ
て
い
る
︹
兪
・
一
九
八
六
︺
︒
今
あ
ら
た
め
て
分
布
を
&
べ
て
み
る

と
︑
四
川
と
陝
西
に
分
布
が
集
中
す
る
こ
と
が
確
�
で
き
る

(圖

)
︒
兩

1
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圖 1 三段式神仙鏡と畫�帶對置式神獸鏡の分布 三段式神仙鏡 畫�帶對置式神獸鏡
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圖 2 華西系鏡群と畫�帶對置式神獸鏡 1〜4：三段式神仙鏡 (1 湖北・胡集墓、2西安・未央區、
3四川・何家山 1號墓、4上海*物館藏) 5：方銘盤龍鏡 (巖窟) 6：畫�帶對置式神獸鏡
(湖北・鄂鋼 544 工地)



地
域
に
製
作
地
の
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

三
段
式
神
仙
鏡
の
生
產
地
を
限
定
す
る
材
料
は
他
に
も
あ
る
︒
こ
の
鏡

に
表
さ
れ
た
東
王
父
・
西
王
母
像
は
︑
座
の
兩
脇
に
顏
を
外
に
向
け
た
龍

虎
を
表
現
し
た
︑
い
わ
ゆ
る
龍
虎
座
を
と
も
な
う
こ
と
が
特
,
で
あ
る
︒

こ
れ
は
四
川
出
土
の
畫
像
塼
や
搖
錢
樹
の
西
王
母
像
に
よ
く
み
ら
れ
る
表

現
で
あ
り
︑
地
域
�
な
特
色
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
︹
小
南
・
一
九
七
四
︑

李
・
二
〇
〇
〇
︑
巫
・
二
〇
〇
〇
︺
︒
三
段
式
神
仙
鏡
生
產
の
中
心
が
四
川
に

あ
っ
た
こ
と
の
傍
證
と
な
る
︒

こ
れ
と
は
.
く
衣
な
る
內
區
圖
像
を
も
つ
神
獸
鏡
と
し
て
︑
畫
�
帶
對

置
式
神
獸
鏡
が
あ
る
(圖

-

)
︒
東
王
父
・
西
王
母
の
像
を
は
さ
ん
で
獸

2

6

像
を
配
し
︑
鈕
を
/
て
て
そ
れ
ら
を
對
置
し
た
內
區
圖
像
を
も
つ
︒
對
置

式
神
獸
鏡
で
は
外
區
に
畫
�
帶
を
め
ぐ
ら
す
も
の
と
銘
帶
を
ま
わ
す
も
の

の
二
種
類
が
あ
る
が
︑
畫
�
帶
を
も
つ
形
式
は
湖
北
省
鄂
城
で
ま
と
ま
っ

て
出
土
し
て
い
る
(圖

)
︒
ま
た
銘
�
に
﹁
吳
3
	
鏡
﹂﹁
吳
郡
趙
忠
4

1

作
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
吳
鏡
の
代
表
例
と
し
て
5
わ
れ
る
場
合
が
多
い
︒

兩
者
は
こ
れ
ま
で
別
地
域
︑
別
系
瓜
の
鏡
式
と
し
て
5
わ
れ
︑
そ
の
關

係
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
し
か
し
銘
�
を

中
心
に
檢
討
す
る
と
︑
こ
の
二
つ
の
鏡
群
は
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
展
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圖 3 九子・三王の銘 (1：畫�帶8狀9 (對置式) 神獸鏡、2：三段式神仙鏡、
3：畫�帶對置式神獸鏡、4：方銘盤龍鏡)



開
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒

九
子
・
三
王

三
段
式
神
仙
鏡
に
は
︑
﹁
一
母
:
坐
子
九
人
﹂
(華
西
〇
一
)
︑﹁
九
子
作
容
﹂
(華
西
〇
二
)
︑﹁
九
子
作
﹂
(華
西
〇
三
)
︑﹁
九
子
悦
﹂

(華
西
〇
四
)
︑﹁
九
子
	
悦
﹂
(華
西
〇
五
)

の
よ
う
に
︑﹁
九
子
﹂
と
い
う
語
を
ふ
く
む
銘
�
を
多
く
み
る

(圖

)
︒
後
で
觸
れ
る
が
︑
こ
の

3

﹁
九
子
﹂
は
三
段
式
神
仙
鏡
の
圖
像
內
容
か
ら
生
ま
れ
た
語
で
あ
り
︑
三
段
式
神
仙
鏡
の
圖
像
世
界
と
強
い
關
わ
り
を
も
っ
た
言
葉
で
あ
る
︒

こ
の
﹁
九
子
﹂
は
畫
�
帶
對
置
式
神
獸
鏡
の
銘
�
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
︒﹁
九
子
作
悦
﹂
(
吳
〇
一
)
︑﹁
九
子
悦
﹂
(
吳
〇
二
)

な
ど
で
あ
る
︒

ま
た
三
段
式
神
仙
鏡
に
は
︑﹁
三
王
作
容
﹂
(華
西
〇
六
)

の
よ
う
に
﹁
三
王
﹂
を
作
鏡
;
體
に
示
す
も
の
が
あ
る
︒﹁
三
王
﹂
は
一
般
に
夏

禹
・
商
湯
・
周
�
な
い
し
武
王
を
さ
す
が
︑
こ
こ
で
の
﹁
三
王
﹂
が
具
體
�
に
何
を
さ
す
の
か
は
不
	
︒﹁
九
子
﹂
と
お
な
じ
く
三
段
式
神
仙

鏡
の
圖
像
と
關
係
し
た
語
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
畫
�
帶
對
置
式
神
獸
鏡
に
も
﹁
三
王
作
悦
﹂
(
吳
〇
五
・
〇
六
)

の
例
が
あ
る
︒
こ
の
﹁
三
王
﹂

の
�
字
は
︑
橫
劃
の
兩
端
や
縱
劃
を
渦
狀
に
曲
げ
て
表
現
す
る
獨
特
の
字
形
で
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
う
し
た
特
,
も
一
致
す
る

(圖

)
︒

3

こ
の
よ
う
に
﹁
九
子
﹂﹁
三
王
﹂
と
い
う
作
鏡
;
體
を
銘
�
に
示
す
こ
と
に
お
い
て
︑
兩
鏡
群
に
は
強
い
關
連
性
を
�
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

他
の
鏡
式
に
は
例
の
少
な
い
﹁
神
?
﹂
(華
西
〇
二
・
〇
三
と
吳
〇
四
)

の
使
用
な
ど
の
類
似
點
も
あ
る
︒

銘
�
の
み
な
ら
ず
︑
圖
像
表
現
に
お
い
て
も
兩
者
に
は
共
@
點
が
あ
る
︒
畫
�
帶
對
置
式
神
獸
鏡
の
西
王
母
・
東
王
父
像
に
も
先
に
觸
れ
た

龍
虎
座
が
表
さ
れ
て
い
る

(圖

-

)
︒
立
體
�
な
A
彫
表
現
で
あ
る
こ
と
も
一
致
し
︑
何
家
山
一
號
墓
鏡

(華
西
〇
二
)

や
邛
崍
市
�
物
管
理

2

6

局
藏
鏡

(華
西
〇
三
)

の
三
段
式
神
仙
鏡
の
神
仙
像
と
類
似
す
る
︒
ま
た
熊
本
縣
江
田
D
山
古
墳
ほ
か
か
ら
出
土
し
た
同
型
鏡
群
の
畫
�
帶
對

置
式
神
獸
鏡
に
は
︑
龍
虎
座
の
西
王
母
・
東
王
父
像
と
と
も
に
︑
三
段
式
神
仙
鏡
の
下
段
の
畫
像
と
共
@
す
る
﹁
円
木
﹂
が
表
さ
れ
て
い
る
︒

四
川
か
ら
江
南
へ

｢九
子
﹂
と
い
う
語
の
由
來
は
三
段
式
神
仙
鏡
の
圖
像
に
あ
り
︑﹁
一
母
:
坐
子
九
人
｣↓
｢九
子
作
容
｣↓
｢九
子
作
｣
↓
｢
九

子
悦
﹂
と
い
う
よ
う
に
系
瓜
�
な
變
�
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
三
王
﹂
も
﹁
三
王
作
容
｣
↓
｢三
王
作
﹂
へ
と
同
樣
の
變


を
示
す
︒
こ

れ
ら
の
語
は
三
段
式
神
仙
鏡
に
お
い
て
生
ま
れ
た
も
の
と
み
る
︒
ま
た
龍
虎
座
も
四
川
に
起
源
す
る
神
像
表
現
と
理
解
さ
れ
る
︒

漢末・三國西晉鏡の展開
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四
川
の
三
段
式
神
仙
鏡
に
お
い
て
﹁
九
子
﹂﹁
三
王
﹂
と
い
う
表
現
が
生
ま
れ
︑
圖

像
の
特
,
な
ど
と
と
も
に
︑
湖
北
の
畫
�
帶
對
置
式
神
獸
鏡
に
影
�
を
與
え
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
後
漢
代
に
お
い
て
︑
H
/
地
に
存
在
し
た
銅
鏡
生
產
系
瓜

閒
の
影
�
關
係
を
示
す
好
例
と
い
え
る
︒
製
品
を
@
じ
た
影
�
關
係
か
︑
工
人
の
I
液

や
移
動
を
示
す
も
の
か
︑
具
體
�
な
背
景
に
つ
い
て
	
ら
か
に
で
き
な
い
︒
し
か
し
圖

像
�
樣
.
體
に
お
い
て
は
大
き
な
/
た
り
が
あ
る
鏡
群
閒
に
お
い
て
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な

I
液
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
�
料
と
し
て
重
�
で
あ
る
︒

こ
の
畫
�
帶
對
置
式
神
獸
鏡
は
︑
表
現
の
細
緻
性
と
い
う
點
で
は
各
種
の
漢
鏡
の
中

で
も
頂
點
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
製
品
で
あ
る
︒
ま
た
そ
の
圖
像
は
三
國
�
に
模
倣
・
繼

承
さ
れ
︑
吳
鏡
の
;
�
な
鏡
式
と
な
る
︒
後
漢
～
三
國
鏡
の
銅
鏡
の
展
開
に
お
い
て
︑

�
と
な
る
鏡
群
で
も
あ
る
︒

陝
西
の
鏡
群

三
段
式
神
仙
鏡
は
︑
四
川
以
外
で
は
陝
西
の
出
土
が
め
だ
つ
︒
一
方
︑

陝
西
で
は
種
々
の
系
瓜
の
盤
龍
鏡
や
方
銘
獸
�
鏡
の
分
布
す
る
こ
と
が
	
ら
か
に
さ
れ
︑

四
川
と
關
連
を
も
つ
鏡
群
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︹
上
野
・
二
〇
〇
五
︺
︒
こ
こ
で
は
︑

そ
の
中
で
�
樣
帶
に
方
格
銘
を
入
れ
た
形
式
の
方
銘
盤
龍
鏡

(上
野
の
名
稱
で
は
盤
龍
座
方

格
獸
帶
鏡
)

を
と
り
あ
げ
る
︒

こ
の
方
銘
盤
龍
鏡
の
中
に
も
﹁
三
王
﹂
の
銘
を
も
つ
例
が
あ
る

(圖

-

華
西
〇

2

5

七
)
︒
そ
し
て
外
區
�
樣
に
お
い
て
も
龍
�
の
使
用
な
ど
三
段
式
神
仙
鏡
と
共
@
す
る
も
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圖 4 華西系鏡群の8狀9神獸鏡 (1 西安・未央區、2故宮)



の
が
あ
る
︒
K
彫
で
龍
�
を
表
現
し
た
も
の
で
︑
兩
鏡
式
で
ほ
ぼ
同
じ
形
式
の
例
が
存
在
す
る
︒

ま
た
陝
西
に
は
︑
他
に
特
色
を
も
っ
た
神
獸
鏡
の
分
布
の
ま
と
ま
り
を
確
�
で
き
る
︒
內
區
圖
像
は
鯵
略


し
た
8
狀
9
神
獸
鏡
で
あ
り
︑

外
側
の
畫
�
帶
も
省
略
さ
れ
た
も
の
や
魚
�
と
置
き
奄
わ
っ
た
例
な
ど
が
あ
る

(圖

)
︒
華
西
〇
八
の
黃
盖
作
銘
8
狀
9
神
獸
鏡
は
︑
そ
の

4

中
で
は
比
�
�
�
樣
が
整
っ
て
い
る
も
の
の
︑
方
格
に
は
一
字
ず
つ
銘
を
記
す
︒﹁
黃
盖
作
﹂
は
比
�
�
數
が
少
な
い
製
作
者
名
で
あ
る
が
︑

他
で
は
華
西
〇
一
の
三
段
式
神
仙
鏡
や
陝
西
城
固
縣
の
盤
龍
鏡

(方
銘
盤
龍
鏡
と
は
衣
な
る
鏡
式
︑
華
西
一
〇
の
M
參
照
︒
m
・
一
九
八
八
)

に
み
ら
れ

る
︒
ま
た
他
系
瓜
の
神
獸
鏡
の
銘
�
で
は
︑
第
二
句
を
﹁
幽
湅
三
商
﹂
と
す
る
も
の
が
多
い
が
︑﹁
幽
湅
金
商
﹂
と
表
記
す
る
點
も
特
,
で
あ

る
︒
他
に
﹁
金
岡
﹂﹁
三
岡
﹂
な
ど
と
す
る
例
が
め
だ
つ
︒﹁
三
岡
﹂
の
使
用
例
は
︑﹁
九
子
	
悦
﹂
銘
の
三
段
式
神
仙
鏡
に
も
あ
る

(華
西
〇

五
)
︒
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畫
�
帶
對
置
式
神
獸
鏡

三
段
式
神
仙
鏡

鏡
式

四
川

陝
西

湖
北

湖
北

浙
江

貴
州

分
布

陝
西

四
川

表
一

華
西
系
鏡
群
・
畫
�
帶
對
置
式
神
獸
鏡
の
特
,

陝
西

渦
�

菱
雲
�
+
畫
�
帶

三
角
�

P
草
�

變
形
龍
�

P
草
�
+
畫
�
帶

三
角
�
+
畫
�
帶

菱
雲
�

三
角
�

素
�

變
形
龍
�

外
區

黃
盖
作

靑
盖
作

陰
氏
作

吾
作

三
王
作

三
王
善
作

靑
盖
作

靑
羊
作

九
子
作

九
子
悦

三
王
作

吳
郡
趙
忠
4
作

吳
3
	
悦

吾
作

(一
母
:
坐
子
九
人
)
九
子
作
容

九
子
作

九
子
悦

九
子
	
悦

三
王
作
容

三
王
作

黃
盖
作

吾
作

余
3

余
作

製
作
者
名

華
西
系
神
獸
鏡

方
銘
盤
龍
鏡



こ
の
よ
う
に
︑
陝
西
な
い
し
漢
中
地
域
に
は
︑
四
川
の
三
段
式
神
仙
鏡
の
生
產
系
瓜
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
た
︑
方
銘
盤
龍
鏡
や
神
獸
鏡

の
生
產
系
瓜
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
る
︒
陝
西
で
も
三
段
式
神
仙
鏡
が
作
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
が
︑
四
川
の
三
段
式
神
仙
鏡
と
の
�

い
は
區
別
で
き
て
い
な
い
︒

以
上
の
よ
う
な
各
鏡
群
の
關
係
は
表
一
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
︒
華
西
系
の
三
段
式
神
仙
鏡
︑
方
銘
盤
龍
鏡
︑
江
南
系
の
畫
�
帶
對
置
式
神

獸
鏡
が
互
い
に
關
連
を
も
っ
て
展
開
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
︒

廣
漢
郡
系
鏡
群
と
の
關
係

後
漢
代
の
四
川
で
生
產
さ
れ
た
銅
鏡
と
し
て
は
︑﹁
廣
漢
﹂
な
い
し
﹁
廣
漢
西
蜀
﹂
の
語
を
銘
に
も
つ
鏡
群
が
知

ら
れ
て
い
る
︒
と
く
に
神
獸
鏡
と
し
て
は
�
古
の
紀
年
銘
を
も
つ
︑
元
興
元
年
銘
の
8
狀
9
神
獸
鏡
が
代
表
例
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
鏡
群
で
は
︑

﹁
尙
方
	
悦
﹂
と
合
せ
記
す
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
四
川
に
存
在
し
た
官
營
工
�
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
原
田
三
壽
は
︑
龍
鈕

や
銘
�
の
特
,
な
ど
か
ら
︑
こ
う
し
た
四
川
の
工
�
で
作
ら
れ
た
神
獸
鏡
︑
獸
首
鏡
の
ま
と
ま
り
を
	
ら
か
に
し
た
︹
原
田
・
一
九
九
一
︺
︒
上

野
祥
S
は
神
獸
鏡
.
體
の
分
析
の
中
で
︑
そ
の
特
,
を
示
し
︑﹁
廣
漢
郡
系
﹂
と
名
付
け
た
︹
上
野
・
二
〇
〇
〇
︺
︒

結
論
か
ら
言
う
と
︑
三
段
式
神
仙
鏡
を
中
心
と
す
る
華
西
系
鏡
群
に
︑
廣
漢
郡
系
鏡
群
と
共
@
す
る
�
素
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒

年
代
�
に
は
︑
紀
年
銘
鏡
か
ら
廣
漢
郡
系
鏡
群
が
先
行
し
て
存
在
し
︑
二
世
紀
後
$
に
お
い
て
K
行
し
て
存
在
し
た
�
閒
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
︑
直
接
の
關
係
性
は
想
定
で
き
な
い
︒

四
川
に
複
數
の
生
產
系
瓜
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
廣
漢
郡
系
の
鏡
は
分
布
狀
況
が
特
,
�
で
︑
四
川
で
の
發
見
例
は

報
吿
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
長
江
中
液
域
や
樂
浪
地
域
に
み
ら
れ
る
︒
生
產
系
瓜
や
生
產
地
に
つ
い
て
の
問
題
を
ふ
く
む
鏡
群
で
あ
る
︒

(
二
)
徐
州
系
鏡
群
の
系
瓜
細
分

徐
州
系
は
岡
村
秀
典
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
鏡
群
で
あ
る
︹
岡
村
・
一
九
九
二
・
九
九
ほ
か
︺
︒
山
東
南
西
～
安
徽
・
江
蘇
北
部
に
生
產
地
が
想
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定
さ
れ
︑
漢
鏡
七
�
を
代
表
す
る
生
產
系
瓜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
そ
の

製
品
が
︑
樂
浪
や
日
本
列
島
で
大
量
に
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
特
,
で
あ

る

(圖

)
︒
鏡
式
と
し
て
は
︑
畫
像
鏡
の
一
部
︑
上
方
作
系
獸
帶
鏡
︑
飛

5

禽
鏡
︑
畫
�
帶
同
向
式
神
獸
鏡
︑
V
緣
神
獸
鏡
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
う
ち
神
獸
鏡
に
つ
い
て
は
上
野
祥
S
の
分
析
に
よ
っ
て
︑
そ
の

特
,
が
よ
り
	
確
に
さ
れ
た
︹
上
野
・
二
〇
〇
〇
︺
︒
と
く
に
8
狀
9
神

獸
鏡
の
中
で
︑
徐
州
系

(上
野
の
用
語
で
は
華
北
東
部
系
)

に
屬
す
る
鏡

群
の
特
,
が
	
示
さ
れ
た
こ
と
は
重
�
で
あ
る
︒
徐
州
系
を
は
じ
め
と

し
て
神
獸
鏡
製
作
に
複
數
の
系
瓜
が
關
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
�
さ

れ
た
︒

系
瓜
區
分

こ
の
よ
う
に
﹁
徐
州
系
﹂
﹁
華
北
東
部
系
﹂
と
い
う
形
で
︑

漢
鏡
七
�
に
お
い
て
︑
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
生
產
系
瓜
の
存

在
が
	
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
さ
ら
に
系
瓜
區
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
︹
森
下
・
二
〇
〇
七

︺
︒
﹁
徐
州
系
﹂
の
中
に
は
︑
銘
�
や

b

�
樣
が
大
き
く
衣
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
鏡
が
ふ
く
ま
れ
て
お
り
︑
特
,
自
體

の
ま
と
ま
り
は
漠
然
と
し
て
い
る
︒
小
さ
な
ま
と
ま
り
に
區
分
す
る
こ
と

で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
特
,
が
	
確
に
な
る
も
の
と
考
え
る
︒

區
分
の
手
掛
か
り
の
ひ
と
つ
と
な
る
の
は
銘
�
形
式
で
あ
り
︑
�
樣
・
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圖 5 徐州系鏡群の分布 ◆袁氏作系畫宴鏡 ●上方作系獸帶鏡 ■飛禽鏡 ★畫�帶同向式神獸
鏡・V緣神獸鏡・V緣四獸鏡 V緣同向式神獸鏡
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圖 6 徐州系鏡群 A系 1〜3：袁氏作系畫宴鏡 4：上方作系獸帶鏡 5・6：飛禽鏡 (1 小校、2 安
徽・金崗M6、3 山東・照山莊、4山東・濟南張莊M1、5河北・永年縣、6山東・渴口M51)



形
態
�
特
,
を
檢
討
し
て
︑
Z
の

～

の
系
瓜
に
整
理
す
る
︒

A

C

系
瓜

鏡
群

大
き
さ

9

表
現

外
區

(
周
緣
)

銘
�
形
式

(林
裕
己
・
二
〇
〇
六
)

袁
氏
作
系
畫
宴
鏡
・
獸
帶
鏡

中
～
大
型

圓
座
9

A
彫

K
緣
P
草
�
・
V
緣
波
鋸
�

七
字
句
・

A

Ra

上
方
作
系
獸
帶
鏡

小
～
中
型

圓
座
9

A
彫

K
緣
素
�
・
V
緣
鋸
�
ほ
か

七
字
句
・

(

)

A

X

Kb

飛
禽
鏡

小
型

圓
座
9

A
彫

K
緣
素
�
・
V
緣
鋸
�

銘
な
し

A

神
人
歌
舞
畫
宴
鏡

中
～
大
型

圓
座
9

A
彫

K
緣
畫
宴
�
・
V
緣
鋸
波
鋸
�
ほ
か

七
字
句
・

B

Pb

V
緣
神
獸
鏡
の
一
部

中
型

圓
座
9

A
彫

V
緣
鋸
波
鋸
�

七
字
句
・

／

B

Pb

Pd

畫
�
帶
同
向
式
神
獸
鏡

(Ⅰ
式
)

中
～
大
型

素
9
ほ
か

A
彫

K
緣
菱
雲
�

四
字
句
・

／
天
王
日
[

C1

Sb

8
狀
9
神
獸
鏡

(Ⅱ

式
)

中
型

9
な
し

A
彫

K
緣
菱
雲
�

四
字
句
・

／
天
王
日
[

C1

C

Sb

V
緣
神
獸
鏡
・
四
獸
鏡

中
型

圓
座
9

A
彫

V
緣
鋸
波
鋸
�

四
字
句
・

C2

Sc

袁
氏
作
系
鏡
群

こ
の
中
で
︑
そ
の
ま
と
ま
り
が
も
っ
と
も
	
瞭
な
も
の
は
袁
氏
作
系
畫
像
鏡
で
あ
る

(圖

)
︒
共
@
性
を
と
く
に
強
く
示

6

す
の
は
銘
�
で
あ
り
︑
Z
の
よ
う
な
例
が
あ
る
︒

袁
氏
作
悦
眞
大
巧
︒
上
\
東
王
公
西
王
母
︑
仙
人
子
僑
赤
誦
子
︒
白
乕
薰
盧
左
右
︒
爲
^
高
升
賈
萬
︒
千
秋
萬
歲
生
長
︒
(銘
�
七
〇
一
)

袁
氏
作
悦
眞
大
巧
︒
上
\
東
父
王
西
王
母
︒
靑
龍
在
左
白
乕
居
右
︒
辟
`
喜
怒
無
央
咎
︒
仙
人
王
高
赤
容
子
︒
千
秋
萬
世
生
長
︒
(銘
�
七

〇
二
)

林
裕
己
分
類
の

・

式
に
あ
た
り
︹
林
裕
己
・
二
〇
〇
六
︺
︑
七
字
句
で
�
成
さ
れ
る
獨
特
の
銘
�
形
式
で
あ
る
︒
東
王
公
・
西
王
母
と

Ra
1

2

漢末・三國西晉鏡の展開
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靑
龍
・
白
虎
と
い
っ
た
神
仙
・
靈
獸
の
雙
方
が
銘
�
に
登
場
す
る
點
が
特
,
で
あ
る
︒﹁
辟
`
喜
怒
﹂
な
ど
他
の
鏡
群
に
は
例
を
み
な
い
表
現

も
め
だ
つ
︒﹁
薰
盧
﹂
は
圖
像
に
も
表
現
さ
れ

(圖

-

・

銘
�
七
〇
一
)
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
と
こ
の
鏡
群
に
し
か
み
ら
れ
な
い
圖
像
・
銘
で

6

1

3

あ
る
︹
上
野
・
二
〇
〇
一
︺
︒﹁
袁
氏
作
﹂
の
ほ
か
に
﹁
田
氏
作
﹂︑﹁
至
氏
作
﹂︑﹁
銍
氏
作
﹂
な
ど
が
あ
る
が
︑
銘
�
形
式
の
み
な
ら
ず
︑
字
體
も

類
似
性
が
強
い

(圖

)
︒
と
く
に
﹁
巧
﹂
と
い
う
字
の
橫
劃
の
a
と
旁
と
を
つ
な
げ
て
書
く
特
,
�
な
字
形
な
ど
︑
細
か
い
點
で
も
共
@
性

7

を
示
す
︒
徐
州
の
地
に
展
開
し
た
袁
氏
を
中
心
と
す
る
生
產
系
瓜
の
製
品
と
理
解
さ
れ
る
︒

ま
た
多
く
が
二
神
二
獸
鏡
式
の
畫
像
鏡
で
あ
る
が
︑
V
緣
同
向
式
神
獸
鏡
の
中
に
も
銘
�
︑
圖
像
表
現
の
一
致
す
る
例
︹
車
崎
・
二
〇
〇
五
︺

が
あ
り
︑
同
じ
く
﹁
袁
氏
作
﹂
で
あ
る
︒
ひ
と
つ
の
生
產
系
瓜
で
︑
複
數
の
﹁
鏡
式
﹂
を
作
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
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圖 7 袁氏作系鏡群の銘�字體 (左：陳介祺、
中：三槐堂、右：陳介祺)



上
方
作
系
獸
帶
鏡

(圖

-

)

は
︑
圖
�
や
V
緣
で
鋸
齒
�
を
用
い
る
外
區
(當
初
は
K
緣
)
の
特
,
が
共
@
し
︑
袁
氏
作
系
鏡
群
と
同
系
瓜
の

6

4

鏡
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
く
に
そ
こ
に
記
さ
れ
た
小
神
仙
像
は
︑
袁
氏
作
畫
像
鏡
に
表
さ
れ
た
王
子
喬
・
赤
松
子
の
圖
像
と
同
じ
表
現
で
あ
り
︑

そ
れ
ら
を
繼
承
し
た
も
の
で
あ
る
︒
後
で
觸
れ
る
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
系
瓜
に
お
い
て
は
王
子
喬
・
赤
松
子
と
い
っ
た
神
仙
が
と
り
わ
け
重
視

さ
れ
て
い
た
︒

ま
た
飛
禽
鏡

(圖

-

・

)

も
こ
れ
ら
と
同
系
瓜
と
考
え
て
い
る
︒
銘
�
を
缺
き
︑
圖
�
で
も
比
�
す
る
�
素
は
乏
し
い
が
︑
K
緣
か
ら

6

5

6

V
緣
へ
の
推
移
︑
內
區
を
區
切
る
圓
座
9
な
ど
形
態
�
な
特
,
が
︑
上
方
作
系
獸
帶
鏡
と
一
致
す
る
︒

な
お
袁
氏
作
系
畫
像
鏡
の
出
自
を
考
え
る
上
で
︑
Z
の
石
氏
や
呂
氏
の
製
品
は
重
�
で
あ
る
︒
石
氏
作
は
永
元
三
年
と
い
う
紀
年
を
內
區
に

も
つ
︒石

氏
作
悦
世
少
\
︒
東
王
公
西
王
母
︒
人
\
三
仙
侍
左
右
︒
後
常
侍
名
玉
女
︒
雲
中
玉
昌
踊
於
鼓
︒
白
乕
喜
怒
毋
央
咎
︒
男
爲
公
矦
女
□

□
︒
千
秋
萬
歲
生
長
久
︒
(銘
�
六
〇
五
)

呂
氏
乍
悦
世
少
\
︒
東
王
公
西
王
母
︒
仙
人
子
喬
赤
誦
子
︒
車
馬
辟
耶
在
左
右
︒
爲
^
高
升
賈
萬
倍
︒
(銘
�
六
〇
三
)

｢人
\
三
仙
﹂﹁
白
乕
喜
怒
毋
央
咎
﹂
な
ど
特
,
�
な
語
句
の
使
用
が
袁
氏
作
系
鏡
群
と
共
@
す
る
︒
ま
た
玉
女
や
白
虎
の
d
な
ど
圖
像
內
容

が
銘
�
と
合
致
し
て
い
る
點
も
同
樣
で
あ
る
︒
岡
村
の
い
う
淮
e
の
製
品
で
あ
り
︹
岡
村
・
二
〇
一
〇
︺
︑
袁
氏
作
系
鏡
群
が
︑
淮
e
の
一
系
瓜

の
中
か
ら
發
展
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
︒

畫
�
帶
同
向
式
神
獸
鏡
・
�
緣
神
獸
鏡

袁
氏
作
系
鏡
群
を
中
心
と
す
る
強
い
ま
と
ま
り
と
比
�
す
る
と
︑
同
じ
く
徐
州
系
と
さ
れ
て
き
た
畫

�
帶
同
向
式
神
獸
鏡
や
V
緣
神
獸
鏡
に
は
︑
そ
れ
と
結
び
つ
く
よ
う
な
共
@
點
を
ほ
と
ん
ど
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い

(圖

)
︒
神
仙
像

8

は
A
彫
式
で
あ
る
が
︑
體
の
向
き
を
や
や
V
め
に
し
た
東
王
父
と
西
王
母
な
ど
の
圖
像
が
特
,
で
︑
畫
�
帶
同
向
式
神
獸
鏡
と
V
緣
神
獸
鏡
で

は
ほ
ぼ
同
じ
表
現
を
み
る
︒
銘
�
は
四
字
句
で
林
分
類
の

式
を
中
心
と
す
る
︒
上
野
が
着
目
し
た
よ
う
に
︑﹁
瓜
德
序
g

配
像
萬
疆
﹂
を

Sb
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使
用
す
る
こ
と
が
特
,
で
あ
る
︒
分
布
も
︑
畫
�
帶
同
向
式
神
獸
鏡
は
安
徽
省
南
部

な
ど
︑
袁
氏
作
系
鏡
群
と
は
や
や
衣
な
る
地
域
か
ら
出
土
し
て
い
る
︒

こ
の
畫
�
帶
同
向
式
神
獸
鏡
と
大
部
分
の
V
緣
神
獸
鏡
と
は
︑
個
々
の
�
素
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
︑
圖
像
原
理
に
お
い
て
強
い
共
@
性
を
�
め
る
︒
鈕
を
/
て
て
西
王

母
・
東
王
父
を
置
い
た
東
西
の
ラ
イ
ン
を
基
本
と
し
︑
他
の
圖
像
や
銘
�
︑
鈕
孔
方

向
を
そ
れ
に
揃
え
て
配
置
す
る
︒
V
緣
神
獸
鏡
の
場
合
は
西
王
母
・
東
王
父
と
I
叉

す
る
方
向
に
龍
虎
像
を
配
し
︑
鈕
孔
は
神
像
の
區
畫
に
向
く
︒
銘
�
の
開
始
位
置
も

瓜
一
さ
れ
て
い
る
︒

�
緣
神
獸
鏡
の
區
分

V
緣
神
獸
鏡
は
外
區
を
は
じ
め
と
し
て
�
樣
の
共
@
性
が
高

く
︑
一
つ
の
﹁
鏡
式
﹂
と
し
て
︑
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
5
わ
れ
て
き
た
︒
そ
の
一
方
︑

銘
�
形
式
に
複
數
種
類
が
あ
る
こ
と
な
ど

(樋
口
・
一
九
七
九
)
︑
特
,
が
衣
に
す
る
群

か
ら
な
る
こ
と
も
氣
づ
か
れ
て
い
た
︒

村
松
洋
介
は
神
獸
像
表
現
を
も
と
に
五
群
に
分
類
し
︑
他
の
諸
�
素
を
中
心
に
詳

細
に
檢
討
し
て
︑
そ
れ
ら
が
製
作
者
の
�
い
に
基
づ
く
も
の
と
想
定
し
た
︹
村
松
・
二

〇
〇
四
︺
︒
ひ
と
つ
の
﹁
鏡
式
﹂
に
複
數
の
生
產
系
瓜
が
存
在
す
る
こ
と
を
i
識
し
た

硏
究
と
し
て
重
�
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
そ
う
し
た
製
作
者
の
�
い
を
%
價
す
る
た
め
に
は
︑
他
の
鏡
群
と
の
比

�
檢
討
が
必
�
と
な
る
︒
V
緣
神
獸
鏡
の
う
ち
︑
四
字
句
の
銘
を
も
つ
群

(村
松
分
類
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2：V緣神獸鏡 (ピョンヤン・舊大同江面)



の
③
を
中
心
と
す
る
鏡
群
)

は
︑
畫
�
帶
同
向
式
神
獸
鏡
と
共
@
す
る
�
素
が
多
い
︒
西
王
母
・
東
王
父
を
對
に
し
て
東
西
を
強
く
i
識
し
た
內

區
圖
像
を
�
成
し
︑
や
や
身
體
を
V
め
に
傾
け
た
d
な
ど
は
同
一
表
現
で
あ
る
︒
銘
�
は
︑
方
格
と
銘
帶
と
い
う
�
い
は
あ
る
も
の
の
︑
と
も

に
﹁
吾
作
眀
悦

幽
湅
三
商

配
像
萬
疆

瓜
德
序
g
﹂
と
續
く
形
式
も
共
@
す
る
︒
ま
た
銘
�
の
開
始
位
置
に
も
共
@
す
る
法
則
が
存
在
す

る

(

系
)
︒

C
一
方
︑
村
松
分
類
の
②
や
①
を
中
心
と
す
る
鏡
群
は
︑
Z
の
よ
う
な
七
字
句
の
銘
�
を
も
つ
︒

吾
作
眀
悦
自
\
己
︒
靑
龍
白
乕
居
左
\
︒
令
人
長
命
冝
子
孫
︒
作
^
高
�
車
生
熒
耳
︒
作
師
長
命
吉
︒
(銘
�
七
一
四
)

第
一
句
に
﹁
自
\
己

(紀
)
﹂
を
用
い
︑
﹁
令
人
長
命
﹂﹁
車
生
熒
耳
﹂﹁
五
男
二
女

(銘
�
七
一
五
)
﹂
な
ど
特
,
�
な
語
を
使
用
す
る
︒
同
形

式
の
銘
�
は
︑
獸
首
鏡
の
一
部
の
形
式

(銘
�
七
一
七
・
七
一
八
)
︑
八
鳳
鏡

(銘
�
七
二
一
)

な
ど
に
み
ら
れ
る
︒
ま
た
銘
帶
が
斷
面
蒲
鉾
形
に

ふ
く
ら
む
點
も
特
,
で
あ
る
が
︑
神
人
歌
舞
形
式
の
畫
像
鏡
も
同
樣
に
蒲
鉾
形
の
銘
帶
に
﹁
尙
方
作
悦
自
\
紀
﹂
か
ら
始
ま
る
銘
�
を
記
す

(銘
�
七
一
六
)
︒﹁
令
君
陽
m
﹂
は
︑
Z
の
よ
う
な
漢
鏡
五
�
の
淮
e
の
一
系
瓜
か
ら
使
用
が
始
ま
る
︒

池
氏
作
悦
眞
大
巧
︒
上
\
王
僑
赤
甬
子
︒
令
人
陽
m
不
知
老
兮
︒
(銘
�
五
一
七
)

先
の
V
緣
神
獸
鏡
群
と
は
出
自
も
衣
な
り
︑
別
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う

(

系
)
︒
V
緣
神
獸
鏡
は
︑
他
の

B

鏡
群
の
製
作
と
つ
な
が
り
を
も
っ
た
︑
少
な
く
と
も
二
つ
の
生
產
系
瓜
と
し
て
區
分
で
き
る
︒

な
お
樂
浪
の
貞
梧
洞
一
二
號
墓
か
ら
﹁
靑
盖
作
﹂
で
始
ま
る
銘
を
も
つ
V
緣
神
獸
鏡
が
出
土
し
て
お
り
︑
V
緣
神
獸
鏡
の
古
い
形
式
に
屬
す

る
可
能
性
が
あ
る
(森
下
・
二
〇
〇
七

)
︒
そ
の
後
︑
實
盛
良
彥
に
よ
っ
て
同
樣
の
銘
を
も
つ
V
緣
神
獸
鏡
の
例
が
o
加
さ
れ
た
︹
實
盛
・
二
〇
〇

a

九
︺
︒﹁
靑
盖
﹂
は
漢
鏡
五
�
に
登
場
し
︑
獸
帶
鏡
や
盤
龍
鏡
に
數
多
く
み
ら
れ
る
製
作
者
名
で
あ
る
︒
V
緣
神
獸
鏡
の
基
本
�
な
形
態
で
あ
る
︑

V
緣
で
鋸
齒
�

+

波
�

+

鋸
齒
�
の
外
區
︑
A
彫
表
現
の
內
區
圖
像
は
盤
龍
鏡
に
起
源
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒
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(
三
)
魏
晉
の
規
矩
鏡
・
關
連
鏡
の
銘
�

銘
�
形
式

福
永
伸
哉
に
よ
っ
て
	
ら
か
に
さ
れ
た
︑﹁
特
衣
な
規
矩
鏡
群
﹂
︹
福
永
・
一
九

九
二
︺
を
中
心
と
す
る
魏
晉
鏡
は
︑
銘
�
の
形
式
と
し
て
は
︑
漢
鏡
の
形
式
を
繼
承
し
た

も
の
が
基
本
と
な
る
︒
七
字
句
で
︑
押
韻
・
叶
韻
の
@
る
も
の
も
多
い
︒

羊
作
同
悦
甚
大
工
︒
上
\
山
冋
不
知
老
︒
q
者
長
生
買
;
壽
︒
(魏
晉
〇
一
)

京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
出
土
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
み
る
右
の
銘
�
も
︑
冒
頭
の

﹁
羊
﹂
の
解
釋
は
む
ず
か
し
く
︑
省
略
さ
れ
た
部
分
は
多
い
け
れ
ど
も
︑
漢
鏡
四
�
の
方

格
規
矩
四
神
鏡
な
ど
に
み
ら
れ
る
銘
�
形
式
に
沿
っ
て
い
る
︒
魏
晉
の
規
矩
鏡
の
�
樣
は

漢
代
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
模
倣
品
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑﹁
倣
古
鏡
﹂
﹁
復
古
鏡
﹂
と
い

う
%
價
も
な
さ
れ
て
い
る
︹
車
崎
・
二
〇
〇
一
︺
︒
こ
の
形
式
の
銘
�
も
︑
基
本
�
に
漢
鏡
を

模
倣
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

た
だ
し
︑
從
來
の
漢
鏡
や
他
の
鏡
式
に
は
み
ら
れ
な
い
語
句
が
色
々
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
︑
こ
の
鏡
群
の
銘
�
の
特
,
で
あ
る
︒
右
の

例
で
い
え
ば
﹁
買
;
﹂
と
い
う
表
現
は
漢
鏡
銘
に
は
例
が
な
い
︒
ま
た
﹁
眞
﹂
の
部
分
を
﹁
甚
﹂
と
表
現
す
る
例
が
多
い
の
も
魏
晉
鏡
と
三
角

緣
神
獸
鏡
に
共
@
す
る
特
色
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
特
,
�
な
語
や
表
現
と
三
角
緣
神
獸
鏡
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑
林
裕
己
が
網
羅
�
に
整
理

し
て
い
る
︹
林
裕
己
・
一
九
九
五
︺
︒

尙
方
作
悦
甚
奇
矣
︒
倉
龍
在
左
︑
白
乕
在
右
︒
朱
鳥
玄
武
︑
辟
去
凶
名
︑
子
孫
s
s
冝
父
母
︒
家
中
富
昌
貴
且
︒
(魏
晉
〇
八
)

狩
谷
棭
齊
舊
藏
の
細
線
式
獸
帶
鏡
︹
森
下
・
二
〇
〇
四

︺
に
は
右
の
よ
う
な
銘
�
が
み
ら
れ
︑
圖
�
や
銘
�
の
基
本
�
な
形
式
は
漢
代
の
鏡

a

と
位
置
づ
け
て
も
�
和
感
は
な
い
︒
し
か
し
︑
先
の
例
と
同
樣
︑﹁
甚
﹂
の
使
用
︑﹁
朱
鳥
玄
武
﹂
が
﹁
辟
去
凶
名
﹂
す
る
と
い
う
表
現
︑﹁
子
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圖 9 魏晉の鳥�鏡 (西安・未央區)



孫
s
s
﹂
な
ど
︑
@
常
の
漢
鏡
の
獸
帶
鏡
と
は
衣
な
る
點
を
各
種
含
む
︒
さ
ら
に
︑
そ
う
し
た
特
殊
な
語
を
使
用
す
る
方
格
規
矩
鳥
�
鏡
が

﹃
小
山
林
堂
書
畫
�
�
圖
錄
﹄
辛
册
廿
一
に
揭
載
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
�
樣
の
特
,
は
魏
晉
の
規
矩
鏡
群
と
共
@
す
る
︒
長
�
の
銘
を
も
ち
︑

漢
鏡
の
�
樣
を
比
�
�
忠
實
に
寫
し
た
鏡
群
も
存
在
し
た
こ
と
が
M
i
さ
れ
る
︒

靑
同
之
悦

ま
た
以
下
の
よ
う
に
︑
魏
晉
の
規
矩
鏡
や
鳥
�
鏡
に
特
\
の
銘
�
形
式
も
存
在
す
る
︒

靑
同
之
悦
眀
且
好
︒
□
□
長
生
買
者
w
︒
(魏
晉
〇
二
)

靑
同
作
悦
眀
大
好

長
生
冝
子
孫
︒
(方
格
規
矩
鳥
�
鏡

熊
本
縣
向
野
田
古
墳

富
樫
・
一
九
七
八
)

靑
同
之
悦
甚
大
工
︒
上
右
山
人
食
□
︒
(方
格
規
矩
鳥
�
鏡

巖
窟
・
二
中
二
四
)

靑
同
□
悦
甚
大
好
︒
買
者
w
︒
(獸
帶
鏡

福
岡
縣
城
田
一
號
墳

福
永
・
二
〇
〇
五
・
圖
版
四
一
)

靑
同
之
悦
︒
長
冝
子
孫
︒
(圖

鳥
�
鏡

西
安
市
未
央
區
出
土

西
安
・
五
四
)

9

靑
同
之
悦
︒
長
冝
子
孫
︒
(
P
草
�
鏡

京
都
府
深
草

山
城
x
土
�
料
館
・
一
二
一
)

作
者
名
を
記
さ
ず
︑﹁
靑
同
之
悦
﹂
か
ら
銘
が
始
ま
る
の
が
特
,
で
あ
る
︒﹁
靑
同
﹂
は
魏
晉
鏡
で
多
用
さ
れ
る
表
現
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
魏

晉
鏡
の
中
で
生
み
だ
さ
れ
た
銘
�
形
式
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
漢
鏡
の
基
本
�
な
銘
�
形
式
か
ら
大
き
く
逸
脫
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き

よ
う
︒

(
四
)
三
角
緣
神
獸
鏡
の
銘
�
系
瓜

三
角
緣
神
獸
鏡
の
銘
�
は
大
き
く
區
分
し
て
︑
①
短
銘
の
四
字
句
︑
②
長
銘
の
四
字
句
︑
③
長
銘
の
七
字
句
の
三
種
類
が
あ
る
︒
そ
れ
ぞ

れ
に
特
,
を
衣
に
す
る
︒

短
銘
四
字
句

�
樣
帶
の
方
格
に
{
め
る
形
式
︒﹁
天
王
日
[
﹂
を
は
じ
め
と
し
て
︑﹁
長
宜
子
孫
﹂﹁
君
宜
高
官
﹂
な
ど
を
方
格
に
お
さ
め
る
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も
の
︒﹁
天
王
日
[
﹂
は
四
字
を
ひ
と
つ
の
方
格
に
入
れ
る
も
の
の
ほ
か
︑
二
字
や
一
字
に
分
割
し
て
配
し
た
も
の
も
多
い
︒
方
格
に
﹁
天
王

日
[
﹂
を
入
れ
る
も
の
は
︑
他
鏡
式
で
は
畫
�
帶
神
獸
鏡
に
數
多
く
例
を
み
る
︒
上
野
の
分
析
で
は
︑﹁
華
北
東
部
系
﹂
を
中
心
と
す
る
華
北

地
域
の
神
獸
鏡
銘
に
み
ら
れ
る
特
,
の
よ
う
で
あ
る
︹
上
野
・
二
〇
〇
〇
︺
︒

｢天
王
﹂﹁
日
[
﹂
あ
る
い
は
﹁
天
﹂
﹁
王
﹂﹁
日
﹂﹁
[
﹂
の
よ
う
に
一
句
を
分
割
し
て
︑
別
々
の
方
格
に
配
す
る
も
の
は
三
角
緣
神
獸
鏡
に

し
か
ら
み
ら
れ
な
い
形
式
で
︑
獨
自
の
加
工
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
﹁
君
宜
高
官
﹂﹁
長
宜
子
孫
﹂
は
漢
鏡
銘
と
し
て
は
よ
く
あ
る
語
句
で
あ

る
が
︑
こ
れ
を
方
格
に
﹁
君
﹂﹁
宜
﹂
﹁
高
﹂﹁
官
﹂
や
﹁
長
﹂﹁
宜
﹂﹁
子
﹂﹁
孫
﹂
と
分
け
て
入
れ
る
手
法
も
三
角
緣
神
獸
鏡
以
外
に
ほ
と
ん
ど

例
を
み
な
い
︒

長
銘
四
字
句

(表
現
⑭
)

四
字
句
か
ら
な
る
長
�
の
銘
は
︑
樋
口
隆
康
の
銘
�
分
類
に
お
い
て

式
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
︹
樋
口
・

U

一
九
五
三
︺
と
紀
年
銘
鏡
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
�
者
の
み
と
り
あ
げ
る
︒

怨
作
眀
悦
︑
幽
律
三
剛
︒
銅
出
徐
州
︑
師
出
洛
陽
︒
彫
�
刻
鏤
︑
皆
作
�
違
︒
配
德
君
子
︑
淸
而
且
眀
︒
左
龍
右
乕
︑
轉
世
\
名
︒
師
子

辟
`
集
會
幷
︒
王
父
王
母
游
戲
聞
︒
□
□
□
︑
冝
子
孫
︒

(三
角
緣
〇
一
)

數
種
類
の
鏡
に
み
ら
れ
る
が
︑
語
の
衣
同
が
わ
ず
か
に
あ
る
�
度
で
あ
る
︒
こ
の
銘
を
記
し
た
鏡
は
岸
本
直
�
分
類
の
表
現
⑭
に
屬
し
︑
特

,
�
な
神
獸
像
表
現
・
配
置
を
も
つ

(岸
本
・
一
九
八
九
)
︒
內
區
の
割
合
が
大
き
い
點
や
十
字
形
に
配
さ
れ
た
傘
松
形
�
樣
な
ど
獨
自
性
が
き

わ
め
て
強
い
︒
一
人
か
ら
數
人
�
度
の
工
人
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
個
性
の
強
い
鏡
群
と
み
る
べ
き
で
︑
そ
の
銘
�
は
漢
鏡
銘
の
類
型
と
し
て

5
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
︒

著
名
な
﹁
銅
出
徐
州
︑
師
出
洛
陽
︒
﹂
の
語
句
も
︑
そ
う
し
た
獨
自
性
の
強
さ
を
考
慮
し
て
%
價
す
る
必
�
が
あ
る
が
︑
今
の
と
こ
ろ
出
自

は
不
	
で
あ
る
︒
樂
浪
石
巖
里
二
〇
〇
號
墓
出
土
の
漢
鏡
四
�
の
方
格
規
矩
四
神
鏡

(銘
�
四
四
六
M
)

に
﹁
名
師
作
之
出
雒
陽
﹂
の
あ
る
こ
と

が
M
目
さ
れ
る
が
︹
岡
村
・
一
九
九
九
︺
︑
對
句
�
3
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
︑
直
接
の
祖
型
と
は
な
ら
な
い
︒
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こ
の
銘
�
の
基
本
�
な
形
式
は
︑
徐
州
系
の
畫
�
帶
神
獸
鏡
の
銘
�
と
關
連
す
る
も
の
と
考
え
る
︒﹁
怨
作
眀
悦
︑
幽
律
三
剛
﹂
は
﹁
吾
作

眀
悦
︑
幽
湅
三
商
﹂︑﹁
彫
�
刻
鏤
﹂
は
﹁
周
刻
無
祉
﹂︑﹁
皆
作
�
違
︑
配
德
君
子
﹂
は
﹁
配
像
萬
疆
︑
瓜
德
序
g
﹂
と
あ
る
�
度
對
應
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
し
.
體
の
/
た
り
は
大
き
い
︒

こ
の
よ
う
に
銘
�
形
式
は
獨
自
性
が
強
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
左
龍
右
乕
﹂﹁
師
子
辟
`
﹂
の
よ
う
に
各
種
の
獸
像
名
が
用
い
ら
れ
て
い

る
點
は
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
の
他
の
長
�
銘
と
共
@
す
る
︒

長
銘
七
字
句

(表
現
⑧
／
表
現
①
／
表
現
⑥
・
⑦
)

;
�
な
も
の
は
三
種
類
あ
り
︑
岸
本
直
�
の
神
獸
像
表
現
分
類
に
よ
る
工
人
群
の
�
い
と
對

應
す
る
︹
岸
本
・
一
九
八
九
︺
︒

一
種
類
は
陳
氏
作
の
鏡
の
銘
�
で
あ
る

(三
角
緣
一
二
～
一
四

表
現
⑧
)
︒﹁
冝
H
g
相
保
﹂﹁
用
靑
同
至
海
東
﹂
な
ど
︑
き
わ
め
て
珍
し
い
語

を
使
用
す
る
が
︑
語
句
の
斷
片
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
た
よ
う
な
銘
�
で
�
�
に
つ
な
が
り
が
な
い
︒
形
式
と
し
て
の
ま
と
ま
り
も
缺
く
︒
小
林
行

雄
は
︑
は
や
く
か
ら
こ
の
鏡
群
の
獨
自
性
に
着
目
し
︑
銘
�
中
に
小
9
を
揷
入
す
る
な
ど
の
特
,
に
よ
っ
て

式
と
い
う
範
疇
を
も
う
け
て
い

X

る
︹
小
林
・
一
九
七
一
︺
︒

な
お
岸
本
は
︑
こ
れ
ら
の
銘
�
を
も
つ
表
現
⑧
の
鏡
群
と
︑
後
で
觸
れ
る
表
現
⑥
・
⑦
を
合
わ
せ
て
﹁
陳
氏
作
鏡
群
﹂
と
い
う
液
e
の
存
在

を
想
定
し
た
︒
そ
れ
ら
を
結
ぶ
;
�
な
�
素
は
神
獸
像
表
現
と
﹁
陳
氏
﹂
と
い
う
銘
�
の
製
作
者
名
に
あ
る
と
考
え
る
が
︑
表
現
⑧
と
表
現

⑥
・
⑦
と
で
は
銘
�
形
式
︑
他
の
圖
像
�
素
も
大
き
く
衣
な
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
と
ま
り
を
な
す
も
の
と
み
る
の
が
自
然
で
︑
同
姓
衣
工
人
の

製
品
と
み
る
ほ
う
が
よ
い
︒

表
現
①
の
銘
�

(三
角
緣
〇
五
～
〇
七
)

は
形
式
や
押
韻
と
も
に
整
っ
て
い
る
︒﹁
仙
人
王
喬
赤
松
子
﹂
の
よ
う
な
西
王
母
・
東
王
父
以
外
の

神
仙
名
や
︑
師
子

(獅
子
)
・
辟
`
や
天
鹿
・
其
粦

(麒
麟
)

と
い
っ
た
四
神
以
外
の
珍
し
い
獸
像
名
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
が
大
き
な
特
色
で

あ
る
︒
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ま
た
表
現
①
の
銘
�
に
は
仙
人
が
﹁
甥
由
天
下
至
四
海
﹂
と
い
う
表
現
を
も
つ
も
の
が
ふ
く
ま
れ
る

(三
角
緣
〇
四
)
︒
こ
れ
は
內
區
圖
像
が

8
狀
9
式
や
對
置
式
な
ど
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
の
中
で
も
原
型
と
な
っ
た
神
獸
鏡
の
配
置
を
殘
す
も
の
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
神
像
は
獸
像

の
上
に
騎
坐
し
た
d
で
描
か
れ
て
お
り
︑
﹁
甥
由
天
下
至
四
海
﹂
は
そ
う
し
た
圖
像
と
對
應
す
る
表
現
か
も
し
れ
な
い
︒

一
方
︑
表
現
⑥
・
⑦
の
銘

(三
角
緣
〇
八
～
一
〇
)

は
趣
を
衣
に
し
︑﹁
神
守
�
龍
乕
﹂
が
﹁
身
\
�
違
口
銜
巨
﹂
と
獸
像
の
d
を
詳
し
く
描

寫
し
︑﹁
古
\
?
人
東
王
父
西
王
母
﹂
と
神
仙
に
つ
い
て
衣
例
の
記
述
を
示
す
︒
こ
の
﹁
?
人
﹂
に
關
わ
る
銘
�
は
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
以
外
で

は
︑
今
の
と
こ
ろ
徐
州
系
の
神
獸
鏡
や
畫
像
鏡
の
數
例
に
し
か
み
ら
れ
な
い
︒
漢
鏡
銘
と
し
て
は
衣
色
の
語
句
で
あ
る
︒

許
氏
作
悦
自
\
紀
︒
靑
龍
白
乕
居
左
右
︒
?
人
周
公
魯
孔
子
︒
作
^
高
�
車
生
耳
︒
郡
舉
孝
廉
州
*
士
︒
少
不
努
力
老
乃
悔
︒
吉
︒
(銘

�
七
一
三
)

吾
作
	
悦
自
\
用
︒
□
去
北
羊
□
□
子
︒
□
□
周
公
魯
孔
子
︒
君
宜
福
大
吉
利
︒

(安
徽
省
.
椒
縣
卜
集
x
上
元
村
東
吳
塼
室
墓
出
土
8
狀
9
神
獸
鏡

圖

釋
�
は
朱
・
一

10

九
九
七

﹁
北
羊
﹂
は
﹁
不
羊
﹂
か
)
︒

蔡
氏
作
悦
自
\
□
︒
上
\
?
人
不
知
老
︒
東
王
公
西
王
□
︒
山
人
子
僑
赤
松
子
︒

馬
千
頭
︒
(銘
�
七
一
一

藥
照
寺
・
二
八
)

銘
�
形
式
や
出
土
地
な
ど
か
ら
徐
州
系
の
範
疇
に
屬
す
る
︒
三
角
緣
神
獸
鏡
に
お

け
る
﹁
?
人
﹂
の
使
用
は
︑
こ
の
液
れ
を
引
き
繼
ぐ
も
の
と
考
え
る
︒
た
だ
し
﹁
?

人
周
公
魯
孔
子
﹂
で
は
な
く
︑
｢古
\
?
人
東
王
父
西
王
母
﹂
と
︑
東
王
父
・
西
王

母
を
組
合
せ
た
形
に
變


し
て
い
る
點
は
﹁
?
人
﹂
の
i
味
を
解
釋
す
る
上
で
重
�

で
あ
り
︑
Z
違
で
說
	
を
加
え
る
︒
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徽・上元村)



表
現
①
と
表
現
⑥
⑦
の
銘
�
は
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
の
長
�
銘
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
︑
雙
方
と
も
獨
自
の
銘
�
形
式
を
成
立
さ
せ
て
い

る
︒
單
な
る
繼
ぎ
は
ぎ
の
銘
�
と
し
て
は
理
解
で
き
ず
︑
特
定
の
世
界
を
i
圖
し
た
表
現
と
考
え
る
︒

こ
の
ほ
か
に
他
の
鏡
式
と
同
じ
銘
�
や
︑
�
漢
鏡
銘
を
取
り
入
れ
た
特
衣
な
銘
な
ど
も
あ
り
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
の
銘
�
は
き
わ
め
て
多
�
で

あ
る
︒

(
五
)
晉
世
寧
・
大
晉
鏡
の
銘
�

福
井
縣
泰
H
寺
山
古
墳
出
土
の
神
獸
鏡
の
銘
は
︑
そ
の
特
,
�
な
內
容
が
M
目
さ
れ
て
き
た
︒
小
林
行
雄
は
關
連
�
料
を
參
照
し
な
が
ら
銘

�
の
釋
讀
を
お
こ
な
い
︑
西
晉
代
の
製
品
と
推
定
し
た
︹
小
林
・
一
九
八
四
︺
︒
�
�
喬
一
は
廣
く
�
料
を
集
め
て
そ
の
i
義
を
論
じ
た
︹
�
�
・

一
九
九
三
︺
︒

靑
盖
作
鏡
以
發
陽
︒
覽
覩
四
方
昭
中
英
︒
左
龍
右
乕
辟
不
詳
︒
鳥
朱
玄
武
順
陰

陽
︒
q
之
富
貴
子
孫
強
︒
長
保
二
親
樂
未
嘗
︒
風
雨
時
�
五
穀
豐
︒
四
夷
歸


天

下
K
︒
休
兵
息
^
晉
世
寧
︒
(魏
晉
一
三
)

大
晉
靑
盖
以
發
陽
︒
攬
覩
四
方
照
中
英
︒
左
龍
右
乕
師
子
Ó
︒
朱
鳥
玄
武
順
陰
陽
︒

壽
如
金
石
樂
未
嘗
︒
長
保
二
親
子
孫
昌
矣
︒
(魏
晉
一
四
)

紀
年
銘
は
な
い
も
の
の
︑﹁
晉
世
寧
﹂﹁
大
晉
﹂
と
い
う
語
に
よ
り
︑
西
晉
代
の
製

品
と
位
置
付
け
ら
れ
る
︒
王
仲
殊
は
﹁
晉
世
寧
﹂
に
着
目
し
︑
﹃
搜
神
記
﹄
の
﹁
晉
太

康
中
︑
天
下
爲
晉
世
寧
舞
﹂
な
ど
の
記
事
か
ら
︑
太
康
年
閒
の
鏡
で
あ
る
こ
と
を
考

證
し
た
︹
王
仲
殊
・
一
九
八
九
︺
︒
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圖 11 西晉の神獸鏡 (古鏡圖錄)



銘
�
形
式
は
︑
小
林
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
@
り
︑
漢
鏡
の
銘
�

式
中
の
﹁
左
龍
右
乕
;
四
彭
︒
朱
�
玄
武
順
陰
陽
︒
八
子
九
孫
治
中

M

央
︒﹂
と

式
﹁
王
氏
作
悦
四
夷
q
︒
多
賀
國
家
人
民
息
︒
胡
虜
殄
滅
天
下
復
︒
風
雨
時
�
五
穀
熟
︒
長
保
二
親
子
孫
力
︒﹂
と
を
組
合
せ
︑
さ

N

ら
に
い
く
つ
か
の
語
句
を
付
加
︑
改
變
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
以
發
陽
﹂﹁
覽
覩
四
方
﹂﹁
四
夷
歸


﹂
な
ど
︑
こ
の
鏡
群
以
外
に
例
を
み
な
い

語
句
が
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
七
字
句
を
順
守
し
︑
押
韻
も
@
る
な
ど
︑
こ
の
時
�
の
銘
�
と
し
て
は
形
式
が
よ
く
整
っ
て
い
る
點
は
M

目
さ
れ
る
︒

年
代
�
に
は
︑
銘
�

式
・

式
が
�
れ
た
形
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
た
時
�
に
あ
た
る
︒
こ
の
銘
�
は
﹁
復
古
﹂
�
な
性
格
が
強
く
︑
吳

M

N

鏡
の
系
瓜
を
ひ
く
同
時
�
の
紀
年
鏡
群
な
ど
と
は
︑
ま
と
ま
り
を
衣
に
す
る
も
の
と
考
え
る
︒

(
六
)
漢
末
・
三
國
西
晉
�
の
銘
�
の
系
�

後
漢
鏡
の
銘
�
は
︑
七
字
句
の
形
式
と
︑
四
字
句
の
形
式
に
大
別
で
き
る
︒
七
字
句
の
形
式
は
漢
鏡
四
～
五
�
に
成
立
し
︑
形
や
語
句
を
變

え
な
が
ら
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
・
西
晉
鏡
に
ま
で
繼
承
さ
れ
て
ゆ
く
︒

尙
方
作
悦
眞
大
好
︒
上
\
仙
人
不
知
老
︒
渴
飮
玉
泉
�
食
棗
︒
A
游
天
下
敖
亖
海
︒
徘
徊
名
山
ç
芝
草
︒
壽
如
今
石
之
天
保
︒
大
利
八
千

万
兮
︒
(銘
�
四
五
一
)

式
K

尙
方
作
悦
大
毋
傷
︒
巧
工
刻
之
成
�
違
︒
左
龍
右
乕
辟
不
羊
︒
朱
鳥
玄
武
順
陰
陽
︒
子
孫
備
具
居
中
央
︒
長
保
二
親
樂
富
昌
︒
冝
侯
王
兮
︒

(銘
�
五
〇
一
)

式
L

桼
言
之
始
自
\
紀
︒
湅
治
錫
銅
去
其
宰
︒
辟
除
不
祥
冝
古
市
︒
長
葆
二
親
利
孫
子
︒
(銘
�
四
二
九
)

式
O

こ
れ
ら
の
中
の
﹁
眞
大
巧

上
\
⁝
⁝
﹂︑﹁
大
毋
傷

⁝
⁝
巧
工
刻
之
﹂︑﹁
自
\
紀
⁝
⁝
冝
古
市
﹂
と
い
っ
た
組
合
せ
は
三
角
緣
神
獸
鏡
に

至
る
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
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一
方
︑
神
獸
鏡
の
出
現
と
と
も
に
登
場
し
た
四
字
句
;
體
の
銘
�
は
︑
獸
首
鏡
の
一
部
で
整
っ
た
形
式
が
生
ま
れ
︑
徐
州
系
の
神
獸
鏡
類
に

も
繼
承
さ
れ
る
︒
徐
州
系
鏡
群
の
細
分
案
を
示
し
た
が
︑
こ
う
し
た
七
字
句
の
銘
�
の
系
瓜
と
四
字
句
の
系
瓜
の
雙
方
が
液
入
・
繼
承
さ
れ
た

の
が
徐
州
地
域
で
あ
っ
た
︒

後
漢
末
の
華
西
系
鏡
群
で
は
︑
こ
う
し
た
形
式
は
�
れ
︑
さ
ま
ざ
ま
な
銘
�
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
湖
北
の
畫
�
帶
對
置
式
神
獸
鏡

に
は
影
�
を
與
え
た
が
︑
範
圍
は
限
定
�
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

魏
晉
の
規
矩
鏡
を
中
心
と
す
る
鏡
群
は
︑
七
字
句
の
銘
の
形
式
を
あ
る
�
度
繼
承
し
て
い
る
︒
そ
の
一
方
︑
﹁
靑
同
之
悦
﹂
で
始
ま
る
︑
漢

鏡
と
は
ま
っ
た
く
衣
な
る
形
式
の
銘
も
み
ら
れ
る
︒

三
角
緣
神
獸
鏡
の
銘
�
は
︑
形
式
�
に
は
整
っ
た
銘
を
用
い
る
も
の
が
多
く
︑
押
韻
も
一
定
�
度
i
識
さ
れ
て
い
る
︒
工
人
群
に
よ
っ
て
銘

�
形
式
を
衣
に
し
て
お
り
︑
徐
州
系
鏡
群

系
の
銘
�
の
系
瓜
を
ひ
く
も
の
が
め
だ
つ
一
方
︑

系
の
影
�
は
希
�
で
あ
る
︒
ま
た
獨
自
の
改

A

B

變
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
︒

一
方
吳
鏡
で
は
銘
�
の
﹁
形
式
﹂
自
體
が
�
壞
し
︑
字
句
數
や
押
韻
も
揃
わ
ず
︑
多
樣
な
銘
�
・
斷
片
�
な
語
句
が
使
用
さ
れ
る
︒
�
字
と

し
て
讀
め
な
い
例
も
め
だ
つ
︒
そ
の
一
方
紀
年
鏡
が
占
め
る
割
合
が
き
わ
め
て
高
い
の
が
特
,
で
あ
る
︒

吳
鏡
の
不
整
形
な
銘
�
が
續
く
中
で
︑
西
晉
の
晉
世
寧
鏡
は
漢
鏡
の
銘
を
模
倣
し
︑
形
式
・
押
韻
と
も
に
整
っ
て
お
り
︑
特
衣
な
ま
と
ま
り

を
示
す
︒

二

銘
�
と
圖
像
世
界

後
漢
代
の
後
$
か
ら
は
︑
多
樣
な
圖
像
と
銘
�
形
式
を
も
っ
た
神
獸
鏡
類
が
登
場
す
る
︒
銘
�
と
合
せ
て
檢
討
す
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
圖
像
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の
も
つ
︑
背
景
の
�
い
や
信
仰
と
の
關
わ
り
が
	
ら
か
と
な
る
︒

(
一
)
九
子
母
と

�

�
違
で
は
﹁
九
子
﹂﹁
三
王
﹂
の
銘
�
を
手
が
か
り
に
︑
華
西
に
展
開
し
た
鏡
群
の
ま
と
ま
り
を
	
ら
か
に
し
た
︒
そ
の
中
心
に
位
置
す
る

の
は
三
段
式
神
仙
鏡
で
あ
る
︒

堯
舜
二
女
と
九
子

三
段
式
神
仙
鏡
の
圖
像
が
も
つ
i
味
に
つ
い
て
は
林
巳
奈
夫
の
	
解
な
解
釋
が
あ
り
︑
な
が
く
@
說
と
な
っ
て
き
た

︹
林
・
一
九
七
三
︺
︒
林
は
シ
ア
ト
ル
美
�
館
藏
ほ
か
の
三
段
式
神
仙
鏡
を
と
り
あ
げ
︑
下
段
に
あ
る
四
目
の
神
像
を
蒼
頡
︑
相
向
か
う
神
仙
像
を

神
農
に
︑
中
央
の
樹
木
を
円
木
に
比
定
し
た
︒
ま
た
上
段
に
表
さ
れ
た
玄
武
が
背
に
乘
せ
た
蓋
を
北
極
の
華
蓋
星
︑
そ
の
下
の
人
物
坐
像
を
天

皇
大
�
と
し
た
︒

こ
れ
に
對
し
楢
山
滿
照
は
四
川
省
綿
陽
市
何
家
山
一
號
墓
出
土
鏡
な
ど
の
�
料
を
元
に
︑
銘
�
中
の
﹁
堯
�
賜
舜
二
女
﹂
が
下
段
の
圖
像
に

當
た
る
も
の
と
し
た
︹
楢
山
・
二
〇
〇
七
︺
︒
ま
た
上
段
に
描
か
れ
た
中
心
人
物
を
:
人
像
と
し
︑
赤
子
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
銘
�
中

の
﹁
九
子
﹂
に
關
連
す
る
も
の
と
考
え
た
︒
何
家
山
一
號
墓
鏡
の
銘
は
以
下
の
@
り
で
あ
る

(華
西
〇
二
)
︒

余
3
	
鏡
︑

余
れ

	
鏡
を
3
る
に
︑

九
子
作
容
︒

九
子

容
を
作な

す
︒

�
羽
秘
盖
︑

�
羽
の
秘
蓋
︑

靈
鵝
臺
杠
︒

靈
鵝
は
杠
を
擡あ

ぐ
︒

&
刻
神
?
︒

彫
刻
せ
る
は
神
?
な
る
︑

西
母
東
王
︒

西
母
︑
東
王
︒
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堯
�
賜
舜
二
女
︑

堯
�
︑
舜
に
二
女
を
賜
ひ
︑

天
下
泰
K
︒

天
下
は
泰
K
な
り
︒

風
雨
時
�
︑

風
雨
は
時
�
あ
り
︑

五
穀
熟
成
︒

五
穀
は
熟
成
す
︒

其
師
命
長
︒

其
の
師
の
命
は
長
か
ら
ん
︒

｢九
子
﹂
や
﹁
堯
﹂﹁
舜
﹂﹁
二
女
﹂
以
外
で
も
︑﹁
秘
盖

(蓋
)
﹂︑﹁
西
母
東
王
﹂
が
い
ず
れ
も
鏡
の
圖
像
を
表
現
し
た
句
で
あ
る
こ
と
が
確
�

で
き
る
︒
第
二
～
四
句
が
上
段
︑
第
五
・
六
句
が
中
段
︑
第
七
句
が
下
段
の
圖
像
を
示
す
も
の
で
︑
圖
像
と
銘
�
內
容
と
が
整
然
と
對
應
す
る
︒

楢
山
の
解
釋
の
�
當
性
を
示
す
︒

｢九
子
﹂
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
圖
像
と
深
く
結
び
つ
く
銘
�
例
が
存
在
す
る
︒
湖
北
省
鍾
祥
市
胡
集
東
漢
墓
出
土
の
三
段
式
神
仙
鏡
に
は
︑

以
下
の
銘
を
記
す

(華
西
〇
一

圖

)
︒

12

黃
盖
作
悦
甚
\
畏
︑

黃
盖
︑
鏡
を
作
る
︑
甚
に
畏

(威
)

あ
り
︒

國
壽
無
亟
︑
下
利
二
親
︒

國
壽
は
極
ま
り
な
く
︑
下
は
二
親
に
利よ

ろ

し
︒

堯
賜
女
爲
�
君
︒

堯
は
女

む
す
め

を
賜
ひ
︑
�
君
と
爲
す
︒

一
母
:
坐
子
九
人
︒

一
母
:
坐
し
︑
子
は
九
人
︒

�
盖
¡
貴
敬
坐
盧
︑

�
蓋
は
貴
を
¡
ひ
︑
敬
み
て
盧
に
坐
す
︒

東
王
父
西
王
母
︑

東
王
父
︑
西
王
母
あ
り
︑

哀
萬
民
兮
︒

萬
民
を
哀
し
む
︒

｢一
母
:
坐
子
九
人
︒
�
盖
¡
貴
敬
坐
盧
︒
﹂
は
︑
上
段
の
圖
像
を
よ
り
具
體
�
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
︒
上
段
の
圖
像
が
:
人
と
九
子
を
描
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い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
本
例
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
確
定
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

楢
山
は
︑
こ
の
﹁
九
子
﹂
が
i
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
︑﹃
古
列
女
傳
﹄
母
儀
傳
に
登
場
す
る
﹁
九
子
之
母
﹂
と
も
別
稱
さ
れ
る
﹁
魯
之
母

師
﹂
の
例
を
示
し
た
が
︹
楢
山
・
二
〇
〇
七
・
M
二
九
︺
︑﹁
本
來
は
何
ら
か
の
說
話
︑
故
事
の
一
場
面
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
﹂
と
し
て
確
定
は
¢

け
た
︒
ま
た
﹁
堯
�
賜
舜
二
女
﹂
が
﹃
古
列
女
傳
﹄
母
儀
傳
に
﹁
\
£
二
妃
﹂
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
︑
.
體
と
し
て

﹁﹁
母
性
の
發
揮
﹂
と
︑
そ
れ
に
よ
り
實
現
さ
れ
る
理
想
�
社
會
の
d
が
;
�
な
テ
ー
マ
﹂
と
し
て
儒
敎
系
圖
像
と
い
う
%
價
を
お
こ
な
っ
た
︒

｢九
子
﹂
の
母
は
﹃
古
列
女
傳
﹄
の
み
な
ら
ず
︑﹃
楚
辭
﹄
天
問
¦
﹁
女
岐
無
合
夫
︑
焉
取
九
子
﹂︑
そ
の
王
逸
M
に
﹁
女
岐
神
女
︑
無
夫
而

生
九
子
也
﹂︑﹃
漢
書
﹄
成
�
紀
の
﹁
元
�
在
太
子
宮
生
甲
觀
畫
堂
﹂
の
應
劭
M
に
﹁
甲
觀
在
太
子
宮
甲
地
︑
;
用
9
生
也
︒
畫
堂
畫
九
子
母
︒﹂

と
あ
る
な
ど
︑
神
女
�
な
母
:
と
し
て
︑
各
種
の
�
獻
�
料
に
斷
片
�
に
あ
ら
わ
れ
る
︹
星
川
・
一
九
七
〇

王
・
一
九
八
九
︺
︒
成
�
紀
の
應
劭

M
は
︑
壁
畫
と
し
て
﹁
九
子
母
﹂
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
︑﹃
楚
辭
﹄
天
問
¦
も
王
逸
の
說
	
に
從
え
ば
祠
堂
の
壁
畫
を
謠
っ
た
も
の

と
な
る
︒﹁
九
子
母
﹂
の
圖
像
が
鏡
以
外
で
も
廣
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
︒
一
方
︑﹃
荊
楚
歲
時
記
﹄
の
四
[
八
日
條
に
︑
王
謨

識
語
4
引
に
よ
れ
ば
長
沙
寺
の
閣
下
に
﹁
九
子
母
神
﹂
が
あ
り
︑
子
を
求
め
る
者
の
供
養
を
w
け
た
と
の
記
事
も
あ
り
︑
後
世
に
は
民
閒
信
仰

に
も
廣
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

た
だ
し
上
段
の
圖
像
が
單
な
る
:
人
像
で
な
い
こ
と
は
︑
そ
れ
を
¡
う
蓋
が
︑
カ
ワ
セ
ミ
の
羽
を
用
い
た
﹁
�
盖

(蓋
)
﹂
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
	
確
に
示
す
︒﹃
後
漢
書
﹄
輿
q
志
で
は
天
子
の
乘
輿
金
根
車
が
﹁
羽
蓋
花
蚤
﹂
と
さ
れ
︑
徐
廣
M
に
﹁
�
羽
蓋
黃
裏
︑
4
謂
黃
屋
車

也
﹂
と
あ
る
︒
實
際
世
界
に
お
い
て
も
︑
王
侯
以
上
が
用
い
る
車
馬
の
華
蓋
で
あ
り
︑
荏
え
る
の
が
神
G
で
あ
る
以
上
︑
そ
れ
に
¡
わ
れ
た
神

女
は
�
高
位
に
�
い
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

一
方
︑
�
違
で
示
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
﹁
九
子
﹂
は
︑﹁
九
子
作
﹂
と
し
て
三
段
式
神
仙
鏡
の
ほ
か
︑
畫
�
帶
對
置
式
神
獸
鏡
の
銘
�
な
ど

に
も
あ
ら
わ
れ
︑
製
作
工
�
名
に
も
轉
用
さ
れ
て
い
る
︒
吉
祥
句
が
製
作
工
�
の
§
號
へ
と
變
轉
し
た
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
が
︑
﹁
九
子
﹂
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に
こ
め
ら
れ
た
i
味
は
複
雜
で
あ
る
︒


�
の
世
界

｢一
母
:
坐
子
九
人
﹂
像
の
性
格
を
具
體
�
に
	
示
す
る
の
は
現
狀
で
は
む
ず
か
し
い
︒
し
か
し
︑
以
上
の
檢
討
に
よ
り
︑
三

段
式
神
仙
鏡
の
圖
像
.
體
に
つ
い
て
︑
あ
ら
た
め
て
解
釋
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
︒

林
巳
奈
夫
は
︑﹃
晉
書
﹄
天
�
志
の
記
事
な
ど
を
用
い
て
︑
三
段
の
圖
像
の
う
ち
︑
上
段
は
天
�
の
君
臨
す
る
北
極
周
邊
世
界
︑
中
段
は
東

王
父
・
西
王
母
が
配
さ
れ
た
不
死
の
世
界
︑
下
段
は
円
木
の
生
え
た
大
地
の
中
心
で
あ
り
︑
�


英
雄
を
代
表
す
る
蒼
頡
・
神
農
を
配
し
︑

﹁
垂
直
�
な
上
中
下
層
の
世
界
の
荏
配
者
を
︑
K
面
の
上
中
下
の
三
段
に
表
は
し
︑
も
つ
て
宇
宙
.
體
を
表
現
し
た
も
の
﹂
と
說
	
し
た
︒
下

段
と
上
段
の
圖
像
同
定
に
つ
い
て
見
直
し
が
必
�
な
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
︑
林
の
設
定
し
た
枠
組
自
體
は
繼
承
で
き
る
︒

�
年
紹
介
さ
れ
た
西
安
市
未
央
區
出
土
の
三
段
式
神
仙
鏡

(圖

華
西
〇
六
)

は
︑
踏
¨
し
品
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
に
は
M
i
を
�
す
る
が
︑

13
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圖 12 ｢一母:坐子九人」銘の三段式神仙鏡
(湖北・胡集墓)

圖 13 ｢三王作容」銘の三段式神仙鏡 (西
安・未央區)



以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
銘
�
と
圖
像
を
も
つ
︒

余
3
眀
鏡
︑

余
れ

	
鏡
を
3
る
に
︑

三
王
作
容
︒

三
王
は
容
を
作な

す
︒

�
羽
秘
盖
︑

�
羽
の
秘
蓋
︑

靈
鵝
臺
杠
︒

靈
鵝
は
杠
を
擡あ

ぐ
︒

倉
頡
作
書
︑

倉
頡
は
書
を
作
り
︑

以
敎
後
生
︒

も
っ
て
後
生
に
敎
ふ
︒

燧
人
3
火
︑

燧
人
は
火
を
3
り
︑

五
味
︒

五
味
︹
を
生
ず
︺
︒

第
五
句
以
下
に
記
さ
れ
た
﹁
倉
頡
作
書
﹂
︑
﹁
燧
人
3
火
﹂
は
︑
こ
の
鏡
の
下
段
に
該
當
す
る
圖
像
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
︒
円
木
の
左
側
に
は

鳥
を
�
に
し
て
書
を
手
に
持
つ
蒼
頡
の
d
が
あ
り
︑
右
側
に
は
向
か
い
あ
っ
て
火
を
起
こ
す
燧
人
の
d
が
描
か
れ
る
︒﹃
中
論
﹄
治
學
に
記
さ

れ
た
﹁
倉
頡
視
鳥
迹
而
作
書
﹂︑﹁
燧
人
察
時
令
而
鑽
火
﹂
の
具
體
�
な
d
で
あ
る
︒
ま
さ
に
林
が
表
現
し
た
﹁
�


英
雄
﹂
に
當
た
る
︒

蒼
頡
は
﹃
淮
南
子
﹄
脩
務
訓
の
﹁
S
皇
產
而
能
書
﹂
へ
の
高
誘
M
に
﹁
S
皇
︑
倉
頡
︒
生
而
見
鳥
跡
︑
知
著
書
︑
故
曰
S
皇
︒
或
曰
頡
皇
︒﹂

と
あ
り
︑﹁
S
皇
﹂
に
あ
て
る
考
え
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︹
林
巳
奈
夫
・
一
九
七
三
︺
︒
燧
人
は
三
皇
の
一
人
に
數
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た

(﹃
白
虎
@
義
﹄
號
¦
︑﹃
風
俗
@
義
﹄
皇
©
¦
に
引
く
﹃
禮
含
�
嘉
﹄
)
︒
阿
部
幸
信
の
詳
細
な
檢
討
に
よ
れ
ば
︑
燧
人
傳
說
は
戰
國
�
の
三
晉
地
域

に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
が
︑
�
漢
に
は
い
っ
た
ん
衰
ª
す
る
︒
そ
れ
が
�
漢
末
～
後
漢
初
め
に
お
い
て
︑
古
�
e
と
對
抗
し
た
今
�
e
に
よ
り

﹁
天
i
を
w
け
た
?
人
の
作
爲
に
よ
る
人
爲
�
秩
序
の
創
出
﹂
と
い
う
怨
た
な
役
割
を
付
與
さ
れ
︑
三
皇
と
し
て
稱
揚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

︹
阿
部
・
二
〇
〇
四
︺
︒
日
常
�
な
器
物
で
あ
る
鏡
に
表
さ
れ
た
本
例
を
加
味
す
る
と
︑
燧
人
信
仰
は
後
漢
末
の
民
閒
に
廣
が
り
を
も
っ
て
い
た
可
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能
性
が
あ
る
︒
兩
者
は
堯
舜
と
同
じ
く
古
代
の
?
�
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

｢堯
舜
﹂﹁
蒼
頡
﹂﹁
燧
人
﹂
を
合
わ
せ
み
る
と
︑
下
段
の
圖
像
は
地
上
世
界
を
表
し
て
お
り
︑
禪
讓
︑
作
書
︑
3
火
な
ど
﹁
作
爲
﹂
に
よ
っ

て
怨
た
な
秩
序
を
生
み
だ
し
た
古
代
の
?
�
の
d
を
示
す
も
の
と
理
解
で
き
る
︒
銘
�
の
﹁
三
王
﹂
も
人
皇
に
關
係
す
る
語
と
考
え
ら
れ
る
︒

上
海
*
物
館
藏
楚
鯵
の
中
の
﹁
子
羔
¦
﹂
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
竹
鯵
群
は
︑
堯
舜
に
關
す
る
問
答
部
分
と
︑
三
王
に
關
す
る
部
分
か
ら
成
る
︒

兩
者
の
獨
立
性
を
強
く
み
る
見
解
も
あ
る
が
︹
福
田
・
二
〇
〇
五
︺
︑﹁
堯
舜
﹂
と
﹁
三
王
﹂
と
い
う
形
式
で
あ
わ
せ
て
言
�
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
例
と
な
る
︒

西
王
母
・
東
王
父
や
靈
獸
が
表
さ
れ
た
中
段
は
神
仙
世
界
︑
そ
し
て
上
段
は
そ
れ
ら
を
¡
う
女
性
神
を
中
心
と
し
た
理
想
世
界
と
み
る
こ
と

が
で
き
よ
う
︒﹁
一
母
:
坐
子
九
人
﹂
を
�
高
位
と
し
︑
神
仙
世
界
︑
地
上
の
?
�
の
世
界
を
階
層
�
に
表
現
し
た
圖
像
と
理
解
す
る
︒

な
お
三
段
式
神
仙
鏡
は
︑
四
川
を
中
心
と
す
る
分
布
の
特
,
か
ら
︑
五
斗
米
g
と
關
連
す
る
�
料
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
︹
巫
・

二
〇
〇
〇
︺
︒
圖
像
や
銘
�
に
お
い
て
︑
そ
れ
を
裏
付
け
る
積
極
�
な
材
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
先
に
み
た
よ
う
に
︑
華
西
の
系
瓜

は
四
川
の
ほ
か
︑
陝
西
地
域
に
も
展
開
し
︑
ま
た
他
地
域
へ
の
影
�
も
�
め
ら
れ
た
︒
直
接
の
關
係
は
別
に
し
て
︑
四
川
を
中
心
に
展
開
し
た

信
仰
と
強
く
關
係
の
あ
る
銅
鏡
と
推
測
で
き
る
︒

(
二
)
伯
牙
彈
琴

伯
牙
と
銅
鏡

神
獸
鏡
の
銘
�
や
圖
像
に
登
場
す
る
神
仙
群
像
の
中
で
︑
も
っ
と
も
獨
特
な
存
在
が
伯
牙
で
あ
る
︒

伯
牙
は
︑
畫
�
帶
同
向
式
神
獸
鏡
や
重
列
式
神
獸
鏡
で
は
︑
神
仙
群
の
上
段
に
表
現
さ
れ
る
な
ど
特
別
な
取
り
5
い
を
w
け
て
い
る
︒
ま
た

銘
�
中
に
も
﹁
白
牙
作
樂
﹂
の
表
現
な
ど
で
頻
繁
に
言
�
さ
れ
る
︒

一
方
︑
こ
の
神
仙
に
關
す
る
�
獻
記
載
は
乏
し
い
︒﹃
呂
氏
春
秋
﹄
覽
部
に
﹁
伯
牙
鼓
琴
︑
鍾
子
�
聽
之
︑
方
鼓
琴
而
志
在
太
山

(中
略
)
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鍾
子
�
死
︑
伯
牙
破
琴
絕
弦
︑
�
身
不
復
鼓

琴
︒
以
爲
世
無
足
復
爲
鼓
琴
者
︒﹂
と
い
う

鍾
子
�
に
關
係
し
た
說
話
が
あ
る
以
外
︑
神

仙
と
し
て
の
活
動
を
示
す
よ
う
な
記
事
は
多

く
な
い
︒
西
王
母
・
東
王
父
は
も
と
よ
り
︑

�
獻
に
豐
富
な
登
場
例
を
も
つ
王
子
喬
・
赤

松
子
な
ど
と
性
格
を
衣
に
す
る
存
在
で
あ
っ

た
︒こ

れ
ら
の
解
決
を
は
か
っ
た
の
は
西
田
守

夫
で
あ
る
︹
西
田
・
一
九
六
八
︺
︒
西
田
は
ま

ず
種
々
の
讀
み
が
あ
っ
た
﹁
白
牙
作
樂
﹂

﹁
白
牙
擧
樂
﹂
﹁
白
牙
單
琴
﹂
が
伯
牙
に
關
係

す
る
句
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
た
︒

そ
の
上
で
こ
の
伯
牙
が
後
漢
鏡
の
鏡
銘
に
多
用
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
︑
Z
の
よ
う
に
推
測
し
た
︒

・﹁
伯
牙
の
牙
と
は
�
述
の
よ
う
に
嚙
み
あ
う
狀
態
を
う
つ
し
た
字
形
で
あ
り
︑
ま
た
語
で
あ
っ
て
︑
元
來
︑
神
獸
鏡
の
銘
�
に
頻
り
に
現

わ
れ
る
︑
五
︑
吾
︑
午
︑
擧
な
ど
と
同
系
の
語
で
あ
る
か
ら
︑
鏡
の
鑄
師
に
と
っ
て
は
︑
陰
陽
I
午
ま
た
は
&
和
の
思
想
を
表
現
す
る
に
®
し

い
︑
呪
�
�
で
神
秘
�
な
標
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒﹂

・﹁
丙
が
白
に
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒﹂﹁
す
な
わ
ち
︑
丙
と
白
と
が
¯
の
上
で
︑
當
時
も
し
@
用
し
た
と
す
る
な
ら
︑
﹇
中
略
]

白
牙
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(百
牙
)

は
丙
午
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
︒﹂

・﹁
神
獸
鏡
に
於
い
て
は
︑
樂
が
陰
陽
を
&
和
す
る
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
て
︑
伯
牙
の
彈
琴
が
陰
陽
二
神
仙
︑
つ
ま
り
西
王
母
と
東
王
父

と
の
&
和
の
役
割
を
荷
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
鏡
の
鑄
師
が
陰
陽
&
和
の
吉
辰
と
し
て
重
ん
じ
た
五
[

(ま
た
は
正
[
)

丙
午
の
﹁
丙
午
﹂

と
い
う
言
葉
に
�
い
名
�
を
伯
牙
が
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒﹂

西
田
は
伯
牙
の
陰
陽
&
和
と
い
う
役
割
に
着
目
す
る
一
方
で
︑
こ
の
よ
う
に
¯
義
說
�
な
說
	
も
付
け
加
え
た
︒
そ
れ
は
神
仙
と
し
て
の
伯

牙
の
役
割
が
�
獻
な
ど
他
の
�
料
上
で
は
	
確
で
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
銅
鏡
の
圖
柄
に
數
多
く
表
さ
れ
︑
西
王
母
・
東
王
父
な
ど
の
神

仙
よ
り
上
位
に
置
か
れ
る
場
合
す
ら
あ
る
こ
と
の
說
	
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
鑄
鏡
師
た
ち
の
事
±
に
關
係
し
た
背
景
を

想
定
し
た
も
の
と
み
る
︒

伯
牙
の
圖
像
�
料

し
か
し
︑
伯
牙
が
や
は
り
特
別
な
役
割
を
も
ち
︑
信
仰
上
で
一
定
の
i
味
を
も
つ
神
仙
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る

�
料
が
︑
�
年
報
吿
さ
れ
て
い
る
︒

敦
煌
佛
爺
�
灣
の
西
晉
墓
群
で
は
︑
墓
門
上
に
塼
を
高
く
積
み
重
ね
て
�
築
さ
れ
た
照
墻
が
備
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
段
の
畫
像
塼
に
伯

牙
と
鍾
子
�
と
み
ら
れ
る
圖
像
の
描
か
れ
た
例
が
︑
複
數
の
墓
で
確
�
さ
れ
た

(圖

)
︒

14

M
目
す
べ
き
は
︑
そ
の
周
圍
の
塼
に
四
神
の
ほ
か
︑
獸
像
を
中
心
と
す
る
各
種
の
圖
像
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
人
物
像
と
し
て
は

他
に
騎
射
像
や
力
士
像
が
あ
る
の
み
で
︑
神
仙
風
の
人
物
像
と
し
て
は
こ
の
伯
牙
と
鍾
子
�
像
だ
け
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
︒

王
中
旭
は
こ
の
伯
牙
・
鍾
子
�
像
に
着
目
し
︑
そ
の
役
割
が
陰
陽
の
&
和
に
あ
っ
た
こ
と
を
;
張
す
る
︹
王
・
二
〇
〇
八
︺
︒
鏡
銘
・
圖
像
の

伯
牙
も
詳
細
に
と
り
あ
げ
︑
四
川
の
石
闕
︹
徐
他
・
一
九
九
二
︺
や
畫
像
石
棺
に
伯
牙
彈
琴
像
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
	
ら
か
に
し
た
︒
後
者

に
關
し
て
は
各
種
の
鳥
獸
像
な
ど
の
圖
像
を
と
も
な
っ
て
い
る
點
で
佛
爺
�
灣
西
晉
墓
の
畫
像
塼
と
共
@
し
︑
祥
瑞
の
出
現
を
示
す
も
の
と
說

	
す
る
︒﹃
荀
子
﹄
勸
學
¦
に
﹁
伯
牙
鼓
琴
︑
而
六
馬
仰
秣
︒﹂︑﹃
淮
南
子
﹄
說
山
訓
に
﹁
伯
牙
鼓
琴
︑
駟
馬
仰
秣
︒
﹂︑﹃
說
�
解
字
﹄﹁
鱏
﹂
に
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﹁
伯
牙
鼓
琴
︑
鱏
魚
出
聽
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
樂
に
は
動
物
や
魚
類
を
引
き
寄
せ
︑
神
秘
�
現
象
を
引
き
起
こ
す
力
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
唆
し
︑
畫
像
�
料
と
の
共
@
性
を
述
べ
る
︒

北
村
永
も
こ
の
畫
像
塼
と
神
獸
鏡
の
伯
牙
と
の
關
係
に
着
目
し
︑
や
は
り
陰
陽
を
&
和
す
る
神
仙
と
し
て
の
伯
牙
の
役
割
を
想
定
す
る
︹
北

村
・
二
〇
一
〇
︺
︒
北
村
は
こ
の
圖
像
が
鏡
の
�
樣
を
も
と
に
描
か
れ
た
可
能
性
も
考
え
る
︒

陰
陽
�
和

王
や
北
村
の
い
う
と
お
り
︑
こ
の
圖
像
群
に
お
け
る
伯
牙
と
鍾
子
�
の
役
割
は
︑
樂
に
よ
っ
て
陰
陽
を
&
和
す
る
こ
と
に
求
め
ら

れ
よ
う
︒
周
圍
を
埋
め
る
四
神
を
ふ
く
む
樣
々
な
獸
像
群
は
︑
祥
瑞
と
い
う
よ
り
︑
各
種
の
靈
獸
群
が
か
た
ち
づ
く
る
神
仙
世
界
の
一
部
で
あ

り
︑
伯
牙
彈
琴
は
そ
れ
ら
.
體
を
&
和
す
る
存
在
と
と
ら
え
ら
れ
る
︒

四
神
以
外
の
各
種
獸
像
に
つ
い
て
は
︑
一
號
墓
の
畫
像
塼
に
多
數
の
榜
題
が
あ
り
︑
各
種
の
鳥
獸
魚
類
の
名
も
知
る
こ
と
が
で
き
て
興
味
深

い
︹
殷
・
二
〇
〇
六
︺
︒﹃
山
海
經
﹄
な
ど
に
登
場
す
る
衣
界
の
靈
獸
群
と
理
解
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
圖
像
群
が
敦
煌
と
い
う
地
に
あ
る
こ
と
も
M

目
に
値
す
る
︒﹃
漢
書
﹄

西
域
傳
に
﹁
烏
弋
地
暑
熱
厭
K
⁝
⁝
而
\
桃
拔
︑
師
子
︑
犀
牛
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
漢
代
に
は
西
域
系
の
種
々
の
珍

獸
が
知
ら
れ
︑
漢
鏡
の
銘
�
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た

(銘
�
五
四
二
の
M
參
照
)
︒

西
域
と
い
う
衣
界
へ
の
窓
口
に
あ
た
る
地
で
︑
こ
う
し
た
獸
像
を
中
心
と
す
る
畫
題
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
西
方
系
の
珍
獸
と
い
う

i
識
が
西
晉
�
に
も
繼
續
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
先
の
�
獻
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
﹁
師
子
﹂
は
鏡
銘
や
他
の
3
形
�
料

に
お
い
て
︑
神
仙
や
靈
域
を
守
護
す
る
特
別
な
靈
獸
に
昇
格
し
て
い
っ
た
過
�
を
o
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
う
し
た
各
種
の
動
物
を
樂
に
よ
っ

て
瓜
合
す
る
役
割
を
擔
っ
た
神
仙
が
伯
牙
と
鍾
子
�
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒

重
列
式
・
同
向
式
神
獸
鏡
な
ど
︑
伯
牙
が
鏡
で
液
行
す
る
地
か
ら
H
く
離
れ
た
地
で
も
︑
こ
の
よ
う
に
伯
牙
・
鍾
子
�
を
重
用
し
た
圖
像
が

�
め
ら
れ
た
︒
�
獻
や
他
の
圖
像
�
料
に
は
殘
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
こ
れ
ら
の
神
仙
へ
の
信
仰
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
³
´
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
︒
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西
田
論
�
や
王
論
�
で
は
引
か
れ
て
い
な
い
が
︑
揚
雄
の
甘
泉
賦

(﹃
漢
書
﹄
揚
雄
傳
)

に

は
﹁
陰
陽
淸
濁
穆
羽
相
和
兮
︑
若
夔
︑
牙
之
&
琴
︒﹂
と
あ
り
︑
顏
師
古
M
に
﹁
夔
︑
舜
典

樂
也
︒
牙
︑
伯
牙
也
︒﹂
と
す
る
︒
直
接
に
は
樂
の
あ
り
さ
ま
を
表
し
た
一
�
で
あ
る
が
︑

陰
陽
の
み
な
ら
ず
︑
さ
ま
ざ
ま
な
對
立
物
の
&
和
者
と
し
て
の
伯
牙
は
確
か
に
i
識
さ
れ

て
い
た
︒
�
獻
に
は
あ
ま
り
殘
さ
れ
な
い
形
で
は
あ
る
が
︑
伯
牙
の
役
割
に
對
す
る
信
仰

が
︑
漢
代
に
お
い
て
か
な
り
の
範
圍
に
廣
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
そ
れ
が
鏡

と
結
び
つ
い
て
と
く
に
液
行
し
た
の
が
︑
江
南
や
徐
州
の
神
獸
鏡
で
あ
っ
た
︒

な
お
伯
牙
を
銘
�
に
用
い
た
鏡
の
中
で
も
︑
円
安
年
閒
の
紀
年
銘
を
も
つ
重
列
式
神
獸

鏡
で
は
﹁
白
牙
單
琴
︑
黃
�
除
兇
﹂
と
し
︑
圖
像
の
中
段
に
伯
牙
像
を
配
す
る
例
が
多
い
︒

一
方
︑
徐
州
系
の
畫
�
帶
同
向
式
神
獸
鏡
で
は
﹁
百
牙
擧
樂
︑
衆
華
;
陽
﹂
と
し
て
︑
西

王
母
・
東
王
父
よ
り
上
の
�
上
段
に
描
く
︒
そ
の
取
5
い
や
神
仙
群
の
中
で
の
地
位
に
關

し
て
︑
系
瓜
ご
と
に
さ
ら
に
�
い
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
す
︒

(
三
)
王
子
喬
・
赤
松
子
と
靈
獸

王
子
喬
・
赤
松
子
の
役
割

伯
牙
と
は
衣
な
り
︑
�
獻
で
も
鏡
銘
中
に
お
い
て
も
︑
西
王
母
・
東
王
父
と
竝
ん
で
數
多
く
登
場
す
る
神
仙
は
王

子
喬
・
赤
松
子
で
あ
る
︒
鏡
銘
で
は
漢
鏡
四
�
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
﹁
壽
如
王
喬
赤
松
子
﹂
(銘
�
四
三
三
)
の
例
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
︒

�
µ
�
な
人
氣
を
*
し
た
神
仙
で
あ
っ
た
こ
と
は
閒
�
い
な
い
が
︑
銅
鏡
銘
で
も
っ
と
も
集
中
�
に
登
場
す
る
の
は
徐
州
系
鏡
群

(

系
)

A

で
あ
り
︑
淮
e
の
系
瓜
を
引
き
繼
ぐ
︹
岡
村
・
二
〇
一
〇
︺
︒
�
違
で
ま
と
め
た
よ
う
に
︑
袁
氏
作
系
鏡
群
の
銘
�
は
︑
神
仙

+

靈
獸
と
い
う
組
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合
せ
で
�
成
さ
れ
︑
各
種
の
神
仙
・
靈
獸
名
を
列
擧
す
る
こ
と
に
特
,
が
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
銘
�
の
內
容
と
圖
�
と
が
對
應
す
る
︒

こ
れ
ら
の
鏡
に
お
い
て
は
︑
王
子
喬
・
赤
松
子
が
具
體
�
な
行
爲
を
示
す
神
仙
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
︒
西
王
母
・
東
王
父
に
�
侍
す
る
も

の
︑﹁
薰
盧
﹂
を
奉
ず
る
も
の

(銘
�
七
〇
一
)

な
ど
︑
神
仙
と
し
て
の
働
き
が
圖
像
・
銘
�
と
も
に
	
瞭
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し

た
い
︒
と
く
に
︑
そ
の
役
割
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
の
が
銘
�
七
〇
五
の
劉
氏
作
銘
畫
像
鏡
で
あ
り

(圖

)
︑
袁
氏
作
系
畫
像
鏡
に
屬

15

す
る
︒劉

氏
作
悦
眞
大
巧
︒
王
僑
赤
誦
撞
藥
草
︒
倉
龍
在
左
乕
居
右
︒
千
秋
萬
世
生
久
︒
(銘
�
七
〇
五
)

こ
の
鏡
で
は
銘
�
・
圖
像
と
も
に
王
子
喬
・
赤
松
子
が
﹁
撞
藥
草
﹂
を
お
こ
な
う
d
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
︒

王
子
喬
・
赤
松
子
に
關
す
る
傳
說
を
總
合
�
に
整
理
し
た
櫻
井
龍
彥
は
︑
こ
う
し
た
鏡
銘
の
例
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
︑
後
漢
代
に
お
け
る
兩

者
に
つ
い
て
Z
の
よ
う
に
描
く
︹
櫻
井
・
一
九
八
四
・
八
五
︺
︒﹁
�
段
は
下
界
に
お
け
る
天
�
の
居
4
で
あ
る
崑
崙
山
に
棲
み
︑
こ
の
?
山
の
神

で
あ
る
西
王
母

(東
王
公
)

の
左
右
に
侍
居
奉
仕
し
て
い
た
︒
そ
し
て
神
仙
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
俗
世
界
の
人
閒
に
︑
養
神
を
骨
子
と
し
た

仙
g
の
秘
�
を
¶
け
て
や
っ
た
り
﹂
︑
﹁
皇
�
の
命
を
w
け
て
神
山
に
不
老
藥
を
·
取
に
來
た
方
士

=

｢天
子
の
使
者
﹂
に
︑
自
分
た
ち
が
靈
芝

草
の
類
を
搗
い
て
練
成
し
た
も
の
﹂
を
與
え
た
り
︑
昇
仙
を
願
う
者
を
天
�
の
下
に
先
¹
す
る
た
め
の
﹁
g
案
內
の
役
を
擔
っ
て
い
た
﹂
︹
櫻

井
・
一
九
八
五
・
二
一
四
頁
︺
︒

鏡
銘
・
圖
像
の
表
現
や
︑
櫻
井
の
說
	
で
も
	
ら
か
な
よ
う
に
︑
王
子
喬
・
赤
松
子
の
役
割
は
︑
西
王
母
や
東
王
父
を
中
心
と
し
た
神
仙
世

界
と
︑
現
實
世
界
と
を
結
ぶ
仲
介
者
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
實
際
�
な
效
能
を
も
た
ら
し
︑
身
�
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
民
閒
信
仰
に
お

い
て
こ
れ
ら
の
神
仙
へ
の
格
別
の
敬
愛
を
生
ん
だ
も
の
と
推
定
す
る
︒
時
代
は
影
る
が
﹃
º
朴
子
﹄
內
¦
・
塞
難
で
は
﹁
何
爲
使
喬
松
凡
人
w

不
死
之
壽
︑
而
周
孔
大
?
無
久
視
之
祚
哉
﹂
と
問
わ
れ
︑
喬
松
へ
の
親
�
性
が
極
端
な
形
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
櫻
井
は
︑
王
子
喬
・

赤
松
子
へ
の
信
仰
は
︑
天
子
の
不
老
不
死
願
»
に
と
り
い
っ
た
方
士
た
ち
の
誘
¹
に
よ
り
︑
祀
�
な
ど
を
中
心
に
活
動
を
�
め
︑
後
漢
代
に
は
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治
病
な
ど
の
神
驗
を
@
じ
て
民
閒
へ
の
�
�
が
�
ん
だ
も
の
と
想
定
し
て
い
る
︒

そ
う
し
た
幅
廣
い
人
氣
に
よ
り
︑
袁
氏
作
系
畫
像
鏡
で
は
西
王
母
・
東
王
父
の
像
が
省
略
さ
れ
︑
彼
ら
の
像
が
;
人
公
と
な
っ
た
例
が
生
ま

れ
る

(圖

-

・

)
︒
そ
の
形
式
は
上
方
作
系
獸
帶
鏡
に
繼
承
さ
れ
た

(圖

-

)
︒
獸
像
群
の
中
で
一
體
だ
け
表
さ
れ
た
小
神
仙
像
は
︑
袁

6

2

3

6

4

氏
作
系
畫
像
鏡
の
銘
�
と
圖
像
と
の
對
應
關
係
か
ら
︑
赤
松
子
な
い
し
王
子
喬
と
斷
ず
る
こ
と
が
で
き
る
︒
徐
州
地
域
で
は
︑
赤
松
子
・
王
子

喬
へ
の
讚
仰
が
鏡
製
作
に
強
く
反
映
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

多
�
な
神
仙
・
靈
獸
群

袁
氏
作
系
鏡
群
で
は
︑
銘
�
に
登
場
す
る
神
仙
や
靈
獸
の
種
類
が
多
�
な
こ
と
も
特
,
で
あ
る
︒
神
仙
に
關
し
て
は

西
王
母
・
東
王
父
と
と
も
に
︑
先
に
觸
れ
た
よ
う
に
王
子
喬
・
赤
松
子
が
缺
か
せ
な
い
存
在
と
な
る
︒

靈
獸
に
關
し
て
は
︑
四
神
の
ほ
か
に
﹁
辟
`
﹂︑﹁
師
子

(獅
子
)
﹂︑﹁
巨
巨

(
¼
虛
)
﹂
な
ど
︑
淮
e
の
傳
瓜
を
引
き
繼
ぎ
︑
他
系
瓜
の
鏡
群

に
は
あ
ま
り
例
を
み
な
い
獸
名
が
多
く
登
場
す
る
︒
そ
の
中
に
は
先
に
觸
れ
た
西
方
系
の
獸
像
も
ふ
く
ま
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
神
仙
や
靈
獸
は
︑

銘
�
の
み
な
ら
ず
鏡
の
圖
像
中
に
も
表
さ
れ
て
お
り
︑
銘
�
と
圖
像
が
緊
密
に
關
連
す
る
︒
各
種
の
神
仙
・
獸
像
群
を
あ
わ
せ
て
怨
た
な
神
仙

世
界
觀
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

(
四
)
三
角
緣
神
獸
鏡
の
銘
�
・
圖
像
世
界

三
角
緣
神
獸
鏡
の
銘
�
は
︑
製
作
地
論
爭
の
材
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
一
部
の
字
句
や
一
種
類
の
銘
�
を
取
り
上
げ

た
議
論
が
め
だ
ち
︑
そ
の
.
體
內
容
に
踏
み
¾
ん
で
解
釋
を
求
め
る
試
み
は
乏
し
い
︒

從
來
は
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
の
銘
�
・
圖
像
は
漢
鏡
の
神
獸
鏡
の
圖
像
世
界
か
ら
逸
脫
し
た
も
の
で
︑
そ
の
模
倣
や
變
形
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
た
も
の
と
%
價
さ
れ
て
き
た
︒
わ
た
く
し
も
か
つ
て
觸
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
多
�
な
神
獸
像
配
置
︑
�
樣
�
素
の
組
合
せ
が
�
め
ら
れ
︑

そ
の
中
に
は
機
械
�
な
改
變
と
考
え
ら
れ
る
例
も
多
く
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
の
神
像
・
獸
像
も
一
種
の
記
號


し
た
も
の
と
考
え
た
︹
森
下
・
一
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九
八
九
︺
︒

し
か
し
︑
先
に
み
た
よ
う
な
後
漢
鏡
に
お
け
る
銘
�
の
液
れ
の
中
で
位
置
づ
け
を
考
え
る
と
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
に
お
い
て
も
︑
一
定
の
銘

�
・
圖
像
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
︒

靈
獸
・
神
仙
・

人

袁
氏
作
系
鏡
群
の
銘
�
・
圖
像
に
お
い
て
は
︑
西
王
母
・
東
王
父
以
外
に
王
子
喬
・
赤
松
子
な
ど
の
神
仙
を
加
え
︑
靈

獸
も
四
神
以
外
に
辟
`
・
獅
子
な
ど
各
種
の
獸
像
を
盛
り
¾
む
こ
と
が
特
色
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
特
,
は
三
角
緣
神
獸
鏡
の
表
現
①
の
銘
�
に

引
き
繼
が
れ
て
い
る
︒

吾
作
眀
悦
甚
大
工
︒
上
\
王
喬
以
赤
松
︒
師
子
天
鹿
其
粦
龍
︒
天
下
名
好
世
無
雙
︒
照
吾
此
悦
壽
如
大
山
︒
(三
角
緣
〇
七
)

｢天
鹿
﹂﹁
其
粦

(麒
麟
)
﹂
な
ど
怨
た
な
獸
名
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
M
目
さ
れ
る
︒
ま
た
同
じ
く
表
現
①
に
屬
す
る
︑
奈
良
縣
黑
塚
古

墳
二
一
號
鏡
ほ
か
の
張
氏
作
銘
四
神
四
獸
鏡

(京
大
目
錄
二
一
)

に
は
︑﹁
神
玄
﹂
と
い
う
獸
名
が
み
ら
れ
る
︒﹁
玄
﹂
は
﹁
黿
﹂
の
假
借
で
あ
り
︑

先
に
取
り
上
げ
た
敦
煌
佛
爺
�
灣
一
號
墓
の
畫
宴
塼
の
榜
題
に
﹁
黿
鼉
﹂
と
あ
る
例
か
ら
︹
殷
・
二
〇
〇
六
︺
︑
蜥
蜴
狀
の
神
獸
を
示
す
も
の
と

と
ら
え
ら
れ
る

(三
角
緣
〇
五
の
M
を
參
照
)
︒
こ
れ
ら
の
靈
獸
名
は
今
の
と
こ
ろ
他
の
鏡
群
に
例
を
み
な
い
の
で
︑
他
鏡
式
の
銘
の
模
倣
で
は
な

く
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
に
お
い
て
︑
一
定
の
i
味
を
も
た
せ
て
¹
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
︒

こ
う
し
た
銘
�
形
式
は
︑
內
區
圖
像
の
形
式
と
對
應
す
る
も
の
と
み
る
︹
森
下
・
二
〇
〇
四

︺
︒
三
角
緣
神
獸
鏡
は
き
わ
め
て
特
,
�
な
內

b

區
圖
像
を
も
つ
︒
四
神
四
獸
鏡
や
三
神
五
獸
鏡
な
ど
︑
內
區
を
四
つ
の
9
で
區
切
り
︑
そ
の
中
に
複
數
の
神
像
と
獸
像
を
盛
り
¾
ん
だ
︑
い
わ

ゆ
る
複
像
式
︹
小
林
・
一
九
七
一
︺
で
あ
り
︑
他
の
神
獸
鏡
に
例
の
な
い
配
置
で
あ
る
︒
;
神
の
ほ
か
に
小
神
仙
像
を
表
し
た
も
の
も
あ
り
︑
多

く
の
神
像
と
獸
像
を
詰
め
¾
ん
だ
點
は
銘
�
に
各
種
神
仙
・
獸
像
を
表
現
す
る
こ
と
と
對
應
す
る
︒

表
現
⑥
・
⑦
の
銘
�
で
は
︑
さ
ら
に
衣
色
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒﹁
古
\
?
人
東
王
父
西
王
母
﹂
(三
角
緣
〇
八
～
一
〇
)

と
し
て
登
場

す
る
﹁
?
人
﹂
で
あ
る
︒
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吾
作
眀
悦
甚
大
好
︒
上
\
神
守
�
龍
乕
︒

身
\
�
違
口
銜
巨
︒
古
\
?
人
東
王
父

西
王
母
︒
渴
飮
玉
�
洤
食
棗
︒
壽
如
金

石
長
相
保
︒
(三
角
緣
〇
八
)

｢
?
人
﹂
は
儒
家
で
は
一
般
に
堯
・
舜
・

周
公
・
孔
子
な
ど
實
在
な
い
し
傳
說
上
の
人

物
を
指
し
︑
神
仙
と
は
區
別
さ
れ
る
︒
第
四

句
の
i
味
す
る
と
こ
ろ
が
﹁
?
人
た
る
東
王

父
・
西
王
母
﹂
か
︑﹁
?
人
︑
東
王
父
︑
西

王
母
﹂
と
竝
列
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
À
斷

は
難
し
い
︒
集
釋
で
は
︑
銘
�
七
二
八
の

﹁
賢
?
神
仙
坐
東
西
﹂
の
用
例
な
ど
か
ら
�

者
の
解
釋
を
と
っ
た
︒
し
か
し
先
に
も
取
り

上
げ
た
銘
�
七
一
三
な
ど
の
﹁
?
人
周
公
魯

孔
子
﹂
や
︑
浙
江
省
金
華
出
土
鏡

(浙
江
修

訂
・
�
版
六
〇
)

に
﹁
弟
子
仲
由
﹂﹁
弟
子
顏

淵
﹂﹁
弟
子
子
貢
﹂
﹁
?
人
﹂
の
榜
題
が
あ
る

よ
う
に
︑
ま
ぎ
れ
も
な
い
?
人
が
銘
�
や
圖
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圖 16 長�銘の三角緣神獸鏡 (1：兵庫・森尾古墳、2・3：兵庫・權現山 51 號墳、
4：京都・椿井大塚山古墳)



像
に
登
場
す
る
例
が
あ
る
︒
三
角
緣
神
獸
鏡
に
盛
り
¾
ま
れ
た
複
數
の
神
仙
像
の
一
部
が
﹁
?
人
﹂
と
i
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
︒

ま
た
表
現
⑥
・
⑦
の
銘
�
に
お
い
て
は
︑
獸
像
に
關
し
て
﹁
上
\
神
守
�
龍
乕
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
も
特
,
で
あ
る
︒
竝
列
に
﹁
�
﹂

を
用
い
る
銘
�
は
ほ
か
に
な
い
が
︑
﹁
龍
乕
﹂
以
外
の
獸
像
と
し
て
﹁
神
守

(獸
)
﹂
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
i
味
す
る
︒
こ
れ
ら
の
鏡
に
四

頭
の
獸
像
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
關
連
付
け
ら
れ
よ
う
︒
獸
像
の
d
態
を
﹁
身
\
�
違
口
銜
巨
﹂
と
詳
し
く
描
寫
す
る
の
も
衣
例
で
あ
る
と

同
時
に
︑
圖
像
表
現
と
對
應
す
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
M
i
さ
れ
る
︒
旣
存
の
銘
�
の
模
倣
・
組
合
せ
に
よ
る
の
で
は
な
く
︑
圖
像
と

と
も
に
怨
た
に
生
み
出
さ
れ
た
銘
�
表
現
と
理
解
す
る
︒

王
子
喬
・
赤
松
子
な
ど
の
神
仙
や
︑
龍
虎
以
外
の
各
種
の
靈
獸
名
を
銘
�
に
記
す
と
い
う
點
は
︑
准
e
�
び
徐
州
系
の
鏡
の
系
瓜
を
ひ
く
も

の
と
位
置
づ
け
ら
れ
︑
多
�
な
神
仙
・
靈
獸
群
を
銘
�
と
圖
像
に
盛
り
¾
む
と
い
う
志
向
性
も
︑
袁
氏
作
系
鏡
群
な
ど
徐
州
系
の
鏡
の
特
,
を

繼
承
す
る
︒
た
だ
し
伯
牙
に
關
し
て
は
影
が
�
く
︑
初
�
の
段
階
の
同
向
式
神
獸
鏡
を
模
倣
し
た
も
の
に
圖
像
が
あ
ら
わ
れ
る
�
度
で
︑
銘
�

に
は
登
場
し
な
い
︒
そ
し
て
內
區
圖
像
に
關
し
て
は
︑
あ
ま
り
d
形
に
差
が
な
い
同
型
の
神
獸
像
を
竝
べ
︑
西
王
母
・
東
王
父
を
特
別
視
し
な

い
表
現
法
へ
と
變


し
て
い
る
︒

中
段
階
に
至
る
と
長
�
の
銘
は
ほ
と
ん
ど
が
d
を
Â
し
︑
三
神
三
獸
鏡
形
式
が
;
液
と
な
る
︒
神
像
の
表
現
に
區
別
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る

傾
向
は
︑
同
時
�
の
吳
の
神
獸
鏡
と
共
@
す
る
︒

總
じ
て
み
る
と
︑
從
來
の
神
仙
・
?
人
の
區
別
や
位
置
づ
け
が
再
Ã
さ
れ
て
ゆ
く
過
�
を
示
す
段
階
の
神
獸
鏡
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
︒

�

三
角
緣
神
獸
鏡
の
各
種
の
圖
像
の
中
で
も
︑
特
別
な
關
心
を
寄
せ
ら
れ
て
き
た
も
の
に
傘
松
形
�
樣
が
あ
る
︒
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
を
も
つ

鏡
群
の
�
い
を
越
え
て
共
@
し
て
·
用
さ
れ
た
�
樣
�
素
で
あ
り
︑
他
の
鏡
式
に
は
例
の
少
な
い
圖
像
で
あ
る
點
か
ら
M
目
を
あ
び
て
き
た
︒

こ
の
圖
像
が
も
つ
i
味
や
三
角
緣
神
獸
鏡
で
盛
行
し
た
背
景
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
に
も
各
種
の
說
︹
怨
{
・
一
九
八
九
︑
西
田
・
一
九
九
三
︑
小
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野
山
・
一
九
九
九
︺
が
發
表
さ
れ
て
い
る
︒

怨
{
や
西
田
の
說
	
に
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
傘
松
形
�
樣
が
﹁
�
﹂
と
呼
ば
れ
る
器
具
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
�
め
ら
れ
る
︒
西
田
は

﹁
旄
﹂
と
同
義
と
み
る
︒
三
角
緣
神
獸
鏡
の
中
で
も
一
例
だ
け
で
は
あ
る
が
︑
銘
�
に
﹁
�
﹂
が
登
場
す
る
も
の
が
あ
る
︒
三
角
緣
〇
三
の
銘

�
に
は
﹁
仙
人
執
�
坐
中
庭
﹂
と
あ
り
︑
傘
松
形
�
樣
が
﹁
�
﹂
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
の
傍
證
と
な
る
︒
と
は
い
え
︑
三
角
緣
神
獸
鏡
に
表
さ

れ
た
傘
松
形
�
樣
に
は
い
ろ
い
ろ
な
表
現
が
あ
り
︑
一
括
し
て
5
う
こ
と
に
不
安
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
こ
で
は
す
べ
て
が
﹁
�
﹂
を
i

識
し
た
表
現
と
い
う
�
提
で
推
論
す
る
︒

｢
�
﹂
は
こ
れ
ま
で
に
も
詳
し
く
解
說
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
本
來
は
天
子
が
使
者
・
將
軍
・
王
な
ど
に
任
命
の
證
し
と
し
て
與
え
た
器
具

で
あ
る
︹
大
庭
・
一
九
六
九
︺
︒
漢
三
國
代
の
畫
像
石
や
壁
畫
墓
で
も
使
者
の
持
ち
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
︹
林
巳
奈
夫
Ã
・
一
九
七
六

四
八
〇
-

四
八
一
頁
︺
︒

こ
の
性
格
は
﹁
仙
人
執
�
﹂
に
も
引
き
繼
が
れ
る
︒
西
田
守
夫
が
例
に
あ
げ
る
よ
う
に
︑
六
Ä
以
影
の
g
敎
關
係
�
獻
に
は
︑
仙
人
が
�
を

手
に
し
て
い
た
と
い
う
記
事
が
登
場
す
る
︹
西
田
・
一
九
九
三
︺
︒
西
田
は
﹃
眞
誥
﹄
Å
象
¦
の
﹁
東
卿
大
君
昨
四
Ç
初
來
見
影
︑
侍
從
七
人
︑

入
戶
︑
一
人
執
紫
旄
�
﹂
の
例
な
ど
を
あ
げ
る
︒﹃
º
朴
子
﹄
內
¦
・
論
仙
に
も
﹁
武
�
夢
與
之
共
登
嵩
高
山
︑
$
g
\
使
者
︑
乘
龍
持
�
︑

從
雲
中
下
︒﹂
と
あ
り
︑﹃
神
仙
傳
﹄
沈
羲
傳
に
﹁
\
三
仙
人
︑
著
羽
衣
持
�
︑
以
白
玉
板
靑
玉
界
丹
玉
字
¶
羲
﹂︑
時
代
が
影
る
�
料
で
は
あ

る
が
﹃
歷
世
眞
仙
體
g
@
鑑
﹄
毛
伯
g
に
﹁
出
山
︑
忽
見
伯
g
・
g
恭
︒
各
乘
白
鹿
在
山
上
︒
仙
人
執
�
以
從
之
︒﹂
な
ど
の
例
を
み
る
︒

こ
う
し
た
事
例
に
お
け
る
﹁
�
﹂
は
︑
天
か
ら
の
眞
人
・
神
仙
の
影
臨
︹
福
永
光
司
・
一
九
八
二
︺
や
g
の
Ê
中
で
の
Ë
Ì
な
ど
に
際
し
︑
群

神
の
ひ
と
り
が
4
持
す
る
器
物
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
M
目
し
た
い
︒
現
實
の
﹁
�
﹂
と
同
じ
く
︑
使
者
の
持
ち
物
な
の
で
あ
る
︒

と
す
れ
ば
﹁
仙
人
執
�
坐
中
庭
﹂
も
ま
さ
に
︑
神
仙
が
使
者
と
し
て
d
を
現
し
た
際
に
﹁
�
﹂
を
\
し
た
d
を
描
寫
し
た
も
の
と
み
る
こ
と

も
で
き
よ
う
︒
三
角
緣
神
獸
鏡
に
﹁
�
﹂
が
廣
く
·
用
さ
れ
た
理
由
は
︑
內
區
の
神
仙
像
が
影
臨
に
よ
っ
て
登
場
し
た
樣
を
i
識
し
て
表
現
し
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た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
多
�
な
獸
像
群
は
︑
神
仙
に
從
い
守
護
し
︑
出
現
し
た
群
像
と
も
理
解
で
き
る
︒
三
角
緣
神
獸
鏡
の
銘

�
・
圖
像
世
界
は
複
雜
で
さ
ら
に
檢
討
を
�
す
る
が
︑
製
作
地
論
爭
の
枠
組
み
か
ら
離
れ
︑
銘
�
や
圖
像
の
系
瓜
性
の
中
で
︑
改
め
て
そ
の
位

置
づ
け
を
考
え
る
案
と
し
て
︑
以
上
の
よ
う
な
假
說
を
提
示
す
る
︒

(
五
)
復
古
と
王
�
贊
美

｢晉
世
寧
﹂
な
ど
特
,
�
な
語
を
用
い
た
晉
鏡
の
銘
�
形
式

(魏
晉
一
三
・
一
四
)

は
︑
基
本
�
に
は
漢
鏡
の
銘
�
を
模
倣
・
改
變
し
た
も
の

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
も
單
な
る
模
倣
に
�
わ
る
こ
と
な
く
︑
晉
王
Ä
贊
美
の
i
圖
が
強
く
こ
め
ら
れ
た
銘
�
へ
の
改
怨
で
あ
っ
た
︒
怨
た

に
用
い
ら
れ
た
﹁
大
晉
﹂﹁
四
夷
歸


天
下
K
︒
休
兵
息
^
晉
世
寧
︒﹂
な
ど
の
表
現
は
︑
晉
の
威
光
と
そ
の
下
に
お
け
る
世
の
太
K
を
高
ら
か

に
謳
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

西
晉
�
の
詩
�
を
檢
討
し
た
矢
田
*
士
は
︑
應
詔
・
應
令
詩
に
は
王
Ä
贊
美
の
句
が
�
後
の
時
�
に
比
べ
て
と
く
に
多
い
と
い
う
︒
晉
王
Ä

は
後
漢
の
末
以
來
︑
再
び
天
下
を
瓜
一
し
た
王
Ä
で
あ
り
︑
そ
の
正
當
性
を
頒
布
す
る
た
め
に
﹁
宣
傳
效
果
が
�
も
�
待
で
き
る
著
名
な
�
人

た
ち
に
︑
數
多
く
の
王
Ä
贊
美
の
詩
句
を
作
ら
せ
た
﹂
も
の
と
考
え
る
︹
矢
田
・
一
九
五
五
・
二
一
頁
︺
︒
王
Ä
贊
美
の
詩
�
は
﹃
晉
書
﹄
樂
志
に

數
多
く
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
矢
田
は
そ
れ
ら
の
詩
が
四
言
詩
の
形
式
を
と
る
こ
と
に
着
目
し
︑﹁
王
Ä
の
正
當
性
や
權
威
を
示
す
た
め
に

は
︑﹃
詩
經
﹄
以
來
の
傳
瓜
性
と
古
§
な
る
趣
き
と
を
備
え
た
︿
四
言
詩
﹀
こ
そ
が
相
應
し
い
と
À
斷
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒﹂
と
說
	
す
る
︒

晉
世
寧
鏡
の
銘
�
が
復
古
形
式
と
み
ら
れ
る
こ
と
と
@
ず
る
も
の
が
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
鏡
銘
が
︑
時
の
王
Ä
と
の
關
わ
り
を
強
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
別
の
銘
�
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒
泰
H

寺
山
古
墳
鏡
や
紹
興
・
五
一
の
8
狀
9
神
獸
鏡
の
內
區
外
周
に
は
$
圓
方
形
帶
が
め
ぐ
り
︑
方
格
に
一
字
ず
つ
銘
を
い
れ
る

(圖

)
︒

17

冝
・
天
・
王
・
公
・
矦
・
伯
・
子
・
男

(魏
晉
一
五
)
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｢公
矦
伯
子
男
﹂
は
﹃
周
禮
﹄
王
制
に

記
さ
れ
た
︑
周
制
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
五

等
�
で
あ
る
が
︑
咸
熙
元
年

(二
六
四
)

に
司
馬
昭
は
こ
れ
に
倣
っ
て
禮
儀
・
法

律
・
議
官
制
を
整
備
し
五
等
�
を
円
て
た

(﹃
晉
書
﹄
�
�
紀
)
︒
こ
れ
は
︑
國
家
�
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
の
再
整
備
を
示
す
も
の
で
︑
五
等

�
に
も
民
�
に
も
ふ
く
ま
れ
な
い
天
子
・
王
で
あ
る
司
馬
氏
が
唯
一
無
二
の
公
權
力
で
あ
る
こ
と
を
示
す
事
業
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
︹
渡

邉
・
二
〇
〇
七
︺
︒

王
Ä
の
事
業
が
鏡
の
銘
�
に
盛
り
¾
ま
れ
た
と
い
う
點
で
は
︑
王
厭
鏡
の
銘
が
想
起
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
銘
�
が
直
接
に
i
圖
す
る
と
こ
ろ

は
︑
政
策
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
王
Ä
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
﹁
晉
世
寧
﹂
や
﹁
天
下
K
﹂
を
示
し
︑
天
下
の
&
和
を
謳
う
︑
漢
鏡
銘
の
傳
瓜

�
な
叙
述
法
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
晉
世
寧
鏡
は
︑
8
狀
9
神
獸
鏡
や
對
置
式
神
獸
鏡
な
ど
漢
～
三
國
初
頭
の
鏡
の
圖
�
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
M
目
さ
れ
る
︒

銘
�
だ
け
で
な
く
︑
圖
�
も
復
古
形
式
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
鏡
群
は
同
時
�
の
紀
年
鏡
と
比
べ
て
徑
の
大
き
い
も
の
が
多
く
︑
�
樣

も
比
�
�
整
っ
て
お
り
︑
別
格
の
存
在
で
あ
る
︒
そ
の
特
,
か
ら
は
日
常
用
の
鏡
作
り
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
︑
政
治
�
な

記
念
行
事
と
も
深
く
關
わ
る
︑
一
種
の
﹁
特
鑄
鏡
﹂
の
樣
相
を
み
て
と
る
こ
と
も
で
き
る
︒﹃
晉
書
﹄
苻
堅
記
に
は
︑
怨
K
人
が
獻
じ
た
寶
鼎

に
﹁
器
銘
篆
書
�
題
之
法
︑
一
爲
天
王
︑
二
爲
王
后
︑
三
爲
三
公
︑
四
爲
諸
侯
︑
五
爲
伯
子
男
︑
六
爲
卿
大
夫
︑
七
爲
元
士
︒﹂
と
あ
っ
た
と

い
い
︑
五
等
�
な
ど
の
身
分
が
記
さ
れ
て
い
た
器
物
が
政
治
�
な
瑞
祥
を
示
す
例
と
な
る
︒

こ
の
形
式
の
鏡
は
東
晉
の
名
族
王
氏
の
墓
に
も
副
葬
さ
れ
て
お
り
︑
貴
族
が
4
\
す
る
鏡
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
︹
南
京
市
�


局
・
二
〇
〇

四
・
一
一
七
︺
︒
た
だ
し
︑
そ
の
よ
う
な
鏡
が
日
本
か
ら
二
面
も
出
土
し
て
い
る
點
は
說
	
し
が
た
い
︹
大
山
・
長
井
一
九
七
三

小
林
・
一
九
八
四
︺
︒
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三

漢
末
・
三
國
西
晉
鏡
の
展
開

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
︑
後
漢
末
か
ら
三
國
鏡
に
お
い
て
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
銅
鏡
の
生
產
系
瓜
が
展
開
し
た
︒
神
仙
思
想
に
關
わ

る
圖
�
・
銘
�
が
廣
く
液
行
し
た
と
い
う
點
で
は
共
@
す
る
が
︑
地
域
ご
と
の
特
色
も
	
瞭
に
存
在
す
る
︒

華
西
系
の
鏡
群
で
は
︑
東
王
父
・
西
王
母
像
以
外
に
︑
一
母
:
九
子
や
堯
・
舜
︑
蒼
頡
・
燧
人
と
い
っ
た
他
の
鏡
群
に
は
例
を
み
な
い
像
を

·
用
し
︑
獨
特
の
圖
像
世
界
を
形
成
し
た
︒
徐
州
系
で
は
︑
王
子
喬
・
赤
松
子
が
盛
行
し
︑
辟
`
な
ど
各
種
の
獸
像
を
合
せ
用
い
た
袁
氏
作
系

鏡
群
︑
陰
陽
の
&
和
者
と
し
て
の
伯
牙
を
中
心
に
置
き
︑
東
西
の
圖
像
の
配
置
に
i
を
用
い
た
畫
�
帶
同
向
式
神
獸
鏡
や
V
緣
神
獸
鏡
の
系
瓜

が
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
を
も
つ
︒
江
南
で
は
華
西
系
の
影
�
を
w
け
つ
つ
︑
怨
た
な
神
獸
鏡
の
形
式
と
し
て
畫
�
帶
對
置
式
神
獸
鏡
が
生
み
出

さ
れ
︑
こ
の
形
式
は
吳
代
に
は
形
骸


す
る
も
の
の
︑
長
く
引
き
繼
が
れ
て
ゆ
く
︒
こ
の
他
に
も
各
種
の
神
獸
鏡
形
式
が
液
行
し
た
︒

本
稿
で
は
觸
れ
て
い
な
い
が
︑
華
北
地
域
で
は
︑
二
世
紀
代
に
は
內
行
花
�
鏡
や
雙
頭
龍
�
鏡
︑
三
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
は
魏
晉
の
規
矩
鏡
と

い
っ
た
よ
う
に
︑
神
仙
を
圖
像
に
用
い
な
い
鏡
作
り
の
傳
瓜
が
續
く
︒
銘
�
は
﹁
位
至
三
公
﹂﹁
君
宜
高
官
﹂
が
盛
行
し
て
お
り
︑
顯
官
を
願

う
中
下
Î
官
僚
層
の
需
�
に
對
應
し
た
製
品
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
︒
た
だ
し
陝
西
で
は
︑
華
西
系
の
鏡
群
と
關
連
す
る
や
や
鯵
略
な
神
獸

鏡
が
存
在
し
︑
魏
晉
代
に
も
散
發
�
に
神
獸
鏡
が
作
ら
れ
た
︒

｢九
子
﹂﹁
三
王
﹂
な
ど
具
體
像
の
不
	
確
な
も
の
も
あ
る
も
の
の
︑
こ
の
時
�
の
銅
鏡
に
登
場
す
る
神
仙
や
靈
獸
は
︑
特
定
地
域
の
銅
鏡
に

の
み
存
在
す
る
例
は
�
め
ら
れ
な
い
︒
�
獻
や
他
の
圖
像
�
料
に
登
場
す
る
神
仙
や
靈
獸
銘
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
︒
西
王
母
・
東
王
父
が
中

核
を
な
す
點
は
︑
銅
鏡
で
も
他
の
�
料
で
も
同
樣
で
あ
る
︒

系
瓜
の
�
い
は
︑
取
り
上
げ
る
神
仙
・
靈
獸
の
種
類
や
組
合
せ
方
︑
圖
像
の
配
置
方
法
︑
銘
�
の
表
現
な
ど
︑
部
分
で
の
差
に
あ
ら
わ
れ
る
︒

そ
れ
は
信
仰
の
對
象
と
し
て
銅
鏡
に
求
め
ら
れ
た
細
か
な
志
向
性
へ
の
對
應
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
︑
小
地
域
ご
と
の
生
產
系
瓜
の

東 方 學 報

132



分
立
に
關
係
す
る
も
の
と
考
え
る
︒
三
角
緣
神
獸
鏡
に
つ
い
て
も
︑
こ
う
し
た
銅
鏡
の
展
開
.
體
の
中
で
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
︑
生
產
開
始
の

契
機
や
目
�
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
衣
な
る
生
產
系
瓜
が
集
合
し
︑
怨
た
な
志
向
性
を
も
っ
た
神
仙
信
仰
の
も
と
︑
佛
像
を
ふ
く
む
多
�
な
神

仙
・
靈
獸
を
表
現
し
た
鏡
群
を
大
量
に
作
り
出
し
︑
特
衣
な
發
Ð
を
m
げ
た
系
瓜
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒

參
考
�
獻

阿
部
幸
信

二
〇
〇
五
﹁
燧
人
考
﹂﹃
九
州
大
學

東
洋
S
論
集
﹄
三
三

九
州
大
學
�

學
部
東
洋
S
硏
究
會

安
徽
省
�
物
考
古
硏
究
4
・
五
河
縣
�
物
管
理
4

二
〇
〇
四
﹁
五
河
縣
金
崗
古
墓
群
淸

理
鯵
報
﹂﹃
東
南
�


﹄
第
四
�

殷
光
	
(北
村
永
譯
)

二
〇
〇
六
﹁
敦
煌
西
晉
墓
出
土
の
墨
書
題
記
畫
像
磚
を
め
ぐ
る
考

察
﹂﹃
佛
敎
藝
�
﹄
二
八
五
號
︑
每
日
怨
聞
社

上
野
祥
S

二
〇
〇
〇
﹁
神
獸
鏡
の
作
鏡
系
�
と
そ
の
盛
衰
﹂﹃
S
林
﹄
第
八
三
卷
第
四

號
︑
S
學
硏
究
會

上
野
祥
S

二
〇
〇
一
﹁
畫
象
鏡
の
系
列
と
製
作
年
代
﹂﹃
考
古
學
雜
誌
﹄
第
八
六
卷
第

二
號
︑
日
本
考
古
學
會

上
野
祥
S

二
〇
〇
三
﹁
盤
龍
鏡
の
諸
系
列
﹂﹃
國
立
歷
S
民
俗
*
物
館
硏
究
報
吿
﹄
第

一
〇
〇
集
︑
國
立
歷
S
民
俗
*
物
館

上
野
祥
S

二
〇
〇
五
﹁
鏡
の
生
產
と
液
@
か
ら
み
た
四
川
を
め
ぐ
る
地
域
關
係
﹂﹃
四

川
省
に
お
け
る
南
方
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

(南
傳
佛
敎
の
g
)
の
硏
究
﹄
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
學
硏
究
二
四
︑
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
學
硏
究
セ
ン
タ
ー

王

中
旭

二
〇
〇
八
﹁
敦
煌
佛
爺
�
灣
墓
伯
牙
彈
琴
畫
像
之
淵
源
與
含
義
﹂﹃
故
宮
*

物
院
院
刊
﹄
第
一
�

王

仲
殊

一
九
五
七
﹁
略
說
杯
盤
舞
�
其
時
代
﹂﹃
考
古
@
訊
﹄
第
三
�

王

仲
殊

一
九
八
五
﹁
吳
縣
︑
山
陰
和
武
昌

︱
︱
從
銘
�
看
三
國
時
代
吳
�
銅
鏡
產

地
︱
︱
﹂﹃
考
古
﹄
第
一
一
�

王

仲
殊

一
九
八
六
﹁
“
靑
羊
”
爲
吳
郡
鏡
工
考

︱
︱
再
論
東
漢
︑
三
國
︑
西
晉
時

�
吳
郡
4
產
�
銅
鏡
︱
︱
﹂﹃
考
古
﹄
第
七
�

王

仲
殊

一
九
八
九
﹁
論
日
本
出
土
�
吳
鏡
﹂
﹃
考
古
﹄
第
二
�

大
庭

脩

一
九
六
九
﹁
漢
代
の
�
に
つ
い
て

︱
︱
將
軍
假
�
の
�
提
︱
︱
﹂﹃
關
西

大
學
東
西
學
�
硏
究
4
紀
�
﹄
二

大
山
正
風
･
長
井
數
秋

一
九
七
三
﹃
天
山
･
櫻
谷
Ö
跡
發
掘
&
査
報
吿
書
﹄︑
松
山
市
敎

育
委
員
會

岡
村
秀
典

一
九
九
二
﹁
A
彫
式
獸
帶
鏡
と
古
墳
出
現
�
の
社
會
﹂﹃
出
雲
に
お
け
る
古

墳
の
出
現
を
探
る
︱
︱
松
本
古
墳
群
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
錄
﹄︑
出
雲
考
古
學
硏

究
會

岡
村
秀
典

一
九
九
九
﹃
三
角
緣
神
獸
鏡
の
時
代
﹄
歷
S
�


ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
六
六
︑
吉

川
弘
�
館

岡
村
秀
典

二
〇
〇
九
﹁
魏
の
民
閒
歌
謠
と
鏡
銘
﹂
﹃
東
ア
ジ
ア
の
古
代
�


﹄
一
三
七

號
︑
大
和
書
�

岡
村
秀
典

二
〇
一
〇
﹁
漢
鏡
五
�
に
お
け
る
淮
e
の
成
立
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
八

五
册
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
4

小
野
山
�

一
九
九
九
﹁
三
角
緣
神
獸
鏡
の
傘
松
形
に
�
・
塔
二
つ
の
系
�
﹂﹃
郵
政
考

古
紀
�
﹄
第
三
六
册

何

志
國

一
九
九
一
﹁
四
川
綿
陽
何
家
山
一
號
東
漢
崖
墓
淸
理
鯵
報
﹂﹃
�
物
﹄
第
三
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�

何

志
國

二
〇
〇
七
﹁
論
漢
代
西
王
母
圖
像
�
两
個
系
瓜
﹂﹃
民
族
藝
�
﹄
一
�

霍

巍

二
〇
〇
〇
﹁
四
川
何
家
山
崖
墓
出
土
神
獸
鏡
�
相
關
問
題
硏
究
﹂﹃
考
古
﹄
第

五
�

笠
野

毅

一
九
九
三
﹁
中
國
古
鏡
銘
假
借
字
一
覽
表

(稿
)﹂﹃
國
立
歷
S
民
俗
*
物
館

硏
究
報
吿
﹄
第
五
五
集
︑
國
立
歷
S
民
俗
*
物
館

甘
肅
省
�
物
考
古
硏
究
4

一
九
九
八
﹃
敦
煌
佛
爺
�
灣
西
晉
畫
像
磚
墓
﹄

岸
本
直
�

一
九
八
九
﹁
三
角
緣
神
獸
鏡
製
作
の
工
人
群
﹂﹃
S
林
﹄
第
七
二
卷
第
五
號
︑

S
學
硏
究
會

岸
本
直
�

一
九
九
一
﹁
權
現
山
五
一
號
墳
出
土
の
三
角
緣
神
獸
鏡
に
つ
い
て
﹂﹃
權
現

山
五
一
號
墳
﹄︑﹃
權
現
山
五
一
號
墳
﹄
刊
行
會

北
村

永

二
〇
〇
六
﹁
敦
煌
佛
爺
�
灣
西
晉
畫
像
磚
墓
お
よ
び
敦
煌
莫
高
窟
に
お
け
る

漢
代
の
傳
瓜
�
な
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
﹂﹃
佛
敎
藝
�
﹄
二
八
五
號
︑
每
日
怨
聞

社

北
村

永

二
〇
一
〇
﹁
河
西
地
方
に
お
け
る
魏
晉
畫
像
磚
墓
の
硏
究

︱
︱
そ
の
現
狀

と
展
»

︱
︱
﹂﹃
佛
敎
藝
�
﹄
三
一
一
號
︑
每
日
怨
聞
社

車
崎
正
彥

二
〇
〇
一
﹁
怨
發
見
の
﹁
靑
龍
三
年
﹂
銘
方
格
規
矩
四
神
鏡
と
魏
晉
の
い
わ

ゆ
る
方
格
規
矩
鏡
﹂﹃
考
古
學
雜
誌
﹄
第
八
六
卷
第
二
號
︑
日
本
考
古
學
會

車
崎
正
彥

二
〇
〇
二
﹁
日
本
出
土
鏡

(圖
版
揭
載
)
銘
�
一
覽
﹂﹃
彌
生
・
古
墳
時
代

鏡
﹄
考
古
�
料
大
觀
第
五
卷
︑
小
學
館

車
崎
正
彥

二
〇
〇
五
﹁
圖
版
解
說

袁
氏
作
銘
帶
同
向
式
二
神
二
獸
鏡
﹂﹃
古
代
﹄
第

一
一
八
號
︑
早
稻
田
大
學
考
古
學
會

車
崎
正
彥

二
〇
〇
八
﹁
御
物
の
鏡
﹂﹃
王
權
と
武
器
と
信
仰
﹄︑
同
成
社

車
崎
正
彥
Ã

二
〇
〇
二
﹃
彌
生
・
古
墳
時
代

鏡
﹄
考
古
�
料
大
觀
第
五
卷
︑
小
學
館

黑
田

頴

二
〇
〇
七
﹃
孝
子
傳
圖
の
硏
究
﹄︑
汲
古
書
院

胡
怨
立
・
王
軍

一
九
九
七
﹁
山
東
鄒
城
古
代
銅
鏡
×
粹
﹂﹃
�
物
﹄
第
七
�

小
林
行
雄

一
九
七
一
﹁
三
角
緣
神
獸
鏡
の
硏
究

︱
︱
型
式
分
類
Ã

︱
︱
﹂﹃
京
都
大

學
�
學
部
紀
�
﹄
第
一
三
︑
京
都
大
學
�
學
部

小
林
行
雄

一
九
七
九
﹁
三
角
緣
波
�
帶
神
獸
鏡
の
硏
究
﹂﹃
辰
馬
考
古
�
料
館

考
古

學
硏
究
紀
�
﹄
Ⅰ
︑
辰
馬
考
古
�
料
館

小
林
行
雄

一
九
八
四
﹁
$
圓
方
形
帶
神
獸
鏡
に
つ
い
て

(
草
稿
)
﹂﹃
泰
H
寺
山
古
墳
﹄

松
岡
町
埋
藏
�


財
&
査
報
吿
書
第
一
集
︑
松
岡
町
敎
育
委
員
會

湖
北
省
*
物
館
・
鄂
州
市
*
物
館

一
九
八
六
﹃
鄂
城
漢
三
國
六
Ä
銅
鏡
﹄
︑
�
物
出
版

社

小
南
一
郞

一
九
七
四
﹁
西
王
母
と
七
夕
傳
承
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
四
六
册
︑
京
都

大
學
人
�
科
學
硏
究
4

小
南
一
郞

一
九
七
五
・
八
一
﹁
漢
武
�
內
傳
の
成
立
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
四
八

册
・
第
五
三
册
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
4

小
南
一
郞

一
九
八
四
﹃
中
國
の
神
話
と
物
語
﹄︑
岩
波
書
店

�
�
喬
一

一
九
九
三
﹁
西
晉
の
鏡
﹂﹃
國
立
歷
S
民
俗
*
物
館
硏
究
報
吿
﹄
第
五
五
集
︑

國
立
歷
S
民
俗
*
物
館

崔

大
庸

一
九
九
七
﹁
雙
9
山
一
號
漢
墓
一
號
馬
車
�
復
原
與
硏
究
﹂﹃
考
古
﹄
第
三

�

櫻
井
龍
彥

一
九
八
四
・
一
九
八
五
﹁
王
子
喬
・
赤
松
子
傳
說
の
硏
究
﹂
﹃
龍
谷
紀
�
﹄

第
六
卷
第
一
號
・
第
二
號
︑
第
七
卷
第
一
號

實
盛
良
彥

二
〇
〇
九
﹁
V
緣
神
獸
鏡
の
變
�
と
系
�
﹂﹃
廣
島
大
學
考
古
學
硏
究
室
紀

�
﹄
第
一
號

山
東
省
棗
莊
市
*
物
館

二
〇
〇
四
﹁
山
東
棗
莊
市
渴
口
漢
墓
﹂
﹃
考
古
學
集
刊
﹄
第
一

四
集

山
東
省
�
物
考
古
硏
究
4

二
〇
〇
〇
﹁
山
東
濟
南
張
莊
漢
代
墓
地
發
掘
鯵
報
﹂﹃
山
東

省
高
Ù
公
路
考
古
報
吿
集
﹄

山
東
大
學
考
古
系
・
山
東
�
物
局
・
長
淸
縣
�


局

一
九
九
七
﹁
山
東
長
淸
縣
雙
9
山

一
號
漢
墓
發
掘
鯵
報
﹂﹃
考
古
﹄
第
三
�

朱

振
�

一
九
九
七
﹁
安
徽
.
椒
縣
卜
集
東
吳
磚
室
墓
﹂﹃
考
古
﹄
第
五
�

周

靜

二
〇
〇
一
﹁
漢
晉
時
�
西
南
地
區
\
關
西
王
母
神
話
考
古
�
料
�
類
型
�
其
特

點
﹂﹃
四
川
大
學
考
古
專
業
創
円
四
十
周
年
曁
馮
漢
驥
敎
¶
百
年
Ú
辰
紀
念
�
集
﹄︑

東 方 學 報
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四
川
大
學
出
版
社

徐
�
琳
ほ
か

一
九
九
二
﹃
四
川
漢
代
石
闕
﹄︑
�
物
出
版
社

昭

	

一
九
九
五
﹁
陝
西
鳳
Ó
出
土
漢
鏡
擧
�
﹂﹃
�
*
﹄
第
三
�

蘇

奎

二
〇
〇
八

﹁
“
三
段
式
神
仙
鏡
”
的
圖
像
硏
究
﹂﹃
四
川
�
物
﹄
第
四
�

a

蘇

奎

二
〇
〇
八

﹁
四
川
邛
崍
發
現
�
三
段
式
神
仙
銅
鏡
﹂﹃
�
物
﹄
第
七
�

b

蘇

奎

二
〇
〇
九
﹁
銅
鏡
銘
�
“
其
師
命
長
”
�
考
察
﹂﹃
考
古
﹄
三
�

高
槻
市
敎
育
委
員
會

二
〇
〇
〇
﹃
安
滿
宮
山
古
墳
︱
︱
發
掘
&
査
・
復
元
整
備
事
業

報
吿
書
﹄
高
槻
市
�


財
&
査
報
吿
書
第
二
一
册

陳

直

一
九
八
八
﹃
�
S
考
古
論
叢
﹄

天
津
古
籍
出
版
社

m

榮

一
九
八
八
﹁
城
固
縣
�


館
館
藏
銅
鏡
鯵
介
﹂﹃
考
古
與
�
物
﹄
第
四
�

�
林
泉
・
張
Ó
宇
・
張
小
麗
・
王
久
剛

(
Ã
)
二
〇
〇
九

﹃
西
安
東
漢
墓
﹄︑
�
物
出

版
社

東
北
*
物
館

一
九
五
五
﹁
遼
陽
三
g
壕
兩
座
壁
畫
墓
�
淸
理
工
作
鯵
報
﹂﹃
�
物
參
考

�
料
﹄
第
一
二
�

富
樫
卯
三
郞

一
九
七
八
﹃
向
野
田
古
墳
﹄
宇
土
市
埋
藏
�


財
&
査
報
吿
第
二
集

永
田
英
正
Ã

一
九
九
四
﹃
漢
代
石
刻
集
成
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
4
硏
究
報
吿
︑

同
Û
舍
出
版

楢
山
滿
照

二
〇
〇
五
﹁
後
漢
式
鏡
地
域
樣
式
論
再
說

︱
︱
後
漢
桓
�
・
靈
�
代
の
四

川
製
作
鏡
を
手
が
か
り
に
︱
︱
﹂﹃
奈
良
美
�
硏
究
﹄
第
三
號
︑
早
稻
田
大
學
奈

良
美
�
硏
究
4

楢
山
滿
照

二
〇
〇
七
﹁
後
漢
時
代
四
川
地
域
に
お
け
る
﹁
?
人
﹂
圖
像
の
表
現

︱
︱

三
段
式
神
仙
鏡
の
圖
像
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂﹃
美
�
S
﹄
第
百
六
十
三
册
︑

美
�
S
學
會

南
京
市
*
物
館

一
九
八
七
﹁
南
京
獅
子
山
︑
江
寧
索
墅
西
晉
墓
﹂﹃
考
古
﹄
第
七
�

南
京
市
�


局

二
〇
〇
四
﹃
六
Ä
風
采
﹄

怨
{

泉

一
九
八
九
﹁
王
と
王
と
の
I
涉
﹂﹃
古
墳
時
代
の
王
と
民
衆
﹄
古
代
S
復
元

六
︑
Ý
談
社

西
田
守
夫

一
九
六
八
﹁
神
獸
鏡
の
圖
像
︱
︱
白
牙
擧
樂
の
銘
�
を
中
心
と
し
て
﹂

﹃
M
U
S
E
U
M
﹄

二
〇
七
︑
東
京
國
立
*
物
館

No.

西
田
守
夫

一
九
七
一
﹁
三
角
緣
神
獸
鏡
の
形
式
系
�
緖
說
﹂﹃
東
京
國
立
*
物
館
紀
�
﹄

六
號
︑
東
京
國
立
*
物
館

西
田
守
夫

一
九
九
三
﹁
三
角
緣
對
置
式
神
獸
鏡
の
圖
�
﹂﹃
國
立
歷
S
民
俗
*
物
館
硏

究
報
吿
﹄
第
五
五
集
︑
國
立
歷
S
民
俗
*
物
館

林

裕
己

一
九
九
八
﹁
三
角
緣
神
獸
鏡
の
銘
�

︱
︱
銘
�
一
覽
と
若
干
の
考
察

︱
︱
﹂﹃
古
代
﹄
第
一
〇
五
號
︑
早
稻
田
大
學
考
古
學
會

林

裕
己

二
〇
〇
六
﹁
漢
鏡
銘
に
つ
い
て

(
鏡
銘
分
類
槪
論
)
︱
︱
樋
口
分
類
補
正

試
論
︱
︱
﹂﹃
古
�


談
叢
﹄
第
五
五
集
︑
九
州
古
�


硏
究
會

林

裕
己

二
〇
〇
八

﹁
三
角
緣
神
獸
鏡
銘
を
@
し
て
み
る
方
格
規
矩
鏡

群

︱
︱

a

β

鏡
銘
か
ら
み
た
魏
・
晉
鏡
と
そ
の
候
補
︱
︱
﹂
﹃
古
�


談
叢
﹄
第
五
九
集
︑
九

州
古
�


硏
究
會

林

裕
己

二
〇
〇
八

﹁
漢
鏡
銘
と
語
句
の
諸
樣
相

(そ
の
一
)
(鏡
銘
と
そ
の
時
�
・

b

地
域
)﹂﹃
古
�


談
叢
﹄
第
六
〇
集
︑
九
州
古
�


硏
究
會

林
巳
奈
夫

一
九
六
三
﹁
後
漢
時
代
の
馬
車
﹂﹃
考
古
學
雜
誌
﹄
第
四
九
卷
第
三
號
・
第

四
號
︑
日
本
考
古
學
會

林
巳
奈
夫

一
九
七
三
﹁
漢
鏡
の
圖
柄
二
︑
三
に
つ
い
て
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
四
四

册
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
4

林
巳
奈
夫

一
九
七
八
﹁
漢
鏡
の
圖
柄
二
︑
三
に
つ
い
て

(續
)﹂
﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第

五
〇
册
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
4

林
巳
奈
夫

一
九
八
二
﹁
畫
像
鏡
の
圖
柄
若
干
に
つ
い
て

︱
︱
隅
田
八
幡
宮
畫
像
鏡
の

原
型
鏡
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
﹃
考
古
學
論
考
﹄
小
林
行
雄
*
士
古
稀
記
念
論
�

集
︑
K
凡
社

林
巳
奈
夫
Ã

一
九
七
六
﹃
漢
代
の
�
物
﹄︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
4

原
田
三
壽

一
九
九
一
﹁
龍
鈕
を
持
つ
鏡
﹂﹃
京
都
府
埋
藏
�


財
論
集
﹄
第
二
集

樋
口
隆
康

一
九
五
三
﹁
中
國
古
鏡
銘
の
類
別
�
硏
究
﹂﹃
東
方
學
﹄
第
七
輯
︑
東
方
學

會

樋
口
隆
康

一
九
七
九
﹃
古
鏡
・
古
鏡
圖
錄
﹄
︑
怨
潮
社

漢末・三國西晉鏡の展開
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福
田
ä
之

二
〇
〇
五
﹁﹃
子
羔
﹄
の
內
容
と
�
成
﹂﹃
竹
鯵
が
語
る
古
代
思
想

︱
︱
上

*
楚
鯵
硏
究
︱
︱
﹄
汲
古
×
書
四
二
︑
汲
古
書
院

福
永
伸
哉

一
九
九
一
﹁
三
角
緣
神
獸
鏡
の
系
�
と
性
格
﹂﹃
考
古
學
硏
究
﹄
第
三
八
卷

第
一
號
︑
考
古
學
硏
究
會

福
永
伸
哉

一
九
九
二
﹁
規
矩
鏡
に
お
け
る
特
衣
な
一
群

︱
︱
三
角
緣
神
獸
鏡
と
の
關

連
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂﹃
究
班
﹄
埋
藏
�


財
硏
究
會
一
五
周
年
記
念
論
�
集

福
永
伸
哉

一
九
九
七
﹁
三
角
緣
神
獸
鏡
製
作
地
の
硏
究
﹂﹃
リ
ポ
ー
ト
﹄
四
一
號
︑
山

陽
放
Ë
學
�
�


財
團

福
永
伸
哉

二
〇
〇
五
﹃
三
角
緣
神
獸
鏡
の
硏
究
﹄︑
大
阪
大
學
出
版
會

福
永
光
司

一
九
八
二
﹁
g
敎
に
お
け
る
天
神
の
影
臨
¶
誡
﹂﹃
中
國
中
世
の
宗
敎
と
�



﹄︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
4

北
京
市
�
物
工
作
å

一
九
八
三
﹁
北
京
市
順
義
縣
大
營
村
西
晉
墓
葬
發
掘
鯵
報
﹂﹃
�

物
﹄
第
一
〇
�

星
川
淸
孝

一
九
七
〇
﹃
楚
辭
﹄
怨
釋
漢
�
大
系
三
四
︑
	
治
書
院

馬

咏
鐘

一
九
八
八
﹁
陝
西
省
*
物
館
藏
三
國
孫
吳
銅
鏡
﹂﹃
�
*
﹄
第
二
�

巫

鴻

二
〇
〇
〇
﹁
地
域
考
古
與
對
“
五
斗
米
g
”
美
�
傳
瓜
�
重
�
﹂﹃
漢
P
之

閒
�
宗
敎
藝
�
與
考
古
﹄︑
�
物
出
版
社

巫

鴻

二
〇
〇
五
﹁
漢
代
g
敎
美
�
試
探
﹂﹃
禮
儀
中
�
美
�
﹄
巫
鴻
中
國
古
代
美

�
S
�
Ã
︑
三
聯
書
店

(原
�

一
九
八
九
)

村
松
洋
介

二
〇
〇
四
﹁
V
緣
神
獸
鏡
硏
究
の
怨
視
點
﹂﹃
古
墳
�


﹄
創
刊
號
︑
國
學

院
大
學
古
墳
時
代
硏
究
會

森
下
違
司

一
九
八
九
﹁
�
樣
�
成
・
配
置
か
ら
み
た
三
角
緣
神
獸
鏡
﹂﹃
椿
井
大
塚
山

古
墳
と
三
角
緣
神
獸
鏡
﹄
京
都
大
學
�
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