
史

料

紹

介浙
江
嵊
州
漢
晋
文
物
調
査
報
告

岡

村

秀

典

浙
江
省
紹
興
市
は
︑
春
秋
戦
国
時
代
に
越
国
の
都
︑
後
漢
後
半
期
に
会
稽

郡
治
が
所
在
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
一
九
三
六
年
に
一
帯
で
数
千
基
に
の
ぼ

る
古
墓
が
盗
掘
さ
れ
た
た
め
︑
浙
江
省
立
図
書
館
の
張
拯
亢
は
現
地
を
調
査

し
︑
甎
室
墓
の
形
態
︑
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
末
の
紀
年
銘
甎
︑
出
土
の

鏡
や
陶
磁
器
な
ど
を
紹
介
し
た
︹
張
一
九
三
七
︺
︒
そ
の
報
告
は
画
像
鏡
や
紀

年
銘
を
も
つ
神
獣
鏡
の
確
実
な
出
土
例
と
し
て
逸
早
く
京
都
大
学
の
梅
原
末

治
︹
一
九
四
一
︺
の
注
意
を
引
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
直
前
に
梅
原
は
紹

興
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
六
三
面
の
鏡
を
﹃
紹
興
古
鏡
聚
英
﹄︵
桑
名
文
星
堂
︑

一
九
三
九
年
︶
と
し
て
発
表
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

紹
興
一
帯
で
は
戦
後
も
古
鏡
の
発
見
が
相
次
ぎ
︑
浙
江
省
博
物
館
の
王
士

倫
は
そ
の
収
集
に
努
め
た
が
︹
王
一
九
五
七
・
一
九
八
七
・
二
〇
〇
六
︺
︑
考
古

学
者
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
鏡
は
き
わ
め
て
少
な
い
︒
そ
の
な
か
で
嵊
県
文

管
会
︹
一
九
九
一
︺
の
発
掘
し
た
嵊
州
市
大
ª
嶺
呉
墓
は
︑
鏡
の
出
土
墓
が

わ
か
る
数
少
な
い
調
査
例
と
し
て
重
要
で
あ
る
︒

張
拯
亢
は
ま
た
︑
紹
興
漓
渚
の
太
康
三
年
︵
二
八
二
︶
墓
な
ど
か
ら
出
土

し
た
神
亭
壺
︵
魂
瓶
／
穀
倉
罐
︶
を
と
り
あ
げ
︑
そ
れ
を
神
霊
の
依
り
代
と
み

な
し
た
︒
戦
後
︑
呉
末
か
ら
西
晋
の
年
号
や
﹁
会
稽
﹂﹁
始
寧
﹂﹁
上
虞
﹂
な

ど
の
地
名
を
銘
記
し
た
例
︑
仏
像
を
あ
ら
わ
し
た
例
が
出
土
し
た
ほ
か
︑
紹

興
か
ら
曹
娥
江
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
嵊
州
一
帯
で
は
︑
仏
像
を
あ
ら
わ
し
た

呉
・
西
晋
代
の
墓
甎
が
採
集
さ
れ
る
な
ど
︹
張
恒
ほ
か
二
〇
一
〇
︺
︑
初
期
仏

教
文
物
の
発
見
が
相
次
い
で
い
る
︒

嵊
州
一
帯
で
は
︑
四
世
紀
に
竺
道
潜
や
支
遁
と
い
っ
た
名
僧
が
多
く
隠
棲

し
︑
五
世
紀
末
に
は
新
昌
大
仏
︵
石
城
寺
︶
が
造
営
さ
れ
る
︒
石
城
寺
は
天

台
宗
の
開
祖
智
顗
が
五
九
七
年
に
示
寂
し
た
と
こ
ろ
で
︑
初
期
仏
教
文
化
を
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考
え
る
上
で
も
注
目
す
べ
き
地
域
で
あ
る
︹
小
野
一
九
八
五
︺
︒

そ
こ
で
本
稿
は
︑
嵊
州
市
文
物
管
理
処
で
二
〇
一
八
年
二
月
二
七
日
に
調

査
し
た
呉
・
西
晋
墓
出
土
の
鏡
・
神
亭
壺
・
墓
甎
を
紹
介
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

一

嵊
州
六
朝
墓
と
出
土
文
物

嵊
州
の
名
は
唐
代
の
六
二
一
年
に
は
じ
ま
り
︑
い
く
た
び
か
の
変
更
を
へ

て
︑
現
在
の
嵊
州
市
は
紹
興
市
に
属
し
て
い
る
︒
市
内
で
は
浦
口
鎮
大
ª
嶺

村
︹
嵊
県
文
管
会
一
九
九
一
︺
と
石
璜
鎮
︹
同
一
九
八
八
︺
の
二
か
所
で
六
朝
墓

が
発
掘
さ
れ
て
い
る
︒
六
朝
と
は
︑
統
一
王
朝
の
漢
か
ら
隋
ま
で
の
間
︑
江

南
に
都
を
置
い
た
呉
・
晋
・
宋
・
斉
・
梁
・
陳
の
六
王
朝
を
い
う
︒
以
下
︑

報
告
を
も
と
に
そ
の
概
要
を
述
べ
る
︒

(
一
)

大
�
嶺
一
〇
四
号
墓
と
出
土
鏡

大
ª
嶺
墓
地
は
大
ª
嶺
村
の
大
墳
山
に
位
置
し
て
い
る
︒
墓
地
は
農
民
の

土
取
り
で
発
見
さ
れ
︑
一
九
八
七
年
か
ら
八
八
年
に
か
け
て
嵊
県
文
管
会

︹
一
九
九
一
︺
が
七
基
の
甎
室
墓
を
発
掘
し
た
︒
そ
の
う
ち
九
五
号
︑
一
〇

一
号
︑
一
〇
四
号
︑
一
〇
五
号
の
四
基
が
呉
墓
で
あ
る
︒

二
面
の
鏡
が
出
土
し
た
一
〇
四
号
墓
は
山
の
東
北
部
に
あ
り
︑
西
北
に
開

口
し
︑
刀
形
の
平
面
を
も
つ
︵
い
わ
ゆ
る
片
袖
式
︶
︒
墓
室
の
全
長
は
五
・
四

メ
ー
ト
ル
︑
甬
道
は
ア
ー
チ
形
天
井
で
︑
甎
で
入
口
を
塞
い
で
い
る
︵
図

�
︶
︒
主
室
は
三
・
九
×
一
・
四
～
一
・
六
メ
ー
ト
ル
︑
ア
ー
チ
形
天
井
は

崩
落
し
て
い
る
︒
床
は
甎
敷
き
で
︑
壁
は
甎
を
六
順
一
丁
︵
横
向
き
六
段
︑
縦

向
き
一
段
︶
︑
三
順
一
丁
に
積
み
上
げ
︑
そ
れ
以
上
は
横
積
み
で
あ
る
︒
奥
壁
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排水溝
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に
は
三
つ
の
龕
が
あ
る
︒
床
面

の
奥
側
四
分
の
三
ほ
ど
に
棺
床

の
甎
敷
き
が
あ
り
︑
床
下
に
は

甎
を
断
面
三
角
形
に
組
ん
だ
排

水
溝
が
あ
る
︒
木
棺
は
朽
ち
て

い
た
が
︑
柏
樹
の
痕
跡
が
あ
り
︑

周
囲
か
ら
鉄
の
棺
釘
が
出
土
し

て
い
る
︒
被
葬
者
は
頭
を
北
に

埋
葬
さ
れ
た
ら
し
く
︑
棺
の
小

口
部
か
ら
銀
笄
と
画
像
鏡
︑
頭

の
東
側
か
ら
神
獣
鏡
︑
頭
の
周

囲
か
ら
鉄
鋏
と
八
枚
の
﹁
大
泉

當
千
﹂
銅
銭
が
出
土
し
︑
神
亭

壺
を
は
じ
め
と
す
る
陶
磁
器
は

主
室
の
袖
部
と
甬
道
か
ら
ま
と

ま
っ
て
出
土
し
た
︒
盗
掘
で
荒
ら
さ
れ
た
形
跡
が
な
く
︑
単
葬
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
︒
被
葬
者
の
性
別
は
不
明
だ
が
︑
武
器
が
な
く
︑
銀
笄
や
鉄
鋏
が
出

土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
︑
女
性
の
可
能
性
が
高
い①
︒

出
土
し
た
二
面
の
鏡
に
つ
い
て
は
︑
報
告
と
は
別
に
王
士
倫
︹
二
〇
〇

六
：
彩
版
一
八
・
図
版
四
五
︺
に
写
真
と
解
説
が
あ
る
︒

画
像
鏡
は
直
径
一
八
・
五
セ
ン
チ
︑
重
さ
八
二
〇
グ
ラ
ム
︑
大
き
い
半
球

形
の
鈕
を
も
ち
︑
鈕
座
に
は
連
珠
紋
帯
を
め
ぐ
ら
す
︵
図
	
︶
︒
内
区
は
円

圏
を
も
つ
大
き
な
円
座
乳
で
四
区
画
に
分
け
︑
鈕
を
挟
ん
で
西
王
母
と
東
王

公
︑
車
馬
と
白
虎
を
対
置
す
る
︒
西
王
母
の
前
に
は
﹁
母
﹂︑
東
王
公
の
前

に
は
﹁
東
王
公
﹂
の
榜
題
が
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
左
右
に
玉
女
が
拱
手
侍
坐
し

て
い
る
︒
馬
車
は
一
頭
立
て
の
軺
車
で
︑
輿
に
は
御
者
一
人
が
坐
っ
て
い
る
︒

銘
帯
は
断
面
か
ま
ぼ
こ
形
に
隆
起
し
︑
銘
文
は
西
王
母
と
車
馬
と
の
間
の
位

置
か
ら
時
計
回
り
に
め
ぐ
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
集
釈
七
〇
九
の
上
四
句
か
ら

な
っ
て
い
る
︒

蔡
氏
作
竟
佳
且
好
︒

眀
而
日
月
世
少
有
︒

刻
治
今
守
悉
皆
在
︒

令
人
富
貴
宜
孫
子
︒

外
区
に
は
鋸
歯
紋
と
連
続
三
葉
紋
を
め
ぐ
ら
し
︑
断
面
は
三
角
縁
を
呈
す
る

が
︑
尖
頂
部
を
幅
一
ミ
リ
ほ
ど
の
面
に
削
っ
て
い
る
︒

も
う
一
面
は
環
状
乳
三
神
三
獣
鏡
で
あ
る
︵
図


︶
︒
直
径
一
一
・
三
セ

ン
チ
︑
重
さ
二
七
一
グ
ラ
ム
︑
小
さ
な
半
球
形
の
鈕
と
円
座
を
も
つ
︒
神
像

は
い
ず
れ
も
量
感
に
富
み
︑
頭
頂
に
は
三
つ
の
突
起
が
あ
り
︑
顔
を
左
上
に

向
け
る
︒
う
ち
二
体
は
拱
手
形
︑
の
こ
る
一
体
は
左
手
を
前
に
差
し
出
し
︑

右
手
も
腹
前
に
広
げ
て
い
る
︒
像
容
に
は
そ
れ
以
外
の
区
別
が
な
い
︒
い
ず
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図	 大ª嶺104号墓出土「蔡氏作」画像鏡

図
 大ª嶺104号墓出土「吾作」環状乳神獣鏡
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図
 大ª嶺104号墓出土「吾作」環状乳神獣鏡

れ
も
神
像
の
前
︵
左
︶
に
は
羽
人
︑
後
ろ
に
は
鳥
が
外
を
向
い
て
い
る
︒
獣

は
三
体
と
も
顧
首
形
で
︑
口
に
巨
︵
維
剛
︶
を
銜
え
て
い
る
︒
半
円
方
形
帯

の
方
格
に
一
字
ず
つ
銘
文
が
あ
り
︑
両
手
を
前
に
出
し
た
神
像
の
位
置
か
ら

時
計
回
り
に
次
の
一
一
字
が
め
ぐ
っ
て
い
る
︒

吾
作
眀
︑
幽
湅
三
剛
︑
竟
大
吉
兮
︒

本
来
﹁
吾
作
眀
竟
﹂
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
﹁
竟
﹂
字
が
﹁
剛
﹂
字
の
後
ろ

に
錯
簡
し
て
い
る
︒
外
区
は
画
紋
帯
と
渦
紋
帯
か
ら
な
る
︒
太
一
の
乗
る
雲

車
は
両
手
を
前
に
出
し
た
神
像
の
位
置
に
あ
り
︑
日
神
と
月
神
な
ど
が
時
計

回
り
に
め
ぐ
っ
て
い
る
︒

こ
の
一
〇
四
号
墓
か
ら
西
に
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
一
〇
一

号
墓
が
あ
る
︒
前
後
の
二
室
構
造
で
︑
墓
室
の
全
長
七
・
七
メ
ー
ト
ル
︑
一

〇
四
号
墓
よ
り
少
し
大
き
い
︒
前
室
南
壁
の
墓
甎
二
方
に
刻
銘
が
あ
り
︵
図

�
︶
︑
二
方
は
ほ
ぼ
同
文
で
︑
報
告
は
﹁
太
平
二
年
歳
在
丁
丑
七
月
六
日
︑

建
中
校
尉
会
稽
剡
番
億
作
此
基
図
︑
冢
師
朱
珖
所
処
﹂
と
釈
読
し
て
い
る
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図� 大ª嶺101号墓出土「太平二年」「番億」

墓誌〔張恒ほか2010：123頁〕
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︵
句
点
は
岡
村
に
よ
る
︶
︒
す
な
わ
ち
被
葬
者
の
潘
︵
番
︶
億
は
現
地
の
会
稽
郡

剡
県
の
人
で
︑
太
平
二
年
︵
二
五
七
︶
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
︒
校
尉
は
将
軍

の
下
に
あ
る
武
官
で
︑﹁
建
中
校
尉
﹂
の
称
号
で
想
起
さ
れ
る
の
は
︑
二
四

〇
年
に
魏
の
帯
方
太
守
弓
遵
が
建
中
校
尉
の
梯
儁
ら
を
倭
国
へ
派
遣
し
た
と

い
う
﹃
魏
志
﹄
倭
人
伝
の
記
事
で
あ
る②
︒
本
例
と
時
代
も
近
く
︑
辺
郡
に
お

け
る
被
葬
者
の
地
位
と
立
場
を
考
え
る
参
考
に
な
ろ
う
︒

こ
れ
と
同
形
の
甎
室
を
も
つ
九
五
号
墓
は
︑
二
六
三
年
の
造
営
で
︑﹁
番

氏
﹂
や
﹁
永
安
六
年
師
朱
武
所
可
安
冢
﹂
と
記
さ
れ
た
甎
が
出
土
し
た
︒
一

〇
一
号
墓
と
は
六
四
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
お
り
︑
一
帯
は
潘
氏
一
族
の
墓
域
で
︑

朱
氏
が
両
墓
の
造
営
を
指
揮
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

一
〇
四
号
墓
の
年
代
に
つ
い
て
報
告
者
は
︑
二
三
八
年
に
発
行
の
は
じ
ま

っ
た
﹁
大
泉
當
千
﹂
銭
が
出
土
し
︑
陶
磁
器
が
三
国
時
代
の
特
徴
を
も
ち
︑

と
く
に
神
亭
壺
は
一
〇
一
号
墓
例
と
同
時
期
か
や
や
古
い
特
徴
を
も
つ
こ
と

か
ら
︑
三
世
紀
中
ご
ろ
に
比
定
し
た
︒
け
だ
し
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(
二
)

大
�
嶺
一
〇
五
号
墓
と
出
土
の
重
列
式
神
獣
鏡

一
〇
五
号
墓
は
一
〇
四
号
墓
の
横
三
・
二
メ
ー
ト
ル
に
あ
り
︑
両
墓
は
並

列
し
て
い
る
︒
墓
室
の
全
長
は
四
・
六
五
メ
ー
ト
ル
︑
早
く
に
盗
掘
を
被
っ

て
お
り
︑
鏡
一
面
と
銅
銭
一
五
枚
が
出
土
し
た
だ
け
で
あ
る
が
︑
一
〇
四
号

墓
と
同
じ
墓
甎
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
報
告
者
は
同
時
期
と
考
え
て
い
る
︒

夫
婦
の
異
穴
合
葬
墓
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

鏡
は
直
径
一
二
・
三
セ
ン
チ
︑
重
さ
二
四
八
グ
ラ
ム
の
重
列
式
神
獣
鏡
で

あ
る
︵
図

︶
︒
鈕
は
扁
平
な
餅
形
で
︑
内
区
は
巨
︵
維
剛
︶
で
五
段
に
分
け

て
神
獣
を
配
置
し
て
い
る
︒
最
上
段
に
龍
虎
座
に
坐
る
神
︑
鈕
の
左
右
に
華

蓋
を
と
も
な
う
西
王
母
と
東
王
公
が
あ
り
︑
鈕
の
上
︑
第
二
段
に
二
神
が
対

坐
す
る
が
︑
伯
牙
弾
琴
の
像
は
な
い
︒
左
右
両
側
に
青
龍
と
白
虎
︑
最
上
段
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と
最
下
段
に
朱
雀
と
玄
武
が
対
置
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
同
定
は
む

ず
か
し
い
︒
外
区
は
偽
銘
帯
と
渦
紋
帯
が
め
ぐ
っ
て
い
る
︒

重
列
式
神
獣
鏡
は
︑
図
像
構
成
を
も
と
に
︑
西
王
母
・
東
王
公
や
四
神
な

ど
を
あ
ら
わ
す
﹁
張
氏
元
公
﹂
系
と
︑
五
帝
天
皇
な
ど
を
あ
ら
わ
す
﹁
示

氏
﹂
系
に
大
別
で
き
る
が③
︹
岡
村
二
〇
一
三
︺
︑
本
鏡
は
﹁
張
氏
元
公
﹂
系
に

属
し
て
い
る
︒
一
八
〇
年
代
に
登
場
し
た
﹁
張
氏
元
公
﹂
は
呉
郡
の
出
身
で
︑

環
状
乳
神
獣
鏡
か
ら
同
向
式
神
獣
鏡
・
重
列
式
神
獣
鏡
ま
で
一
貫
し
て
西
王

母
・
東
王
公
と
伯
牙
・
黄
帝
を
あ
ら
わ
す
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が

二
一
〇
年
代
に
登
場
し
た
会
稽
派
は
︑﹁
張
氏
元
公
﹂
系
の
重
列
式
神
獣
鏡

を
模
倣
す
る
も
の
の
︑
伯
牙
弾
琴
の
像
を
し
ば
し
ば
脱
落
さ
せ
る
︒
並
行
し

て
制
作
さ
れ
た
対
置
式
神
獣
鏡
で
は
︑
西
王
母
と
東
王
公
が
主
神
で
あ
り
︑

伯
牙
は
必
須
の
像
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
本
鏡
は
そ
う
し
た
会
稽
派

の
作
品
と
考
え
ら
れ
︑
な
か
で
も
建
安
二
十
二
年
︵
二
一
七
︶﹁
蔭
豫
﹂
鏡
に

も
っ
と
も
近
似
し
︑
黄
龍
元
年
︵
二
二
九
︶﹁
陳
世
﹂
鏡
以
後
の
作
例
と
は
異
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な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
二
二
〇
年
代
ま
で
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
︒

し
た
が
っ
て
︑
本
鏡
は
紹
興
の
あ
た
り
で
制
作
さ
れ
︑
三
〇
～
四
〇
年
ほ
ど

の
使
用
を
へ
て
墓
に
埋
め
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

(
三
)

石
璜
鎮
下
村
﹁
太
平
四
年
﹂
墓
と
出
土
の
対
置
式
神
獣
鏡

一
九
七
九
年
に
石
璜
鎮
下
村
の
後
山
で
甎
室
墓
が
発
見
さ
れ
た
が
︑
す
で

に
破
壊
を
被
っ
て
お
り
︑﹁
太
平
四
年
﹂
銘
の
甎
︑
陶
磁
器
︑
鏡
が
採
集
さ

れ
た
だ
け
で
あ
る
︒

鏡
は
直
径
一
二
・
五
セ
ン
チ
の
対
置
式
神
獣
鏡
で
あ
る
︵
図
�
︶
︒
鈕
は

扁
平
な
餅
形
で
︑
鈕
孔
は
副
神
の
方
向
を
向
い
て
い
る
︒
鋳
上
が
り
が
悪
く
︑

神
獣
の
表
現
は
粗
雑
で
︑
主
神
と
副
神
の
像
容
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
が
︑

主
神
の
西
王
母
と
東
王
公
に
は
そ
れ
ぞ
れ
右
側
だ
け
に
龍
虎
座
か
ら
変
化
し

た
鳥
形
が
と
も
な
っ
て
い
る
︒
半
円
方
形
帯
も
簡
略
で
︑
八
か
所
の
方
格
に

は
一
字
ず
つ
銘
文
が
入
っ
て
い
る
が
︑﹁
十
二
大
﹂
の
連
続
す
る
三
字
が
識

別
で
き
る
だ
け
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
二
五
〇
年
代
に
出
現
す
る
﹁
三
公
九
卿

十﹅

二﹅

大﹅

夫
﹂
の
八
字
で
あ
ろ
う
︒
外
区
の
紋
様
も
模
糊
と
し
て
い
る
が
︑
簡

略
化
し
た
画
紋
帯
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
全
体
に
く
ず
れ
た
紋
様
で
あ
る
こ
と

か
ら
み
て
も
︑
呉
後
期
の
作
と
考
え
ら
れ
る
︒

墓
甎
の
﹁
太
平
四
年
﹂
銘
に
つ
い
て
報
告
者
の
張
恒
は
︑
六
朝
代
に
お
い

て
﹁
太
平
﹂
年
号
を
用
い
た
の
は
呉
の
孫
亮
と
梁
の
敬
帝
だ
が
︑
い
ず
れ
も

四
年
は
な
く
︑
出
土
の
陶
磁
器
は
呉
代
の
型
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
太
平

四
年
﹂
は
永
安
二
年
︵
二
五
九
︶
の
こ
と
と
考
え
た
︒
景
帝
孫
休
は
太
平
三

年
に
即
位
し
︑
永
安
と
改
元
し
た
が
︑
嵊
州
は
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
僻
地
に

あ
る
た
め
︑
改
元
の
知
ら
せ
が
す
ぐ
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
一
年
以
上
も
改
元
の
知
ら
せ
が
届
か
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
る
︒

む
し
ろ
呉
の
実
権
を
掌
握
し
た
孫
綝
は
︑
太
平
三
年
に
孫
亮
を
廃
位
し
て
会

稽
王
に
落
と
し
た
こ
と
か
ら
︑
孫
亮
を
支
持
す
る
会
稽
の
人
た
ち
は
前
の
年

号
を
使
い
つ
づ
け
た
可
能
性
が
高
い
︒
な
お
︑
孫
亮
は
永
安
三
年
︵
二
六
〇
︶

に
侯
官
侯
に
降
格
さ
れ
︑
任
地
に
向
か
う
途
中
で
自
殺
し
た
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
鏡
は
制
作
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
墓
に
埋
め
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
︒
そ
の
鏡
が
粗
雑
な
つ
く
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
︑
副
葬
用
の
明

器
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
呉
後
期
で
も
紀
年
鏡
は
も
う
少
し
シ
ャ
ー

プ
な
鋳
上
が
り
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
鏡
に
も
明
器
が
あ
る
と
い
う

説
は
し
ば
し
ば
提
起
さ
れ
る
が
︑
確
か
な
根
拠
は
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

本
例
の
よ
う
に
鋳
造
が
粗
悪
で
︑
制
作
と
副
葬
に
ほ
と
ん
ど
時
間
差
が
な
い

の
で
あ
れ
ば
︑
明
器
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
︒

(
四
)

石
璜
鎮
七
五
号
墓
と
出
土
の
神
亭
壺

石
璜
鎮
の
苕
苕
山
で
一
九
八
五
年
に
発
掘
さ
れ
た
七
五
号
墓
は
︑
凸
字
形

︵
い
わ
ゆ
る
両
袖
式
︶
の
甎
室
墓
で
︑
全
長
は
六
・
八
メ
ー
ト
ル
︑
前
後
の
二

74 (804)



図� 石璜鎮75号墓出土「出始寧」神亭壺図� 石璜鎮75号墓出土「出始寧」神亭壺図� 石璜鎮75号墓出土「出始寧」神亭壺図� 石璜鎮75号墓出土「出始寧」神亭壺

室
構
造
で
あ
る
︒
墓
甎
に
は
﹁
太
康
九
年
太
歳
在
戊
申
七
月
廿
日
︑
陸
主
紀

懀
﹂﹁
左
陽
遂
︑
右
富
貴
﹂
な
ど
の
銘
文
が
あ
り
︑
西
晋
太
康
九
年
︵
二
八

八
︶
に
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
報
告
者
は
被
葬
者
を
﹁
陸
紀
懀
﹂
と

し
︑
江
東
の
大
族
で
あ
る
陸
氏
の
後
裔
と
み
な
し
て
い
る
︒

出
土
の
神
亭
壺
は
︑
高
さ
四
四
セ
ン
チ
︑
罐
の
肩
よ
り
上
は
口
縁
部
を
境

に
二
層
に
分
か
れ
て
い
る
︵
図
�
︶
︒
上
層
は
中
央
に
瓦
葺
き
方
形
屋
根
の

建
物
が
あ
り
︑
四
面
に
門
が
開
き
︑
前
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
が
坐
し
て
合
掌

す
る
︒
各
人
物
の
間
に
は
角
楼
式
の
小
さ
な
建
物
が
あ
る
︒
下
層
の
前
後
に

は
瓦
葺
き
屋
根
の
門
が
あ
り
︑
罐
の
中
に
通
じ
る
孔
が
開
い
て
い
る
︒
正
面

の
門
の
左
右
に
は
亀
趺
の
上
に
圭
形
の
碑
が
立
ち
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
﹁
出
始
寧
︑

用
此
喪
葬
宜
子
孫
︑
作
吏
高
遷
衆
無
極
︵
始
寧
よ
り
出
づ
︑
此
れ
を
喪
葬
に
用
い

れ
ば
︑
子
孫
に
宜
し
︑
吏
と
な
れ
ば
高
遷
し
︑
衆
は
極
ま
り
な
し④
︶
﹂
と
い
う
銘
文

が
三
行
に
刻
ま
れ
て
い
る
︒
始
寧
は
漢
末
に
上
虞
県
を
分
割
し
て
剡
県
の
北

に
設
置
さ
れ
た
会
稽
郡
の
属
県
で
あ
る
︵﹃
宋
書
﹄
巻
三
五
︒﹃
続
会
稽
記
﹄
は
一

二
九
年
に
上
虞
南
部
を
分
割
し
て
設
置
さ
れ
た
と
す
る
︒
治
所
は
嵊
州
市
三
界
鎮
付

近
︶
︒
始
寧
で
制
作
さ
れ
た
こ
の
神
亭
壺
を
墓
に
副
葬
す
れ
ば
︑
現
世
の
人

び
と
が
幸
福
に
な
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
背
面
の
門
の
左
右
に
は
闕
が
建

つ
︒
碑
と
闕
と
の
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
四
人
が
合
掌
し
て
並
坐
し
て
い
る
︒
罐

の
腹
部
に
は
歌
舞
す
る
六
人
の
像
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
さ
き
の
大
ª

嶺
一
〇
四
号
墓
例
と
比
べ
る
と
︑
罐
上
の
造
形
が
二
層
に
複
雑
化
し
︑
建
築

意
匠
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒

神
亭
壺
は
二
世
紀
の
五
連
罐
が
発
達
し
た
も
の
で
︑
そ
の
造
形
か
ら
堆
塑

罐
や
装
飾
付
壺
︑
民
俗
学
的
な
視
点
か
ら
穀
倉
罐
や
魂
瓶
な
ど
と
呼
ば
れ
て

い
る
︒
大
ª
嶺
一
〇
四
号
墓
例
は
岡
内
三
眞
︹
一
九
八
五
︺
編
年
の
第
Ⅱ
型

式
︑
小
南
一
郎
︹
一
九
九
三
︺
編
年
の
第
二
形
式
︑
本
例
は
岡
内
の
第
Ⅲ
型

式
︑
小
南
の
第
三
形
式
に
属
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
呉
後
期
︑
西
晋
前
半
期
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
太
康
九
年
墓
か
ら
出
土
し
た
本
例
は
そ
の
年
代
観
を
裏

づ
け
て
い
る
︒
本
例
の
よ
う
な
﹁
出
始
寧
﹂
の
銘
文
を
も
つ
神
亭
壺
の
歴
史

的
意
義
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
検
討
し
た
い
︒
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①

漢
か
ら
唐
ま
で
の
墓
を
分
析
し
た
江
介
也
︹
二
〇
一
二
︺
に
よ
れ
ば
︑
鋏
は
女

性
に
副
葬
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
︒
西
晋
前
期
の
江
西
南
昌
馬
頭
墓
や
三
五

九
年
の
江
蘇
南
京
象
山
﹁
王
丹
虎
﹂
墓
で
は
︑
女
性
遺
体
の
頭
の
近
く
に
鋏
が
副

葬
さ
れ
て
お
り
︑
本
例
と
同
じ
よ
う
な
扱
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

②

帯
方
郡
は
楽
浪
郡
の
南
に
新
設
さ
れ
︑
太
守
の
弓
遵
は
の
ち
に
韓
族
と
の
戦
争

で
戦
死
し
た
︒
な
お
︑﹃
三
国
志
﹄
に
は
魏
に
建
忠﹅

将
軍
︑
呉
に
建
忠﹅

中
郎
将
や

建
忠﹅

都
尉
が
あ
り
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
神
功
皇
后
四
十
年
条
に
引
用
す
る
﹃
魏
志
﹄

で
は
﹁
建
忠﹅

校
尉
﹂
と
あ
る
が
︑
現
行
の
﹃
魏
志
﹄
倭
人
伝
で
は
﹁
建
中﹅

校
尉
﹂

と
記
し
て
い
る
︹
大
庭
脩
一
九
七
一
：
一
九
八
～
一
九
九
頁
︺︒﹁
中
﹂
と
﹁
忠
﹂

と
は
同
音
で
あ
り
︑
こ
の
墓
誌
で
も
﹁
建
中﹅

校
尉
﹂
と
刻
ん
で
い
る
︒

③

上
野
祥
史
︹
二
〇
〇
〇
︺
は
重
列
式
神
獣
鏡
の
巨
が
階
段
状
に
な
る
﹁
示
氏
﹂

系
を
�
類
︑
直
線
的
に
な
る
会
稽
派
の
例
を
�
類
と
し
︑
そ
の
順
に
変
化
し
た
と

す
る
︒
し
か
し
︑
紀
年
の
な
い
﹁
張
氏
元
公
﹂
鏡
を
見
落
と
し
︑
些
末
な
属
性
の

形
を
編
年
の
基
準
と
し
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
︒

④

報
告
は
﹁
出
始
寧
用
此
□
女
□
宜
子
孫
作
吏
高
遷
衆
無
極
﹂
と
読
ん
だ
が
︑
現

物
の
観
察
と
類
例
に
よ
り
改
め
た
︒

二

﹁
蔡
氏
作
﹂
画
像
鏡
と
そ
の
関
連
鏡
群

前
章
に
み
た
よ
う
に
﹁
蔡
氏
作
﹂
画
像
鏡
の
出
土
し
た
大
ª
嶺
一
〇
四
号

墓
は
︑
三
世
紀
中
ご
ろ
の
呉
墓
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
作
鏡
者
の
﹁
蔡
氏
﹂
は

漢
鏡
六
期
︵
二
世
紀
前
半
︶
の
淮
派
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
以

下
︑
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
論
じ
る
︒

﹁
蔡
氏
﹂
は
周
代
の
侯
国
に
由
来
す
る
姓
氏
で
あ
ろ
う
︒
蔡
国
は
春
秋
戦

国
の
交
に
楚
に
滅
ぼ
さ
れ
た
が
︑
春
秋
後
期
の
蔡
侯
墓
が
安
ò
省
寿
県
で
発

掘
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
あ
た
り
に
本
拠
地
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
淮
南
の
寿

春
︵
寿
県
︶
は
戦
国
後
期
に
楚
の
都
と
な
り
︑
前
漢
中
期
ま
で
は
淮
南
国
の

都
で
あ
っ
た
︒
も
っ
と
も
﹁
蔡
氏
﹂
の
鏡
工
房
が
淮
南
に
あ
っ
た
か
否
か
は
︑

鏡
そ
れ
自
体
か
ら
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

ま
ず
﹁
蔡
氏
作
﹂
画
像
鏡
の
前
史
に
つ
い
て
︒
王
�
は
少
府
属
官
の
﹁
尚

方
﹂
に
て
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
制
作
を
は
じ
め
た
が
︑
後
漢
明
帝
︵
在
位
五

七
～
七
五
︶
の
こ
ろ
に
﹁
尚
方
﹂
工
房
か
ら
﹁
青
盖
﹂
な
ど
有
志
の
鏡
工
が

自
立
し
︑
紋
様
や
銘
文
が
形
式
化
し
て
い
た
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
代
わ
っ
て
︑

浮
彫
表
現
の
盤
龍
鏡
や
獣
帯
鏡
を
民
間
の
市
場
に
向
け
て
制
作
す
る
よ
う
に

な
る
︒
そ
れ
が
淮
南
を
中
心
に
活
動
す
る
淮
派
で
あ
る
︒
八
〇
年
代
に
な
る

と
︑
呉
県
︵
江
蘇
省
蘇
州
市
︶
に
﹁
朱
氏
﹂
や
﹁
柏
氏
﹂
ら
の
鏡
工
房
が
登
場

し
︑
浮
彫
表
現
の
画
像
鏡
を
創
作
す
る
︒
そ
れ
が
呉
派
で
あ
り
︑
画
像
鏡
に

は
西
王
母
・
東
王
公
と
い
う
陰
陽
二
神
が
出
現
し
た
ほ
か
︑
民
間
に
題
材
を

求
め
た
図
像
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
︒
こ
の
斬
新
な
表
現
に
衝
撃
を
受
け
た
淮
派

の
鏡
工
は
︑
ま
も
な
く
そ
れ
を
受
容
す
る
︒
永
元
三
年
︵
九
一
︶
に
﹁
石
氏
﹂

は
呉
派
に
倣
っ
た
陰
陽
二
神
の
画
像
鏡
を
制
作
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
﹁
尚

方
の
名
工
﹂
を
自
称
し
︑
や
が
て
﹁
尚
方
﹂
か
ら
独
立
し
た
﹁
杜
氏
﹂
は
︑

陰
陽
二
神
の
図
像
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
︑
六
区
の
獣
帯
鏡

に
西
王
母
だ
け
を
試
み
に
あ
ら
わ
し
た
が
︑
最
後
に
は
二
神
二
獣
の
画
像
鏡
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を
受
け
入
れ
た
︹
岡
村
二
〇
一
〇
︺
︒﹁
蔡
氏
﹂
が
鏡
工
房
を
立
ち
あ
げ
た
の

は
︑
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
で
あ
る
︒

図
�
に
は
三
面
の
﹁
蔡
氏
作
﹂
画
像
鏡
を
示
し
た
︒
�
は
﹁
蔡
氏
﹂
の
最

初
期
の
作
品
で
あ
る
︒
半
球
形
の
大
き
な
鈕
の
周
り
に
連
珠
紋
を
め
ぐ
ら
し
︑

内
区
は
四
葉
紋
乳
で
六
区
に
分
け
︑
そ
の
内
外
に
隆
起
す
る
銘
帯
が
あ
る
︒

こ
の
鏡
は
出
土
時
に
西
王
母
の
区
画
な
ど
が
欠
失
し
︑
樹
脂
で
巧
妙
に
修
復

さ
れ
て
い
る
︒
Ｘ
線
透
過
写
真
で
み
る
と
︑
も
と
は
西
王
母
と
東
王
公
が
鈕

を
挟
ん
で
対
置
さ
れ
︑
首
を
交
差
さ
せ
た
二
羽
の
鳳
凰
︵
比
翼
鳥
か
︶
︑
二
頭

の
馬
に
乗
る
仙
人
︑
双
六
を
楽
し
む
二
体
の
仙
人
︑
二
頭
の
瑞
獣
︵
交
龍
か
︶

が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︹
岡
村
二
〇
一
七
︺
︒
外
区
に
は
仙
人
︑

魚
︑
九
尾
狐
な
ど
の
瑞
獣
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
獣
紋
は
八
〇
～
九

〇
年
代
に
淮
派
の
﹁
杜
氏
﹂
や
﹁
龍
氏
﹂
が
好
ん
だ
紋
様
で
あ
る
︒
内
圏
の

銘
帯
は
︑
起
句
を
示
す
三
点
記
号
に
つ
づ
い
て
︑

尚
方
作
竟
自
有
術
︒

刻
治
禽
守
諸
奇
出
︒

白
乕
□
□
□
□
□
︑

上
有
西
王
母
東
王
公
︒

左
右
侍
者
皆
作
昌
︒

壽
命
長
︒
大
吉
陽
兮
︒

と
あ
る
︒
欠
損
し
た
第
三
句
は
集
釈
六
一
三
の
﹁
白
乕
辟
邪
不
知
老
﹂
で
あ

ろ
う
︒
外
圏
銘
は
次
の
と
お
り
︒

蔡
氏
作
竟
自
有
意
︒

良
時
日
︑
家
大
富
︒

七
子
九
孫
各
有
喜
︒

宦
至
三
公
中
常
侍
︒

上
有
西
王
母
東
王
公
︑

與
天
相
保
不
□
□
︑

□
□
□
之
帯
印
受
︒

欠
損
し
た
末
二
句
は
後
述
の
﹁
宋
氏
作
﹂
画
像
鏡
︵
図
10
の
�
︶
と
同
じ

﹁
與
︵
予
︶
天
相
保
不
知
老
︒
吏
人
服
之
帯
印
受
﹂
で
あ
ろ
う
︒

内
圏
銘
は
本
鏡
の
図
像
に
つ
い
て
説
明
し
︑
外
圏
銘
は
所
有
者
の
幸
福
を

予
言
し
て
い
る
︒﹁
良
時
日
﹂
と
は
結
婚
の
日
取
り
の
こ
と
で
︑
吉
日
に
本

鏡
を
用
い
て
婚
儀
を
お
こ
な
え
ば
︑
両
家
は
富
み
栄
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

西
王
母
と
東
王
公
の
陰
陽
二
神
の
ほ
か
︑
鳳
凰
・
馬
・
仙
人
・
交
龍
の
い
ず

れ
も
二
体
ず
つ
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
新
郎
新
婦
を
嘉
す
る
た
め
に
ペ
ア
で

選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

注
意
す
べ
き
は
︑
内
圏
銘
に
﹁
尚
方
作
﹂
と
あ
る
の
に
︑
外
圏
銘
に
﹁
蔡

氏
作
﹂
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
淮
派
の
﹁
尚
方
名
工
杜
氏
﹂
鏡
と
同
じ
よ
う

に
︑
本
鏡
は
﹁
尚
方
﹂
工
房
に
て
﹁
蔡
氏
﹂
が
制
作
し
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
︒
淮
派
の
伝
統
的
な
獣
帯
鏡
を
も
と
に
︑
呉
派
の
画
像
鏡
か
ら
西
王
母
と
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東
王
公
の
陰
陽
二
神
と
図
像
の
表
現
法
を
取
り
込
ん
で
試
作
し
た
の
が
本
鏡

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
尚
方
﹂
に
て
修
業
を
積
ん
だ
﹁
蔡
氏
﹂
は
︑
ま
も
な
く

﹁
尚
方
﹂
か
ら
自
立
し
た
ら
し
い
︒
そ
の
作
品
が
図
�
の
�
で
あ
る
︒
拓
本

の
直
径
一
六
・
八
セ
ン
チ
︑
鈕
座
の
周
り
に
連
珠
紋
を
め
ぐ
ら
し
︑
内
区
は

四
葉
紋
乳
で
四
区
に
分
け
て
い
る
︒
西
王
母
の
前
に
は
長
い
袖
を
振
っ
て
舞

う
侍
女
︑
後
ろ
に
は
扇
を
も
つ
侍
女
が
立
ち
︑
東
王
公
の
左
右
に
は
三
人
が

侍
立
す
る
︒
別
の
区
画
に
は
二
頭
の
馬
に
乗
る
仙
人
︑
琴
を
弾
く
玉
女
と
舞

踏
の
仙
人
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
︒
騎
乗
の
図
像
は
�
鏡
に
類
似
す
る
︒
銘

文
は
�
鏡
の
外
圏
銘
と
同
類
だ
が
︑
第
六
句
の
下
三
字
と
第
七
句
が
省
略
さ

れ
て
い
る
︒

蔡
氏
作
竟
自
有
意
︒
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良
時
日
︑
家
大
富
︒

七
子
九
孫
各
有
喜
︒

官
至
三
公
中
尚
侍
︒

上
有
東
王
父
西
王
母
︒

與
天
相
保
兮
︒

第
二
句
は
�
鏡
と
同
じ
よ
う
に
六
字
か
ら
な
る
︒
第
五
句
で
西
王
母
と
東
王

公
︵
東
王
父
︶
を
入
れ
替
え
た
の
は
︑
押
韻
の
た
め
で
あ
る
︒
外
区
に
は
流

雲
紋
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
︒

	
は
河
南
省
洛
陽
市
岳
家
村
三
〇
号
墓
出
土
鏡
で
あ
る
︒
踏
み
返
し
鏡
だ

が
︑
径
一
九
・
二
セ
ン
チ
︑
内
区
を
円
座
乳
で
四
区
に
分
け
︑﹁
王
母
﹂
と

﹁
王
公
﹂
の
榜
題
が
あ
る
西
王
母
と
東
王
公
︑
西
王
母
に
向
か
う
一
頭
立
て

の
軺
車
︑
東
王
公
に
向
か
う
二
頭
の
瑞
獣
︵
辟
邪
・
天
禄
か
︶
を
配
置
し
︑
西

王
母
と
東
王
公
の
左
右
に
は
そ
れ
ぞ
れ
従
者
が
一
人
ず
つ
侍
し
て
い
る
︒
内

区
外
周
の
銘
文
は
次
の
と
お
り
︵
集
釈
七
〇
九
︶
︒

蔡
氏
作
竟
佳
且
好
︒

眀
而
︵
日
︶
月
世
少
有
︒

刻
治
今
守
悉
皆
在
︒

令
人
富
貴
宜
孫
子
︒

壽
而
金
石
不
知
老
兮
︒

樂
無
亟
︒

外
区
に
は
連
続
三
葉
紋
が
め
ぐ
り
︑
断
面
は
三
角
縁
と
な
る
︒
大
ª
嶺
の

﹁
蔡
氏
作
﹂
鏡
は
︑
内
外
区
の
紋
様
と
銘
文
が
本
鏡
に
も
っ
と
も
近
似
す
る

が
︑
銘
文
の
第
五
句
以
下
が
一
一
字
少
な
く
︑
二
頭
の
瑞
獣
が
白
虎
一
頭
に

代
わ
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
大
ª
嶺
鏡
の
簡
略
化
を
示
す
が
︑
同
じ
﹁
蔡
氏
﹂

工
房
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
︒

以
上
三
面
の
﹁
蔡
氏
作
﹂
鏡
を
比
較
す
る
と
︑
鈕
座
の
連
珠
紋
︑
陰
陽
二

神
を
主
と
す
る
図
像
構
成
︑
銘
文
帯
の
隆
起
な
ど
が
継
承
さ
れ
て
い
る
一
方
︑

�
・
�
鏡
と
	
鏡
と
の
間
に
比
較
的
大
き
な
変
化
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

す
な
わ
ち
︑
乳
は
�
・
�
鏡
が
四
葉
紋
座
︑
	
鏡
が
円
座
で
あ
り
︑
図
像
が

�
・
�
鏡
で
は
袖
を
振
っ
て
舞
う
玉
女
や
逆
立
ち
す
る
仙
人
な
ど
の
表
現
が

生
動
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
	
鏡
の
脇
侍
は
い
ず
れ
も
両
手
を
合
わ
せ
て

静
的
で
あ
る
︒
ま
た
	
鏡
の
二
神
は
頭
が
異
常
に
大
き
い
不
自
然
な
表
現
で

あ
る①
︒
周
縁
は
�
・
�
鏡
が
平
縁
で
あ
り
︑
	
鏡
は
三
角
縁
に
変
化
し
て
い

る
︒
銘
文
は
�
・
�
鏡
が
﹁
蔡
氏
作
竟
自
有
意
﹂
で
は
じ
ま
る
同
一
の
銘
文

を
も
つ
の
に
対
し
て
︑
	
鏡
は
﹁
蔡
氏
作
竟
佳
且
好
﹂
と
い
う
別
の
七
言
句

に
な
っ
て
い
る②
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
で
は
�
・
�
鏡
を
Ａ
類
︑
	
鏡
と
大

ª
嶺
の
﹁
蔡
氏
作
﹂
鏡
を
Ｂ
類
と
し
て
お
こ
う
︒

い
ま
の
と
こ
ろ
Ａ
類
と
Ｂ
類
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
型
式
の
﹁
蔡
氏

作
﹂
鏡
は
み
あ
た
ら
ず
︑
そ
の
懸
隔
の
大
き
さ
か
ら
︑
そ
こ
に
﹁
蔡
氏
﹂
の

世
代
交
代
を
想
定
す
る
の
も
一
案
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
結
論
を
急
ぐ
前
に
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図10 関連する画像鏡 �：「宋氏作」鏡〔小校15-54b〕，�：

「龍氏作」鏡〔開明堂47〕，	：六安市文物局蔵「張氏

作」鏡〔安ò省ほか2008：図版86〕

﹁
蔡
氏
﹂
と
関
係
の
深
い
鏡
工
の
作
例
を
み
て
お
き
た
い
︒

﹁
蔡
氏
﹂
に
近
い
淮
派
の
鏡
工
に
﹁
宋
氏
﹂﹁
龍
氏
﹂﹁
張
氏
﹂
ら
が
い
る
︒

﹁
宋
氏
﹂
も
周
代
の
侯
国
に
由
来
す
る
姓
氏
で
あ
ろ
う
︒
宋
国
は
河
南
省
商

丘
市
付
近
に
本
拠
が
あ
っ
た
が
︑
戦
国
時
代
に
斉
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
︒

図
10
の
�
は
﹁
宋
氏
作
﹂
鏡
で
あ
る
︒
拓
本
の
直
径
二
〇
・
三
セ
ン
チ
︑

鈕
座
に
連
珠
紋
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
︒
内
区
は
四
葉
紋
乳
で
四
区
に
分
け
︑

西
王
母
と
東
王
公
︑
一
頭
立
て
の
車
馬
︑
琴
を
弾
く
楽
人
と
舞
い
踊
る
玉
女

が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
︒
西
王
母
の
前
に
は
長
い
袖
を
垂
ら
し
て
舞
う
玉
女
︑

東
王
公
の
前
に
は
拱
手
の
従
者
二
人
が
立
っ
て
い
る
︒
車
馬
の
表
現
は
大
ª

嶺
の
﹁
蔡
氏
作
﹂
鏡
に
類
似
す
る
︒
銘
文
は
次
の
と
お
り
︵
集
釈
六
〇
六
︶
︒

宋
氏
作
竟
自
有
意
︒

善
時
日
︑
家
大
富
︒

取
婦
時
︑
與
聚
異
︒

七
子
九
孫
各
有
喜
︒
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宦
至
公
卿
中
尚
侍
︒

上
有
東
王
父
西
王
母
︒

予
天
相
保
不
知
老
︒

吏
人
服
之
帯
印
受
︒

こ
れ
は
﹁
蔡
氏
作
﹂
�
鏡
の
﹁
良
時
日
﹂
を
﹁
善
時
日
﹂
に
改
め
︑
第
三
句

に
﹁
取
婦
時
︑
與
聚
異
︵
婦
を
娶
る
時
は
聚
と
異
な
る
︶
﹂
を
加
え
た
形
で
あ
る
︒

外
区
も
﹁
蔡
氏
作
﹂
�
鏡
に
類
似
す
る
獣
紋
で
あ
る
︒

�
は
開
明
堂
旧
蔵
の
﹁
龍
氏
作
﹂
画
像
鏡
で
︑
直
径
二
一
・
六
セ
ン
チ
︑

重
さ
一
三
一
九
グ
ラ
ム
の
優
品
で
あ
る
︒
鈕
座
に
連
珠
紋
を
め
ぐ
ら
し
︑
内

区
は
四
葉
紋
乳
で
四
区
に
分
け
︑
西
王
母
と
﹁
東
王
父
坐
﹂
の
榜
題
を
も
つ

東
王
父
︵
公
︶
︑
首
を
交
差
さ
せ
た
二
羽
の
鳳
凰
と
仙
人
︑
二
頭
の
馬
に
乗

る
仙
人
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
︒
西
王
母
の
前
で
両
袖
を
垂
ら
し
て
舞
う
玉

女
や
比
翼
鳥
ら
し
い
二
羽
の
鳳
凰
︑
騎
馬
の
仙
人
は
﹁
宋
氏
作
﹂
�
鏡
に
近

い
表
現
で
あ
り
︑
東
王
父
の
前
で
長
い
袖
を
垂
ら
し
て
お
辞
儀
を
す
る
人
は

﹁
蔡
氏
作
﹂
�
鏡
に
も
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
︒
銘
文
は
整
っ
た
七
言
句
で
あ

る
︵
集
釈
五
四
二
︶
︒

龍
氏
作
竟
大
無
傷
︒

�
取
善
同
出
丹
楊
︒

和
以
艮
易
清
且
明
︒

刻
畫
奇
守
成
文
章
︒

距
虚
辟
耶
除
羣
凶
︒

師
子
天
禄
會
是
中
︒

長
冝
子
孫
大
吉
羊
︒

﹁
蔡
氏
作
﹂
鏡
や
﹁
宋
氏
作
﹂
鏡
と
共
通
す
る
語
句
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
︑

漢
鏡
五
期
末
の
﹁
龍
氏
作
﹂
獣
帯
鏡
︹
富
岡
一
九
二
〇
：
図
版
二
四
︺
は
こ
れ

と
ほ
ぼ
同
じ
銘
文
を
も
ち
︑
本
鏡
は
漢
鏡
六
期
で
も
初
期
の
作
品
と
考
え
ら

れ
る
︹
岡
村
二
〇
一
〇
︺
︒
外
区
は
﹁
蔡
氏
作
﹂
�
鏡
や
﹁
宋
氏
作
﹂
�
鏡
に

類
似
す
る
獣
紋
で
あ
る
︒﹁
龍
氏
﹂
は
漢
鏡
五
期
末
の
章
和
年
間
︵
八
七
～
八

八
︶
に
﹁
淮
南
龍
氏
作
﹂
盤
龍
鏡
︹
安
ò
省
ほ
か
二
〇
〇
八
：
図
版
一
三
五
︺
を

制
作
し
て
お
り
︑
八
〇
年
代
に
淮
南
で
工
房
を
開
き
︑
二
世
紀
ま
で
存
続
し

て
本
鏡
の
よ
う
な
画
像
鏡
を
制
作
し
た
ら
し
い
︒

	
は
六
安
市
文
物
局
蔵
の
﹁
張
氏
作
﹂
画
像
鏡
で
あ
る
︒
径
二
一
セ
ン
チ

と
大
き
く
︑
鈕
座
に
細
か
い
連
珠
紋
を
め
ぐ
ら
す
︒
内
区
を
四
葉
紋
乳
で
四

区
に
分
け
︑﹁
西
王
母
﹂
と
﹁
東
﹂
の
榜
題
が
あ
る
西
王
母
と
東
王
公
︑
一

頭
立
て
の
軺
車
︑
瑞
獣
︵
獅
子
か
︶
と
仙
人
を
配
置
し
て
い
る
︒
西
王
母
と

東
王
公
の
左
右
に
は
そ
れ
ぞ
れ
従
者
が
一
人
ず
つ
侍
立
し
て
い
る
︒﹁
蔡
氏

作
﹂
	
鏡
の
従
者
は
跪
い
て
い
た
︒
車
馬
の
表
現
は
﹁
宋
氏
作
﹂
鏡
や
大
ª

嶺
の
﹁
蔡
氏
作
﹂
鏡
に
類
似
す
る
︒
内
区
外
周
の
銘
帯
は
断
面
か
ま
ぼ
こ
形

に
隆
起
し
︑
銘
文
は
次
の
と
お
り
︒

張
氏
作
竟
佳
且
好
︒
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眀
而
日
月
世
少
有
︒

刻
治
今
守
悉
皆
在
︒

令
人
富
貴
宜
孫
子
︒

上
有
仙
人
子
高
赤
松
子
︒

こ
れ
は
大
ª
嶺
の
﹁
蔡
氏
作
﹂
鏡
や
洛
陽
出
土
﹁
蔡
氏
作
﹂
	
鏡
と
同
じ
パ

タ
ー
ン
の
銘
文
だ
が
︑
末
句
だ
け
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
る
︒
外
区
も

同
じ
よ
う
に
連
続
三
葉
紋
が
め
ぐ
り
︑
三
角
縁
を
呈
し
て
い
る
︒﹁
張
氏
﹂

は
漢
鏡
五
期
の
淮
派
に
も
み
え
る
が
︑
系
譜
上
の
関
係
は
つ
か
め
な
い
︒

以
上
三
面
の
画
像
鏡
は
﹁
蔡
氏
作
﹂
鏡
と
紋
様
や
銘
文
が
共
通
す
る
だ
け

で
な
く
︑
�
・
�
鏡
は
Ａ
類
に
︑
	
鏡
は
Ｂ
類
に
相
応
し
︑
Ａ
類
か
ら
Ｂ
類

へ
の
変
化
が
﹁
蔡
氏
作
﹂
鏡
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
︒
画
像
鏡
の
制
作
に
お

い
て
﹁
蔡
氏
﹂﹁
宋
氏
﹂﹁
龍
氏
﹂﹁
張
氏
﹂
は
き
わ
め
て
近
い
関
係
に
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
う
ち
﹁
龍
氏
﹂
は
淮
南
に
工
房
を
構
え
て
お
り
︑

﹁
蔡
氏
﹂
と
﹁
宋
氏
﹂
も
淮
河
流
域
の
侯
国
に
由
来
す
る
名
字
で
あ
る
か
ら
︑

か
れ
ら
は
み
な
淮
南
で
連
携
し
て
画
像
鏡
を
制
作
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

Ａ
類
は
淮
派
が
画
像
鏡
を
受
容
し
た
段
階
の
も
の
で
︑
漢
鏡
六
期
は
じ
め

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
︑
Ｂ
類
の
年
代
に
つ
い
て
は
比
較
で
き
る
属
性
に
乏

し
い
︒
か
つ
て
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
日
本
出
土
の
画
像
鏡
を
漢
鏡
七
期
第
一

段
階
の
徐
州
系
と
位
置
づ
け
た
︹
岡
村
一
九
九
九
：
一
二
三
～
一
四
四
頁
︺
︒
し

か
し
︑
い
ず
れ
の
工
房
に
お
い
て
も
両
類
の
間
を
つ
な
ぐ
型
式
が
み
あ
た
ら

な
い
た
め
︑
こ
こ
で
は
Ａ
類
か
ら
Ｂ
類
へ
と
短
期
間
の
う
ち
に
変
化
し
た
と

み
な
し
︑
Ｂ
類
を
漢
鏡
六
期
後
半
︵
二
世
紀
第
�
四
半
期
︶
に
編
年
す
る
︒
形

の
変
化
の
度
合
い≠

時
間
の
長
さ
︑
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
蔡
氏
作
﹂
鏡
の
出
土
し
た
大
ª
嶺
一
〇
四
号
墓
は
︑
三
世
紀
中
ご
ろ
の

造
営
で
あ
る
︒
鏡
が
制
作
さ
れ
た
淮
南
か
ら
は
約
五
〇
〇
キ
ロ
離
れ
て
お
り
︑

一
〇
〇
年
ほ
ど
伝
世
し
て
墓
に
埋
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
間
の
経
緯

を
考
え
る
前
に
︑
次
に
も
う
一
面
の
神
獣
鏡
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
︒

①

上
野
祥
史
︹
二
〇
〇
一
︺
の
い
う
デ
フ
ォ
ル
メ
表
現
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
�
・

�
鏡
の
図
像
表
現
は
写
実
的
で
あ
り
︑
こ
れ
も
デ
フ
ォ
ル
メ
表
現
と
す
る
こ
と
は

躊
躇
さ
れ
る
︒

②

五
島
美
術
館
所
蔵
の
﹁
蔡
氏
作
﹂
画
像
鏡
は
︑
	
鏡
よ
り
後
出
す
る
紋
様
の
特

徴
を
も
つ
が
︑﹁
蔡
氏
作
竟
自
有
道
︒
東
王
公
西
王
母
︒
眀
而
日
月
世
少
有
︒
刻

治
今
守
大
吉
︒﹂
と
い
う
銘
文
が
あ
り
︑﹁
蔡
氏
作
﹂
�
鏡
の
語
句
が
一
部
に
残
っ

て
い
る
︒

三

画
紋
帯
環
状
乳
三
神
三
獣
鏡

大
ª
嶺
一
〇
四
号
墓
か
ら
は
︑
外
区
に
画
紋
帯
を
も
つ
環
状
乳
三
神
三
獣

鏡
が
出
土
し
た
︒
ま
ず
そ
の
制
作
年
代
と
制
作
地
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
︒

環
状
乳
神
獣
鏡
の
中
で
最
初
に
出
現
し
た
型
式
は
︑
四
川
の
広
漢
派
が
創

作
し
た
三
神
三
獣
鏡
で
あ
る
︒
紀
年
鏡
で
み
る
と
︑
そ
れ
は
元
興
元
年
︵
一
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〇
五
︶
に
出
現
し
︑
熹
平
七
年
︵
一
七
八
︶﹁
暴
氏
作
﹂﹁
尚
方
﹂
鏡
が
も
っ
と

も
新
し
い
︒
い
ず
れ
も
外
区
に
銘
帯
が
あ
り
︑
方
格
に
は
一
字
ず
つ
銘
文
を

入
れ
て
い
る
︒
四
神
四
獣
鏡
は
後
れ
て
出
現
し
︑
永
康
元
年
︵
一
六
七
︶
か

ら
中
平
四
年
︵
一
八
七
︶
ま
で
の
作
例
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
方
格
銘
に
は
一

字
の
も
の
と
四
字
の
も
の
が
あ
る
︒
半
円
方
形
帯
の
半
円
は
両
型
式
と
も
無

紋
で
あ
る
︒
鈕
座
の
有
節
重
弧
紋
と
外
区
の
画
紋
帯
が
出
現
す
る
の
は
永
康

元
年
四
神
四
獣
鏡
か
ら
で
あ
る
︒
神
像
が
量
感
を
も
ち
︑
斜
め
横
を
向
く
よ

う
に
な
る
の
は
延
熹
二
年
︵
一
五
九
︶﹁
廣
漢
西
蜀
﹂
三
神
三
獣
鏡
︵
京
都
国

立
博
物
館
蔵
︶
か
ら
で
あ
る
が
︑
永
康
元
年
四
神
四
獣
鏡
や
熹
平
二
年
︵
一
七

三
︶
三
神
三
獣
鏡
︵
図
11
の
�
︶
で
は
依
然
と
し
て
す
べ
て
正
面
を
向
い
て
い

る
︒
以
上
の
紀
年
鏡
は
す
べ
て
広
漢
派
の
作
品
で
あ
る
︒

図
11
に
は
代
表
的
な
三
面
の
三
神
三
獣
鏡
を
例
示
し
た
︒
�
は
泉
屋
博
古

館
蔵
の
永
康
元
年
﹁
尚
方
﹂
鏡
︑
�
は
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
の
熹

平
二
年
﹁
尚
方
﹂
鏡
で
あ
る
︒
ど
ち
ら
も
外
区
に
長
銘
が
あ
る
︒
こ
れ
に
対

し
て
	
は
外
区
に
画
紋
帯
を
も
つ
京
丹
後
市
大
田
南
二
号
墳
出
土
鏡
で
あ
る①
︒

紀
年
銘
は
な
い
が
︑
原
田
三
寿
︹
二
〇
〇
五
︺
は
鈕
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
龍
紋

に
着
目
し
︑
そ
れ
は
一
五
六
年
か
ら
一
八
一
年
ま
で
の
広
漢
派
の
鏡
に
み
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
神
像
が
斜
め
横
を
向
く
こ
と
︑
半
円
方
形
帯
の
方

格
に
四
字
句
︑
半
円
に
四
つ
の
渦
紋
を
入
れ
る
こ
と
︑
外
区
に
画
紋
帯
と
細

線
の
渦
紋
を
も
つ
こ
と
は
︑
�
鏡
よ
り
新
し
い
特
徴
で
あ
ろ
う
︒

大
ª
嶺
の
鏡
は
︑
こ
の
	
鏡
に
近
い
特
徴
を
も
つ
︒
し
か
し
︑
方
格
銘
は

一
字
で
あ
り
︑
外
区
の
渦
紋
は
�
鏡
に
近
い
︒
半
円
上
の
渦
紋
は
三
つ
で
あ

る
︒
し
た
が
っ
て
︑
大
ª
嶺
の
鏡
は
�
鏡
と
	
鏡
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑

い
ず
れ
も
広
漢
派
の
作
品
で
あ
る
か
ら
︑
単
位
紋
様
の
変
化
に
多
少
の
前
後

が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
一
六
〇
～
一
七
〇
年
代
の
制
作
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

大
ª
嶺
の
鏡
は
方
格
に
﹁
吾
作
眀
幽
湅
三﹅

剛﹅

竟
大
吉
兮
﹂
と
い
う
銘
文
を

配
し
て
い
る
︒﹁
三
剛
﹂
は
﹁
三
商
﹂
と
同
じ
く
鏡
の
原
料
に
な
る
三
種
の

堅
強
な
金
属
を
い
う
︒﹁
幽
湅
三
商
﹂
が
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
の
鏡
に
ひ
ろ

く
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
て
︑﹁
幽
湅
三
剛
﹂
を
用
い
た
鏡
は
限
定
的
で
あ

る②
︒
紀
年
鏡
を
み
る
と
︑﹁
三
剛
﹂
は
延
熹
二
年
﹁
廣
漢
西
蜀
﹂
環
状
乳
神

獣
鏡
に
出
現
し
︑
伝
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
出
土
の
延
熹
七
年
︵
一
六
四
︶﹁
尚
方
﹂
獣

首
鏡
︵
東
京
国
立
博
物
館
蔵
︶
や
﹁
九
子
﹂
三
段
式
神
仙
鏡
︵
上
海
博
物
館
蔵
︶

な
ど
広
漢
派
と
そ
の
周
辺
に
用
い
ら
れ
た
後
︑
二
世
紀
後
葉
に
は
奈
良
県
ホ

ケ
ノ
山
古
墳
の
画
紋
帯
同
向
式
神
獣
鏡
な
ど
徐
州
系
の
神
獣
鏡
に
採
用
さ
れ

る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
江
南
の
呉
派
や
会
稽
派
は
も
っ
ぱ
ら
﹁
三
商
﹂
を
用

い
て
﹁
三
剛
﹂
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
も
大
ª

嶺
の
鏡
は
四
川
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
る
︒

先
に
筆
者
︹
二
〇
一
六
︺
は
﹁
元
興
元
年
五
月
廿
日
﹂﹁
広
漢
西
蜀
﹂
三
神

三
獣
鏡
に
お
い
て
三
神
の
像
容
が
類
似
し
︑
少
な
く
と
も
伯
牙
弾
琴
の
像
は

な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
図
11
の
�
・
	
鏡
や
大
ª
嶺
鏡
も
同
じ
で
あ
る
︒
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ま
た
図
11
の
�
鏡
に
は
伯
牙
弾
琴
の
像
が
写
真
の
右
上
に
あ
る
も
の
の
︑
袖

で
涙
を
ぬ
ぐ
う
鍾
子
期
の
像
は
︑
伯
牙
で
は
な
く
左
上
の
神
像
︵
東
王
公
？
︶

に
と
も
な
っ
て
お
り
︑
組
み
合
わ
せ
が
混
乱
し
て
い
る
︒
四
神
四
獣
鏡
で
は

西
王
母
・
東
王
公
と
伯
牙
・
黄
帝
が
対
に
な
る
か
ら
︑
三
神
三
獣
鏡
の
神
像

は
ま
だ
定
式
化
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
大
ª
嶺
出
土
の
﹁
蔡
氏
作
﹂
画
像
鏡
は
二
世
紀
前
半
の

淮
派
︑
環
状
乳
神
獣
鏡
は
一
六
〇
～
一
七
〇
年
代
の
広
漢
派
の
作
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
︒
鏡
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
出
土
情
報
が
な
く
て
も
分
析

で
き
る
が
︑
大
ª
嶺
一
〇
四
号
墓
の
年
代
は
三
世
紀
中
ご
ろ
で
あ
る
か
ら
︑

出
土
鏡
は
二
面
と
も
一
〇
〇
年
前
後
の
伝
世
を
経
て
副
葬
さ
れ
た
こ
と
︑
制

作
地
と
考
え
ら
れ
る
淮
南
か
ら
は
五
〇
〇
キ
ロ
︑
広
漢
か
ら
は
一
六
〇
〇
キ

ロ
も
離
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
こ
れ
は
意
外
な
事
実
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
時
空
間
を
越
え
た
鏡
の
来
歴
に
つ
い
て
考
古
学
か
ら
明
ら
か
に
す

る
の
は
む
ず
か
し
い
︒
そ
こ
で
嵊
州
の
社
会
情
勢
を
ふ
ま
え
て
別
の
角
度
か

ら
次
に
検
討
し
て
み
よ
う
︒

①

日
本
出
土
の
環
状
乳
三
神
三
獣
鏡
に
つ
い
て
は
拙
稿
︹
岡
村
二
〇
〇
五
︺
を
参

照
さ
れ
た
い
︒

②

神
獣
鏡
の
銘
文
に
つ
い
て
上
野
祥
史
︹
二
〇
〇
〇
︺
は
︑﹁
幽
湅
三
商
﹂
と
あ

る
の
を
A1
︑﹁
幽
湅
三
岡
︵
剛
︶﹂
と
あ
る
の
を
A2
に
分
類
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
対

し
て
林
裕
己
︹
二
〇
一
三
︺
は
神
獣
鏡
や
獣
首
鏡
な
ど
の
﹁
吾
作
明
竟
︑
幽
湅
三

商
﹂
と
あ
る
Ｓ
類
の
銘
文
を
細
別
す
る
が
︑﹁
三
商
﹂
と
﹁
三
岡
︵
剛
︶﹂
と
は
区

別
し
て
い
な
い
︒
上
野
分
類
は
本
鏡
の
よ
う
な
短
銘
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な

い
が
︑
そ
の
ち
が
い
は
制
作
の
時
期
と
地
域
の
弁
別
に
有
効
な
指
標
と
な
る
︒

四

漢
晋
代
の
社
会
情
勢
と
初
期
仏
教
文
化

(
一
)

後
漢
か
ら
呉
代
の
社
会
情
勢

紹
興
の
位
置
す
る
沿
海
岸
の
平
野
部
は
春
秋
戦
国
時
代
の
越
国
の
中
心
地

で
あ
り
︑
早
く
か
ら
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
た
︒
前
漢
末
期
に
な
る
と
︑
華

北
の
政
争
や
戦
乱
を
避
け
て
豪
族
が
江
南
に
移
住
す
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
乱

を
江
南
に
避
く
る
者
︑
皆
い
ま
だ
中
土
に
還
ら
ず
︑
会
稽
す
こ
ぶ
る
多
士
を

称
す
﹂︵﹃
後
漢
書
﹄
任
延
伝
︶
と
い
う
︒
そ
の
こ
ろ
会
稽
郡
治
は
呉
県
︵
江
蘇

省
蘇
州
市
︶
に
あ
っ
た
が
︑
一
二
九
年
に
浙
江
︵
現
在
の
富
春
江
︶
を
境
に
北

を
呉
郡
︑
南
を
会
稽
郡
と
し
て
分
割
し
︑
会
稽
郡
治
を
山
陰
︵
紹
興
市
︶
に

移
設
し
た
︵﹃
呉
志
﹄
虞
翻
伝
注
所
引
﹃
会
稽
典
録
﹄︶
︒
し
か
し
︑
分
割
後
の
一

四
〇
年
の
戸
口
統
計
を
紀
元
前
二
年
と
比
較
す
る
と
︑
呉
郡
で
は
人
口
数
・

人
口
密
度
と
も
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
会
稽
郡
で
は
逆
に
微

減
し
て
い
る
︹
大
川
一
九
八
五
︺
︒
つ
ま
り
︑
浙
江
以
北
へ
の
移
住
者
は
多
か

っ
た
が
︑
浙
江
を
越
え
て
南
遷
す
る
人
は
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
は
浙
江
以
南
の
丘
陵
地
帯
に
山
越
と
い
う
異
民
族
が
跋
扈
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
︒
な
か
で
も
曹
娥
江
上
流
域
の
剡
県
で
は
︑
後
漢
末
期
に
斯
従
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と
い
う
県
吏
が
山
越
と
通
じ
て
奸
悪
を
な
し
︑
県
長
代
行
の
賀
斉
が
こ
れ
を

誅
殺
し
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
一
味
一
千
人
あ
ま
り
が
襲
撃
し
て
き
た
た
め
︑
賀

斉
は
県
城
内
の
役
人
や
住
民
を
指
揮
し
て
撃
退
し
た
と
い
う
︒
剡
県
は
漢
人

と
山
越
が
交
錯
す
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︹
川
勝
一
九
八
二
：

一
四
五
頁
︺
︒
賀
斉
は
会
稽
山
陰
の
人
︒
そ
の
後
︑
一
九
六
年
に
孫
策
が
会
稽

太
守
に
つ
く
と
︑
賀
斉
は
南
部
都
尉
︑
威
武
中
郎
将
︑
新
都
太
守
・
偏
将
軍

な
ど
を
歴
任
し
︑
数
多
く
の
軍
功
を
あ
げ
た
︵﹃
呉
志
﹄
賀
斉
伝
︶
︒

二
〇
三
年
︑
孫
策
の
弟
の
孫
権
が
将
軍
に
な
る
と
︑
そ
の
配
下
と
な
っ
た

陸
遜
は
︑
志
願
兵
を
募
っ
て
会
稽
郡
の
山
賊
の
頭
領
で
あ
る
潘
臨
を
険
阻
な

奥
地
ま
で
追
い
つ
め
て
平
定
し
︑
二
千
人
あ
ま
り
を
自
軍
の
部
曲
に
編
入
し

た
︵﹃
呉
志
﹄
陸
遜
伝
︶
︒
陸
氏
は
呉
県
の
大
姓
で
︑
そ
の
後
も
賀
斉
ら
と
と
も

に
鄱
陽
郡
︵
江
西
省
東
北
部
︶
や
丹
楊
郡
︵
江
蘇
省
南
部
︶
な
ど
で
山
越
を
討

ち
︵
賀
斉
伝
︶
︑
強
健
な
者
は
兵
士
と
し
︑
体
力
の
劣
る
者
は
民
戸
に
編
入
し

て
精
兵
数
万
人
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
︵
陸
遜
伝
︶
︒

呉
政
権
の
も
と
で
将
軍
は
世
襲
が
認
め
ら
れ
︑
屯
田
に
よ
る
開
発
が
積
極

的
に
進
め
ら
れ
た
︹
川
勝
一
九
八
二
：
一
四
三
～
一
七
〇
頁
︺
︒
会
稽
太
守
の
淳

于
式
は
︑
陸
遜
が
不
法
に
民
衆
を
徴
用
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
が

︵
陸
遜
伝
︶
︑
山
越
に
対
峙
す
る
剡
県
は
︑
と
り
わ
け
こ
う
し
た
武
人
領
主
制

的
な
傾
向
が
顕
著
で
あ
り
︑
太
康
九
年
︵
二
八
八
︶
の
石
璜
鎮
七
五
号
墓
に

埋
葬
さ
れ
た
﹁
陸
紀
懀
﹂
は
︑
そ
う
し
た
在
地
領
主
と
な
っ
た
陸
氏
一
族
で

あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
屯
田
開
発
に
よ
っ
て
︑
二
五
七
年
に
は
剡
県
に
南
接

す
る
郡
の
東
南
部
が
臨
海
郡
と
し
て
分
割
さ
れ
︵﹃
呉
志
﹄
孫
亮
伝
︶
︑
剡
県
は

こ
こ
に
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
を
終
え
る
︒

上
に
報
告
し
た
大
ª
嶺
一
〇
一
号
墓
で
は
︑
ち
ょ
う
ど
そ
の
二
五
七
年
に

建
中
校
尉
の
潘
億
を
埋
葬
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
九
五
号
墓
は
二
六
三
年
に
造

営
さ
れ
た
同
形
の
甎
室
墓
で
︑﹁
番
氏
﹂
銘
を
も
つ
墓
甎
が
出
土
し
︑
大
ª

嶺
は
潘
氏
一
族
の
墓
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
か
れ
ら
は
陸
遜
の
部
曲

と
し
て
編
入
さ
れ
た
山
越
の
潘
臨
の
子
孫
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

陸
遜
に
服
属
し
て
か
ら
五
〇
年
あ
ま
り
︑
在
地
領
主
と
し
て
成
長
し
た
子
孫

が
︑
建
中
校
尉
に
ま
で
出
世
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒

西
晋
の
滅
亡
に
と
も
な
い
︑
江
南
に
は
華
北
か
ら
の
人
口
流
入
が
い
ち
じ

る
し
く
な
る
︒
陳
郡
の
大
族
で
あ
っ
た
謝
氏
は
始
寧
に
荘
園
を
設
け
︑
謝
霊

運
は
﹁
山
居
賦
﹂︵﹃
宋
書
﹄
謝
霊
運
伝
︶
に
山
野
に
広
が
る
荘
園
の
風
景
を
詠

ん
だ
︹
中
村
二
〇
〇
六
：
二
五
二
～
二
六
七
頁
︺
︒
ま
た
宋
の
高
似
孫
﹃
剡
録
﹄

巻
三
﹁
先
賢
伝
﹂
は
東
晋
代
に
お
け
る
剡
県
の
名
士
二
六
人
を
あ
げ
︑
そ
の

う
ち
二
五
人
は
す
べ
て
江
北
系
の
士
人
で
あ
っ
た
︹
大
川
一
九
七
五
︺
︒
東
晋

貴
族
た
ち
は
風
光
明
媚
な
山
谷
に
好
ん
で
隠
遁
す
る
よ
う
に
な
り
︑
山
越
の

跋
扈
し
て
い
た
会
稽
南
部
の
丘
陵
地
帯
は
︑
一
〇
〇
年
も
た
た
な
い
う
ち
に

大
き
く
変
貌
を
と
げ
た
の
で
あ
る
︒
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(
二
)

仏

像

甎

嵊
州
で
は
後
漢
代
に
甎
室
墓
が
出
現
し
︑
六
朝
代
に
盛
行
し
た
︒
嵊
州
市

文
管
会
の
張
恒
ら
は
画
像
甎
の
収
集
に
努
め
︑﹃
古
剡
漢
六
朝
画
像
磚
﹄
と

し
て
報
告
し
た
︒
ほ
と
ん
ど
は
採
集
品
で
あ
り
︑
正
式
な
発
掘
を
経
た
も
の

は
数
少
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
嵊
州
市
文
物
管
理
処
で
観
察
し
た
画
像
甎
の
う

ち
︑
仏
像
を
あ
ら
わ
し
た
呉
・
西
晋
代
の
紀
年
銘
甎
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

仏
像
を
あ
ら
わ
し
た
最
古
の
例
は
︑
鹿
山
街
道
江
夏
村
で
採
集
さ
れ
た
呉

天
紀
四
年
︵
二
八
〇
︶
甎
で
あ
る
︵
図
12
の
�
・
�
︶
︒
甎
の
小
口
部
に
突
線
で

あ
ら
わ
さ
れ
た
立
像
は
︑
大
衣
と
下
裳
か
ら
な
る
僧
服
を
身
に
ま
と
い
︑
斜

め
横
を
向
い
て
合
掌
し
て
い
る
︒
円
光
を
負
い
︑
頭
上
の
突
起
が
肉
髻
の
表

現
で
あ
る
な
ら
ば
︑
如
来
像
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
図
12
の

は
甘
霖
鎮

呉
家
田
村
出
土
の
﹁
太
康
七
年
太
歳
在
丙
午
八
月
作
壁
主
姓
王
﹂
銘
甎
に
と

も
な
う
墓
甎
で
︑
両
小
口
の
仏
立
像
は
天
紀
四
年
甎
と
同
笵
で
あ
る
︒
つ
ま

り
︑
西
晋
太
康
七
年
︵
二
八
六
︶
ま
で
七
年
間
︑
同
じ
笵
を
使
い
つ
づ
け
て

い
た
の
で
あ
る
︒
長
辺
の
両
側
面
に
は
捩
紋
の
左
右
に
双
龍
が
あ
り
︑
上
面

に
は
銭
紋
の
上
下
に
矢
羽
根
状
の
紋
様
を
も
つ
長
方
形
の
叩
き
目
が
あ
る
︒

	
は
烏
石
弄
村
出
土
の
西
晋
元
康
年
︵
二
九
一
～
二
九
九
︶
甎
で
あ
る
︒
体
軀

と
着
衣
の
表
現
は
異
様
だ
が
︑
肉
髻
が
あ
り
︑
円
光
は
三
重
の
同
心
円
で
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
る
︒


・
�
は
長
楽
鎮
姚
姆
山
村
出
土
の
西
晋
永
寧
元
年

︵
三
〇
一
︶
甎
の
両
小
口
部
で
あ
る
︒
長
辺
の
側
面
に
﹁
永
寧
元
年
哀
子
韓

豪
所
作
﹂
の
銘
が
あ
り
︑
墓
甎
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ど
ち

ら
も
二
重
の
円
光
を
負
い
︑
肉
髻
を
線
状
の
突
起
で
表
現
し
て
い
る
︒


は

上
半
身
を
横
に
ひ
ね
り
︑
�
は
正
面
を
向
い
て
合
掌
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

�
の
下
部
に
は
上
向
き
の
蟾
蜍
︑


の
下
部
に
は
下
向
き
の
鳥
が
配
さ
れ
︑

円
光
の
周
囲
に
は
大
き
な
火
焔
の
表
現
が
あ
る
︒
小
口
の
両
側
に
陰
と
陽
を

あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒

以
上
の
仏
像
は
い
ず
れ
も
立
像
で
︑
肉
髻
を
突
起
で
あ
ら
わ
し
︑
同
心
円

状
の
円
光
を
負
う
と
い
う
特
徴
が
共
通
す
る
︒
最
古
の
天
紀
四
年
甎
は
ま
だ

写
実
的
な
表
現
だ
が
︑
二
九
〇
年
代
に
な
る
と
︑
着
衣
が
異
様
に
変
形
し
て

い
る
︒
そ
の
な
か
で
永
寧
元
年
﹁
韓
豪
所
作
﹂
墓
甎
は
中
国
伝
統
の
陰
陽
思

想
と
習
合
し
た
作
例
で
あ
り
︑
火
焔
光
背
の
初
期
の
作
例
と
し
て
も
興
味
深

い
︒
仏
像
の
火
焔
光
背
は
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
や
マ
ト
ゥ
ラ
ー
で
は
な
く
︑
カ
ー

ピ
シ
ー
で
出
現
し
た
と
さ
れ
︹
鈴
木
一
九
九
一
︺
︑
群
馬
県
赤
城
塚
古
墳
出
土

の
三
角
縁
神
獣
鏡
に
は
肩
か
ら
火
焔
を
発
す
る
坐
仏
像
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
が
︑
本
例
は
そ
う
し
た
焔
肩
仏
の
表
現
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
源
流

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
︒

嵊
州
の
仏
像
甎
は
西
晋
永
嘉
四
年
︵
三
一
〇
︶
ま
で
み
ら
れ
る
も
の
の
︑

そ
の
後
は
梁
天
監
二
年
︵
五
〇
三
︶
ま
で
二
〇
〇
年
近
く
作
例
が
な
い
︹
張
恒

ほ
か
二
〇
一
〇
：
一
〇
頁
︺
︒
現
状
で
は
︑
初
期
の
仏
像
甎
は
二
八
〇
～
三
一

〇
年
の
約
三
〇
年
間
に
流
行
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
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図12 嵊州市出土仏像甎 �・�：鹿山街道江夏村出土天

紀四年（280）甎〔張恒ほか2010：7頁〕，	：烏石

弄村出土元康（291-299）甎〔同：�頁〕，
・�：

長楽鎮姚姆山村出土永寧元年（301）甎〔同：169

頁〕，：甘霖鎮呉家田村出土太康七年（286）甎

〔同：167頁〕（縮尺不同）

図13 杭州市鋼鉄e西晋太康八年（287）墓出土神亭壺

（浙江省博物館蔵）
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(
三
)

仏
像
を
あ
ら
わ
し
た
神
亭
壺

呉
・
西
晋
代
の
神
亭
壺
に
仏
像
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
通
肩
に
着
衣
し
た
禅
定
形
の
仏
坐
像
で
︑
二

重
の
蓮
華
座
に
脇
獅
子
を
と
も
な
っ
て
い
る
︒
型
づ
く
り
の
扁
平
な
像
を
胴

部
に
貼
り
付
け
た
り
︑
口
縁
部
に
立
て
並
べ
た
り
し
て
い
る
︒
図
13
は
杭
州

市
鋼
鉄
e
西
晋
太
康
八
年
︵
二
八
七
︶
墓
出
土
の
神
亭
壺
で
︑
仏
像
が
口
縁

部
の
片
側
に
三
体
︑
反
対
側
に
四
体
が
並
坐
し
︑
過
去
七
仏
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
︒
こ
う
し
た
仏
像
は
︑
墓
甎
の
そ
れ
と
は
像
容
が
異
な
る
も
の
の
︑
流

行
の
時
期
は
並
行
し
て
い
る
︒
金
子
典
正
︹
二
〇
〇
八
︺
の
集
成
に
よ
れ
ば
︑

亀
趺
碑
の
銘
文
に
よ
っ
て
制
作
年
代
の
わ
か
る
の
が
四
例
︑
紀
年
墓
に
よ
っ

て
年
代
の
わ
か
る
の
が
九
例
あ
り
︑
二
七
二
～
二
九
八
年
に
限
定
さ
れ
る
︒

し
か
も
上
虞
の
南
に
設
置
さ
れ
た
﹁
始
寧
﹂
の
銘
文
を
も
つ
例
が
あ
り
︑
制

作
地
も
近
接
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

表
�
に
は
︑
亀
趺
碑
の
銘
文
に
﹁
始
寧
﹂﹁
上
虞
﹂﹁
会
稽
﹂
な
ど
の
制
作
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制作地 年代 省市 墓 仏像 出典

始寧

浙江省紹興県 南池郷 東南文化89-6

浙江省紹興県 南池郷施家橋村 東南文化89-6

浙江省紹興県 官山嶴横棚嶺 文物91-6

浙江省紹興県 鑒湖鎮 東方博物30

浙江省上虞市 龍山 ◯ 古明器図録�

288 浙江省嵊州市 石璜鎮75号墓 考古88-9

291-299 江蘇省呉県 獅子山	号墓 ◯ 文物資料叢刊3

江蘇省呉県 獅子山
号墓 ◯ 考古83-8

江蘇省呉県 何山 東南文化89-2

上虞 291 浙江省平陽県 敖江郷 考古88-10

会稽

294 浙江省余姚市 鄭巷克山 ◯ 東南文化98-3

浙江省上虞市 五駅 ◯ 仏教初伝南方之路文物図録

293 江蘇省呉県 獅子山�号墓 文物資料叢刊	

表� 制作地を記した神亭壺の出土墓

制作地 年代 省市 墓 仏像 出典

始寧
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表� 制作地を記した神亭壺の出土墓 地
を
記
し
た
神
亭
壺
の
う
ち
出
土
地
の
判
明
し
て
い
る
例
を
示
し
た
︒
管
見

に
お
よ
ん
だ
の
は
一
三
例
あ
り
︑
そ
の
う
ち
九
例
は
﹁
始
寧
﹂
の
作
で
あ
る

か
ら
︑
い
ず
れ
も
曹
娥
江
流
域
で
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒
年
代
の
わ

か
る
例
に
は
二
八
八

～
二
九
四
年
の
も
の

が
あ
り
︑
仏
像
を
も

つ
の
は
五
例
あ
る
︒

出
土
地
は
本
稿
で
報

告
し
た
石
璜
鎮
七
五

号
墓
例
を
ふ
く
め
て

多
く
が
会
稽
郡
内
で

あ
る
が
︑
遠
く
江
蘇

省
呉
県
か
ら
四
例
が

ま
と
ま
っ
て
出
土
し

て
い
る
こ
と
に
注
意

さ
れ
る
︒

そ
の
呉
県
獅
子
山

で
は
四
基
の
西
晋
墓

が
発
掘
さ
れ
︑
計
五

点
の
神
亭
壺
が
出
土

し
た
︒
二
号
墓
に
は
﹁
元
康
三
年
四
月
六
日
︑
廬
江
太
守
東
明
亭
侯
主
簿
高

勅
作
﹂
と
記
し
た
墓
甎
が
用
い
ら
れ
︑
調
査
者
の
張
志
新
︹
一
九
八
〇
︺
は

被
葬
者
を
傅
雋
に
比
定
し
た
︒
す
な
わ
ち
﹃
晋
書
﹄
傅
玄
伝
に
よ
れ
ば
︑
傅

祇
の
兄
の
子
が
東
明
亭
侯
に
封
じ
ら
れ
た
傅
雋
で
あ
り
︑
廬
江
太
守
の
任
に

あ
っ
た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
年
代
的
に
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う
︒
し

か
し
︑
傅
氏
は
北
地
郡
泥
陽
︵
陝
西
省
�
県
︶
の
出
自
で
あ
り
︑
西
晋
代
に

お
い
て
本
籍
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
呉
県
に
埋
葬
さ
れ
た
可
能
性
は
低
い
︒
被

葬
者
は
む
し
ろ
﹁
高
勅
﹂
の
家
族
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

こ
の
二
号
墓
か
ら
出
土
し
た
神
亭
壺
に
は
﹁
元
康
二
年
潤マ

マ

月
十
九
日
起
会

稽
﹂
と
い
う
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
元
康
二
年
に
は
閏
月
が
な

く
︑
墓
甎
に
は
﹁
元
康
三
年
四
月
六
日
﹂
と
あ
る
た
め
︑
張
志
新
は
﹁
元
康

三
年
閏
月
﹂
の
誤
り
と
考
え
て
い
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
被
葬
者
が
亡

く
な
っ
た
後
︑
閏
二
月
に
会
稽
の
窯
場
に
神
亭
壺
の
発
注
が
あ
り
︑
現
地
の

呉
県
で
は
四
月
六
日
に
墓
甎
が
制
作
さ
れ
︑
ほ
ど
な
く
し
て
埋
葬
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
一
号
墓
に
は
﹁
元
康
五
年
七
月
十
八
日
﹂
の
墓
甎
が
あ

り
︑
二
点
の
神
亭
壺
が
出
土
し
て
い
る
︒
二
点
と
も
制
作
地
が
記
さ
れ
て
い

な
い
が
︑
う
ち
一
点
に
は
仏
像
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
︒

神
亭
壺
は
葬
送
儀
礼
に
用
い
ら
れ
た
特
殊
な
も
の
で
︑
既
成
品
を
墓
に
副

葬
し
た
の
で
は
な
く
︑
死
者
が
で
た
と
き
に
発
注
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

と
り
わ
け
会
稽
か
ら
遠
く
離
れ
た
獅
子
山
墓
地
で
は
︑
四
基
の
墓
す
べ
て
に
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神
亭
壺
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
家
族
は
会
稽
の
窯
業
家
と
緊

密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
後
漢
後
期
に
上
虞
の
南
に
始
寧

県
が
新
設
さ
れ
︑
呉
代
に
は
呉
県
の
陸
遜
ら
に
よ
っ
て
会
稽
郡
一
帯
の
屯
田

開
発
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
み
る
と
︑
漢
末
・
呉
代
に
呉
県
の
豪
族
の
一

部
が
始
寧
に
南
遷
し
︑
窯
業
に
も
関
与
し
た
た
め
︑
郷
里
の
獅
子
山
墓
地
に

お
け
る
葬
送
儀
礼
に
協
力
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
東
晋
代
に
な
る
と
︑
仏
像
甎
と
同
じ
よ
う
に
︑
神
亭
壺
は
急
速

に
消
失
し
て
い
く
︒
小
南
一
郎
︹
一
九
九
三
︺
は
江
北
系
貴
族
の
南
遷
に
よ

っ
て
土
着
文
化
が
変
質
し
︑
神
亭
壺
を
用
い
た
葬
送
儀
礼
な
ど
伝
統
的
な
風

習
が
廃
れ
て
い
っ
た
と
考
え
た
︒
け
だ
し
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(
四
)

会
稽
郡
の
初
期
仏
教
文
化

後
漢
時
代
に
仏
教
が
伝
来
し
︑
中
国
各
地
に
仏
像
が
出
現
し
た
︒
神
亭
壺

の
仏
像
は
江
南
に
お
け
る
初
期
の
作
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
が
︑
本
稿

で
は
同
時
期
の
墓
甎
に
も
仏
像
が
あ
ら
わ
さ
れ
︑
曹
娥
江
流
域
に
そ
れ
ら
の

作
例
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
最
後
に
︑
そ
の
地
域
に
お

け
る
初
期
仏
教
文
化
の
展
開
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
︒

安
息
国
︵
パ
ル
テ
ィ
ア
︶
に
出
自
す
る
安
世
高
は
︑
後
漢
桓
帝
︵
在
位
一
四

六
～
一
六
七
︶
の
は
じ
め
に
渡
来
し
︑
小
乗
経
典
を
翻
訳
し
た
が
︑
そ
の

﹃
安
般
守
意
経
﹄
は
会
稽
の
陳
¢
を
通
し
て
康
僧
会
に
受
け
継
が
れ
た
と
伝

え
ら
れ
︵﹃
出
三
蔵
記
集
﹄
巻
六
﹁
安
般
守
意
経
序
﹂︶
︑
梁
の
¢
皎
﹃
高
僧
伝
﹄

安
清
︵
安
世
高
︶
伝
に
引
く
﹃
別
伝
﹄
に
は
﹁
吾
が
道
を
尊
ぶ
者
は
居
士
陳

¢
︑
禅
経
を
伝
え
る
者
は
比
丘
僧
会
な
り
﹂
と
あ
る
︹
大
川
一
九
七
五
︺
︒
康

僧
会
も
西
域
の
康
居
︵
サ
マ
ル
カ
ン
ド
︶
に
出
自
す
る
訳
経
僧
で
︑
二
四
七
年

に
呉
の
建
業
に
入
り
︑
西
晋
が
呉
を
滅
ぼ
し
た
二
八
〇
年
に
円
寂
し
た
と
い

う
︒
陳
¢
や
康
僧
会
は
﹁
神
﹂﹁
霊
﹂﹁
魂
霊
﹂
な
ど
中
国
の
伝
統
的
な
観
念

で
仏
教
を
説
い
た
が
︹
入
澤
一
九
九
四
︺
︑
金
子
典
正
︹
二
〇
〇
八
︺
は
神
亭
壺

に
仏
像
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
は
︑
そ
の
こ
ろ
陳
¢
と
い
う
在
俗
の
居
士
が
会

稽
に
居
住
し
︑
仏
教
信
仰
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
推
測
し
て
い
る
︒

陳
¢
の
活
動
時
期
は
不
確
か
だ
が
︑
神
亭
壺
や
墓
甎
な
ど
に
仏
像
が
あ
ら
わ

さ
れ
る
の
は
︑
少
し
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

一
方
︑
呉
の
実
権
を
掌
握
し
た
孫
綝
は
︑
二
五
八
年
に
孫
亮
を
廃
位
し
て

会
稽
王
と
し
︑﹁
綝
の
意
︑
彌
い
よ
溢
り
︑
民
神
を
侮
慢
し
︑
遂
に
大
橋
頭

の
伍
子
胥
廟
を
焼
き
︑
又
た
浮
屠
祠
を
壊
し
︑
道
人
を
斬
る
﹂︵﹃
呉
志
﹄
孫

綝
伝
︶
と
い
う
︒
孫
綝
は
民
間
の
浮
屠
祠
︵
仏
寺
︶
を
破
壊
し
︑
仏
教
な
ど

の
俗
信
を
弾
圧
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
先
に
石
璜
鎮
出
土
の
﹁
太
平
四

年
﹂
銘
甎
に
つ
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
︑
会
稽
で
は
孫
亮
を
支
持
す
る
人
が

少
な
く
な
く
︑
仏
教
弾
圧
も
限
定
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

晋
代
に
お
け
る
仏
教
を
め
ぐ
っ
て
︑
西
晋
代
の
仏
教
は
異
国
僧
に
よ
る
異

国
の
宗
教
で
あ
り
︑
あ
え
て
中
華
の
俗
を
も
っ
て
律
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
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区分 在住地 東晋 宋 斉

建康

江左 1

鍾山 1 16 22

建康 26 104 115

淮泗

彭城 2 3

寿春 2 5 1

広陵 1

六合 1

淮南 3

呉会

呉 7 4 2

富陽 1 1

銭ª 1

呉興 1 1

余杭 2

永興 1

会稽 3 1

山陰 6 7 6

上虞 1 1

始寧 1

剡 13 2 3

余姚 2 1

始豊 2 1 1

表� 東晋・宋・斉における高僧

の分布〔大川1975を改変〕
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余杭 2

永興 1

会稽 3 1

山陰 6 7 6

上虞 1 1

始寧 1

剡 13 2 3

余姚 2 1

始豊 2 1 1
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の分布〔大川1975を改変〕

が
︑
東
晋
代
に
皇
帝
の
奉
仏
に
よ
っ
て
中
国
の
宗
教
と
な
っ
た
結
果
︑
仏
教

が
大
い
に
盛
行
し
た
と
い
う
︵﹃
弘
明
集
﹄
巻
十
二
﹁
桓
玄
与
王
令
書
論
道
人
応
敬

王
事
﹂︶
︒
仏
寺
と
僧
尼
の
数
に
つ
い
て
唐
の
法
琳
﹃
弁
正
論
﹄
巻
三
に
︑
西

晋
で
は
一
八
〇
所
︑
三
七
〇
〇
余
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
が
︑
東
晋
で
は
一

七
六
八
所
︑
二
万
四
〇
〇
〇
人
に
激
増
し
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
を
裏
づ
け
る

︹
大
川
一
九
七
五
︺
︒﹃
高
僧
伝
﹄
を
も
と
に
東
晋
・
宋
・
斉
代
に
お
け
る
高

僧
の
活
動
域
を
地
域
ご
と
に
み
る
と①
︵
表
�
︶
︑
都
の
建
康
に
お
い
て
高
僧

の
数
が
突
出
し
て
多
い
の
は
当
然
と
し
て
も
︑
剡
県
は
東
晋
代
に
一
三
件
も

あ
り
︑
建
康
に
次
い
で
多
い
︒
ま
た
︑
剡
県
に
は
隠
岳
寺
・
元
華
寺
・
沃
州

寺
・
棲
光
寺
・
台
寺
・
霊
鷲
寺
な
ど
が
所
在
し
た
︒
于
法
蘭
と
弟
子
の
于
法

開
ら
は
剡
県
に
隠
棲
し
︑
貴
族
の
寄
進
し
た
寺
に
住
ん
で
弟
子
た
ち
に
講
義

す
る
か
た
わ
ら
︑
来
訪
す
る
貴
族
た
ち
と
清
談
を
交
わ
し
て
い
た
︒
竺
道

潜
・
支
遁
ら
は
建
康
と
の
間
を
往
復
し
︑
建
康
と
会
稽
を
中
心
と
す
る
貴
族

仏
教
界
を
リ
ー
ド
し
た
と
い
う
︹
塚
本
一
九
七
九
：
三
二
六
～
三
五
一
頁
︺
︒
こ

こ
に
中
央
と
剡
県
と
の
距
離
は
急
速
に
縮
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
東
晋
の
名
僧
た
ち
は
世
俗
か
ら
超
然
と
し
て
い
た
た
め
︑
民

間
の
仏
教
信
仰
に
影
響
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の

時
期
に
墓
甎
か
ら
仏
像
が
消
失
し
︑
神
亭
壺
そ
の
も
の
も
衰
退
す
る
の
は
偶

然
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

要
す
る
に
︑
会
稽
に
お
け
る
仏
教
文
化
は
︑︵
一
︶
会
稽
居
士
陳
¢
に
よ

る
仏
教
の
受
容
︑︵
二
︶
呉
末
・
西
晋
代
の
神
亭
壺
や
墓
甎
に
あ
ら
わ
さ
れ

た
仏
像
︑︵
三
︶
東
晋
代
に
お
け
る
高
僧
の
活
動
︑
と
い
う
三
段
階
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
脈
絡
を
も
っ
て
連

関
し
て
い
る
の
か
は
︑
史
資
料
の
制
約
が
あ
っ
て
解
き
明
か
し
が
た
く
︑
今

後
の
課
題
と
し
た
い
︒

①

初
出
は
大
川
﹁
劉
宋
時
代
の
江
南
仏
教
﹂︵﹃
立
正
史
学
﹄
第
二
一
・
二
二
合
併

号
︑
一
九
五
八
年
︶
だ
が
︑
若
干
の
異
同
が
あ
り
︑
こ
こ
で
は
大
川
︹
一
九
七

五
︺
を
も
と
に
建
康
・
淮
泗
・
呉
会
の
三
地
域
の
み
を
示
し
た
︒

浙江嵊州漢晋文物調査報告（岡村）
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お

わ

り

に

本
稿
で
は
嵊
州
出
土
の
漢
晋
文
物
を
と
り
あ
げ
︑
後
漢
か
ら
東
晋
に
い
た

る
地
域
的
な
動
向
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒

大
ª
嶺
一
〇
一
号
墓
は
二
五
七
年
に
建
中
校
尉
の
潘
億
を
埋
葬
し
た
墓
で

あ
り
︑
隣
接
す
る
九
五
号
墓
も
二
六
三
年
に
造
営
さ
れ
た
潘
氏
の
墓
で
あ
っ

た
︒
後
漢
代
の
剡
県
は
山
越
と
い
う
山
岳
民
族
の
活
動
す
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

で
あ
っ
た
が
︑
三
世
紀
は
じ
め
に
孫
権
配
下
の
陸
遜
は
山
越
の
頭
領
で
あ
る

潘
臨
を
鎮
圧
し
︑
か
れ
ら
を
私
兵
や
民
戸
に
編
入
し
て
屯
田
開
発
を
推
進
し

た
︒
潘
億
は
お
そ
ら
く
潘
臨
の
後
裔
で
あ
ろ
う
︒

大
ª
嶺
一
〇
四
号
墓
は
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
︑
女
性
一
人
を
埋
葬
し
︑

二
世
紀
中
葉
の
﹁
蔡
氏
作
﹂
画
像
鏡
と
﹁
吾
作
﹂
環
状
乳
神
獣
鏡
を
副
葬
し

て
い
た
︒
一
人
に
二
面
の
鏡
を
副
葬
し
た
の
は
異
例
で
︑
し
か
も
前
者
は
淮

南
︑
後
者
は
広
漢
に
て
一
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
制
作
さ
れ
た
鏡
で
あ
る
︒
三
国

代
に
淮
南
は
魏
の
︑
広
漢
は
蜀
の
領
土
と
な
り
︑
こ
こ
剡
県
は
呉
政
権
下
で

開
発
が
進
ん
だ
こ
と
か
ら
︑
こ
の
両
面
は
漢
代
の
う
ち
に
江
南
に
も
た
ら
さ

れ
︑
数
世
代
を
経
て
女
性
と
と
も
に
副
葬
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

一
〇
四
号
墓
と
並
列
す
る
同
時
期
の
一
〇
五
号
墓
か
ら
は
︑
三
世
紀
は
じ

め
の
重
列
式
神
獣
鏡
が
出
土
し
た
︒
こ
れ
は
会
稽
で
制
作
さ
れ
︑
三
〇
～
四

〇
年
を
経
た
後
に
副
葬
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
石
璜
鎮
﹁
太
平
四
年

︵
二
五
九
︶
﹂
墓
か
ら
出
土
し
た
対
置
式
神
獣
鏡
は
︑
二
五
〇
年
代
に
出
現
す

る
方
格
銘
を
も
ち
︑
粗
雑
な
つ
く
り
で
あ
る
た
め
︑
制
作
後
す
ぐ
に
副
葬
さ

れ
た
明
器
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

紀
年
墓
か
ら
み
る
と
︑
嵊
州
で
は
一
八
四
年
か
ら
二
五
七
年
の
潘
億
墓
ま

で
七
〇
年
あ
ま
り
造
墓
の
空
白
期
が
存
在
す
る
︒
張
拯
亢
︹
一
九
三
七
︺
が

紹
興
一
帯
で
収
集
し
た
紀
年
銘
甎
を
み
て
も
︑
二
二
九
年
を
最
古
の
例
と
し

て
︑
ほ
か
は
す
べ
て
二
七
五
年
以
降
で
あ
る
︒
今
後
の
調
査
に
待
つ
と
こ
ろ

が
大
き
い
と
し
て
も
︑
漢
末
か
ら
呉
前
期
の
会
稽
郡
は
動
乱
の
中
に
あ
っ
て

疲
弊
し
︑
造
墓
活
動
は
か
な
り
低
調
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
︒
後

漢
鏡
が
世
代
を
越
え
て
伝
え
ら
れ
た
の
は
︑
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
︒

漢
末
に
安
世
高
が
翻
訳
し
た
﹃
安
般
守
意
経
﹄
は
︑
会
稽
の
居
士
陳
¢
を

通
し
て
呉
の
康
僧
会
に
受
け
継
が
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
仏
教
信

仰
の
ひ
ろ
が
り
を
背
景
に
︑
呉
末
期
か
ら
西
晋
代
の
剡
県
や
始
寧
で
は
墓
甎

と
神
亭
壺
に
仏
像
が
出
現
す
る
︒
神
亭
壺
は
後
漢
以
来
の
伝
統
的
な
葬
送
儀

礼
に
用
い
ら
れ
た
か
ら
︑
仏
教
は
呪
術
的
な
民
間
信
仰
と
融
合
し
て
受
容
さ

れ
た
の
で
あ
る
︒
と
く
に
﹁
始
寧
﹂
な
ど
会
稽
で
の
制
作
を
記
し
た
例
が
会

稽
以
外
で
は
江
蘇
省
呉
県
か
ら
集
中
的
に
出
土
し
︑
始
寧
と
呉
県
の
豪
族
が

緊
密
な
関
係
に
あ
り
︑
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
も
連
携
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
︒
会
稽
の
屯
田
開
発
を
進
め
た
陸
遜
は
呉
県
の
大
姓
で
あ
り
︑﹁
始

寧
﹂
神
亭
壺
の
出
土
し
た
二
八
八
年
の
石
璜
鎮
七
五
号
墓
が
陸
氏
の
墓
で
あ
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る
こ
と
も
︑
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
︒
し
か
し
︑
東
晋
代
に
竺
道
潜
・
支
遁

ら
の
高
僧
が
剡
県
に
隠
棲
し
て
貴
族
仏
教
界
を
リ
ー
ド
す
る
よ
う
に
な
る
と
︑

こ
の
よ
う
な
仏
像
を
も
つ
副
葬
品
は
消
失
に
向
か
っ
た
︒

会
稽
南
部
の
丘
陵
地
帯
に
位
置
す
る
剡
県
は
︑
以
上
の
よ
う
に
三
世
紀
を

境
と
し
て
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
中
央
貴
族
の
隠
遁
地
へ
と
大
き
く
変
化
し
た
︒

二
五
七
年
に
没
し
た
建
中
校
尉
の
潘
億
は
︑
ま
さ
に
そ
の
転
換
期
に
生
き
た

在
地
豪
族
で
あ
っ
た
︒

二
四
〇
年
︑
魏
の
帯
方
太
守
弓
遵
は
建
中
校
尉
の
梯
儁
ら
を
海
東
の
倭
国

に
使
者
と
し
て
派
遣
し
た
︒
倭
は
﹁
そ
の
地
お
お
む
ね
会
稽
の
東
冶
の
東
に

あ
り
︑
朱
崖
・
儋
耳
と
相
近
し
︒
故
に
そ
の
法
俗
多
く
同
じ
﹂︵﹃
後
漢
書
﹄

倭
伝
︶
と
認
識
さ
れ
て
い
た
が
︑
も
と
よ
り
会
稽
と
倭
と
の
間
に
直
接
の
往

来
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
三
国
の
鼎
立
す
る
時
代
︑
呉
の
会
稽
郡
と
魏
の

帯
方
郡
と
い
う
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
お
い
て
︑
潘
億
と
梯
儁
は
奇
し
く
も
同
じ

建
中
校
尉
の
任
に
あ
り
︑
蛮
夷
と
向
き
あ
っ
て
い
た
︒
本
稿
に
と
り
あ
げ
た

画
像
鏡
や
神
獣
鏡
の
類
例
︑
あ
る
い
は
仏
像
を
あ
ら
わ
し
た
三
角
縁
仏
獣
鏡

な
ど
は
︑
日
本
列
島
か
ら
多
数
出
土
し
て
い
る
︒
梯
儁
の
み
た
倭
国
は
ど
の

よ
う
で
あ
っ
た
か
︑
次
な
る
課
題
と
し
た
い
と
思
う
︒
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