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中
国
に
於
け
る
金
属
鏡
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
、
要
望
時
代
の
豊
富
な
遣
昂
の
出
現
に
よ
っ
て
従
来
知
ら
れ
て
い
た
器
質
に

…
誘
難
聴
鹸
輪
飾
鴛
駄
獣
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解
軽
蘇
銭
塗
装
藍
㏄
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禁
錘
鎚
謬
甑

一　

ｱ
と
か
ら
鏡
の
起
源
の
問
題
が
現
実
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
は
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
手
許
に
あ
る
若
干
の
関
係
資
料
を
加
え
て
、

｝
そ
れ
等
の
獲
か
ら
中
国
鏡
の
起
婆
推
し
、
さ
ら
に
後
の
時
代
の
も
の
・
の
関
軍
器
し
た
も
の
で
あ
・
．

　
古
く
中
国
で
非
常
に
発
達
し
た
鉦
の
あ
る
金
属
鏡
に
就
い
て
は
、

今
世
紀
の
二
十
年
代
に
入
っ
て
戦
国
時
代
の
豊
富
な
単
品
が
新
た
に

出
現
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
の
様
相
が
、
は
じ
め
て
明
ら
か
に

な
り
、
従
来
知
ら
れ
た
漢
鏡
と
の
連
関
が
確
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
併
し
そ
れ
以
前
に
遡
る
鏡
と
な
る
と
、
戦
国
時
代
鏡
の
実
例
は

訂
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
其
の
後
一
九
三
五
年
に
河
爾
宴
安
陽
隠

家
荘
古
聖
群
の
発
掘
調
査
の
際
、
そ
の
一
基
か
ら
鏡
と
認
め
ら
れ
る

遺
品
の
発
見
が
伝
え
ら
れ
た
の
み
で
、
他
に
聞
く
と
こ
ろ
が
な
く
、

三
十
年
に
近
い
歳
月
が
過
ぎ
た
。
と
こ
ろ
が
一
昨
年
一
九
五
七
年
度

に
行
わ
れ
た
黄
河
水
庫
工
作
隊
の
河
南
省
挾
県
上
村
嶺
地
区
に
お
け

る
東
周
聖
君
古
事
群
の
整
理
発
掘
に
当
っ
て
、
四
面
の
古
鏡
の
出
土

が
伝
え
ら
れ
、
こ
こ
に
確
実
な
資
料
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
故
梁
思
永
氏
の
好
意
に
依
っ
て
、
出
土
の
翌
春
、
先
の
安
陽
出
土

品
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
私
は
、
一
例
な
が
ら
圃
氏
ど
共
に
そ
れ
が

鏡
と
認
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
中
国
の
鏡
の
起
源
に

就
い
て
新
し
い
関
心
を
惹
い
た
の
で
あ
っ
た
。
去
る
一
九
五
六
年
の

1　（467）



秋
、
台
北
に
出
…
掛
け
て
再
び
股
墓
出
土
の
遣
物
類
を
観
察
す
る
機
会

に
め
ぐ
ま
れ
た
際
に
も
、
高
塩
害
氏
と
、
再
び
こ
の
遺
贔
に
つ
い
て

検
討
を
重
ね
た
。
従
っ
て
こ
の
た
び
の
陳
県
に
於
け
る
東
周
初
期
と

さ
れ
る
鏡
の
新
出
土
に
対
し
て
深
い
興
味
を
覚
え
た
こ
と
は
言
う
ま

で
竜
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
殆
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
発
駕
の
遺
品
に
就
い
て
も

高
去
尋
民
の
　
「
般
代
的
一
面
陰
茎
及
其
相
続
之
問
題
」
　
（
『
中
央
研
究

院
集
刊
』
第
二
十
九
本
所
掲
）
が
公
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
此

の
機
会
に
こ
の
二
つ
の
確
実
な
遺
例
の
外
に
、
手
に
入
れ
る
こ
と
の

出
来
た
関
係
の
資
料
を
加
え
て
、
な
お
問
題
と
し
て
の
こ
さ
れ
た
戦

国
時
代
以
前
の
古
鏡
、
即
ち
股
周
代
の
鏡
に
関
し
て
考
究
を
加
え
、

進
ん
で
そ
れ
等
よ
り
考
え
ら
れ
る
中
国
鏡
の
起
源
論
に
ま
で
及
ぶ
こ

と
に
し
た
。

二

　
さ
て
戦
国
以
前
に
遡
る
古
鏡
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
で
、
最

も
古
い
安
陽
の
嵐
土
品
に
就
い
て
は
、
す
で
に
「
河
南
省
彰
徳
府
外

侯
家
荘
古
墓
群
の
概
観
」
（
『
宝
雲
』
第
三
～
）
に
そ
の
図
を
載
せ
て
こ

れ
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
た
び
高
氏
の
詳
し
い
記
述
が
出
て
そ
の
実

η
体
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
面
壁
｛
山
ハ
・
七
セ
ン
チ
の
可
∵
な
り
反

り
の
目
立
つ
た
小
さ
な
円
板
の
背
面
に
、
コ
字
形
に
近
い
大
き
な
鉦

を
作
り
，
　
そ
れ
を
饒
っ
て
装
飾
紋
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
（
図
版
1

及
第
一
図
）
。
い
ま
更
に
そ
の
細
部
に
就
い
て
見
る
と
、
平
滑
な
面
は
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鎮一図　毅墓出土鏡形状図（拠高氏原図）
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中麟股周の寅鏡（梅猿）

ほ
ぼ
正
し
い
凸
面
を
示
し
て
い
て
、
そ
の
そ
り
の
臨
率
は
径
に
対
し

て
約
三
・
五
ミ
リ
で
あ
る
。
次
に
背
面
で
は
、
特
に
目
立
つ
た
縁

を
作
る
こ
と
な
く
、
　
厘
一
さ
一
ニ
ミ
リ
内
外
の
体
は
面
の
曲
［
霞
竿
に
応
じ

た
内
反
り
を
呈
し
て
、
そ
れ
に
錐
を
中
に
し
た
装
飾
絞
が
施
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ド
マ
ル

い
る
。
中
央
の
銀
は
や
や
角
丸
に
近
い
帯
状
の
長
さ
三
セ
ソ
チ
、
幅

六
ミ
リ
、
高
さ
一
セ
ン
チ
と
云
う
大
き
い
も
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る

背
紋
は
、
外
縁
に
沿
っ
て
突
線
で
内
外
の
二
圏
を
劃
し
、
そ
れ
ぞ
れ

が
同
じ
突
線
紋
を
以
て
飾
ら
れ
て
い
る
。
帯
状
の
外
の
方
の
紋
様
は
、

二
つ
の
弧
線
を
中
央
で
つ
な
い
だ
も
の
の
繰
返
し
1
総
数
は
三
十

四
1
で
あ
り
、
離
京
の
方
は
中
央
の
鉦
の
方
向
と
、
そ
れ
に
直
角

に
交
る
線
と
で
正
し
く
四
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
互
い
違
い
に
平
行
の
r

条
線
を
い
れ
た
、
簡
単
な
が
ら
整
っ
た
構
図
で
あ
る
。
右
の
二
つ
の

う
ち
内
区
の
隠
紋
は
単
純
な
幾
何
学
紋
で
あ
る
が
、
外
帯
紋
は
、
股

代
に
多
く
見
ら
れ
る
所
謂
毯
龍
文
の
長
い
体
騒
を
飾
る
の
と
同
じ
特

徴
を
具
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
出
は
す
べ
て
鮮
明
で
あ
る
。

壁
体
は
古
弊
出
土
品
に
よ
く
見
受
け
る
よ
う
に
、
現
在
は
殆
ん
ど
緑

鋳
で
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
高
氏
に
依
る
と
、
そ
の
錺
の
上
に
面
で
は

三
ケ
所
に
水
銀
朱
の
付
着
が
あ
り
、
ま
た
一
ケ
所
に
織
物
の
痕
跡
が

認
め
ら
れ
る
と
言
う
。
併
し
、
そ
の
縁
辺
の
錺
の
闇
に
一
部
分
本
来

の
地
肌
を
と
ど
め
た
部
分
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
平
滑
な
颪

は
、
白
銅
の
色
沢
を
呈
す
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
の
で
る
。

　
以
上
の
記
述
か
ら
、
鏡
と
し
て
の
通
性
を
具
え
た
こ
と
が
認
め
ら

九
る
此
の
遺
晶
の
出
土
地
は
、
安
陽
町
家
荘
西
北
樹
股
墓
の
一
つ
、
即

ち
調
査
者
側
の
H
P
K
M
一
〇
〇
五
号
墓
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
岡
地

東
区
に
於
け
る
小
寒
群
中
の
西
北
角
近
く
に
位
置
し
て
い
る
。
一
体

右
の
東
区
の
小
型
群
と
云
う
の
は
、
同
じ
西
区
に
あ
る
所
謂
股
大
陵

に
付
随
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
発
掘
調
査
者
で
あ
る
故
梁
思

士
流
の
検
討
の
結
果
か
ら
す
る
と
、
無
慮
干
百
基
を
超
え
る
同
地
区

の
小
墓
は
、
凡
そ
九
つ
の
組
に
分
け
ら
れ
、
是
等
の
組
は
相
互
の
間

に
先
後
の
関
係
が
存
し
て
、
西
区
に
あ
る
大
奥
群
の
そ
れ
ぞ
れ
に
伴

っ
た
殉
葬
墓
と
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
本
挙
隅
が
見
出
さ
れ
た
一
〇

〇
五
号
小
藩
は
こ
の
う
ち
の
第
七
組
に
属
し
て
、
ほ
ほ
同
様
な
他
の

三
十
六
基
に
、
四
基
の
馬
、
獲
と
一
つ
の
車
壌
と
を
加
え
て
八
列
を
な

し
て
居
り
、
こ
の
組
は
営
造
の
先
後
の
上
で
、
股
の
後
半
で
は
あ
る
が
、

あ
ま
り
遅
く
な
い
時
期
に
属
す
る
と
需
う
の
で
あ
る
。
墓
自
体
は
ほ

ぼ
南
北
の
方
向
を
と
っ
た
鑛
の
長
さ
約
二
・
三
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
メ

ー
ト
ル
を
越
え
な
い
浅
い
竪
穴
式
で
、
そ
の
中
に
頭
を
北
に
し
て
ぎ

っ
し
り
と
六
躰
の
遺
骸
i
大
体
仰
臥
履
映
連
の
そ
れ
等
は
よ
く
本
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来
の
ま
ま
に
存
し
た
一
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
遺
贔
は
こ

の
う
ち
爾
壁
に
近
い
一
体
の
遺
骨
の
下
に
面
を
上
に
し
て
副
葬
さ
れ

て
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
墓
で
は
他
に
目
立
つ
た
中
柱
旋
龍
飾
の
孟
形

銅
器
を
は
じ
め
、
別
に
銅
孟
、
銅
鐸
、
勺
、
銅
鏡
等
の
銅
器
類
の
ほ
か
、

陶
器
・
骨
製
品
な
ど
も
存
し
、
そ
の
中
柱
旋
龍
飾
の
孟
は
殊
に
股
銅

器
と
し
て
の
特
色
の
豊
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
の
で

あ
る
（
陳
夢
家
「
般
代
銅
器
」
　
『
考
古
学
報
』
第
七
編
図
版
第
八
・
九
）
。

　
以
上
挙
げ
た
遣
品
に
関
す
る
考
古
学
上
の
諸
所
見
か
ら
す
る
と
、

そ
れ
が
股
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
充
分
に
認
め
ら
れ
る
次
第
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
遺
品
そ
の
も
の
の
示
す
と
こ
ろ
が
、
囁
面
の
外
反
り
こ

そ
や
や
茎
立
っ
て
は
い
る
が
、
銀
を
持
つ
た
円
板
の
作
り
や
、
そ
れ

が
良
質
の
白
銅
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
映
像
の
具
と
し
て
の
鏡
の
通
性

を
具
え
て
お
り
、
更
に
鉦
を
興
る
そ
の
装
飾
紋
に
あ
っ
て
も
、
戦
国

以
降
の
も
の
と
は
違
う
幾
何
学
的
紋
様
で
は
あ
る
が
、
既
に
丸
い
誤

配
に
ふ
さ
わ
し
い
構
図
を
示
し
て
、
　
一
部
に
時
代
の
様
相
の
表
わ
れ

た
細
紋
も
見
ら
れ
、
既
に
金
属
鏡
と
し
て
の
一
の
型
を
示
す
も
の
の

あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
当
時
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
葡
後
に
即
し
い
股
墓
群
が
掘
開
さ
れ
て
、
驚
く
可
き
多
種
多
様
な

交
物
が
出
土
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
が
鏡
と
認
め
る
こ

の
よ
う
な
遺
晶
は
、
他
に
全
く
見
当
ら
ず
、
而
も
そ
れ
が
従
来
の
中

国
古
鏡
観
に
対
し
て
、
あ
ま
り
に
時
代
の
か
け
離
れ
た
孤
例
で
あ
る

と
こ
ろ
に
、
解
釈
上
の
問
題
を
の
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

高
聴
の
「
帯
代
的
一
爾
銅
鏡
野
其
相
関
之
問
題
偏
は
、
そ
の
記
述
が

示
す
よ
う
に
、
如
上
の
点
に
就
い
て
、
豊
富
な
当
代
の
文
物
に
関
す

る
造
詣
か
ら
、
形
態
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
面
に
帰
る
周
密
な
考
察
を
加

え
、
そ
れ
に
解
答
を
与
え
得
る
こ
と
を
期
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
鉦
の
あ
る
形
を
持
つ
器
体
が
、
そ
の
時
代
に
作
り
出
さ
れ

た
こ
と
に
関
す
る
氏
の
所
論
に
対
し
て
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と

し
て
、
今
日
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
っ
た
殴
代
に
於
け
る
一
般
文
化

の
進
歩
、
殊
に
尊
葬
其
他
に
見
る
鋳
造
技
衛
の
大
い
に
発
達
し
て
い

た
事
実
が
改
め
て
指
摘
さ
れ
る
可
き
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
三
〇
年
代
の
安
陽
に
於
け
る
股
代
の
諸
職
、
殊
に
股
前
群
の

学
術
発
掘
に
依
っ
て
、
中
国
で
は
西
紀
前
二
千
年
代
の
後
半
に
鋳
銅

の
技
術
が
大
い
に
進
ん
で
い
て
、
古
代
世
界
に
於
け
る
、
言
う
な
ら

ば
一
つ
の
頂
点
を
画
し
た
こ
と
が
確
め
ら
れ
た
。
即
ち
出
土
の
銅
利

器
に
於
い
て
実
用
の
域
を
超
え
た
も
の
が
多
い
上
に
、
尊
葬
即
ち
銅

容
器
類
に
特
色
の
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
利
器
の
或
者
が
硬
度
の
高

い
、
銅
と
錫
の
合
金
た
る
白
銅
を
以
っ
て
鋳
造
さ
れ
て
い
る
の
み
な
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ら
ず
、
岡
じ
質
料
の
複
雑
な
形
の
容
器
類
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る

こ
と
が
そ
れ
を
姉
実
に
示
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
様
な
技
術

を
考
え
れ
ば
、
同
じ
白
銅
を
材
料
と
し
た
鏡
が
、
そ
の
問
か
ら
作
り

出
さ
れ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
得
る
筈
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
こ
に

あ
げ
た
問
題
の
鏡
が
現
実
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
当
時

に
あ
っ
て
は
な
お
一
般
化
す
る
に
は
至
ら
な
．
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
他

に
贈
品
の
乏
し
い
所
以
か
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

三

　
三
代
と
認
め
ら
れ
る
上
記
の
鏡
に
対
し
て
、
新
し
く
知
ら
れ
た
河

南
険
漿
上
村
嶺
古
事
群
出
土
の
東
周
の
遺
品
は
、
　
そ
れ
を
録
し
た

「
一
九
五
七
年
河
南
陳
県
発
掘
簡
報
〕
ゑ
．
考
古
逓
訊
臨
一
九
鷲
八
年
鱗
＋

一
期
）
に
拠
る
と
、
　
四
而
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
径
六
・
五
セ
ン
チ

前
後
の
小
形
で
、
そ
の
三
面
は
素
紋
で
あ
る
と
…
闘
う
。
た
だ
そ
の
う

ち
一
一
二
二
号
墓
か
ら
出
た
一
面
の
み
に
禽
獣
紋
が
鋳
出
さ
れ
て
い

て
、
図
像
が
珍
し
い
と
こ
ろ
が
ら
拓
影
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
な
お

別
に
『
文
物
参
考
資
料
』
の
一
九
五
八
年
第
十
一
期
に
も
写
真
を
掲

載
し
て
い
る
の
で
、
幸
に
両
者
か
ら
鏡
の
実
際
を
窺
う
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。
　
即
ち
径
六
・
七
セ
ン
チ
の
此
の
鏡
は
、
　
縁
や
帯
圏

の
な
い
早
態
の
中
央
に
、
細
手
で
は
あ
る
が
、
並
行
し
た
二
条
の
鉦

が
作
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
競
っ
て
四
方
に
線
表
出
の
図
像
を
鋳
出

し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
転
載
し
た
踏
舞
（
第
二
図
）
に
見
ら
れ

る
逓
り
で
あ
る
。
心
像
は
層
群
の
左
右
に
相
向
つ
た
虎
と
思
わ
れ
る

獣
を
大
き
く
表
わ
し
て
、
開
い
た
口
の
、
牙
の
目
立
つ
た
そ
の
側
面

影
が
主
紋
を
な
し
て
居
り
、
こ
れ
に
対
し
て
銀
条
の
上
辺
に
馬
と
見

え
る
動
物
の
詞
じ
側
画
形
（
錆
四
図
の
中
央
）
、
ま
た
下
方
に
両
翼
を

ひ
ろ
げ
た
禽
形
を
配
し
、
そ
れ
等
が
一
方
よ
り
見
る
よ
う
に
構
図
さ

れ
て
い
る
。
是
等
の
禽
獣
の
図
像
は
い
ず
れ
も
稚
拙
な
も
の
で
、
股

周
の
古
銅
器
に
於
け
る
と
同
じ
動
物
文
で
は
あ
る
が
可
な
り
違
っ
て
、

原
始
絵
画
に
近
い
趣
が
あ
る
。
こ
の
点
は
営
農
と
相
倹
っ
て
、
欧
亜

大
戦
北
部
地
帯
で
の
青
銅
器
時
代
の
欝
欝
に
、
時
に
見
受
け
る
背
面

に
図
紋
を
飾
っ
た
も
の
、
例
え
ば
シ
ベ
リ
ア
出
土
で
、
い
ま
エ
ル
ミ

タ
ー
ジ
博
物
館
に
蔵
す
る
馴
鹿
紋
鏡
（
第
三
図
）
に
似
通
っ
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。
実
体
は
な
お
明
ら
か
で
は
「
な
い
が
、
同
時
出
土
に
係
る
他

の
三
三
が
細
紋
で
あ
る
と
云
う
事
実
も
、
北
方
地
帯
の
そ
れ
等
が
主

と
し
て
素
紋
で
あ
る
こ
と
と
、
此
の
場
合
併
せ
て
顧
み
ら
れ
る
。
併

し
馴
鹿
紋
鏡
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
も
四
足
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
こ
の
虎
や
馬
の
形
は
、
二
代
古
銅
器
紋
に
見
る
の
と
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第二図　 i旋県出土禽獣二二三二影

同
じ
、
純
然
た
る
側
面
的
な
表
現
で
あ
る
の
を
は
じ
め
、
そ
の
鉦
が
細

手
な
が
ら
コ
の
字
形
と
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
殊
に
縁
に
突
起
な
ど
を

作
ら
な
い
点
な
ど
で
、
前
記
の
股
代
の
一
例
に
相
通
じ
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
従
っ
て
作
り
は
粗
で
、
質
も
青
銅
の
よ
う
に
察
知
さ
れ
は

す
る
が
、
古
い
さ
き
の
股
代
の
鏡
を
承
け
た
例
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
此
の
鏡
の
出
土
し
た
遺
跡
は
一
九
五
六
年
か
ら
調
査
が
は
じ
ま
っ

た
河
南
陳
県
上
村
嶺
区
の
古
論
群
で
あ
っ
て
、
同
年
秋
の
調
査
に
係

る
四
基
の
墓
中
の
、
大
規
模
な
墓
か
ら
、
銅
製
品
を
主
と
す
る
二
百

余
件
の
副
葬
品
が
出
土
し
た
上
、
そ
の
一
つ
の
銅
文
に
「
銑
太
子
元

徒
文
」
な
る
銘
文
が
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
東
廻
初
期
の
も
の
と
し
て

注
意
を
惹
い
た
。
そ
れ
が
一
九
五
七
年
度
に
於
い
て
、
新
た
に
調
査

を
経
た
同
期
の
墓
が
二
百
三
十
八
基
の
多
数
に
上
っ
て
、
そ
れ
等
が

い
ず
れ
も
地
下
深
く
鑛
を
穿
つ
た
竪
穴
式
で
あ
る
こ
と
も
股
墓
と
異

な
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
こ
の
う
ち
副
葬
品
の
多
い
大
形
や
、
中
形
の

墓
か
ら
、
他
の
古
銅
番
と
並
ん
で
鏡
が
存
し
た
の
で
あ
っ
た
。
…
〆
、
し

第三図　シベリア出土馴鹿紋鏡
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中閣股周の古鏡（辮原）

て
右
の
数
多
い
銅
器
中
の
艶
事
類
の
八
器
に
銘
が
存
し
、
一
六
＝
＝

号
墓
墳
の
薩
に
は
、
「
続
季
子
段
作
子
ζ
孫
．
．
永
寳
用
享
」
、
　
一
八

一
九
号
墓
の
鼎
に
鰍
，
雰
小
皿
「
着
順
」
、
　
ま
た
一
六
〇
一
号
墓
の
銅
盤

に
は
三
行
に
「
露
金
子
孫
、
掌
記
孟
子
ヌ
孫
タ
永
宝
用
」
と
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
器
形
が
周
代
中
期
の
通
性
を
示
し
て
い
る
の
と
相
応
ず

る
も
の
が
あ
る
。
更
に
郭
沫
若
氏
の
記
述
（
『
文
物
』
一
九
五
九
年
第
一
期
）

に
依
る
と
、
特
に
取
り
上
げ
た
禽
獣
紋
鏡
の
出
た
そ
の
第
一
二
一
二

号
墓
で
も
、
四
脚
の
銅
鼎
が
共
存
し
て
い
て
、
そ
れ
は
無
銘
で
は
あ

る
が
、
上
帯
の
華
紋
は
前
記
、
続
馬
脚
段
爾
と
殆
ん
ど
異
な
る
と
こ
ろ

が
な
い
と
書
う
。
従
っ
て
鏡
の
年
代
の
菓
周
初
期
に
遡
る
こ
と
は
い

よ
い
よ
確
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

　
以
上
は
こ
の
た
び
世
に
出
た
陳
県
の
鏡
の
概
要
で
あ
る
が
、
そ
の

示
す
鏡
式
か
ら
す
る
と
、
同
種
の
遺
品
と
し
て
既
に
二
十
余
年
前
に

公
に
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
な
お
他
に
も
類
似
し
た
も
の
が
存

す
る
こ
と
が
新
た
に
顧
み
ら
れ
て
来
る
。
即
ち
前
者
は
故
サ
ル
モ
ニ

i
博
士
（
》
琴
鼠
ω
巴
躊
§
燭
）
が
．
．
乞
象
Φ
堅
巻
窪
9
営
⑩
の
幽
の
9
Φ
騰

ω
℃
δ
穿
Q
皿
g
二
軸
お
O
舞
凶
①
触
露
薦
、
、
（
6
。
巨
＄
＜
H
圃
智
胃
α
q
窪
鐙
譲
Φ
跨
廻
り

ち
認
）
の
第
八
図
に
載
せ
た
一
鏡
で
あ
る
。
当
時
博
士
は
そ
れ
を
漢
鏡

と
考
え
、
麟
様
○
上
か
ら
南
方
支
那
に
斎
け
る
鋳
造
と
想
定
し
た
の

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
巴
里
の
ガ
ッ
ト
卿
、
ソ
氏
（
唐
詩
鍵
○
信
貯
鋸
崩
じ

が
南
支
那
か
ら
将
来
し
た
と
言
う
、
ム
…
ア
蒐
集
品
（
鼠
8
3
0
。
頴
？

凱
0
7
Z
o
項
団
。
葺
）
　
中
の
此
の
鏡
も
、
径
七
・
一
セ
ン
チ
の
小
形
で

あ
る
が
、
図
版
3
の
写
真
に
見
る
よ
う
に
、
太
、
く
て
大
き
な
錘
を
緯
…

る
背
紋
は
や
は
り
線
表
出
の
古
拙
な
図
柄
で
、
上
辺
に
・
四
手
を
あ
げ

た
入
物
が
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
の
向
っ
て
右
辺
か
ら
左
の
方
へ
五
つ

の
禽
形
を
順
次
に
布
置
し
、
　
一
隅
に
小
禽
を
添
え
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
禽
形
は
体
量
が
角
張
つ
た
一
本
足
の
側
面
形
を

表
わ
し
て
、
う
ち
に
s
字
形
を
容
れ
た
古
拙
な
図
像
な
の
で
あ
る
。

そ
の
個
肉
の
図
形
は
圃
よ
り
違
う
が
，
表
示
の
工
合
に
至
っ
て
は
上

述
上
村
嶺
出
土
の
一
鏡
と
全
然
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
鉦
は
太
い

一
条
の
も
の
な
が
ら
、
両
者
が
同
じ
鏡
式
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
疑

わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
こ
の
一
蹴
と
は
や
や
違
う
が
、
よ
く
似
た
遺
例
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
、
故
守
屋
孝
蔵
民
蒐
集
晶
中
の
一
鏡
が
あ
る
。
図
版
2
に

載
せ
た
同
鏡
は
、
径
八
・
一
セ
ン
チ
の
や
は
り
小
さ
な
、
面
に
極

め
て
少
し
叢
り
の
反
り
の
あ
る
も
の
で
、
昭
和
の
初
年
に
中
国
か
ら
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将
来
さ
れ
た
と
言
い
、
そ
の
青
銅
の
地
肌
は
鮮
か
な
線
誘
で
被
わ
れ

て
、
　
発
見
地
こ
そ
明
ら
か
で
な
い
が
、
　
新
し
い
出
土
品
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
鏡
は
背
颪
の
周
囲
に
や
や
高
い
突
起
縁
を

作
っ
て
い
る
点
で
（
第
六
図
の
一
）
、
既
述
の
馴
鹿
文
鏡
に
似
た
と
こ

ろ
が
あ
り
、
　
こ
れ
ま
で
、
　
同
じ
北
方
系
の
遺
影
と
考
え
ら
れ
て
来

た
。
併
し
今
に
し
て
考
え
る
と
、
中
央
に
あ
る
そ
の
鉦
は
二
条
の
相

並
ぶ
雨
露
の
コ
字
形
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
陳
県
の
一
鏡
と
全
く

同
じ
で
あ
る
上
に
、
こ
れ
を
緯
っ
て
大
き
く
表
わ
し
た
廻
文
の
虎
と

虞
勺

ク
》

、

／

覚
し
い
怪
獣
も
、
同
じ
く
口
を
大
き
く
開
き
、
．
牙
を
い
か
ら
せ
た
、

零
丁
形
で
あ
っ
て
、
そ
の
古
拙
な
表
現
の
工
合
も
全
く
同
様
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
も
当
然
同
時
代
の
一
例
ど
す
’

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
て
是
等
の
若
干
例
の
示
す
東
周
初
期
と
認
め
ら
れ
る
鏡
は
、

い
ず
れ
も
小
形
な
が
ら
禽
獣
紋
で
背
面
を
飾
っ
て
、
そ
れ
が
錘
を
中

に
し
て
一
つ
の
共
通
し
た
構
図
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
め
禽
獣

紋
は
第
隊
旗
に
載
せ
た
よ
う
に
稚
拙
な
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
古
く
行

わ
れ
た
古
銅
器
…
尊
属
紋
に
於
け
る
と
同
様
な
側
心
像
の
も
の
な

の
で
あ
る
。

　
そ
う
す
る
と
鋳
成
の
点
で
は
、
も
と
よ
り
そ
れ
等
と
は
か
な
り
か

第四図　東周鏡背の禽獣絞特
殊
な
も
の
と
し
て
、

の
と
さ
れ
て
来
た
が
、

け
た
鏡
式
の
例
一
－
勿
論
そ
れ
は
我
が
国
で
鋳
造
さ
れ
た
一
と
見

け
離
れ
、
ま
た
時
代
も
後
の
も
の
で
あ
り
、
背
紋
は
整
い
、

無
体
も
大
き
く
、
鉦
の
形
も
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
我
が
上

野
国
か
ら
出
土
し
た
と
伝
え
る
狩
猟
紋
鏡
（
東
京
国
立
博
物
館

蔵
）
が
、
　
こ
の
一
群
と
似
通
っ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
に
気

付
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
所
謂
多
銀
細
紋
鏡
の
双
錘
形
の
も
と

ず
く
と
こ
ろ
も
、
同
時
に
顧
み
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ

の
狩
．
猟
紋
鏡
は
魑
し
い
本
邦
古
墳
の
出
土
鏡
の
間
に
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
従
来
中
国
に
も
そ
の
例
を
見
な
い
特
異
な
も

　
　
　
　
　
　
こ
れ
等
か
ら
す
る
と
、
右
の
古
い
系
統
を
承
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中国四周の古鏡（梅原）

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
故
サ
ル
モ
ニ
ー
博
士
も
既
に
上
記
ム
ー
ア
蒐
集

に
係
る
一
眠
の
記
述
の
う
ち
に
、
そ
れ
と
こ
の
狩
猟
紋
鏡
と
の
類
似

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。五

　
実
例
の
出
現
に
依
っ
て
、
股
と
東
周
初
期
に
於
け
る
鏡
が
、
そ
れ

ぞ
れ
確
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
さ
て
両
者
を
併
せ
見
る
際
、

外
見
の
上
で
は
後
者
が
寧
ろ
古
拙
で
、
中
国
の
他
の
古
銅
器
類
に
較

べ
る
と
可
な
り
見
劣
り
の
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
時
代
の
遡

る
前
者
が
同
じ
小
形
で
は
あ
る
が
、
発
達
し
、
構
図
も
整
い
、
そ
の

上
に
質
も
よ
く
、
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
や
や
異
様
に
感
じ

ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
安
陽
の
遺
晶
が
出
土
し
た
翌
年
の
春
、
泓
が
北

京
の
黄
昏
氏
の
許
で
見
出
し
て
、
内
地
に
齋
し
帰
り
、
い
ま
京
都
大

学
交
学
部
陳
列
館
に
収
蔵
す
る
一
鏡
は
、
面
の
凸
凹
の
点
で
は
違
っ

て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
股
の
鏡
と
よ
く
似
て
い
て
、
而
も
装
飾
紋
の

上
で
周
の
中
期
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
注
意
を
惹
く

の
で
あ
る
。

　
本
遺
贔
は
諏
径
八
・
八
セ
ン
チ
の
円
い
も
の
で
、
鏡
背
の
中
央
に

や
や
高
い
コ
字
形
の
帯
状
錘
を
持
つ
こ
と
が
先
ず
股
鏡
と
よ
く
似
た

点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
．
、
次
に
こ
の
銀
を
緯
っ
て
丸
い
座
が
劃
さ

れ
、
　
そ
れ
と
素
縁
と
の
間
の
広
い
帯
は
、
　
極
め
て
薄
い
芸
能
紋
で

節
ら
れ
て
い
る
。
表
わ
さ
れ
た
そ
の
図
紋
は
、
現
在
誘
化
し
た
部
分

が
あ
る
為
に
明
瞭
を
欠
く
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
鉦
を
続
っ
て
、
内
縄

に
む
い
た
所
謂
腿
龍
の
側
面
形
を
二
つ
な
ら
べ
た
廻
紋
を
空
と
し
て

（
第
五
図
）
、
　
そ
れ
に
小
難
を
か
ら
ま
せ
た
所
謂
蠣
蛸
の
原
形
と
も
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
構
図
が
整
っ
て
い
る
上
に
、
醜
龍
の
形

態
が
周
代
中
期
の
古
銅
器
や
、
古
楓
玉
に
見
る
の
と
同
じ
様
相
を
具

え
た
こ
と
は
図
版
4
に
載
せ
た
実
大
写
真
の
示
す
通
り
で
あ
る
。
そ

の
質
も
、
　
現
在
で
は
面
が
か
な
り
錺
化
し
て
、
　
青
緑
錺
に
被
わ
れ

ρ

第五図　二二紋鏡の趣龍形
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第六図 古鏡断颪図

て
い
る
が
、
部
分
的
に
は
な
お
鉛
白
の
銅
の
地
肌
を
と
ど
め
た
所
が

あ
っ
て
、
本
来
白
銅
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
面
に
は
像
を
う

つ
す
に
充
分
な
滑
沢
が
あ
る
。
こ
の
点
も
初
の
股
の
鏡
と
同
様
で
あ

る
。
た
だ
此
の
遣
品
で
は
彼
の
凸
面
な
の
と
違
っ
て
、
約
三
・
五

ミ
リ
の
内
に
反
っ
た
凹
面
で
あ
る
の
が
対
蹄
的
で
あ
る
。
（
第
六
図
の

2
）
諭
し
こ
の
よ
う
な
凹
面
の
鏡
が
、
　
古
く
東
亜
の
地
域
内
に
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
は
、
時
代
は
下
る
こ
と
な
が
ら
、
極
東
に
分
布
す
る

所
謂
多
鉦
「
縞
紋
鏡
例
の
示
す
如
く
で
あ
る
し
、
古
鋼
器
の
蓋
に
は
こ

の
よ
う
な
も
の
を
見
受
け
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
出
土
地
の
所
伝
を

失
っ
て
游
離
し
た
遺
品
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
鏡
で
あ
っ
て
、
新
幽

土
の
陳
墜
出
土
贔
等
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
別
な
一
例
を
な
す
も
の
と
見

て
し
か
る
可
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
鏡
に
於
い
て
さ
き
の
股
代

の
一
例
と
の
先
後
の
関
係
が
よ
り
ょ
く
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
京
都
大
学
文
学
部
陳
列
窓
に
は
こ
の
外
に
な
お
一
面
の

似
通
っ
た
遺
品
が
あ
る
。
糊
の
大
戦
の
終
り
に
近
い
一
九
四
四
年
に

浅
井
邊
氏
が
北
京
で
見
出
し
、
貴
重
な
資
料
と
し
て
特
に
寄
贈
さ
れ

た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
も
鉛
白
の
地
肌
を
一
部
に
と
ど
め
た
、

や
は
り
佳
良
な
銅
質
で
作
ら
れ
て
い
て
、
す
べ
て
の
点
で
前
例
に
近

い
。
尤
も
径
は
五
・
七
セ
ン
チ
と
い
う
一
層
小
さ
い
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
、
　
面
が
よ
り
著
し
く
凹
み
（
第
六
隔
の
3
）
、
　
そ
の
工
合
は

『
五
礼
』
、
『
溌
南
子
』
等
に
散
見
す
る
火
を
と
る
器
の
「
燧
」
に
比

定
す
る
に
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
。
背
紋
は
や
は
り
コ
字
形
銀
の
座

か
ら
縁
へ
の
聞
に
、
　
一
種
の
羽
状
蟻
蠕
紋
を
布
置
し
て
い
て
（
図
版

5
）
、
　
そ
の
紋
様
か
ら
考
え
る
と
鋳
造
の
年
時
は
戦
国
時
代
と
判
定

さ
れ
る
。
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山ノ、

　
以
上
挙
げ
て
来
た
若
干
例
か
ら
推
す
と
、
周
の
中
期
に
中
国
に
は

明
ら
か
に
金
属
鏡
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
等
の
鏡
例
は
す
べ
て
背

面
に
コ
字
形
の
錐
を
具
え
て
い
て
、
こ
れ
を
饒
っ
て
禽
獣
の
装
飾
紋

を
施
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
図
像
が
古
拙
で
、
　
一
見
し
た
と

こ
ろ
は
欧
亜
大
陸
北
部
の
青
銅
器
時
代
に
、
盛
に
行
は
れ
た
鏡
に
近

い
外
観
を
持
つ
が
、
他
方
、
良
質
の
・
臼
銅
を
以
て
作
っ
た
所
謂
凹
面

鏡
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
依
然
と
し
て
な
お
’
例
で
は

あ
る
が
、
陵
墓
か
ら
出
た
初
に
挙
げ
た
遺
嘱
と
、
是
等
と
の
相
関
々

係
は
そ
の
鏡
式
の
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
よ
9
、
自
か
ら
認
め
・
り
れ

る
で
あ
ろ
う
。
中
園
に
於
け
る
金
属
鏡
の
由
来
に
対
し
て
、
是
等
の

新
し
い
事
実
か
ら
戦
国
の
世
よ
り
も
遙
に
遡
っ
た
股
の
後
半
に
既
に

鏡
が
作
ら
れ
、
そ
の
後
も
一
部
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
は
、
ま
さ
に
鏡
に
関
す
る
寺
塚
の
知
識
を
更
新
す
る
も
の
と
言
う

旧
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
に
注
進
さ
れ
る
の
は
先
ず
最
も
古
い
股
代

の
鏡
に
就
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
当
然
中
国
に
於
け
る
金
属
鏡
の

起
源
の
聞
題
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。

　
一
九
二
〇
年
代
の
後
半
に
、
新
し
・
＼
多
数
の
戦
国
時
代
の
遣
品

が
発
見
さ
れ
た
際
、
・
〈
れ
等
○
示
す
鏡
背
紋
の
形
式
○
変
遷
が
ら
み

て
、
中
国
銅
鏡
の
起
源
は
、
欧
亜
大
陸
北
部
の
文
物
に
負
う
と
こ
ろ

が
あ
る
だ
ら
う
と
さ
れ
た
見
解
は
、
こ
こ
に
あ
げ
た
よ
り
古
い
実
例

の
出
現
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
三
十

年
来
、
　
欧
亜
大
陸
北
部
地
帯
に
お
け
る
ソ
連
学
者
の
熱
心
な
考
古

学
上
の
探
査
に
依
っ
て
、
　
閲
明
の
度
を
加
え
た
同
地
域
の
古
文
化

…
－
殊
に
青
銅
器
時
代
の
そ
れ
　
　
の
様
相
が
、
中
国
股
代
後
半
の

文
物
の
知
識
の
拡
充
と
椙
挨
っ
て
、
一
層
古
い
時
期
に
、
両
者
の
交

流
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
ん
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
現
在
、
こ
こ

で
と
り
あ
げ
た
中
国
の
古
い
股
鏡
を
以
て
、
か
れ
の
影
響
を
受
け
た

所
産
と
す
る
別
の
新
し
い
見
解
の
可
能
性
が
、
西
方
の
学
者
達
に
依

っ
て
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
れ
は
紀
元
前
三
千
年
代
に
遡
る
と
さ
れ
る
古
代
世
界
に
於
け
る

最
古
の
陳
始
的
な
円
い
明
鏡
が
、
近
東
イ
ラ
ン
の
ス
ー
サ
の
古
い
懸

で
発
見
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
か
ら
西
方
に
於
け
る
柄
鏡
へ
の
発
展
が

あ
と
づ
け
ら
れ
る
こ
と
や
、
他
方
で
、
銀
の
あ
る
単
純
な
円
鏡
が
、

北
方
地
帯
に
早
く
行
わ
れ
て
、
時
代
の
上
で
戦
国
よ
り
遡
る
も
の
が

あ
る
と
さ
れ
、
特
に
こ
の
う
ち
ミ
ヌ
シ
ソ
ス
ク
を
中
心
と
し
た
地
域

に
お
け
る
青
銅
器
時
代
を
特
色
づ
け
る
銅
小
刀
と
相
似
た
形
の
利
器
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が
、
股
壌
・
股
墓
に
於
い
て
も
嫡
母
さ
れ
て
い
る
事
実
な
ど
は
、
こ

の
新
た
な
見
解
に
一
つ
の
有
力
な
拠
所
を
与
え
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
既
に
高
踏
尋
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
就
い
て

は
北
方
地
区
で
の
、
新
鋼
器
時
代
の
編
年
の
実
時
代
観
が
、
な
お
仮

定
の
域
を
超
え
な
い
の
に
反
し
、
他
方
、
中
国
で
は
、
股
後
半
、
前

二
千
年
代
の
後
半
に
、
既
に
青
銅
器
時
代
の
盛
期
が
劃
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
彼
此
の
時
代
の
先
後
の
上
で
疑
念
が
さ
し
挿
ま
れ
る
。
そ
う

し
て
寧
ろ
東
周
の
初
期
に
当
る
頃
に
、
北
方
地
区
の
盛
期
が
あ
る
よ

う
に
解
さ
れ
る
点
で
、
さ
き
に
あ
げ
た
見
解
は
可
能
性
を
欠
く
こ
と

に
な
る
。
更
に
両
地
域
に
於
け
る
青
銅
器
時
代
の
様
相
そ
の
も
の
に

あ
っ
て
も
、
股
櫨
・
股
墓
の
出
土
晶
に
示
現
さ
れ
た
文
物
は
、
北
方

地
域
の
そ
れ
に
較
べ
て
、
遙
か
に
高
度
の
も
の
で
、
且
つ
多
く
の
独

宙
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
こ
れ
を
普
遍
的
な
利
羅
に
就
い

て
見
て
も
、
曳
・
鐡
等
に
於
い
て
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
北
方
地
域
に
お
け
る
短
剣
・
小
刀
を
主
と
し
た
も
の
と
違
っ
て

い
る
。
更
に
北
方
地
区
で
は
後
に
僅
か
に
見
受
け
る
単
純
な
台
附
の

鋼
容
器
に
較
べ
て
、
中
国
で
の
銅
容
器
で
あ
る
酋
∬
騨
は
、
そ
の
名
の

示
す
如
く
、
他
と
か
け
離
れ
た
亀
の
が
、
毅
代
に
於
い
て
云
わ
ば
そ

の
頂
点
を
劃
し
て
い
て
、
装
飾
紋
に
あ
っ
て
特
に
著
し
い
も
の
が
あ

る
。
さ
れ
ば
高
氏
の
挙
げ
た
よ
う
に
股
の
世
に
別
に
薗
の
凸
な
形
態

の
器
や
、
根
似
た
銀
状
の
把
手
な
ど
の
器
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
見
れ
ば
、
当
時
の
進
ん
だ
合
金
を
以
て
、
映
像
に
ふ
さ
わ
し
い

問
題
の
鏡
が
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
を
実
物
に
就
い
て
見
て
も
、
北
方
圏
地
区
で
の
鉦
の
あ
る
鏡
を
は

じ
め
、
現
在
知
ら
れ
た
古
い
金
属
鏡
の
い
ず
れ
も
が
原
始
的
で
あ
る

の
に
較
べ
て
、
形
は
同
じ
く
小
形
で
は
あ
る
が
、
背
面
の
装
飾
紋
に
、

後
の
鏡
に
於
け
る
と
同
じ
成
型
す
ら
認
め
ら
れ
る
点
で
、
そ
の
妥
当
．

性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
股
墓
の
遺
最
そ
の
も
の
が
、
戦
国
時
代
以
降
中
国
で
特
に
発
達
し

た
鏡
の
祖
型
と
見
ら
れ
る
形
態
を
も
ち
、
而
も
進
ん
だ
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
既
に
そ
れ
が
出
土
し
た
当
初
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
。
た

だ
当
時
に
あ
っ
て
は
興
し
い
毅
墓
群
の
発
掘
調
査
に
も
か
か
わ
ら
ず

一
例
の
み
の
点
が
、
以
後
戦
国
ま
で
の
闘
に
確
実
な
遺
晶
を
見
な
い

こ
と
と
下
僕
っ
て
一
実
用
の
器
と
す
る
に
閲
題
が
の
こ
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
然
る
に
同
じ
蘭
塔
に
於
い
て
、
そ
れ
に
つ
づ
く
西
周
の
器

を
欠
い
て
は
い
る
が
、
こ
こ
に
確
実
な
陳
県
の
新
出
土
鏡
を
は
じ
め

と
す
る
東
周
初
期
の
、
若
干
で
は
あ
る
が
、
同
じ
系
統
と
認
め
ら
れ

る
鏡
の
存
在
が
知
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
疑
念
が
解
消
さ
れ

12　（478）



戸国毅周の古鏡（梅原）

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
さ
て
、
股
の
後
半
に
既
に
作
り
出
さ
れ
た
金
属
鏡
と
認
め
ら
れ
る

も
の
を
承
け
た
そ
の
後
の
変
遷
、
即
ち
同
じ
門
鏡
が
盛
ん
に
行
わ
れ

た
戦
国
時
代
ま
で
の
発
達
と
な
る
と
、
現
在
の
、
陳
県
出
土
融
を
は

じ
め
と
す
る
東
男
初
期
の
若
干
例
の
み
を
以
て
し
て
は
、
固
よ
り
具

体
的
な
こ
と
な
ど
推
し
得
べ
く
も
な
く
、
そ
れ
は
当
然
今
後
に
於
け

る
遺
例
の
出
現
に
侯
つ
べ
き
で
あ
る
。
併
し
遺
品
の
示
す
と
こ
ろ
が

ら
考
え
る
と
、
右
い
系
統
を
承
け
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
そ
れ
等
の

間
に
あ
っ
て
、
陳
脱
出
土
製
其
他
が
寧
ろ
北
方
系
の
円
鏡
に
似
か
よ

っ
た
古
拙
な
鋳
無
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
京
都
大
学
断
蔵
例
が
良

質
の
白
銅
を
主
材
と
し
た
凹
面
の
も
の
で
、
そ
の
間
に
差
異
が
あ
っ

て
、
後
者
は
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
古
文
献
に
見
え
る
火
を
と
る
燧

に
当
て
る
に
恰
好
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
中
国
に
於
け
る
現
下
の
臥
し
い
古
代
文
物
の
出
現
の
間
に
あ
っ

て
、
現
在
な
お
戦
国
以
前
に
…
遡
る
鏡
例
の
発
見
に
乏
し
い
事
実
は
、

当
時
映
像
の
具
と
し
て
の
金
属
鏡
が
、
ま
だ
一
般
に
行
わ
れ
る
に
至

ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
文
献
の
上
で
は
当
代

に
映
像
の
具
と
し
て
別
に
鑑
一
銅
容
器
即
ち
「
み
ず
か
が
み
」
－
…
i

の
行
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
、
現
に
そ
の
名
を
印
し
た
周
後
半
の
実

物
も
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
戦
国
時
代
に
見
る
為
し
い
古
鏡
は
吉
例
と
踊
じ
白
銅
質
の
鉦
鏡
を

主
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
要
な
鏡
背
の
装
飾
に
於
い
て
、
単
な
る

素
紋
の
鏡
体
に
、
　
別
飼
な
地
文
を
布
嘉
す
る
も
の
か
ら
、
　
段
々
と

ま
と
ま
っ
た
鏡
の
飾
り
へ
と
の
発
展
形
を
示
す
事
実
一
筆
者
が
、

『
漢
以
前
の
古
鏡
の
研
究
』
に
於
い
て
明
ら
か
に
し
た
一
は
、
こ

の
時
代
に
な
っ
て
の
欧
亜
大
陸
北
部
を
通
じ
て
の
西
方
文
物
の
強
い

影
響
に
依
っ
て
、
古
い
中
国
で
金
属
鏡
の
使
用
が
一
般
化
し
た
場
含

の
様
相
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
戦
国
時
代
に
鏡
の
盛
ん

に
行
わ
れ
た
安
徽
省
寿
県
の
地
方
の
古
伝
を
録
し
た
『
灘
爾
子
』
に
、

戦
国
に
入
っ
て
鋳
銅
の
鏡
の
作
ら
れ
黙
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
の

が
そ
れ
と
聯
関
し
て
、
こ
Σ
で
糞
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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Old　Mirrors　of　Yin（股）and（腕∂u（周）Dynasties　in　China

by

Sueji　Umehara

　　王twas　recognized　in　theユatter　half　of　1920s　that　the　origi且of　me－

tal　mirrors　stafts　far　back：of　those　in£he　Han　（漢）　dynasty　which

were　to　be　the　oldest　heretofQre，　by　abundant　appearance　of　tlie　mi；，

rrors　in　the　Chan－fez｛o　（戦国）．era；．but　as　fol’．the　mirrors　in　Yin（股）

or　Chou（周）dynasties　any　reliable　sa即1e　couエd　hardly　be　found・

In　rece無t　years，　however，　the　頚iゴrors　before　the　Chαn一舷。　（戦国）

era　becorne　to　deserve　of　being　discussed，　as　ac　result　of　the　report

on　the　rniarr◎rs　of　Tung－cho”一kun－feuo．（東騎虎国）from　Shan－hsien

（陳県）Ho．nαfZ－sing（河爾省）the　finds　from　An－yang－Yi7z・MU（安陽股墓）．

　　This　article，　besides　introduction　those　finds，　tries　to　study　the

origin　and　tradition　o£　the　Chinese　mirror　and　their　connection　with

later　mirrors，　supplying　some　feferences　at　hand．

On　the　Geographical　Characters　of　the　Roman
　　　　　　　　　　　　Towns　in　Great　Britain

　　　　　　　　Especially　from　the　points　of　views　of　their

　　　　　　　　　　　location　and　town　planning

by

Kenjii’6　Fujioka

　　We　m囎t　often　use　the　historica1．　appyoach　to　study　the　English

urban　geography，　because　must　of　£he　modern　English　citie　ac　nd

towns　originated　in　their　situations　and　town　plannings　’ ?ｒｏｍ　the

Roman　Age　as　well　as　theif　Roads．

　　The　aimS　of，historical　geography　are　to　reconstruct　the　geog，raphi－

ca！　aspects　in　hlstorical　age　and　to　research　the　geographical　conne－

ction　with　the　modern　landscapest　ln　this　pa．　onograph，　I　discussed，　for

the　first　time　the　geographicar　meanlngs　of　the　three　Rorrian　frontiers

and　the　administrative　divisien　of　rnilitary　andi　civil　zone．　1　think

thic　t　these　admin1strative　divisions　inttch　more　infiuenced　by　the　phy－

sical　b　asis　of　rriodern　Engl．and，　in　spite　of．　their　rriore　or　less　mili－

tary　purposes．　For　examples，　the翻1圭tary　zone　was　belong拍g　to

Highland　region　in　general　and　characterized　by　rrieagre　environments

and　the　Hadrian　Wali　was　constructed　by　choosing　the　shortest　dis一
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