
な
い
が
、
鏡
古
泉
器
物
の
形
式
な
ど
か
ら
推
し
て
後
漢
末
期
に
比

定
す
べ
し
と
述
べ
、
從
っ
て
，
石
心
里
の
豊
麗
は
更
に
年
代
を
掌

り
、
前
漢
末
期
か
ら
後
漢
初
期
に
あ
る
も
の
と
結
ん
で
居
る
。
附

録
と
し
て
吉
川
學
士
の
樂
浪
幽
土
漢
臨
圖
像
致
重
な
る
一
文
が
あ

る
。
博
引
傍
謹
至
ら
ざ
る
な
き
致
詮
で
あ
る
が
、
立
直
を
云
へ
ば

行
文
に
句
護
鮎
を
用
ひ
る
親
切
が
欲
し
か
っ
た
。
一
般
の
讃
者
に

偉
し
て
文
章
に
於
け
る
理
解
の
容
易
と
正
確
と
は
墨
術
的
論
述
に

屯
す
る
限
り
少
し
も
其
の
償
値
を
害
ふ
も
の
で
な
い
と
思
ふ
。
猶

届
書
田
博
士
の
英
文
の
綱
要
が
載
せ
ら
れ
、
こ
れ
は
簡
に
し
て
要

を
得
た
も
の
で
あ
る
。
（
圃
版
百
三
十
蝕
Q
朝
鮮
宵
蹟
研
究
會
獲
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
野
）

○
北
佐
久
郡
の
考
古
三
三
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
幡
　
一
郎
著

　
本
書
は
岡
じ
著
者
の
『
南
佐
久
郡
の
考
古
墨
的
調
査
』
（
昭
立
動

年
刊
）
に
若
い
で
そ
の
一
下
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
信
州
千
曲
川
最
上
流
の
一
盆
地
、
佐
久
李
の
考
古
畢
的
調

査
は
一
と
ほ
り
完
成
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
エ
キ
ゾ
ー
ス

　
　
　
　
紹
　
　
　
介

テ
ィ
ヴ
に
調
査
さ
れ
た
地
域
は
全
盤
で
も
稀
で
あ
っ
て
、
そ
の
黙

甚
だ
重
要
な
文
献
で
あ
る
と
云
へ
る
。
か
く
て
考
古
墨
に
お
け
る

地
域
調
査
な
る
も
の
が
如
何
な
る
槻
．
黙
か
ら
，
從
っ
て
ま
た
如
何

に
な
さ
る
べ
き
か
と
の
論
議
に
も
一
つ
の
焦
総
が
與
へ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
寒
寒
と
て
も
地
域
調
査
が
皆
無
で
は
な
か
っ
た
。
鳥
居

龍
馬
博
士
の
上
伊
那
、
梅
原
末
治
氏
の
鳥
取
縣
、
島
田
貞
彦
氏
の
滋

賀
縣
に
お
け
る
調
査
や
、
地
方
輿
の
｝
部
に
お
い
て
は
自
然
に
行

は
れ
て
る
た
が
、
そ
れ
ら
は
現
行
政
蹟
劃
を
塞
と
す
る
も
の
で
何

ら
必
然
性
を
も
た
な
い
。
本
書
が
特
に
地
理
的
な
最
小
軍
位
を
取

上
け
た
の
は
大
い
に
累
量
的
な
意
味
を
異
に
し
て
む
る
。
い
ま
端

的
そ
の
成
果
に
就
い
て
見
る
に
地
理
的
な
概
括
を
行
っ
た
と
こ
ろ

は
成
功
し
て
み
る
、
遺
跡
の
地
貌
に
よ
る
分
類
統
計
と
そ
の
軍
面

的
・
垂
直
的
な
分
布
を
周
回
に
し
て
み
る
と
こ
ろ
は
確
か
に
ひ
と

つ
の
結
果
が
獲
ら
れ
た
。
し
か
る
に
時
間
的
推
移
を
論
ぜ
ら
れ
る

「
考
察
」
の
部
は
や
エ
冗
長
に
失
し
，
こ
の
地
域
調
査
か
ら
す
る
特

別
な
結
果
は
ほ
と
ん
ど
出
て
み
な
い
。
こ
れ
は
地
域
調
査
の
一
般

的
な
成
果
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
即
ち
、
地
域
調

査
で
あ
る
故
に
そ
の
地
域
そ
の
も
の
と
し
て
は
甚
だ
重
要
な
結
果

　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
第
二
號
　
四
一
九
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紹
　
　
　
介

が
あ
が
る
に
反
し
，
臼
本
文
化
の
推
移
無
毒
か
ら
云
へ
ば
必
ず
し

も
常
に
重
大
な
問
題
を
提
示
す
る
と
ば
か
り
は
云
へ
な
い
の
で
あ

る
。
日
本
全
域
に
亘
っ
て
地
域
別
の
精
査
を
行
ふ
と
い
ふ
こ
と
は

一
個
の
理
想
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
必
要
な
地
域
調
査
す
ら
不
統
制

な
考
古
學
界
の
現
歌
で
は
塾
み
難
い
。
だ
か
ら
範
園
と
し
て
は
地

理
的
な
最
小
箪
元
に
糠
る
と
し
て
も
、
ど
の
土
地
を
逡
ぶ
か
と
い

ふ
こ
と
に
は
ま
た
お
の
つ
か
ら
別
の
理
由
が
な
く
て
は
な
る
ま
い

と
思
ふ
。
南
佐
久
と
北
佐
久
が
別
々
に
上
梓
さ
れ
た
た
め
に
著
者

の
い
ふ
地
的
一
元
、
佐
久
李
に
つ
い
て
は
な
ほ
充
分
な
地
域
的
考

察
が
嚢
表
さ
れ
て
み
な
い
。
こ
れ
は
著
者
が
文
中
に
お
い
て
豫
約

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
公
表
を
期
待
し

て
倹
つ
こ
と
に
し
よ
う
。
ど
に
か
く
、
本
書
は
色
々
な
意
味
か
ら

重
要
な
紅
蓮
で
、
飼
々
の
錨
に
は
異
論
も
あ
ら
う
が
、
墨
界
に
稗

盆
す
る
と
こ
ろ
は
甚
大
で
あ
ら
う
。
た
ジ
、
地
域
調
査
と
し
て
、

ど
う
考
へ
て
も
淋
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
全
然
獲
掘
調
査
が
行
は

れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
調
査
を
標
榜

し
た
著
述
の
患
現
に
よ
っ
て
，
も
し
將
來
｝
遽
蹟
の
早
掘
報
告
が

從
前
よ
り
も
一
暦
に
同
地
域
内
の
諸
亭
号
を
考
慮
し
て
行
は
れ
る

　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
第
二
競
　
　
鰯
二
〇

と
す
れ
ば
著
者
の
希
望
は
溺
の
形
に
お
い
て
大
い
に
達
成
せ
ら
れ

る
わ
け
で
あ
ら
う
。
（
四
六
倍
、
二
三
二
頁
、
芋
版
四
三
地
闘
三
、
播
絡

一
三
〇
、
昭
和
九
年
、
北
依
久
教
育
部
薩
州
）

○
日
本
上
代
の
甲
胃

末
永
　
雅
雄
著

　
本
書
は
著
者
が
＋
年
以
上
に
亙
る
努
力
の
結
晶
で
あ
っ
て
考
古

墨
界
稀
に
見
る
と
こ
ろ
の
力
作
で
あ
る
。
著
者
は
京
都
帝
國
大
學

考
古
墨
教
室
に
伝
導
せ
ら
れ
る
と
は
い
へ
、
資
料
の
蒐
集
そ
の
他

ほ
と
ん
ど
猫
力
を
も
つ
て
こ
れ
を
行
ひ
、
ま
た
適
當
な
指
導
者
を

得
ら
れ
た
と
は
い
へ
、
ほ
と
ん
ど
未
開
緬
の
こ
の
分
野
に
こ
れ
だ

け
の
膿
系
を
奥
へ
ら
れ
た
こ
と
は
近
來
稀
に
見
る
快
事
と
云
は
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
つ
序
設
に
お
い
て
日
本
甲
冑
史
に
輕
い
展

望
を
與
へ
、
そ
の
最
初
の
一
節
と
し
て
上
代
甲
冑
を
取
上
け
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
第
扁
章
総
論
で
は
使
用
せ
ん
と
す
る
部
分
名

を
規
定
し
、
質
料
に
よ
る
形
式
別
を
た
て
、
第
二
章
で
は
古
墳
出

土
の
甲
冑
、
第
三
章
で
は
奈
良
時
代
前
後
の
甲
冑
、
第
四
章
で
は

古
文
獣
に
現
れ
た
甲
切
干
を
考
察
し
て
み
る
。
文
献
に
よ
る
考
察
は

か
・
フ
云
ふ
…
腸
ム
ロ
も
と
よ
り
實
物
に
側
光
を
與
へ
る
に
す
ぎ
な
い
・
も

（　X92・　）



の
で
あ
る
し
、
奈
良
時
代
前
後
の
甲
宵
と
い
ふ
も
の
は
至
っ
て
資

料
が
少
い
の
で
、
著
者
の
最
も
カ
を
黒
い
だ
黙
は
第
二
章
に
あ
る

と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
冑
を
胃
角
付
宵
と
眉
庇
夢
違
、
甲
を
短
甲
、

挫
軍
に
大
別
し
、
華
燭
及
び
そ
れ
ら
の
著
装
法
を
も
併
せ
て
詳
論

し
、
殊
に
そ
の
中
に
屡
々
見
ら
れ
る
鍍
原
書
研
究
は
從
來
あ
ま
り

試
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
，
考
古
墨
の
研
究
法
か
ら
い
っ
て
も

特
筆
に
値
す
る
と
思
ふ
。
第
五
章
考
論
に
お
い
て
は
古
墳
出
土
品

が
そ
の
俘
出
三
物
や
古
墳
の
構
叢
か
ら
年
代
が
ほ
黛
考
定
さ
れ
る

と
と
も
に
、
地
理
的
に
は
九
甥
に
短
甲
の
多
い
こ
と
、
近
畿
に
短

甲
、
珪
甲
の
併
存
す
る
こ
と
、
關
東
に
桂
串
の
優
勢
で
、
し
か
も

形
式
の
攣
化
し
て
藤
原
期
以
降
の
甲
冑
に
絹
通
す
る
も
の
・
多
い

こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
最
後
に
上
代
軍
属
の
源
流
を
考
へ
る
た

め
に
東
蜷
の
甲
冑
を
概
擬
し
て
、
桂
軍
と
眉
廟
付
冑
と
の
淵
源
を

大
型
に
あ
．
り
と
し
、
短
軍
の
慶
灘
や
南
洋
の
系
統
で
あ
る
と
す
る

論
を
斥
け
な
ほ
未
定
の
問
題
な
侮
と
し
、
さ
ら
に
上
代
寧
曽
の
推

移
を
も
考
へ
て
後
代
の
式
年
鎧
の
成
立
に
ま
で
論
及
し
て
み
る
。

誠
に
秩
序
あ
る
結
椿
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
著
者
の
努
力
と
熱
意

と
は
充
分
に
認
め
ら
れ
て
あ
ま
り
あ
る
が
、
な
ほ
欲
を
い
へ
ば
考

　
　
　
　
紹
　
　
　
　
介

論
が
や
・
三
思
を
解
き
，
推
敲
が
も
う
ひ
と
つ
充
分
で
な
い
憾
が

あ
る
。
邸
ち
、
黒
漆
、
厨
庸
付
冑
の
大
陸
超
源
や
式
正
鎧
成
立
の

過
程
を
説
く
と
こ
ろ
甚
だ
要
當
な
解
繹
で
あ
る
と
思
は
れ
る
け
れ

ど
も
，
護
中
さ
ま
ざ
ま
の
疑
総
が
生
超
す
る
を
禁
じ
得
な
い
。
と

も
に
資
料
の
乏
し
い
た
め
で
あ
ら
う
が
，
著
者
の
重
ね
て
の
奮
翻

を
煩
し
た
い
。
（
四
六
倍
、
三
入
三
頁
、
圖
版
一
〇
五
、
挿
絡
一
四
七
、

昭
和
九
年
岡
書
院
刊
、
十
八
圓
）

　
　
　
○
い
○
●
》
昌
鳥
①
諾
ω
o
蕊
O
財
出
脅
。
⇔
○
鳩
鰹
①

緒
⑦
は
○
慈
国
霞
静
6
需
窪
臨
簿
a
陣
9
0
国
冨
吃
凶
路
び
団

U
幹
国
．
Ω
霧
。
。
2
．
　
8
9
三
つ
謬
お
い
÷

　
U
磨
囲
9
0
扁
（
へ
の
獣
本
の
辞
を
総
記
と
し
た
四
六
版
、
三
三
七

頁
の
太
書
は
、
支
那
彩
色
土
器
の
豫
報
的
報
告
の
出
版
後
、
＋
藪

年
の
今
β
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
博
士
に
よ
っ
て
も
の
せ
ら
れ
た
初
め

て
の
成
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
興
表
の
多
撒
の
爲
眞
を
載
せ
ら
れ

て
み
る
け
れ
ど
も
，
氏
の
序
文
に
云
ふ
如
く
專
門
的
な
欝
的
の
爲

と
い
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
一
般
博
士
の
座
右
の
書
と
し
て
書
か
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
，
愛
甲
支
那
石
器
時
代
及
金
石
併
用
期
に
亙
る
研

　
　
　
　
　
　
第
二
十
谷
　
第
二
號
　
　
四
二
一
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究
の
爲
に
は
、
當
然
氏
の
曾
て
の
二
三
の
報
告
に
擁
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
氏
は
十
撒
年
蘭
の
そ
れ
ら
の
報
告
に
於
て
、
展
開
せ
ら
れ

た
る
意
見
と
、
其
後
の
難
誌
上
に
な
さ
れ
た
見
解
の
　
般
的
紹
介

で
あ
る
事
を
こ
と
わ
っ
て
み
る
。
本
書
の
前
孚
に
於
け
る
地
質
學

的
分
野
と
、
全
艦
に
散
見
す
る
地
質
墨
上
の
解
設
と
は
、
其
方
面

に
於
け
る
エ
キ
ス
パ
ー
ト
た
る
氏
の
姿
を
明
確
に
描
回
し
て
み
る

叉
子
安
貝
や
、
所
謂
葬
文
鳥
＄
訟
で
冨
簿
Φ
毒
等
を
中
心
と
し
て
論

蓮
さ
れ
て
行
く
支
那
古
代
の
。
二
犀
の
研
究
は
氏
の
民
俗
墨
的
方
面

へ
の
關
心
を
物
語
る
も
の
が
あ
る
。
か
・
る
行
文
の
イ
ン
タ
ー
バ

ル
を
多
撒
の
エ
ピ
ソ
…
ド
を
以
て
充
填
し
な
が
ら
、
氏
の
甘
粛
…
省

を
中
心
と
し
て
行
っ
た
エ
キ
ス
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
記
録
を
、
青
海
に

於
け
る
彩
色
土
器
逡
蹟
の
如
き
未
養
表
の
逡
踏
の
報
告
を
織
込
ん

で
、
面
白
く
書
綴
っ
て
行
く
あ
た
り
、
全
く
愉
快
な
一
つ
の
讃
物

で
あ
る
。
か
ヒ
る
文
艦
の
本
書
を
結
ぶ
の
に
、
彩
色
土
器
の
中
心

時
期
を
な
す
仰
溜
期
に
於
け
る
風
化
歌
態
を
以
て
し
て
み
る
。
そ

こ
に
は
、
米
の
栽
培
の
存
在
を
探
り
、
或
は
、
氏
の
年
代
観
の
訂

正
と
蓉
石
器
時
代
及
び
般
櫨
の
時
代
へ
の
聯
絡
を
思
ひ
，
未
だ
世

に
再
現
し
な
い
古
代
文
化
の
道
行
の
マ
イ
ル
・
ス
ト
ー
ン
へ
の
思

　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
二
輩
　
　
四
脚
ニ

慕
の
情
を
切
々
と
つ
ら
ね
て
み
る
。
實
に
肩
の
こ
ら
な
い
、
而
も

學
的
な
書
物
の
一
つ
の
標
本
と
こ
そ
本
書
は
云
ひ
得
よ
う
，
左
に

各
章
・
日
次
を
畢
げ
て
置
く
。

　
類
お
舅
貯
終
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国
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の
国
忌
3
0
一
匹
馨
。

　
ぞ
⇔
経
8
0
く
巽
終
Φ
舅
貯
湾
男
憎
Φ
ぼ
湾
。
鉱
。
＜
筥
茜
伊

　
｝
0
9
部
鼠
び
9
凱
ω
賦
。
ω
簿
口
9
［
餐
奄
．

　
掛
昌
9
0
艮
H
ヨ
風
。
ヨ
0
9
m
曽
＝
鎌
く
。
。
。
器
ジ

　
考
①
h
o
ぎ
ノ
〈
夢
。
績
き
α
Q
ω
げ
9
0
弼
8
E
。
8
囚
。
犀
§
o
二

　
縛
財
o
O
開
け
。
団
昏
o
O
霞
累
簿
飾
罎
曽
夢

　
掛
乾
覧
8
一
〇
σ
q
団
窮
ぎ
。
・
Ω
｝
β
お
の
6

　
二
二
層
．
き
く
巴
一
2
・

　
日
冨
ご
く
貯
α
q
三
昏
①
＜
箋
醸
婁
凱
浄
Φ
b
。
浅
貯
酔
冨
窯
。
§
欝
一
塗

　
閃
。
9
碁
聖
蔓
舛
謬
β
上
戸
p
一
三
夷
碧
玉
ざ
碧
自
ご
⑦
㌶
一
戸
〇
三
田

　
三
唱
ぼ
。
象
3
、
ω
ω
冥
彰
び
〇
一
●
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巨
お
ω
重
き
。
翻
旨
。
出
演
μ
。
噂
、
窪
Q
り
び
鶏
ρ
磐
撃

巨
μ
⑦
磯
讐
α
q
ω
冨
。
Ω
琶
凶
m
ゆ
二
§
・

困
邑
巽
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
申
樗
清
兄
）

　
　
　
0
8
密
万
国
蔦
。
疑
旧
く
○
爵
。
腎
。
・
ひ
q
8
α
q
鑓
℃
窯
①

く
9
μ
茅
器
ω
営
。
㌣
》
ω
…
Φ
ρ
　
○
。
。
8
霞
。
℃
跳
ω
o
財
①
舅
○
議
－

o
算
巳
ひ
q
9
ピ
　
ゆ
9
¢
鳥
昌
●
ω
o
G
。
ω
・
。
一
議
ポ
M
図
タ
・
門
§
＝
鴛
印
ロ
鴇

掛
ぴ
玄
撮
ロ
薦
。
箒
髪
h
み
目
〔
馬
。
ぎ
・
お
ω
鼻
■

　
ρ
缶
8
蕩
9
教
授
難
輯
の
下
に
月
刊
雲
影
○
ω
け
山
郎
δ
冨
及

び
叢
書
○
諭
蓉
鼠
・
・
9
・
蟹
霞
伍
9
毒
ぴ
・
窪
を
嚢
節
し
、
・
シ
や

或
は
東
欧
諸
勢
の
纏
濟
事
忌
の
調
査
に
活
動
し
て
居
る
猫
逸
束
隊

研
究
會
（
U
①
霧
9
Φ
○
霧
①
豪
。
冨
h
幹
録
．
⇒
鱒
毎
戸
ぎ
回
9
δ
毎
．
8
霧
）

は
叢
書
の
第
十
七
巻
に
本
書
を
磁
聾
し
た
。

　
8
ぼ
色
は
序
文
に
於
て
ロ
シ
ヤ
の
統
計
資
料
の
蒐
集
に
困
難
な

事
情
を
遽
べ
て
労
る
が
、
記
数
の
ロ
シ
ヤ
語
の
文
献
を
使
用
も
て

そ
の
峡
を
充
分
補
っ
て
居
る
。
本
書
は
約
三
百
頁
に
蓬
す
る
博
な

り
大
部
の
著
書
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
は
　
般
の
交
通
地
理
學
に

驕
す
る
薯
書
と
嗣
檬
に
聰
論
と
特
薦
に
分
れ
、
濾
論
に
於
て
は
「
自

然
ど
交
懸
」
「
入
類
と
交
通
」
、
交
通
機
關
と
そ
の
分
布
」
に
、
特
論

　
　
　
　
翻
　
　
　
介

に
於
て
は
「
水
上
交
通
執
陸
上
交
通
」
「
航
塞
交
通
」
「
懸
僑
交
通
」
の

各
章
に
匿
分
さ
れ
て
居
る
。

　
そ
の
中
「
窃
然
と
交
通
」
の
部
分
に
於
て
氣
候
と
の
關
係
が
、
多

く
蓮
べ
ら
れ
て
居
る
の
は
、
シ
ベ
リ
ヤ
の
如
き
地
方
に
於
て
は
、

當
を
得
た
方
法
で
あ
ら
う
。
ま
た
「
交
通
機
關
」
の
章
に
於
て
は
，

各
種
の
権
、
猫
耳
舟
、
筏
等
の
設
明
が
あ
り
、
民
族
學
的
に
も
興

味
あ
る
文
字
と
思
は
れ
る
が
、
巻
末
の
僅
か
な
篤
眞
だ
け
で
は
、

細
部
の
構
造
を
理
解
し
難
い
憾
が
あ
る
。
才
ブ
，
レ
ナ
、
エ
ニ
セ

イ
の
諸
系
は
封
鎖
的
な
北
極
洋
に
注
ぎ
、
結
氷
期
の
長
い
鋏
鮎
は

あ
る
が
、
水
路
の
便
の
乏
し
い
シ
ベ
リ
ヤ
で
は
矢
張
り
交
通
の
大

動
脈
を
な
し
て
居
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
饗
っ
て
｛
、
水
上
交

麺
」
の
内
、
陸
水
路
の
部
分
に
最
も
多
く
の
写
照
が
割
れ
て
居
る
。

の
み
な
ら
す
著
者
も
亦
得
意
と
す
る
塚
ら
し
く
、
そ
の
記
事
は
一

つ
の
水
路
誌
と
な
り
得
る
ほ
ど
詳
細
で
あ
る
。
「
陸
上
交
通
し
で
は

餐
地
の
主
要
遽
路
を
記
載
し
、
夏
に
シ
ベ
リ
ヤ
都
道
を
始
め
多
く

の
鐵
道
に
鞭
て
述
べ
て
贋
る
。

　
要
す
る
に
本
書
は
理
論
的
な
何
か
を
求
め
様
と
す
る
入
に
と
っ

て
は
得
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ら
う
が
、
斯
る
交
通
誌
と
も
構
す

　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
ご
號
　
　
観
二
三
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