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〔
要
約
】
　
日
本
上
古
の
遣
跳
よ
り
発
冤
さ
れ
る
中
国
の
古
鏡
は
、
前
漢
時
代
で
は
主
と
し
て
北
九
州
に
眼
ら
れ
て
い
る
が
、
西
謄
紀
元
前
後
の
鏡
か
ら
は
そ

…
羅
韓
驚
撃
耀
馨
％
8
郷
蹴
魍
㏄
繕
難
聴
難
解
柵
躰
獣
纏
福
鱗
鍵
鰹
論

一
れ
た
鐘
鏡
が
鋳
造
さ
れ
て
・
こ
れ
等
の
殆
ん
ど
す
べ
て
は
特
色
あ
る
嚢
褒
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
・

一
繁
曇
輩
面
蓮
姦
・
い
帯
代
の
縫
い
覧
・
羨
霧
嘉
漢
軽
て
の
塁
讐
、
総
・
て
盤
釜
笹

｝　

ｽ
こ
と
を
そ
れ
自
体
の
著
し
い
図
紋
の
手
な
れ
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
ま
た
こ
の
種
の
鏡
式
の
畿
内
鴫
土
の
闇
雲
晶
に
も
優
れ
た
も
の
の
あ
る
の
が

…　

F
め
ら
れ
る
。
次
に
後
漢
末
か
ら
三
国
代
の
畿
内
地
方
に
難
し
い
鏡
一
例
え
ば
画
象
鏡
、
三
角
縁
神
獣
鏡
な
ど
に
は
岡
萢
所
鋳
の
鏡
が
少
く
な
く
、
そ
の

…
　
類
の
一
括
し
て
同
素
に
彼
土
か
ら
岡
地
に
衡
さ
れ
た
の
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
は
中
国
の
正
史
に
伝
え
る
記
事
と
表
裏
す
る
と
こ
で
あ
る
。
黙
し
て
是
等
の
鏡

｝
奨
翻
案
醤
あ
る
ま
た
麗
歪
の
型
を
と
っ
た
高
墨
刺
蒙
れ
て
い
て
・
そ
の
副
葬
皇
合
た
る
や
褒
籔
多
い
点
で
・
他
の
国
士
で
の
単

…
な
・
の
る
姿
髪
し
て
の
副
葬
の
霜
と
は
導
て
い
る
・

…
そ
う
す
る
と
鏡
か
ら
推
さ
れ
る
．
」
の
よ
う
な
褒
の
営
ま
れ
た
、
薔
世
紀
の
蒔
代
に
は
、
畿
内
に
於
い
美
翻
の
髪
醗
に
塁
上
っ
て
、
黒
髪

一　

ﾌ
段
階
に
達
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
そ
れ
に
至
る
過
程
は
当
初
鏡
が
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た
北
九
州
よ
り
、
漢
中
期
以
降
の
鏡
の
多
く
が
畿
内
に

一
詰
れ
て
伝
享
．
Q
問
に
あ
っ
た
と
暑
べ
ぎ
で
、
・
ま
た
各
鏡
式
の
通
・
て
の
分
布
の
季
と
．
・
ろ
．
」
れ
に
轟
等
量
童
．
。
も
の
が
あ
・
の
で
あ
・
．
、

古
鏡
は
β
本
上
代
の
遺
跡
よ
塑
見
出
さ
れ
る
遺
物
の
中
で
、
最
も

顕
著
且
つ
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
古
鏡
に
就
い
て

既
往
の
調
査
考
究
の
結
果
を
綜
括
し
て
、
そ
れ
か
ら
推
さ
れ
る
時
代

の
状
態
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
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駿
才
の
具
と
し
て
の
鏡
は
、
近
代
の
屯
の
は
硝
子
で
造
ら
れ
て
い

る
が
、
古
代
社
会
で
は
洋
の
東
西
と
も
に
銅
を
主
成
分
と
す
る
金
属
、

で
鋳
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
東
亜
の
中
国
で
は
古
い
股
周
の
時

代
に
既
に
一
部
に
こ
の
銅
鏡
と
認
め
ら
れ
る
屯
の
が
存
し
、
戦
国
時

代
に
な
る
と
、
鏡
背
に
鉦
を
具
え
る
白
銅
質
の
進
ん
だ
形
の
鏡
が
一

般
に
行
な
わ
れ
た
。
漢
の
世
で
は
国
家
が
大
き
く
統
一
さ
れ
、
文
化

生
活
が
向
上
す
る
に
つ
れ
て
、
鏡
も
宮
室
の
御
罵
の
為
の
尚
方
の
官

工
で
の
作
鏡
を
は
じ
め
、
各
地
で
盛
ん
に
鋳
造
さ
れ
、
共
の
使
用
が

普
及
し
て
、
鏡
背
を
飾
る
図
紋
の
意
匠
の
上
に
よ
く
時
代
の
尚
好
を

反
映
す
る
こ
と
に
な
り
、
当
代
中
国
で
の
藏
立
っ
て
特
色
の
あ
る
工

芸
的
所
産
の
一
と
な
っ
た
。
従
っ
て
中
国
本
土
で
は
既
に
唐
心
の
時

代
よ
り
毅
周
の
古
銅
器
－
彼
の
国
で
は
尊
郵
と
呼
ば
れ
、
礼
楽
乃

．
至
宝
器
と
し
て
尊
重
し
た
も
の
と
並
ん
で
、
古
代
の
著
し
い
文
化
遺

物
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
、
学
識
的
な
研
究
も
は
じ
ま
っ
た
。
宋
の
中

期
に
は
『
博
古
図
録
』
の
公
刊
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
鏡

で
は
漢
鏡
の
精
整
と
唐
鏡
の
華
麗
な
背
紋
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
浩
朝
に
な
っ
て
は
金
石
学
の
発
達
に
つ
れ
て
、
背
紋
の
一
部
に

あ
る
銘
辞
に
就
い
て
ま
で
の
精
緻
な
考
証
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

併
し
中
国
古
鏡
に
関
す
る
考
古
学
上
よ
り
す
る
科
学
的
な
調
査
研
究

に
な
る
と
、
そ
れ
は
よ
う
や
く
前
世
紀
の
後
半
に
は
じ
ま
っ
た
と
も

言
う
べ
き
で
あ
9
、
今
世
紀
の
十
年
代
よ
り
三
十
年
代
に
亙
る
時
期

に
、
主
と
し
て
爺
本
の
学
徒
に
依
っ
て
展
開
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
実
は

新
し
い
分
野
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
新
し
い
研
究
は
、
日
本
上
古
の
遣
跡
か
ら
出
土
す
る
鏡
の
考

察
と
結
び
つ
き
、
ま
た
当
時
中
国
本
土
で
戦
国
時
代
の
遺
品
が
発
見

さ
れ
た
新
事
実
と
相
倹
っ
て
、
既
往
の
所
兇
が
前
漢
以
前
に
遡
り
得

な
か
っ
た
の
に
対
し
、
そ
れ
に
先
立
つ
戦
国
蒔
代
よ
り
の
発
達
の
　

が
即
物
的
に
確
め
ら
れ
る
と
共
に
、
鋳
造
の
技
術
な
り
、
化
学
的
成

分
の
分
析
ま
で
も
行
な
わ
れ
た
結
果
、
よ
く
確
実
な
成
果
を
挙
げ
た

の
で
あ
る
。
か
く
て
戦
国
時
代
の
後
半
に
於
い
て
早
く
鏡
が
純
銅
約

七
〇
％
、
錫
三
〇
％
を
主
成
分
と
す
る
、
現
代
の
巨
頃
霞
屡
報
巴

と
呼
ば
れ
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
質
料
を
以
て
す
る
優
れ
た
段
階
に
達

し
た
こ
と
が
分
閉
し
、
ま
た
同
時
代
の
所
謂
山
形
字
紋
鏡
の
背
紋
意

匠
の
構
図
よ
り
、
当
時
門
を
三
等
分
乃
至
五
等
分
す
る
幾
何
学
的
な

知
識
の
あ
っ
た
こ
と
を
も
認
め
ら
れ
た
程
で
あ
る
。

　
B
本
上
古
の
遺
跡
か
ら
の
出
土
鏡
は
、
も
と
も
と
右
の
中
国
の
銅

鏡
が
同
大
陸
か
ら
の
金
属
文
化
の
波
及
に
伴
う
て
伝
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
、
東
亜
で
の
同
じ
四
隣
の
他
の
国
土
、
例
え
ば
満
蒙
．

98　（904＞



霜鏡より観たH本の上古（梅原）

朝
鮮
・
印
度
支
那
・
西
域
な
ど
の
場
合
と
固
よ
り
変
り
は
な
い
ひ
併

し
他
と
は
違
ヶ
て
、
遺
例
が
多
く
、
そ
の
間
に
特
殊
な
様
相
を
呈
す

る
漁
が
あ
っ
て
、
よ
く
此
の
国
土
で
の
上
古
の
最
も
著
し
い
文
物
の

一
た
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

二

　
さ
て
従
来
此
の
島
国
か
ら
見
出
さ
れ
た
古
鏡
は
、
明
治
維
新
後
の

出
土
に
係
る
も
の
の
み
で
も
千
面
に
近
い
覚
し
い
数
に
上
る
の
で
あ

る
。
中
で
現
在
最
も
古
い
の
は
中
国
で
鏡
が
盛
ん
に
作
ら
れ
出
し
た

戦
国
内
代
の
後
半
の
鏡
式
の
一
た
る
三
紋
鏡
・
三
隅
紋
鏡
な
り
、
そ

れ
に
先
立
つ
別
な
鏡
式
と
考
え
ら
れ
る
多
難
細
紋
鏡
で
あ
る
。
こ
れ

等
の
鏡
の
出
土
は
先
ず
以
て
既
に
早
く
西
紀
前
上
・
四
世
紀
に
大
陸

の
金
属
文
化
の
こ
の
国
に
波
及
し
た
事
を
示
す
重
要
な
物
的
な
拠
所

を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
前
漢
時
代
の
中
国
鏡
の
こ
の
国
で
の
出
土
品
と
な
る
と
、
四
、
乳
掌

紋
鏡
・
星
雲
鏡
・
精
白
鏡
な
ど
そ
の
時
代
の
テ
イ
ピ
イ
カ
ル
な
舶
載

品
が
北
九
州
地
方
で
数
多
く
見
鵬
さ
れ
て
、
お
り
、
西
暦
紀
元
前
後
の

製
作
に
係
る
尚
方
作
方
格
規
矩
四
神
鏡
な
り
、
長
宜
子
孫
内
行
花
紋

鏡
な
ど
に
な
る
と
、
ま
た
発
見
数
が
多
く
な
っ
て
、
後
漢
か
ら
三
国

晴
代
の
中
国
鏡
と
共
に
、
出
土
の
地
域
は
北
九
州
よ
り
竜
畿
内
地
方

を
中
心
に
し
て
、
東
は
一
部
関
東
地
方
に
ま
で
及
び
、
殆
ん
ど
旧
β

本
の
全
土
に
亙
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
間
か
ら
他
の
圏
土
の
場
合

で
は
稀
な
所
謂
彷
製
鏡
、
即
ち
舶
載
さ
れ
た
鏡
式
を
襲
い
な
が
ら
此

の
国
内
で
鋳
造
さ
れ
た
鏡
竜
綱
時
に
見
出
さ
れ
て
、
そ
の
類
の
近
畿

地
方
で
鋳
造
の
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
而
竜
漢
中
期
の
鏡
式

に
も
と
ず
く
監
製
口
㎜
に
著
し
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
是
等
の
日
本
出
土
の
各
種
の
古
い
鏡
は
、
殆
ん
ど
す
べ
て
古
い
墓

・
の
翻
葬
品
と
し
で
、
も
と
棺
画
塾
に
蔵
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
中
国
本
土
な
り
、
北
都
朝
鮮
、
安
野
な
ど
の
場
合
と
違
わ
な
い
。

併
し
此
の
国
で
は
北
九
州
の
饗
棺
墓
に
於
け
る
前
漢
鏡
を
主
と
し
た

も
の
一
中
で
福
岡
県
一
二
雲
、
同
須
玖
の
両
遺
跡
の
例
が
著
し
い

一
を
は
じ
め
、
其
の
後
の
時
代
の
近
畿
地
方
に
於
け
る
荘
大
な
高

塚
に
あ
っ
て
は
、
す
べ
て
玉
類
－
中
で
形
の
上
で
は
勾
玉
に
特
色

が
あ
る
…
と
鉄
の
刀
・
剣
・
矛
等
の
武
具
と
一
所
に
数
多
く
曝
葬

さ
れ
て
い
る
の
は
、
他
の
国
土
と
は
違
う
。
此
の
点
線
え
の
当
代
人

の
愛
重
を
自
か
5
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

三
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是
等
の
古
鏡
の
中
で
舶
載
さ
れ
た
古
い
前
漢
時
代
及
び

そ
の
以
前
に
属
す
る
諸
鏡
の
出
土
地
の
分
布
は
、
や
や
異

色
の
あ
る
多
鉦
細
紋
鏡
を
除
く
と
、
殆
ん
ど
が
九
州
北
部
、

殊
に
福
岡
県
下
の
筑
前
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
西
暦
紀
元

前
後
の
主
要
な
鏡
式
で
、
漢
宮
室
の
官
工
の
鋳
造
に
係
る

方
格
規
矩
四
神
鏡
な
り
、
内
行
花
紋
鏡
の
類
よ
り
、
後
漢

時
代
に
な
っ
て
の
醍
醐
頼
、
即
ち
盤
龍
鏡
・
菱
風
塵
．
平

縁
式
神
獣
鏡
・
画
象
鏡
等
に
あ
っ
て
は
、
北
九
州
よ
り
も

中
国
・
四
国
の
瀬
戸
内
海
難
の
地
方
を
通
じ
、
近
畿
地
方

一
帯
の
範
囲
に
、
而
も
北
九
州
よ
り
も
近
畿
地
方
で
の
出

土
例
が
遙
か
に
多
い
。

　
西
紀
三
世
紀
即
ち
後
漢
末
か
ら
三
国
時
代
の
中
国
鏡

1
そ
の
主
な
鏡
式
が
一
般
に
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
汎
称

さ
れ
て
い
る
一
に
な
る
と
、
畿
内
地
方
が
出
土
の
中
心

地
区
で
あ
っ
て
、
他
の
地
方
で
は
、
北
九
州
よ
り
も
寧
ろ

吉
備
・
讃
岐
等
瀬
戸
内
側
、
東
海
、
関
東
地
方
で
の
発
見

例
も
目
立
つ
。

れ
た
此
の
類
に
、

確
実
な
遺
品
を
加
え
る
と
、

前
世
紀
の
後
半
か
ら
土
地
の
開
発
に
伴
う
て
見
出
さ

　
近
年
の
各
地
に
於
け
る
遺
跡
の
発
掘
で
出
土
し
た

　
　
　
　
　
そ
の
数
は
実
に
三
百
面
を
超
え
る
の
で

義
醸
騰
窺
慧
驚
灘i講醸　懸籔
　　　薄霧　y”・漏壷．．　．、

　　　　璽難癖避欝』

第一図　但馬森尾出土魏三角町四神四獣三絶影
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あ
り
、
而
も
、
そ
の
過
半
は
畿
内
の
出
土
に
係
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
以
後
の
中
国
六
朝
前
半
の
鏡
に
あ
っ
て
も
、
出
土
品
の
分
布
の
状

況
は
ほ
厭
同
様
で
あ
る
の
で
あ
る
。
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ざ
て
是
等
の
各
地
で
の
出
土
数
の
最
も
多
い
三
角
縁
神
獣
鏡
類
な

り
、
時
代
の
上
で
そ
れ
に
先
立
つ
後
漢
後
半
の
画
象
鏡
・
獣
帯
鏡
・

神
獣
鏡
等
の
う
ち
に
、
も
と
同
じ
鉛
箔
で
同
時
に
作
ら
れ
た
こ
と
の

認
め
ら
れ
る
遺
品
が
少
く
な
い
。
こ
の
同
素
品
に
就
い
て
の
所
見
は
、

個
々
の
遺
品
の
比
較
、
殊
に
そ
れ
ぞ
れ
の
背
紋
を
拓
本
に
作
っ
て
細

部
ま
で
の
合
致
を
確
め
る
こ
と
か
ら
認
め
得
た
も
の
で
あ
る
。
例
を

挙
げ
る
な
ら
ば
、
徐
州
の
銅
を
用
い
て
当
時
の
都
た
る
洛
陽
で
鋳
造

さ
れ
た
こ
と
を
銘
文
に
明
記
す
る
、
魏
の
三
角
縁
四
神
四
獣
鏡
が
、

河
内
・
大
和
・
山
城
・
但
馬
・
美
濃
・
近
江
等
か
ら
十
二
三
面
も
出

土
し
て
い
て
、
そ
の
山
城
・
但
馬
・
大
和
・
近
江
出
土
の
四
面
（
第
一

図
は
そ
の
一
例
）
が
整
磁
品
で
あ
る
。
是
等
の
同
箔
鏡
の
出
土
数
は
、

尚
方
作
神
人
画
象
鏡
其
他
で
も
数
面
に
上
る
も
の
が
あ
る
。
従
っ
て

右
の
事
実
か
ら
是
等
の
同
箔
諸
悪
は
中
国
で
同
時
に
造
ら
れ
た
も
の

が
一
括
し
て
日
本
に
舶
載
さ
れ
て
、
出
土
地
域
の
人
達
に
分
蔵
、
や

が
て
そ
れ
ぞ
れ
の
奥
城
に
副
葬
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
が
示
唆
さ
れ
て
、

舶
載
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
面
を
推
さ
し
め
る
の
で
あ
る
。
恰
も
中

国
の
正
史
た
る
『
後
漢
書
』
　
『
三
国
志
』
の
雄
志
に
記
載
さ
れ
た
歴

史
事
実
と
し
て
、
当
時
朝
貢
し
た
倭
の
使
者
に
多
数
の
鏡
を
贈
っ
た

こ
と
が
見
え
て
い
る
。
す
る
と
こ
れ
等
の
同
箔
品
は
ま
さ
に
当
時
贈

与
を
受
け
て
一
括
持
ち
帰
っ
た
鏡
に
椙
当
る
の
が
自
か
ら
推
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。

　
日
本
上
古
の
状
態
を
記
し
た
文
献
と
し
て
著
名
な
『
魏
志
』
の
倭

人
伝
に
は
、
農
業
の
無
謬
三
年
（
西
紀
二
三
九
年
）
に
倭
の
使
が
魏
に

至
り
、
翌
年
彼
の
国
の
葉
隠
と
共
に
国
に
帰
っ
た
詳
し
い
記
載
が
あ

灘駐輪
・議r

　　　　第二図
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る
が
、
当
時
贈
ら
れ
た
と
あ
る
多
数
の
鏡
に
比
定
さ
れ
て
然
る
可
き

景
初
三
年
と
翌
正
始
元
年
に
鋳
造
さ
れ
た
年
紀
の
明
ら
か
な
陳
是
作

鏡
が
、
大
阪
府
下
の
福
泉
町
の
黄
金
塚
（
第
二
図
）
、
兵
庫
県
但
馬
の
・

森
尾
古
墳
、
群
馬
県
群
馬
郡
大
類
村
芝
崎
の
古
墳
（
第
三
図
）
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
見
出
さ
れ
て
い
て
、
正
始
元
年
銘
の
後
の
二
者
は
実
に
同
箔
じ

輪誌

熱
難
．

鐸eq

第三図　上野大類村出土魏正始元年鏡拓影

第四図　摂津紫金山古墳出土勾玉紋帯変形神獣大鏡

の
感
興
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
是
等
の
同
箔
鏡
に
認
め
ら
れ
る
事
象
、
即
ち
当
時
懸
隔
に
交
通
し

て
一
括
舶
載
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
綴
代
の
霜
融
が
、
畿
内
地
方
の
古

墳
に
主
と
し
て
副
葬
さ
れ
、
而
屯
そ
の
出
土
の
遺
跡
が
宏
荘
な
高
塚

で
あ
る
の
は
、
我
が
上
古
の
具
体
的
な
記
載
た
る
『
魏
志
』
に
見
え

102 （908）



古鏡より観た臼本の上古（購原）

る
耶
馬
台
国
の
位
概
の
問
題
、
即
ち
古
く
よ
り
史
家
の
間
に
畿
内
で

あ
る
と
す
る
説
と
北
九
州
と
見
る
二
つ
の
異
な
っ
た
所
論
が
対
立
し

て
、
い
ま
に
上
古
史
上
の
大
き
な
問
題
と
し
て
甲
論
乙
駁
が
つ
づ
け

ら
れ
て
い
る
問
題
に
対
し
、
そ
れ
が
畿
内
で
あ
る
こ
と
の
最
も
重
要

な
証
佐
と
な
る
筈
で
あ
る
。

　
な
お
西
紀
三
世
紀
代
に
於
け
る
北
方
魏
の
国
よ
り
の
麗
し
い
鏡
の

舶
載
さ
れ
た
の
に
較
べ
る
と
、
当
時
江
南
の
地
に
拠
っ
た
呉
国
で
の

鋳
鏡
は
あ
ま
り
多
く
な
い
が
、
ま
た
出
土
し
て
い
る
。
例
え
ば
呉
の

赤
鳥
年
間
（
二
三
八
一
二
五
一
年
）
の
鋳
造
に
係
る
年
紀
の
あ
る
神
獣

鏡
が
兵
庫
県
宝
塚
市
の
安
倉
古
墳
な
り
、
山
梨
県
で
屯
出
土
例
を
見

る
の
で
あ
り
、
他
に
も
岡
式
の
鏡
が
出
て
い
て
、
墨
な
わ
れ
た
嶺
時

に
於
け
る
物
の
側
か
ら
交
渉
関
係
の
あ
っ
た
の
が
推
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。

四

　
次
に
中
国
よ
り
の
舶
載
鏡
に
対
し
て
、
此
の
醐
土
で
造
ら
れ
た
所

謂
彷
製
鏡
と
な
る
と
、
中
国
の
前
漢
鏡
の
一
つ
の
式
に
敏
う
た
、
そ

し
て
、
も
と
南
朝
鮮
の
一
部
で
造
り
出
さ
れ
た
と
岡
じ
小
形
の
も
の

が
少
く
も
二
、
三
世
紀
の
頃
に
北
九
州
で
鋳
造
さ
れ
て
、
其
等
に
既

に
上
製
痛
と
し
て
の
性
格
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
近
畿
地
方
で
は
、

漢
中
期
の
鏡
式
に
基
き
な
が
ら
日
本
的
・
な
特
色
を
具
え
た
類
、
即
ち

変
形
方
格
四
神
鏡
，
内
行
花
紋
露
な
9
、
文
末
三
国
前
後
の
彼
の
鏡

式
を
襲
う
た
画
象
鏡
・
三
神
三
獣
々
帯
鏡
．
藩
龍
鏡
な
ど
が
盛
ん
に

鋳
造
さ
れ
た
こ
と
が
出
土
例
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
の
類
に
は
往
年
奈

良
県
の
日
葉
酢
媛
皇
后
陵
よ
り
見
出
さ
れ
た
鏡
を
は
じ
め
、
同
柳
本

大
塚
、
京
都
府
与
謝
郡
所
在
の
一
古
墳
、
山
口
県
柳
井
市
外
茶
臼
山
、

大
阪
府
茨
木
市
紫
金
山
古
墳
出
土
品
（
策
照
覧
）
の
如
き
、
敦
れ
も
径

三
十
糎
を
超
え
る
中
国
で
は
普
通
で
な
い
大
き
さ
の
、
而
も
鋳
造
の

優
れ
た
も
の
が
少
く
な
い
。
更
に
珍
ら
し
い
直
動
注
鏡
．
当
時
の
家

屋
を
背
紋
に
し
た
家
屋
紋
鏡
な
ど
と
言
う
独
自
の
意
匠
の
鏡
な
ど
も

明
治
の
初
年
に
奈
良
県
下
で
見
出
さ
れ
て
い
て
、
我
が
上
古
で
の
そ

の
分
野
の
鋳
造
の
術
が
本
土
た
る
中
国
に
雁
行
す
る
ま
で
に
達
し
た

こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
此
の
所
謂
彷
製
鏡
の
う
ち
に
も
、
例
え
ば
最
も
数
多
い
三
角
縁
三

神
三
獣
々
帯
鏡
に
は
、
同
箔
の
所
下
品
が
少
な
か
ら
ず
存
す
る
。
そ

の
一
例
と
し
て
、
藷
作
明
鏡
で
は
じ
ま
る
坊
製
品
と
し
て
稀
…
な
銘
文

の
あ
る
遺
品
の
如
き
は
，
大
阪
府
柏
原
市
国
分
の
一
古
墳
で
二
諏
、

禰
岡
県
糸
島
郡
一
貴
霞
古
墳
の
＝
㎜
（
第
況
図
）
、
佐
賀
県
谷
口
古
墳
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第五図　福岡県一貴山古墳出土三神三獣々帯鏡拓電影

出
土
の
二
面
が
明
ら
か
に
同
箔
品
で
あ
り
、
国
分
の
一
面
が
中
で
の

初
意
、
ま
た
谷
口
の
一
面
が
後
鋳
と
認
め
ら
れ
る
。

　
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
彷
製
鏡
で
は
縁
辺
に
小
鈴
を
加
謝
し
た
鈴

鏡
1
そ
の
鈴
の
数
は
概
ね
五
、
六
個
で
あ
る
が
、
少
な
い
の
は
時

に
四
個
、
ま
た
多
い
の
は
十
個
を
数
え
る
も
の
も
あ
る
一
な
る
他

の
国
土
に
類
を
見
な
い
鏡
式
が
考
案
さ
れ
、
そ
れ
が
畿
内
よ
り
も
寧

ろ
旧
日
本
全
土
の
各
地
で
鋳
造
さ
れ
、
関
東
地
方
に
目
立
つ
も
の
の

あ
る
の
が
出
土
品
か
ら
推
さ
れ
る
。
こ
れ
は
我
が
上
代
人
の
鈴
愛
用

の
一
面
の
鏡
と
の
結
び
つ
き
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

五

　
さ
て
周
知
の
よ
う
に
是
等
の
古
鏡
類
の
主
と
し
て
見
出
さ
れ
る
日

本
の
古
墳
墓
は
、
古
式
古
墳
と
呼
ば
れ
る
竪
穴
式
系
統
の
墓
室
の
構

造
に
特
色
の
あ
る
高
塚
で
あ
っ
て
、
現
在
で
は
中
で
の
そ
の
前
期
か

ら
中
期
に
亙
る
時
期
の
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
右
の
時
期

の
先
後
観
は
、
も
と
副
葬
品
中
に
於
け
る
中
国
鏡
の
年
代
か
ら
導
か

れ
出
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
是
等
の
高
塚
に
副
葬
さ
れ
た
既
知
の

多
く
の
鏡
の
実
際
か
ら
で
は
、
代
表
的
と
も
見
え
る
畿
内
地
方
で
の

規
模
の
大
き
い
前
方
後
円
墳
・
前
方
後
方
墳
・
方
墳
な
ど
の
場
合
、

副
葬
鏡
は
既
に
指
摘
し
た
如
く
、
う
ち
に
早
く
将
来
さ
れ
て
愛
重
伝

世
し
た
こ
と
を
器
の
手
な
れ
で
示
し
て
い
る
一
こ
の
様
な
鏡
は
他

の
国
土
の
副
葬
鏡
に
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
一
時
代
の
遡
る
漢
中

期
の
諸
鏡
と
、
後
に
新
た
に
舶
載
さ
れ
た
漢
末
・
魏
代
の
鏡
な
ど
が
、

此
の
国
で
鋳
造
さ
れ
た
上
記
の
、
漢
中
期
以
降
の
鏡
式
の
立
派
な
彷

製
品
と
一
所
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
等
は
北
九
州
の
須
玖
、
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一二

坙
冾
ﾌ
甕
棺
墓
の
場
合
と
岡
じ
く
、
　
爪
冠
に
烈
…
葬
さ
れ
た
鏡
数
の

三
十
面
を
超
え
る
も
の
が
あ
り
、
少
く
竜
数
薗
で
あ
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
明
治
十
年
代
に
偶
然
に
見
嵐
さ
れ
た
奈
良
県
佐
味
田
の
宝
塚
、

同
新
山
の
両
古
墳
を
は
じ
め
、
昭
和
の
十
年
代
に
掘
墾
さ
れ
た
岡
山

県
香
登
の
丸
山
古
墳
、
ま
た
戦
後
鉄
道
の
修
理
工
事
に
当
り
偶
然
晃

出
さ
れ
た
京
都
府
櫨
井
の
大
塚
山
古
墳
な
り
、
奈
良
県
柳
本
の
い
ざ

な
ぎ
神
社
裏
の
古
墳
な
ど
が
、
そ
の
著
例
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
多

数
の
優
秀
な
古
鏡
が
玉
・
刀
剣
等
の
武
具
、
釧
∵
車
輪
石
・
鍬
形
贔

な
ど
の
石
製
贔
と
並
ん
で
主
要
な
随
葬
の
器
物
を
な
し
て
お
り
、
そ

れ
が
特
色
あ
る
塚
の
醸
造
と
相
応
じ
た
副
葬
晶
の
通
性
と
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
如
上
の
状
況
は
他
の
国
土
で
の
鏡
が
単
な
る
常
用
の
化

粧
具
の
一
と
し
て
、
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
の
と
は
違
う
た
著
し
い

点
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
く
神
話
に
か
た
ら
れ
て
い
る
鏡
、
ま
た
古
史

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
上
代
の
鏡
の
性
質
と
よ
く
吻
合
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
古
く
よ
り
大
和
朝
廷
の
皇
位
の
象
徴
と
せ
ら
れ
て
来
た
三

種
の
神
器
が
右
の
翻
葬
品
の
鏡
を
首
と
す
る
三
嚢
で
あ
る
こ
と
も
自

か
ら
聯
関
す
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
是
等
の
古
式
古
墳
は
、
そ
の
外
形
な
り
、
内
部
転
造
の

上
で
特
色
が
あ
る
ば
か
の
で
な
く
、
既
に
そ
れ
等
が
一
つ
の
通
性
を

具
え
、
且
つ
規
模
も
大
き
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
実
年
代
の
ほ

ぼ
確
か
な
応
神
。
仁
徳
両
天
皇
陵
一
高
塚
と
し
て
の
．
頂
点
を
示
す

殆
ん
ど
空
前
な
規
模
で
、
当
代
の
主
権
者
の
陵
た
る
こ
と
の
明
ら
か

な
も
の
…
と
墓
制
そ
の
も
の
の
上
で
は
殆
ん
ど
異
な
る
と
こ
ろ
が

な
い
。
も
と
両
天
皇
陵
に
先
立
つ
と
雷
う
こ
と
で
古
式
古
墳
と
呼
ば

れ
出
し
た
如
上
の
諸
古
墳
の
営
造
の
実
時
代
に
就
い
て
は
、
現
在
で

は
応
神
・
．
仁
徳
陵
を
中
期
と
し
て
，
個
々
の
塚
に
見
ら
れ
る
部
分
的

な
差
異
を
と
り
あ
げ
て
、
か
な
り
具
体
的
な
先
後
の
考
定
が
な
さ
れ
、

そ
れ
が
通
説
化
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
既
に
触
れ
た
よ
う

に
、
右
の
所
説
の
基
く
と
こ
ろ
の
鏡
が
中
国
の
鋳
造
撮
で
あ
る
の
で
、

よ
し
や
そ
の
時
代
が
明
ら
か
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
に
依
っ
て
単
純
に

遺
跡
の
年
代
を
推
し
得
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
β
本

の
場
合
で
は
殊
に
舶
載
後
愛
重
永
く
伝
世
し
た
竜
の
の
あ
る
こ
と
を

鏡
自
体
の
手
な
れ
が
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
繰
返
す
こ
と
に

な
る
が
、
勲
等
が
時
代
の
お
く
れ
た
、
こ
の
よ
う
・
な
形
迩
の
な
い
中
国

の
鋳
造
鏡
と
一
所
に
、
翻
葬
さ
れ
て
い
る
に
於
い
て
、
遺
跡
の
時
代

は
固
よ
り
後
の
時
期
を
遡
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
如
上
の
年

代
観
に
基
い
て
戦
後
特
に
関
心
を
高
め
て
い
る
我
が
上
古
の
状
態
を

よ
り
具
体
的
に
知
る
墓
所
と
す
る
所
論
の
如
き
は
固
よ
9
妥
当
性
を
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欠
い
た
も
の
と
書
う
の
他
は
な
い
。

　
上
に
挙
げ
た
著
し
い
古
式
古
墳
の
鰯
々
の
鴬
造
さ
れ
た
時
期
に
勿

論
先
後
の
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
併
し
上
来
述
べ
て
来
た

副
葬
さ
れ
て
い
る
鏡
の
示
す
と
こ
ろ
よ
り
帰
納
す
る
と
、
そ
れ
等
は

い
ず
れ
も
西
紀
一
二
、
四
世
紀
の
間
の
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
る
。
而

も
当
面
の
問
題
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
有
力
者
の
奥
城
と
し
て
、
ま

た
二
神
・
仁
徳
両
天
皇
陵
と
同
じ
纂
制
な
の
で
あ
る
こ
と
よ
り
す
る

と
、
右
の
時
期
に
大
和
朝
廷
が
畿
内
に
於
い
て
既
に
成
立
し
、
隆
盛

の
期
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
我
が
上
宵
で
の
著
し
い
高
塚
の
制
は
、
現
在
の
知
見
か
ら
す
る
と
、

如
上
の
既
に
定
型
化
し
た
畿
内
地
方
で
の
も
の
が
古
い
。
引
い
て
古

式
古
墳
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
当
然
考
え
ら
れ
る
、

そ
れ
え
の
発
達
の
段
階
の
も
の
と
し
て
、
鏡
の
上
か
ら
は
北
九
州
に

の
於
け
る
古
い
中
国
鏡
を
出
す
著
し
い
甕
棺
墓
を
他
に
し
て
、
同
地

で
乱
騰
の
箱
式
棺
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
で

直
接
に
遺
跡
と
結
び
つ
か
な
い
が
、
漢
代
中
期
か
ら
の
舶
載
鏡
が
多

数
に
畿
内
地
方
に
伝
わ
っ
て
、
愛
重
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
等
が
三
、
四

世
紀
に
な
っ
て
同
時
期
の
舶
載
品
と
一
飯
に
宝
器
と
し
て
捌
葬
さ
れ

て
い
る
事
実
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
畿
内
地
方
に
於
い
て
そ
の
間
に

行
な
わ
れ
出
し
て
、
窟
の
特
色
の
あ
る
墓
綱
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た

と
す
べ
き
で
あ
り
、
近
時
の
考
古
学
上
の
新
知
晃
か
ら
す
る
と
、
我

が
古
墳
そ
の
も
の
が
、
も
と
大
陸
で
の
竪
穴
系
統
の
式
を
承
け
な
が

ら
発
展
し
た
も
の
た
る
こ
と
を
想
定
せ
し
め
る
形
迩
の
辿
ら
れ
る
面

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
大
和
朝
廷
の
成
立
え
の

過
程
を
も
示
唆
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
要
す
る
に
漢
中
期
即
ち
藪
暦
紀
元
前
後
か
ら
の
中
国
の
古
鏡
が
北

九
州
を
経
て
畿
内
地
方
に
段
々
と
数
多
く
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
等
に
明

ら
か
に
伝
世
し
た
こ
と
の
認
め
ら
れ
る
の
は
、
高
い
中
国
文
物
の
流

入
と
享
受
・
愛
重
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
等
か
ら
優
れ
た
呈
上
撮

が
岡
地
方
で
造
ら
れ
出
し
て
、
や
が
て
一
照
し
て
有
力
者
の
奥
城
に

蔵
さ
れ
た
こ
と
は
、
此
の
時
期
に
於
い
て
同
時
に
齋
さ
れ
た
中
国
の

高
い
文
化
の
刺
激
に
依
っ
て
畿
内
の
地
区
で
統
一
し
た
大
和
朝
廷
の

成
立
し
た
こ
と
を
物
の
側
か
ら
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
卑
し
て
こ
の

時
期
に
於
け
る
古
鏡
の
遺
存
が
北
九
州
よ
り
中
国
、
四
国
の
内
海
側

か
ら
畿
内
に
亙
っ
て
い
る
事
象
は
当
代
の
畿
内
え
の
中
国
文
化
の
伝

え
ら
れ
た
主
な
径
路
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
の
が
ま
た
認
め
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
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・graiiting　’s’ 凾唐狽?ｍ，　’the　trdditionaHand　policy’bf　Pei一’　Wei，’　bY　obser－

ving　the　then　political　arid　’saoclal　circumstance’s．

The　Nobles’　System　in　Thuringia

before　the　lnvestituture　Conflict

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiya　Hayakawa

　The　symPtom　of　formation　of　Land　in　Germany　was　at　first　seen

in　the　nOrthern　Germany　without　any　establislied　power．　Such

tendency　was　especlally　predominant　in　Turingia　and　．the　nor－

thern　bofderland　which　was　included　in　the　Saxon　claR・；before

the　lnvestiture　Confict　chttrches　of　the　borderland　be6ame　executors・

of　ki’ng’s　policy，　were　richly　presented　by　kings，　and　also　gained．

immunity　and　lgings’　ban，．　estab12sbing　the　basis　of　the　power　by…

which　th’?ｙ　rttled　their　territories．　Also，・　powerful　vu｝gar　nobles．

based　on　their　hereditary　la．nd，　formed　their　independent　territories，

collecting　oMciai　posts，　Graf－right，　and　Lehen　；　some　of　them　formed

already　a　crude　but　Primary　Landesherschaft．

Ancient　Mirrors　and　Their　Relationship　to

　　　　　　　　　Early　Japanese　Culture

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sueji　Umehara

　　Chinese　bronze　mirrors　from　the　Early　Han　Dyna＄ty　have　been

found　in　large　number　in・Northern　Kyzasim2．　Mirrors　dating　to

the　period　around　the　turn　of　the　Christian　Era　have　been　re－

covered　in　．　even　more　extenslve　numbeils　and　have　cpme　t．o　light

at　si之es　in　Northern　Kyfisht2，　aibng　the　Inland　Sea　Coast　ofご磁8ρ加

and　Shikoleu，　and　Ki．nai　District．’　Recovery　sites　of　the　majority

of　mirrors　dating　from　the　Later　Han　Dyna’sty　and　the　“Three

Klngdoms”　Period　are　centered　in　Kinai　District，　and　extend

further　east　to　the　T61eai　and　even　to　the　Kant6．　Together　with

these　imported　mirrors，　a撫mber　of　Bδsei一曲6イ力製鏡mirrors　cas乞

（　958　）



ln　Japan　in　imitatlon　of　Chinese　mirrors　which　were　exported　tc’）

this　country，　have　come　to　light　at　sites．　ln　Kinai　District，　many

Bjseikyo”　were　exquisitely　cast　and　mostly　found　in　Koshifei－1〈oXun

古式古墳（Old－style　burial　tumuli）。

　　More　than　1000　ancient　mirrors　have　come　to　light　in　Japan

and　those　of　Mid一　and　Later　Uan　have　beeR　treasured　and　passed

on　to　succeeding　generations．　This　conc1usion　is　based　on　the

fact　that　the　patterns　Qf　the　mirrors　seern　to　have　beeR　worn

・doxvn　as　a　result　of　continued　handling．　Many　of　the　Sanlealeblen－

shiu”n’tt－ley6　and　GazileJ；5　of　the　Later　Lllan　and　the　“Three　1〈ingL

doms”　Period　were　frequently　unearthed　at　the　burial　motmds　in

the　Ki．nai　District．　Soine　of　them　were　clearly　made　froiTl　a　single

inould．　lt　inay　be　conjectured　with　some　confidence　that　inirrors

produced　froin　the　same　mould　were　breught　to　Japan　either

’together　or　at　the　same　time．　Tkis　conclusion　ls　substantiated

by　accounts　iR　Chinese　official　histories．　lt　is　frquently　reported

’that　many　mirrors　have　been　found　in　a　single　burial　container

－of　tuiinulus．　This　fact，　together　wi．th　the　manner　Qf　treating　of

’those　mirrors　in　the　burial　site，　suggests　that　mirrors　in　Japan

were　never　regarded　as　simple　objects　for　daily　use．　The　mirrors

’recovered　from　these　tumuli　show　that　the　burial　sites　may　be

．assigned　dateS　no　mor’ ?　specific　than　the　third　and　fourth　centuries．

We　taay　assume　with　confidence　that　the　Yamato　Court　was　al－

ready　established　and　fiourising　in　the　Kinai　District　wheR　those

buria｝　tumuli　were　constructed．　Tke　geographical　distribution　of

the　recovery　sites　of　the　mirrors　provides　us　“rith　evidences　of　the

gradual　infiltration　of　Chinese　cu1ture　into　Japan　in　ancient　times．

A　Process　of　the　Making　of　Feudal　Estate　in

　　　　　　　　　　　　the　Early’　England

folkland　and　bookland

Eric　John，

　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　Reigan　Tomizawa

“　Land　Tenure　in　Early　England　”

（　957　）

was　publislied　in


