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一
　
は
じ
め
に

古
代
の
中
国
青
銅
鏡
に
関
す
る
考
古
学
的
な
研
究
は
、
中
国
よ
り

も
む
し
ろ
日
本
で
先
行
し
て
い
た
。
中
国
に
お
け
る
出
土
鏡
の
情
報

が
乏
し
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
日
本
に
お
け
る
青

銅
鏡
研
究
の
重
要
性
が
著
し
く
高
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
中
国
鏡
研
究
は
、
そ
の
多
く
を
い
わ
ゆ

る
「
舶
載
鏡
」
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
日
本
的
な
解
釈
を
多
く

含
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
三
角
縁
神
獣
鏡
で
あ

る
。そ

れ
ま
で
、
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
は
一
部
で
国
産
説
（
森

1962

、
古
田1979

、
奥
野1981

）
も
提
起
さ
れ
て
い
た
が
、
伝
統

的
な
考
古
学
や
銅
鏡
研
究
で
は
そ
れ
ら
を
完
全
に
無
視
し
て
い
た
。

そ
こ
に
霹
靂
の
ご
と
く
現
れ
た
の
が
一
九
八
一
年
の
王
仲
殊
氏
の
論

文
「
日
本
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
問
題
に
つ
い
て
」（
王1981

）
で
あ

る
。
中
国
を
代
表
す
る
著
名
な
考
古
学
者
の
王
仲
殊
氏
が
、
中
国
に

お
け
る
最
新
研
究
成
果
を
基
に
し
て
「
三
角
縁
神
獣
鏡
は
中
国
製

（
魏
鏡
）
で
は
な
く
呉
の
工
人
が
日
本
で
製
作
し
た
も
の
」
で
あ
る

と
い
う
新
説
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

本
来
な
ら
中
国
考
古
学
界
が
「
中
国
製
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
論
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
日
本
に
長
い
研
究
歴
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
議
論
が
あ
る

（
数
理
考
古
学
者

前
韓
国
国
立
慶
尚
大
学
招
聘
教
授
）
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の
で
、
今
回
は
触
れ
な
い
。

し
か
し
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
中
国
の
研
究
も
含
め
て
、

主
と
し
て
鏡
の
型
式
、
紋
様
、
銘
文
な
ど
、
外
観
的
な
観
察
に
偏
っ

て
い
て
、
製
作
技
術
や
内
部
組
成
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

問
題
が
あ
る
。

一
言
で
言
え
ば
、
銅
鏡
は
簡
単
に
コ
ピ
ー
鏡
や
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン

鏡
を
作
れ
る
と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
筆
者
は
、
外
観
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
製
作
時
期
や
製

作
場
所
が
異
な
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
鉛
同
位
体
比
を
解
析
し
た

り
、
鋳
造
技
術
を
考
察
し
た
り
し
な
が
ら
、
問
題
提
起
を
続
け
て
き

た
。特

に
今
回
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
中
国
出
土
鏡
に
お
い
て
「
同
型

鏡
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
」
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
、
三
角
縁

神
獣
鏡
を
初
め
と
し
て
、
各
種
紀
年
鏡
、
画
文
帯
神
獣
鏡
や
平
原
弥

生
古
墳
出
土
鏡
（
以
下
平
原
鏡
）
な
ど
「
同
型
鏡
ば
か
り
で
あ
る
」

と
い
う
現
実
で
あ
る
。

三
角
縁
神
獣
鏡
は
日
本
で
の
出
土
面
数
が
五
百
面
以
上
に
達
し
て

い
て
、
日
本
で
「
大
流
行
し
た
鏡
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

中
国
で
は
未
だ
一
面
も
出
て
い
な
い
。
仮
に
三
角
縁
神
獣
鏡
の
原
鏡

が
中
国
製
（
魏
鏡
）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
コ
ピ
ー
鏡
や
イ
ミ
テ
ー

シ
ョ
ン
鏡
が
製
作
で
き
る
以
上
、
製
作
地
や
製
作
時
期
に
つ
い
て

は
、
流
行
地
を
無
視
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
研
究
に
固
執

し
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
。

流
行
品
に
偽
物
が
生
ま
れ
る
の
は
、
ル
イ
ヴ
ィ
ト
ン
の
ハ
ン
ド

バ
ッ
ク
ば
か
り
で
は
な
く
歴
史
上
の
必
然
で
あ
る
。
し
か
も
、
中
国

出
土
鏡
に
は
同
型
鏡
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
に
対
し
て
、
日
本
出
土
の

「
舶
載
鏡
」
に
は
同
型
鏡
が
極
め
て
多
い
。
組
み
合
わ
せ
て
考
え
れ

ば
、
コ
ピ
ー
鏡
や
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
鏡
の
製
作
地
は
日
本
な
の
で
は

な
い
か
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
大
量
の
同
型
鏡
を
出
土
し
た
平
原
鏡
に
つ
い

て
、
国
産
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
こ
と
を
鉛
同
位
体
比
な

ど
か
ら
検
証
し
た
い
。

次
に
、
卑
弥
呼
の
魏
へ
の
遣
使
の
頃
の
魏
鏡
と
言
わ
れ
て
い
る

「
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
」
と
「
三
角
縁
神
獣
鏡
」
の
鉛
同
位
体
比
を
比

較
し
、
そ
の
分
布
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
（
新
井2011

）
を
再

論
し
て
、
多
く
の
三
角
縁
神
獣
鏡
が
非
魏
鏡
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し

た
い
。

そ
の
上
で
、
平
原
鏡
と
三
角
縁
神
獣
鏡
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
同

型
鏡
の
製
造
技
術
面
や
銘
文
面
か
ら
議
論
し
、「
平
原
鏡
か
ら
三
角

縁
神
獣
鏡
へ
」
と
し
て
紹
介
し
た
い
。

二
　
中
国
に
お
け
る
同
型
鏡

中
国
出
土
の
後
漢
鏡
や
そ
れ
に
続
く
三
国
鏡
に
同
型
鏡
が
極
め
て

少
な
い
こ
と
は
、
調
べ
れ
ば
簡
単
に
判
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
な

ぜ
か
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
い
な
い
。
三
角
縁
神
獣
鏡
で
は
出
土
鏡
の
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平原鏡から三角縁神獣鏡へ

八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
同
型
鏡
な
の
に
、
中
国
華
北
の
出
土
鏡
で

同
型
鏡
と
し
て
確
認
さ
れ
た
も
の
は
、「
無
い
」
か
も
知
れ
な
い
の

で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
最
初
に
強
調
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
奥
野
正
男
氏
で

あ
ろ
う
。
氏
は
『
邪
馬
台
国
の
鏡
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
（
奥
野1982
）。

中
国
で
は
解
放
後
、
多
く
の
学
術
調
査
で
鏡
の
出
土
も
増
加

し
て
い
る
が
、
後
漢
・
三
国
・
六
朝
を
つ
う
じ
て
、
踏
み
返
し

の
同
型
鏡
は
あ
る
が
、
同
一
の
鋳
型
で
鏡
が
何
度
も
鋳
造
さ
れ

た
こ
と
を
証
明
し
う
る
事
実
は
、
い
ま
だ
一
例
も
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
中
国
に
お
い
て
「
同
笵
鏡
」
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
、「
同
型
鏡
」
の
存
在
ま
で
否
定
し
た

も
の
で
は
な
い
が
、
筆
者
も
十
年
ほ
ど
前
に
、
樋
口
隆
康
氏
の
『
古

鏡
』（
樋
口1979

）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
後
漢
鏡
や
三
国
鏡
の
事
例

に
つ
い
て
、
出
土
地
別
に
鏡
種
や
出
土
面
数
と
同
型
鏡
面
数
を
数
え

た
こ
と
が
あ
る
（
新
井1999

）。『
古
鏡
』
の
記
載
は
、
か
な
り
複

雑
で
あ
り
、
数
え
る
の
も
簡
単
で
は
な
い
が
、
よ
り
注
意
深
く
再
整

理
し
た
も
の
を
表
１
に
示
す
。
表
中
で
出
土
地
不
明
と
し
た
も
の

は
、
博
物
館
蔵
鏡
や
個
人
蔵
鏡
で
出
土
地
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も

の
で
あ
る
。

一
瞥
し
て
、
中
国
出
土
が
確
実
な
鏡
で
は
同
型
鏡
が
一
パ
ー
セ
ン

ト
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
日
本
出
土
の
「
舶
載
鏡
」
で
は

鏡
種
に
も
よ
る
が
、
平
均
し
て
同
型
鏡
が
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
も
あ

る
。
も
し
、
出
土
不
明
鏡
の
多
く
を
中
国
出
土
鏡
と
仮
定
し
て
も
、

桁
違
い
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
中
国
出
土
鏡
や
出
土
地
不
明
鏡
の
同
型
鏡
の
内
二
十
面

ま
で
が
「
紀
年
鏡
」
で
あ
る
。
明
細
を
示
す
と
次
の
通
り
。

獣
首
鏡 

甘
露
五
年
鏡
（
二
六
〇
年
）
裏
字
あ
り

重
列
神
獣
鏡 

建
安
十
年
鏡
（
二
〇
五
年
）

 
 

建
安
十
年
五
月
六
日
鏡
（
二
〇
五
年
）

 
 

建
安
廿
二
年
鏡
（
二
一
七
年
）
裏
字
あ
り

　
　
　
　
　
　
　

黄
武
六
年
鏡
（
二
二
七
年
）
裏
字
あ
り

　
　
　
　
　
　
　

永
安
四
年
五
月
鏡
（
二
六
一
年
）

対
置
式
神
獣
鏡　

建
安
廿
四
年
鏡
（
二
一
九
年
）
裏
字

 
 

赤
烏
元
年
鏡
（
二
三
八
年
）
裏
字
あ
り

 
 

永
安
六
年
鏡
（
二
六
三
年
）
全
裏
字

こ
の
他
に
も
、
三
木
太
郎
氏
と
王
仲
殊
氏
が
次
の
四
例
八
面
を
紹

介
し
て
い
る
。

重
列
神
獣
鏡 

黄
初
二
年
十
一
月
鏡
（
二
二
一
年
）
裏
字
あ
り

神
獣
鏡 

黄
初
三
年
鏡
（
二
二
二
年
） 

全
裏
字

画
文
帯
神
獣
鏡　

黄
初
四
年
五
月
鏡
（
二
二
三
年
） 

正
字

画
文
帯
神
獣
鏡 

泰
始
九
年
鏡
（
二
七
三
年
） 

正
字

紀
年
鏡
の
多
く
は
、
個
人
蒐
集
家
所
蔵
や
美
術
館
所
蔵
で
、
出
土

地
の
判
明
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ル
イ
ヴ
ィ
ト

ン
の
例
の
よ
う
に
流
行
期
の
複
製
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
後
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世
に
な
っ
て
か
ら
の
複
製
の
可
能
性
さ
え
捨
て
き
れ
な
い
の
で
あ

る
。ま

た
、
紀
年
鏡
の
年
号
か
ら
見
る
と
、
そ
の
同
型
鏡
の
初
出
は
西

暦
二
〇
五
年
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
同
型
鏡
の
出
現
時
期
に
も
関

係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

な
お
、
表
１
に
よ
れ
ば
、
紀
年
鏡
以
外
で
、
中
国
出
土
の
可
能
性

の
あ
る
同
型
鏡
と
し
て
残
る
の
は
盤
龍
鏡
の
一
一
面
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
三
頭
式
で
二
組
一
一
面
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、

個
人
蔵
鏡
と
美
術
館
蔵
鏡
が
七
面
含
ま
れ
て
お
り
、
一
組
の
面
数
が

多
い
こ
と
か
ら
見
て
も
、
紀
年
鏡
と
同
様
な
意
味
で
の
複
製
鏡
の
可

能
性
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
既
出
の
集
録
を
見
た
だ
け
で
も
、
中
国
鏡
で
は
同

型
鏡
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
判
る
が
、
そ
の
点
で
、
菅
谷

文
則
氏
の
最
近
の
報
告
は
極
め
て
貴
重
で
あ
る
（
菅
谷2011

）。

菅
谷
氏
は
、
山
東
省
と
洛
陽
市
に
あ
る
鏡
を
時
間
を
か
け
て
悉
皆

調
査
し
た
結
果
、
す
べ
て
合
わ
せ
て
も
一
八
三
〇
面
ほ
ど
し
か
な

く
、
し
か
も
そ
の
中
に
は
「
同
型
鏡
」
は
一
面
も
な
か
っ
た
と
報
告

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
も
中
国
出
土
鏡
の
数
の
少
な
さ
に
驚
い
て

い
る
が
、
ち
な
み
に
日
本
出
土
の
青
銅
鏡
は
五
千
面
ほ
ど
あ
る
。

菅
谷
氏
は
中
国
鏡
に
造
詣
深
い
学
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
報
告
に

は
重
み
が
あ
る
。
要
は
、
考
古
学
的
に
信
頼
で
き
る
華
北
出
土
鏡
に

は
、
同
型
鏡
が
未
だ
一
面
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
菅
谷
氏
の
調
査
は
山
東
省
と
洛
陽
に
関
し
て
で
あ
り
、

楽
浪
郡
を
含
ん
で
い
な
い
。「
楽
浪
鏡
」
と
い
う
概
念
を
設
定
す
る

西
川
寿
勝
氏
に
よ
る
と
（
西
川2000

）、
楽
浪
鏡
を
原
鏡
と
し
て
作

ら
れ
た
複
製
鏡
に
次
の
事
例
が
あ
る
と
い
う
。

上
方
作
銘
半
肉
彫
四
獣
鏡　

徳
島
市
節
句
山
２
号
墳
出
土
と
佐
賀

市
熊
本
山
古
墳
出
土
鏡

画
紋
帯
同
向
式
神
獣
鏡　

鳴
門
市
萩
原
墳
墓
群
１
号
墓
出
土
鏡

方
格
規
矩
鳥
紋
鏡　

大
阪
府
弁
天
山
Ｂ
２
号
出
土

こ
の
内
二
番
目
の
「
萩
原
鏡
」
で
は
「
楽
浪
発
見
鏡
」
の
紋
様
と

表 1　中国と日本の同型鏡出土状況 ( 樋口隆康『古鏡』による )
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平原鏡から三角縁神獣鏡へ

銘
文
の
他
に
割
れ
傷
ま
で
写
さ
れ
て
い
て
、
楽
浪
郡
で
「
踏
み
返

し
」
さ
れ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
魏

晋
鏡
」
に
関
し
て
も
、
日
本
出
土
の
魏
晋
鏡
と
認
め
る
方
格
規
矩
鏡

三
六
面
の
内
に
は
、
五
種
一
一
面
、
す
な
わ
ち
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の

同
型
鏡
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
中
国
出
土
の
魏
晋
方
格
規
矩
鏡
二
二

面
に
は
一
面
も
同
型
鏡
は
な
い
と
い
う
（
車
崎2001

）。

以
上
、
総
合
し
て
判
断
す
る
と
、
後
漢
鏡
や
魏
晋
鏡
で
は
、
楽
浪

郡
を
除
く
と
同
型
鏡
が
「
極
め
て
少
な
い
」
と
し
て
も
大
過
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

三
　
平
原
鏡
の
鉛
同
位
体
比

『
魏
志
倭
人
伝
』
の
伊
都
国
に
比
定
さ
れ
る
前
原
市
の
有
田
丘
陵

で
、
後
に
平
原
王
墓
と
言
わ
れ
る
平
原
１
号
墳
が
発
掘
調
査
さ
れ
た

の
は
一
九
六
五
年
で
あ
る
。
弥
生
時
代
の
方
形
周
溝
墓
で
墳
丘
規
模

は
一
二
メ
ー
ト
ル
×
十
メ
ー
ト
ル
、
土
壙
墓
に
割
竹
型
木
棺
と
い
う

古
墳
時
代
の
様
相
も
示
し
て
い
る
。
遺
跡
か
ら
は
銅
鏡
三
九
面
（
後

に
一
面
加
わ
り
四
〇
面
）、
鉄
製
大
刀
一
口
、
メ
ノ
ウ
の
管
玉
一
二

個
…
…
等
々
、
実
に
豪
華
な
発
見
が
あ
っ
た
。

銅
鏡
中
に
は
、
直
径
四
六
・
五
セ
ン
チ
の
同
型
の
超
大
型
内
行
花

文
鏡
が
四
面
（
後
に
五
面
）
あ
り
、
こ
れ
ら
は
当
初
か
ら
仿
製
鏡
と

見
な
さ
れ
、
事
実
一
九
九
一
年
に
出
さ
れ
た
最
初
の
正
式
報
告
書

『
平
原
弥
生
古
墳
』
で
も
仿
製
鏡
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

他
の
内
行
花
文
鏡
二
面
、
方
格
規
矩
鏡
三
二
面
、
虺

き
り
ゅ
う
き
ょ
う

龍
鏡
一
面
は
舶

載
鏡
と
の
認
識
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
二
〇
〇
〇
年
に
な
っ
て
前
原
市
教
育
委
員
会

が
発
行
し
た
『
平
原
遺
跡
』
で
は
、
柳
田
康
雄
氏
が
数
多
く
の
論
拠

を
挙
げ
て
、
内
行
花
文
鏡
一
面
と
虺
龍
鏡
一
面
を
除
外
し
た
他
の
鏡

を
全
て
仿
製
鏡
と
認
定
し
た
（
柳
田2000

）。

筆
者
も
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
鉛
同
位
体
比
の
研
究
を
通
し
て
、

平
原
鏡
に
朝
鮮
半
島
産
の
鉛
が
添
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
柳
田
氏
の
見
解
を
裏
付
け
た
（
新
井2006

）。

そ
の
当
時
の
筆
者
の
考
え
で
は
、
前
原
市
の
公
式
報
告
書
で
論
証

し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
正
式
な
反
論
も
無
か
っ
た
よ
う
な
の

で
、
こ
の
見
解
が
考
古
学
界
の
共
通
認
識
と
な
っ
た
も
の
だ
と
ば
か

り
思
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
鉛
同
位
体
比
の
研
究
結
果
も
そ
れ

と
矛
盾
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
考
古
学
界
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
権
威
あ
る
考
古
学
界
の
方
々
か
ら
、「
柳

田
見
解
が
考
古
学
界
に
す
ん
な
り
と
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
よ
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。
認
め
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
何
ら
か
の
反
論
を
す
れ
ば
良
い
の
に
と
考
え
る
の
が
、
理
系
的

な
発
想
で
あ
る
が
、
考
古
学
界
で
は
漠
然
と
し
た
反
対
意
見
を
そ
の

ま
ま
温
存
さ
せ
て
お
く
慣
習
が
あ
る
ら
し
い
。
も
っ
と
良
く
調
査
し

て
再
検
討
を
し
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
っ
た
。
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そ
の
た
め
、
今
回
は
よ
り
詳
し
く
再
論
す
る
が
、
説
明
の
都
合

上
、
ま
ず
簡
単
に
鉛
同
位
体
比
法
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
の
研
究
史

の
中
で
、「
朝
鮮
半
島
産
鉛
説
」
と
い
う
誤
謬
が
定
説
と
し
て
存
在

し
て
い
た
こ
と
の
指
摘
か
ら
始
め
た
い
。
平
原
鏡
に
楽
浪
郡
近
辺
の

鉛
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
前
述
の
「
楽
浪
鏡
」
と
の
関
係
か

ら
こ
の
機
会
に
触
れ
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。

１　

鉛
同
位
体
比
法
と
は

鉛
は
不
思
議
な
金
属
で
あ
る
。
天
然
の
放
射
性
元
素
で
あ
る
ウ
ラ

ン
や
ト
リ
ウ
ム
が
崩
壊
し
た
後
の
落
ち
着
き
先
は
全
て
鉛
で
あ
る
。

そ
の
た
め
重
元
素
と
し
て
は
、
地
球
上
で
の
存
在
比
が
異
常
に
高

く
、
し
か
も
融
点
が
低
く
（
三
二
八
度
）
製
錬
が
容
易
な
の
で
、
古

代
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
水
道
管
な
ど
に
多
量
に
使
わ
れ
、
一
説
で
は
鉛

中
毒
が
ロ
ー
マ
の
活
力
を
奪
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
の
鉛
は
質
量
の
異
な
る
四
種
類
の
同
位
体
で
成
り
立
っ
て
い

る
。
そ
の
内
で
、
地
球
が
で
き
た
時
か
ら
鉛
と
し
て
存
在
し
て
い

た
の
は
鉛
二
〇
四
（
原
始
鉛Pb204

）
だ
け
で
、
そ
の
他
は
ウ
ラ

ン
二
三
八
が
崩
壊
し
て
生
じ
た
鉛
二
〇
六
（Pb206

）、
ウ
ラ
ン

二
三
五
が
崩
壊
し
て
生
じ
た
鉛
二
〇
七
（Pb207

）、
ト
リ
ウ
ム

二
三
二
が
崩
壊
し
て
生
じ
た
鉛
二
〇
八
（Pb208

）
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
四
種
類
の
鉛
の
比
率
が
地
域
や
鉱
山
で
微
妙
に
異

な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
原
料
産
地
の
推
定
に
利
用
し
よ
う
と
す

る
試
み
が
あ
っ
た
が
、
青
銅
器
の
鉛
は
混
合
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
期
待
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
成
果
が
挙
が
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
鉛
同
位
体
の
分
析
比
（
鉛
同
位
体
比
）
を
、
指

紋
や
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
と
同
じ
よ
う
に
、
青
銅
器
の
類
似
判
定
に
用
い
る

と
大
き
な
威
力
を
発
揮
す
る
。

類
似
判
定
に
は
本
来
は
三
次
元
表
示
が
望
ま
し
い
が
、
通
常
は

Pb207/Pb206

を
横
軸
に
、Pb208/Pb206

を
縦
軸
に
表
示
す
る

方
法
で
代
用
し
て
い
る
。

２　

誤
っ
て
い
た
朝
鮮
半
島
鉛
説

弥
生
時
代
の
初
期
青
銅
器
の
鉛
は
「
朝
鮮
半
島
産
」
と
い
う
の
が

長
い
間
の
定
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
定
説
が
誤
り
で
、
中
国
産

で
あ
る
こ
と
を
筆
者
は
論
文
「
鉛
同
位
体
比
に
よ
る
青
銅
器
の
鉛
産

地
推
定
を
め
ぐ
っ
て
」（
新
井2000

）
で
論
証
し
た
。
こ
の
修
正
学

説
は
既
に
中
国
で
も
認
め
ら
れ
て
い
て
（
李2006

）、
特
に
問
題
は

な
い
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
旧
定
説
を
擁
護

す
る
主
張
も
出
さ
れ
て
い
る
（
馬
淵2007

）。
も
し
、
旧
定
説
が
正

し
い
と
す
る
と
、
平
原
鏡
に
朝
鮮
半
島
の
鉛
が
添
加
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
示
す
の
に
も
支
障
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
そ
の
後
の
朝
鮮
半
島
青
銅
器
の
鉛
同
位
体
比
デ
ー
タ

を
新
た
に
参
照
し
な
が
ら
、
状
況
を
示
し
た
い
。

ま
ず
、
弥
生
青
銅
器
の
初
期
の
鉛
同
位
体
比
が
示
す
分
布
（
旧
説

の
朝
鮮
半
島
産
鉛
Ｄ
ラ
イ
ン
）
が
朝
鮮
半
島
の
鉛
鉱
山
の
鉛
と
大
き
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図 2　朝鮮半島産鉛説Dラインと新羅の青銅精練遺物の鉛の比較

図 1　朝鮮半島産鉛説Dラインと朝鮮半島鉱山の鉛の比較

□

□
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く
乖
離
し
て
い
る
こ
と
を
図
１
に
示
す
。
旧
説
の
朝
鮮
半
島
産
鉛

（
Ｄ
ラ
イ
ン
）
は
朝
鮮
半
島
の
鉛
鉱
山
の
鉛
と
明
ら
か
に
異
な
っ
た

分
布
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
朝
鮮
半
島
の
六
世
紀
以
降
に
出
土
し
た
青
銅
器
の
鉛
と
Ｄ

ラ
イ
ン
の
関
係
を
図
２
に
示
す
。
朝
鮮
半
島
の
六
世
紀
以
降
の
青
銅

器
の
鉛
は
、
朝
鮮
半
島
の
鉛
鉱
山
の
鉛
の
分
布
と
一
致
し
て
お
り
、

こ
れ
も
旧
説
の
朝
鮮
半
島
産
鉛
（
Ｄ
ラ
イ
ン
）
と
は
明
ら
か
に
分
布

が
異
な
る
。

そ
の
一
方
で
、
中
国
の
商
か
ら
西
周
時
代
の
青
銅
器
の
鉛
分
布

が
、
図
３
に
示
す
よ
う
に
、
旧
説
の
朝
鮮
半
島
産
鉛
（
Ｄ
ラ
イ
ン
）

の
分
布
と
良
く
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
図
１
、
図
２
、
図
３
の

い
ず
れ
を
見
て
も
、
旧
定
説
で
は
説
明
し
得
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と

が
判
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
言
え
ば
、
旧
説
を
擁
護
す
る
た
め
に
示
さ
れ
た
朝
鮮
半
島
産

の
鉛
例
を
図
２
に
◎
印
で
併
記
す
る
が
、
韓
国
金
海
内
徳
里
古
墳
出

土
の
方
鉛
鉱
も
出
雲
国
庁
出
土
の
和
同
開
珎
（
銀
）
も
、
長
い
Ｄ
ラ

イ
ン
の
ご
く
一
部
し
か
カ
バ
ー
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を

も
っ
て
旧
朝
鮮
半
島
産
鉛
説
を
擁
護
す
る
の
は
、
如
何
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

な
お
、
旧
説
擁
護
で
は
、
商
か
ら
西
周
代
の
鉛
が
弥
生
初
期
青
銅

器
に
混
入
し
た
と
す
る
筆
者
の
主
張
に
対
し
て
、「
時
代
も
地
域
も

異
な
る
」
と
、
そ
の
不
自
然
さ
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
史

記
』
に
「
楽
毅
攻
入
臨

、
盡
取
齊
寶
財
物
祭
器
輸
之
燕
」
と
書
か

図 3　朝鮮半島産鉛説Dラインと商・周期の青銅器の鉛の比較
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れ
て
い
る
よ
う
に
、
燕
の
将
軍
楽
毅
が
前
二
八
六
年
に
斉
の
首
都
臨

淄
を
陥
と
し
た
際
に
奪
っ
た
古
青
銅
器
類
を
再
利
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
弥
生
中
期
の
開
始
時
期
と
の
関
連
で

発
表
し
て
い
る
（
新
井2007

）
の
で
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

３　

朝
鮮
半
島
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
方
鉛
鉱

鉛
同
位
体
比
を
用
い
て
青
銅
器
の
産
地
を
直
接
求
め
よ
う
と
す
る

研
究
は
、
原
料
の
混
合
や
リ
サ
イ
ク
ル
材
の
使
用
、
鋳
造
性
改
善
な

ど
の
理
由
で
、
そ
の
鉛
同
位
体
比
が
単
一
産
地
の
値
を
示
さ
な
い
場

合
が
多
い
た
め
、
期
待
ほ
ど
の
成
果
を
得
て
い
な
い
。

そ
の
点
、
鉛
製
品
や
鉛
ガ
ラ
ス
で
は
混
合
使
用
は
比
較
的
に
少
な

く
、
ま
し
て
や
原
料
と
し
て
の
方
鉛
鉱
で
は
混
合
は
あ
り
得
な
い
の

で
、
青
銅
器
よ
り
も
産
地
推
定
が
容
易
で
あ
り
確
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
鉛
製
品
や
鉛
ガ
ラ
ス
の
鉛
同
位
体
比
に

注
目
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
貴
重
な
情
報
が
飛
び
込
ん
で
き
た
。
そ

れ
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
、
朝
鮮
半
島
と
日
本
の
青
銅
器
を
対

象
と
し
て
、
鉛
同
位
体
比
に
よ
る
日
韓
共
同
の
研
究
を
行
っ
た
報
告

書 （
斉
藤2006

）
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
日
韓
共
同
研
究
の
韓
国
側
の
受
け
皿
と
な
っ
た
の

が
、
筆
者
の
所
属
し
て
い
た
韓
国
国
立
慶
尚
大
学
の
附
属
博
物
館
で

あ
り
、
共
同
研
究
の
ス
タ
ー
ト
に
当
た
っ
て
は
筆
者
も
若
干
の
役
割

を
果
た
し
た
。

以
下
に
述
べ
る
内
容
は
、
既
発
表
（
新
井2006

）
で
あ
る
が
、

鉛
が
朝
鮮
半
島
や
日
本
に
お
い
て
、
部
分
的
に
は
自
給
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
実
証
し
た
部
分
な
の
で
、
要
約
し
て
再
録
し
て
お
き
た
い
。

注
目
す
べ
き
は
、
北
朝
鮮
の
楽
浪
土
城
か
ら
出
土
し
た
方
鉛
鉱

（
六
点
）
と
、
韓
国
の
慶
尚
南
道
金
海
郡
の
内
徳
里
古
墳
群
か
ら
出

土
し
た
方
鉛
鉱
（
二
点
）
の
分
析
結
果
で
あ
る
（
表
２
の
１
、２
の

２
）。
鉛
の
性
質
か
ら
見
て
、
こ
れ
ら
が
鉛
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
事
実
、
内
徳
里
の
方
鉛
鉱

は
熔
け
た
よ
う
な
形
状
を
し
て
い
て
、
青
銅
器
溶
解
時
の
残
存
物
の

よ
う
に
見
え
る
。

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
方
鉛
鉱
と
鉛
同
位
体
比
が
一
致
す
る
鉛
鉱
山
を

探
し
て
み
よ
う
。
図
４
に
中
国
、
朝
鮮
半
島
、
日
本
（
中
部
地
方
以

西
）
の
鉛
鉱
山
の
鉛
同
位
体
比
の
分
布
を
示
す
。
出
典
は
（
馬
淵

1987

）
お
よ
び
（
佐
々
木1982

、1987

）
で
あ
る
。
楽
浪
土
城
や

内
徳
里
古
墳
群
の
方
鉛
鉱
に
近
い
鉛
同
位
体
比
を
持
つ
方
鉛
鉱
鉱
山

や
遺
跡
出
土
品
に
つ
い
て
も
表
２
に
併
記
す
る
。

こ
の
結
果
か
ら
直
ち
に
判
る
こ
と
は
、
楽
浪
土
城
の
方
鉛
鉱
が
楽

浪
郡
付
近
の
鉱
山
の
方
鉛
鉱
と
良
く
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
楽
浪
土
城
の
方
鉛
鉱
は
、
平
安
南
道
大
倉
と
黄
海
道
甕

津
・
海
州
、
京
畿
道
冨
平
の
各
鉱
山
に
取
り
囲
ま
れ
た
組
成
を
持

ち
、
し
か
も
佐
々
木
氏
の
論
文
（
佐
々
木1987

）
に
は
鉱
山
名
は

明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
楽
浪
土
城
の
鉛
と
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る

鉱
山
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
だ
け
で
も
、
楽
浪
土

城
の
方
鉛
鉱
が
現
地
産
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
念
の
た
め
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表 2　朝鮮半島の方鉛鉱遺物関連の鉛同位体比一覧表
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に
中
国
、
日
本
の
方
鉛
鉱
を
文
献
（
馬
淵1987

）

で
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
組
成
に
近
い
も
の
が
全

く
存
在
し
な
い
。

一
方
、
内
徳
里
古
墳
群
か
ら
出
土
し
た
方
鉛
鉱

の
組
成
は
、
図
４
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
方

鉛
鉱
と
し
て
は
最
も
一
般
的
な
組
成
に
属
し
て
い

て
、
詳
細
に
見
な
い
と
そ
の
鉱
山
を
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
図
４
の
該
当
部
分

を
拡
大
し
て
示
し
た
の
が
図
５
で
あ
る
。

図
５
か
ら
判
る
こ
と
は
内
徳
里
古
墳
群
の
方
鉛

鉱
が
対
島
の
対
州
鉱
山
（
表
２
の
２
）
と
完
全
に

一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
東
ア
ジ

ア
で
知
ら
れ
て
い
る
二
百
余
の
鉱
山
の
中
で
、
完

全
に
一
致
す
る
の
は
対
州
鉱
山
だ
け
で
あ
り
、
し

か
も
対
馬
は
内
徳
里
か
ら
わ
ず
か
百
キ
ロ
の
距
離

に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
現
地
鉱
山
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
と
結
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
、
弥
生
期
の
佐
賀
県
久
里
大
牟
田
と
久
里
野
田

遺
跡
の
鉛
製
矛
の
鉛
同
位
体
比
（
表
２
の
２
）
と

も
良
く
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
楽
浪
土
城
と
内
徳
里
古
墳
の
方
鉛

鉱
の
出
所
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
鉛
の
精
錬
は
容

易
で
あ
り
、
銅
や
錫
の
供
給
を
中
国
に
仰
い
で
い

た
時
代
に
あ
っ
て
も
、
朝
鮮
半
島
や
日
本
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
現
地

産
が
補
助
的
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
も
は
や
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ

う
。な

お
、
参
考
の
た
め
、
漢
代
や
弥
生
時
代
後
期
に
広
く
用
い
ら
れ

て
い
た
「
漢
代
・
弥
生
後
期
の
鉛
」
に
つ
い
て
、
漢
代
青
銅
器
や
漢

図 4　朝鮮半島出土の方鉛鉱と各地鉛鉱山の鉛同位体比
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代
舶
載
鏡
、
平
形
銅
剣
、
広
形
銅
矛
、
銅
鐸
、
銅
鏃
の
鉛
同
位
体
比

（
中
心
組
成
）
を
表
２
の
４
に
示
す
。

４　

朝
鮮
半
島
産
鉛
の
使
用
例

朝
鮮
半
島
産
の
鉛
が
使
用
さ
れ
た
確
実
な
例
を
楽
浪
土
城
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
楽
浪
土
城
の
場
合
に
は
、
方
鉛
鉱
の
他
に
銅
製

品
、
銅
鏃
、
青
銅
塊
な
ど
が
同
一
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
が
、
方

鉛
鉱
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
遺
物
を
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
図
６

は
楽
浪
土
城
か
ら
出
土
し
た
方
鉛
鉱
、
銅
製
品
、
銅
鏃
、
青
銅
塊

な
ど
の
遺
物
の
鉛
同
位
体
比
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
斉
藤

2006

）。
図
６
か
ら
判
る
よ
う
に
、
楽
浪
土
城
の
遺
物
で
最
も
多
い
の
は
、

「
漢
代
・
弥
生
後
期
の
鉛
」
の
鉛
同
位
体
比
を
持
つ
青
銅
器
で
あ

る
。
一
方
、
楽
浪
土
城
の
方
鉛
鉱
は
図
の
右
上
に
あ
り
、
そ
の
両
者

を
つ
な
ぐ
直
線
上
に
、
か
な
り
の
青
銅
器
の
鉛
同
位
体
が
分
布
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
は
、
そ
の
当
時
、
主
原
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

た
「
漢
代
・
弥
生
後
期
の
鉛
」
に
「
楽
浪
の
鉛
」
を
添
加
し
て
使
用

し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
主
原
料
の
銅
や
錫
を
中
国
に
依
存
す
る

状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
添
加
使
用
す
る
鉛
は
現
地
産
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

鋳
造
技
術
面
か
ら
言
っ
て
も
、
鉛
の
添
加
使
用
は
十
分
に
考
え
ら

れ
る
。
鉛
の
添
加
は
融
点
の
低
下
を
も
た
ら
し
、
溶
湯
の
流
動
性
を

高
め
、
鋳
造
性
を
向
上
さ
せ
る
。
鋳
造
作
業
の
現
場
に
お
い
て
、
溶

湯
の
状
況
を
見
な
が
ら
、
い
わ
ば
鋳
造
性
の
向
上
剤
と
し
て
添
加
し

た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

楽
浪
土
城
か
ら
の
出
土
青
銅
器
に
朝
鮮
半
島
産
鉛
が
用
い
ら
れ
た

も
う
ひ
と
つ
の
例
は
五
銖
銭
で
あ
る
。
図
１
に
示
し
た
よ
う
に
、
楽

図 5　金海内徳里古墳出土の方鉛鉱と各地鉛鉱山の鉛同位体比
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浪
土
城
出
土
の
五
銖
銭
の
鉛
同
位
体
比
（
表
２
の
３
）
が
南
部
朝
鮮

半
島
の
鉛
鉱
山
の
鉛
や
六
世
紀
以
降
の
朝
鮮
半
島
の
青
銅
器
の
鉛
の

分
布
に
良
く
乗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
五
銖
銭
は
、
半
両
銭
と

一
緒
に
で
て
い
る
こ
と
や
「
銖
」
の
「
朱
頭
」
が
方
折
し
て
い
る
こ

と
か
ら
前
漢
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
朝
鮮
半
島
南
部
鉱
山
の
鉛
が

紀
元
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
鉛
同
位
体
比
が
旧
説
の
「
朝
鮮
半
島
産
鉛
Ｄ
ラ
イ
ン
」
と
は
全

く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
ほ
し
い
。

以
上
に
よ
っ
て
、
弥
生
時
代
後
期
に
は
朝
鮮
半
島
産
あ
る
い
は
日

本
産
の
鉛
が
併
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
得
た
と
考
え
る
。

５　

平
原
鏡
へ
の
添
加
使
用

平
原
王
墓
か
ら
出
土
し
た
四
〇
面
の
鉛
同
位
体
比
が
『
平
原
弥
生

古
墳
』（
原
田1991

）
と
『
平
原
遺
跡
』（
早
川2000

）
に
載
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
鉛
同
位
体
比
な
ど
に
つ
い
て
鏡
番
号
を
新
番
号
に

替
え
て
表
３
に
ま
と
め
、
そ
の
分
布
を
図
７
に
示
す
。
図
に
は
楽
浪

土
城
出
土
の
方
鉛
鉱
も
併
せ
て
示
す
が
、
図
６
と
比
較
し
て
、
非
常

に
良
く
似
た
形
と
な
っ
て
い
る
の
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
漢

代
・
弥
生
後
期
の
鉛
」
と
「
楽
浪
の
鉛
」
を
結
ぶ
直
線
上
に
分
布
す

る
平
原
鏡
が
全
体
の
半
数
近
く
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実

は
、
平
原
鏡
が
朝
鮮
半
島
か
あ
る
い
は
日
本
で
作
ら
れ
た
可
能
性
を

強
く
示
し
て
お
り
、
中
国
で
作
ら
れ
た
可
能
性
を
強
く
否
定
す
る
。

図
７
に
は
、
こ
の
直
線
上
に
載
る
遺
物
が
他
に
も
出
て
い
る
の
で

一
緒
に
示
す
。
す
な
わ
ち
、「
楽
浪
の
鉛
」
を
使
用
し
た
と
考
え
る

こ
と
の
で
き
る
例
が
平
原
鏡
の
他
に
も
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
鉛

同
位
体
比
を
表
２
の
５
に
示
す
。

①
福
岡
県
小
倉
区
今
村
清
川
町
古
墳
の
仿
製
鋸
歯
文
鏡

②
福
岡
市
井
尻
Ｂ
遺
跡
（
弥
生
末
～
古
墳
期
）
の
ブ
ロ
ン
ズ
錆

③
筑
紫
郡
那
珂
川
町
宗
石
遺
跡
の
甕
棺
出
土
の
銅
釧
（
黒
色
）

図 6　楽浪土城出土の方鉛鉱と青銅器遺物の鉛同位体比
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④
岡
山
県
中
原
25
号
墳
の
鉛
製
耳
環

⑤
春
日
市
ウ
ト
グ
チ
Ｂ
地
点
の
鉛
ガ
ラ
ス
勾
玉

鉛
製
耳
環
と
鉛
ガ
ラ
ス
の
場
合
は
、
混
合
使
用
の
可
能
性
は
少
な

い
の
で
「
楽
浪
土
城
の
鉛
」
と
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
場
合
の
み
を

示
し
た
が
、
類
似
組
成
を
示
す
も
の
が
こ
の
他
に
も
あ
る
。

上
記
に
つ
い
て
は
、
④
と
⑤
は
朝
鮮
半
島
の
製
品
が
も
た
ら
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
が
、
①
～
③
は
お
そ
ら
く
日
本
で
製
作
さ
れ
た
青

銅
器
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
平
原
鏡
を
前
後

し
て
日
本
に
お
い
て
も
、「
楽
浪
の
鉛
」
が
使
わ
れ
て
い
た
と
言
え

る
の
で
あ
る
。

６　

平
原
鏡
の
個
別
検
討

平
原
鏡
に
は
、
舶
載
鏡
と
し
て
異
論
の
な
い
長
宜
子
孫
内
行
花
文

四
葉
鏡
と
虺
龍
鏡
各
一
面
の
ほ
か
に
、
尚
方
作
流
雲
文
縁
方
格
規
矩

四
神
鏡
九
面
、
尚
方
作
鋸
歯
文
縁
方
格
規
矩
四
神
鏡
一
二
面
、
銘
帯

鋸
歯
文
縁
方
格
規
矩
四
神
鏡
一
面
、
陶
氏
作
鋸
歯
文
縁
方
格
規
矩
四

神
鏡
九
面
、
無
銘
鋸
歯
文
縁
方
格
規
矩
四
神
鏡
一
面
と
、
元
々
か
ら

仿
製
鏡
と
さ
れ
て
き
た
超
大
型
内
行
花
文
鏡
五
面
と
大
宜
子
孫
内
行

花
文
四
葉
鏡
一
面
、
合
計
四
〇
面
あ
る
。

こ
れ
ら
の
鉛
同
位
体
比
の
中
に
は
、
図
７
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、「
楽
浪
の
鉛
」
が
添
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る

が
、「
漢
代
・
弥
生
後
期
の
鉛
」
を
そ
の
ま
ま
示
す
鏡
も
あ
る
。
そ

の
た
め
、
鏡
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
同
型
の
あ
る
鏡
、
陶
氏
銘
の

鏡
、
従
来
よ
り
仿
製
説
の
あ
っ
た
鏡
に
分
け
て
、
鉛
同
位
体
比
を
調

べ
て
み
た
の
が
図
８
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、「
楽
浪
の
鉛
」
が
使
用
さ
れ
た
右
上
側
の
鏡
は
、
同

型
鏡
あ
る
い
は
陶
氏
鏡
、
す
な
わ
ち
仿
製
鏡
を
思
わ
せ
る
鏡
ば
か
り

図 7　平原出土鏡と楽浪土城方鉛鉱の鉛同位体比の関係
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で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
中
国
鏡
が
確
実
と
さ
れ
る
二
面
の
鏡
は
い

ず
れ
も
最
左
下
側
に
分
布
し
て
い
て
、
明
瞭
な
違
い
を
示
し
て
い

る
。そ

の
他
の
鏡
に
つ
い
て
は
、
鉛
同
位
体
比
か
ら
は
仿
製
鏡
を
示
す

明
確
な
兆
候
は
な
い
が
、
従
来
か
ら
仿
製
鏡
と
さ
れ
て
き
た
超
大
型

内
行
花
文
鏡
の
鉛
同
位
体
比
に
近
い
も
の
が
残
り
の
半
数
近
く
あ

る
。
そ
の
中
に
は
、
多
く
の
研
究
者
が
仿
製
鏡
と
し
て
い
る
大
宜
子

孫
内
行
花
文
鏡
も
含
ま
れ
て
い
る
。

以
上
に
つ
い
て
総
合
し
て
み
れ
ば
、
楽
浪
土
城
出
土
の
方
鉛
鉱
を

添
加
使
用
し
た
鏡
は
す
べ
て
柳
田
康
雄
氏
が
仿
製
鏡
と
認
め
た
も
の

で
あ
り
、
柳
田
氏
が
舶
載
鏡
と
し
て
認
め
た
二
面
だ
け
が
、
そ
の
他

の
平
原
鏡
と
異
な
っ
た
鉛
同
位
体
比
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

更
に
言
え
ば
、
従
来
か
ら
仿
製
鏡
と
さ
れ
て
い
た
超
大
型
の
内
行
花

文
八
葉
鏡
（
八
咫
鏡
）
や
大
宜
子
孫
内
行
花
文
四
葉
鏡
の
鉛
同
位
体

比
と
の
関
係
か
ら
敷
衍
す
れ
ば
、
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
て
、
柳
田
説

を
全
面
的
に
肯
定
で
き
る
と
言
え
よ
う
。

問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
仿
製
鏡
の
作
製
地
を
日
本
と

す
る
か
楽
浪
を
含
む
朝
鮮
半
島
と
す
る
か
で
あ
る
。
こ
の
回
答
を
鉛

同
位
体
比
か
ら
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
朝
鮮
半
島
か
ら
類
似
の

鏡
、
例
え
ば
超
大
型
鏡
な
ど
の
出
土
が
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
日
本

製
の
仿
製
鏡
と
見
る
の
が
や
は
り
妥
当
だ
と
考
え
る
。

四
　
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鉛
同
位
体
比

平
原
鏡
（
表
３
）
に
は
、
中
国
出
土
鏡
に
は
き
わ
め
て
少
な
い
同

型
鏡
が
数
多
く
含
ま
れ
、
鉛
同
位
体
比
の
検
討
か
ら
見
る
と
、
そ
れ

ら
の
製
作
地
が
、
日
本
（
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
）
で
あ
る
可
能
性
が

図 8　平原出土鏡の特徴別にみた鉛同位体比分布

仿

□
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高
い
こ
と
を
前
章
で
述
べ
た
。

こ
れ
ら
の
結
論
は
、
既
に
柳
田

康
雄
氏
が
鏡
の
詳
細
な
観
察
に

基
づ
き
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
仿

製
鏡
で
あ
る
と
し
た
報
告
を
全

面
的
に
支
持
す
る
結
果
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
時
代

的
に
見
て
平
原
鏡
の
後
に
続

き
、
同
型
鏡
の
夥
し
い
三
角
縁

神
獣
鏡
も
、
仿
製
鏡
で
あ
り
、

そ
の
製
作
地
が
日
本
（
あ
る
い

は
朝
鮮
半
島
）
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
こ
と
に
な
る
。

三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
地
に

つ
い
て
、
従
前
の
鏡
の
様
式
論

的
な
研
究
か
ら
離
れ
て
、
鉛
同

位
体
比
の
デ
ー
タ
を
活
用
す
る

こ
と
か
ら
突
破
口
を
見
い
だ
せ

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
筆

者
の
永
年
に
わ
た
る
視
点
で

あ
っ
た
。

三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
地
に

つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、
奥
野

表 3　平原鏡の同笵鏡関係と鉛同位体比



17

平原鏡から三角縁神獣鏡へ

正
男
氏
（
奥
野1982

）
や
王
仲
殊
氏
（
王1981

）
の
鏡
様
式
の
研

究
に
よ
っ
て
国
産
説
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
も
の
の
、

魏
鏡
説
に
つ
い
て
も
、
魏
晋
鏡
の
概
念
成
立
や
三
角
縁
神
獣
鏡
と
の

属
性
類
似
か
ら
や
は
り
様
式
論
的
な
反
論
が
あ
り
、
そ
の
後
、
い
ず

れ
の
側
に
も
決
定
的
な
論
拠
が
乏
し
く
膠
着
状
態
に
入
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
研
究
を
総
合
的
に
見
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
注

目
す
べ
き
研
究
動
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
従
来
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
舶
載
鏡
と
仿
製
鏡
の
区
分
は
比
較

的
に
容
易
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
舶
載
鏡
の
様
式
研
究
が
進

み
、
舶
載
鏡
に
も
五
段
階
ほ
ど
の
変
遷
が
あ
り
、
そ
の
最
終

段
階
で
は
多
く
の
点
で
仿
製
三
角
縁
神
獣
鏡
に
連
続
し
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

②
そ
の
一
方
で
、
中
国
に
お
け
る
魏
晋
期
の
鏡
の
研
究
が
進

み
、
魏
晋
に
お
い
て
も
製
作
技
術
の
劣
る
「
仿
製
鏡
的
な

鏡
」
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
日
本
出
土
の
仿
製
鏡
と
さ

れ
て
い
た
鏡
の
中
に
も
、
魏
晋
鏡
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

③
同
型
鏡
な
ど
の
製
作
技
術
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
み
、
踏
み

返
し
鏡
の
具
体
的
な
事
例
や
同
笵
鏡
の
鋳
型
復
元
案
な
ど
、

極
め
て
有
益
で
実
証
的
な
デ
ー
タ
が
増
え
て
い
る
。

筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
進
展
も
考
慮
し
な
が
ら
、
鏡
の
外

観
的
な
様
式
研
究
と
は
別
に
、
鉛
同
位
体
比
の
解
析
を
通
じ
て
、
い

わ
ば
鏡
の
内
を
見
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
従
来
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
産

地
論
争
と
は
独
立
し
た
視
点
か
ら
議
論
を
進
め
た
い
。

し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
考
古
学
的
な
成
果
を
ま
っ
た
く
援
用

せ
ず
に
議
論
を
進
め
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合

で
も
、
で
き
る
限
り
国
産
論
で
は
な
く
、
魏
鏡
論
を
唱
え
る
研
究
者

の
意
見
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
結
論
が
「
三
角
縁
神
獣
鏡

は
魏
鏡
で
は
な
い
」
と
で
た
時
に
、
国
産
論
の
研
究
者
の
意
見
を
採

用
し
て
い
た
の
で
は
、
循
環
論
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。１　

比
較
対
象
の
魏
鏡
は
斜
縁
二
神
二
獣
鏡

中
国
出
土
の
三
角
縁
神
獣
鏡
が
あ
り
、
そ
の
鉛
同
位
体
比
等
と
日

本
出
土
の
三
角
縁
神
獣
鏡
を
比
較
で
き
れ
ば
好
都
合
で
あ
る
が
、
中

国
か
ら
未
だ
一
面
も
出
土
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、
そ
れ
は
無
い

も
の
ね
だ
り
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
実
は
、
鉛
同
位
体

比
を
援
用
し
た
青
銅
鏡
の
研
究
が
始
ま
っ
て
か
ら
既
に
三
〇
年
に
も

な
る
の
に
、
中
国
出
土
が
確
実
な
青
銅
鏡
に
つ
い
て
、
未
だ
に
鉛
同

位
体
比
を
分
析
し
た
例
が
皆
無
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鉛
同
位
体
比
の
比
較
対
象
も
全
て

日
本
出
土
の
中
国
鏡
す
な
わ
ち
「
舶
載
鏡
」
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、「
舶
載
鏡
」
に
は
日
本
で
複
製
さ
れ
た
鏡
が
混
入
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
が
研
究
の
隘
路
と
な
る
。

そ
の
た
め
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
比
較
対
象
鏡
種
を
ど
の
よ
う
に
し
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て
設
定
す
る
か
が
最
も
重
要
な
要
件
と
な
る
。

さ
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
三
角
縁
神
獣
鏡
を
魏
鏡
と
す
る
基
本
的

な
視
点
は
、
そ
れ
ら
が
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
鏡
で
あ
る
と
す
る
見

解
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は
卑
弥
呼
遣
使
の
西
暦

二
三
八
年
頃
の
魏
鏡
と
し
て
始
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ

り
、
時
代
の
下
っ
た
晋
鏡
で
あ
っ
て
は
そ
の
重
要
性
を
失
っ
て
し
ま

う
。以

下
の
論
議
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
循
環
論
法
に
陥
る
危
険

性
を
避
け
る
た
め
、
極
力
「
魏
鏡
説
」
を
採
る
研
究
者
の
見
解
に
基

づ
き
進
め
た
い
。

ま
ず
、「
魏
鏡
説
」
を
採
る
岡
村
秀
典
氏
の
漢
鏡
の
時
代
区
分
を

見
て
み
よ
う
（
岡
村1993a

、1999

）。
岡
村
氏
は
後
漢
鏡
を
漢
鏡

五
期
か
ら
漢
鏡
七
期
に
分
類
し
て
い
る
が
、
そ
の
最
終
段
階
の
漢
鏡

七
期
に
は
魏
鏡
も
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
鏡
七
期
の
主
要

な
鏡
と
し
て
は
、
第
一
段
階
に
浮
彫
式
獣
帯
鏡
、
第
二
段
階
に
画
文

帯
神
獣
鏡
、
第
三
段
階
に
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
が
あ
る
と
し
た
上
で
、

第
三
段
階
の
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
を
三
世
紀
前
半
の
魏
鏡
に
位
置
付
け

て
い
る
の
で
あ
る
（
岡
村1999

、2001

）。

一
方
、
同
じ
く
「
魏
鏡
説
」
を
採
る
福
永
伸
哉
氏
は
、
斜
縁
神
獣

鏡
の
代
表
で
あ
る
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
に
つ
い
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と

同
じ
く
外
周
突
線
が
あ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
魏
鏡
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
（
福
永2005

）。

ま
た
、
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
の
流
行
地
域
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く

「
魏
鏡
説
」
を
採
る
西
川
寿
勝
氏
に
よ
れ
ば
楽
浪
で
あ
る
が
、
岡

村
氏
に
よ
れ
ば
徐
州
も
考
慮
に
い
れ
て
お
り
、「
魏
鏡
説
」
研
究
者

の
唱
え
る
三
角
縁
神
獣
鏡
の
産
地
説
（
渤
海
沿
岸
や
楽
浪
）（
福
永

1994b

、
森
田1999

、
西
川2000

）
と
も
一
致
し
て
い
る
。

三
角
縁
神
獣
鏡
が
卑
弥
呼
へ
の
下
賜
鏡
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
西

暦
二
四
〇
年
頃
の
こ
と
で
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
三
角
縁
神
獣
鏡
の
比

較
対
象
と
し
て
、
時
期
、
地
域
共
に
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
以
上
に
適
し

た
鏡
は
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
比
較
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
三
角
縁
神
獣
鏡
と

し
て
は
何
が
適
当
で
あ
ろ
う
か
。　

近
年
の
「
魏
鏡
説
」
に
よ
れ
ば
（
福
永1994a

、
岸
本1993

、

1995

）、
三
角
縁
神
獣
鏡
に
も
様
式
に
変
遷
が
あ
る
と
い
う
。
し
た

が
っ
て
、
卑
弥
呼
の
下
賜
鏡
に
相
当
す
る
の
は
そ
の
初
期
段
階
の
鏡

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
福
永
伸
哉
氏
が
Ａ
段
階
と
し
た
鏡
を
初
期
の
三

角
縁
神
獣
鏡
と
し
て
採
用
す
る
。

２　

斜
縁
神
獣
鏡
と
大
き
く
異
な
る
三
角
縁
神
獣
鏡

斜
縁
二
神
二
獣
鏡
で
鉛
同
位
体
比
が
判
明
し
て
い
る
場
合
が
九
件

あ
る
が
、
中
期
古
墳
の
長
野
県
兼
清
塚
古
墳
出
土
鏡
を
除
く
前
期

古
墳
出
土
の
八
件
は
全
て
、
鉛
同
位
体
比208Pb/206Pb

が2.120

以
下
で
あ
る
。
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
に
近
い
斜
縁
神
獣
鏡
を
二
面
加
え

て
表
４
の
３
に
示
す
。

な
お
、
表
４
の
１
に
は
漢
鏡
七
期
第
一
段
階
の
浮
彫
式
獣
帯
鏡
、
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表 4　三角縁神獣鏡の比較対象鏡の鉛同位体比明細
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表
４
の
２
に
は
第
二
段
階
に
画
文
帯
神
獣
鏡
に
つ

い
て
も
参
考
の
た
め
に
鉛
同
位
体
比
を
示
す
。

斜
縁
二
神
二
獣
鏡
の
鉛
同
位
体
比
は
、
時
代
も

遡
り
流
行
地
域
も
異
な
る
画
文
帯
鏡
や
獣
帯
鏡

と
比
較
し
て
も
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
て
、
斜
縁
二

神
二
獣
鏡
だ
け
の
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
事

実
、
呉
の
紀
年
鏡
の
赤
烏
元
年
鏡
（
西
暦
二
三
八

年
）
や
赤
烏
七
年
鏡
（
西
暦
二
四
四
年
）
は
、
卑

弥
呼
遣
使
の
頃
の
鏡
で
あ
る
が
、
鉛
同
位
体
比

208Pb/206Pb
が2.120

以
下
で
あ
り
、
斜
縁
二

神
二
獣
鏡
と
類
似
し
た
鉛
同
位
体
比
を
持
っ
て
い

る
。
し
か
も
、
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
は
ほ
と
ん
ど
全

て
古
墳
か
ら
の
出
土
で
あ
り
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の

副
葬
時
期
と
も
一
致
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
三
角
縁
神
獣

鏡
の
比
較
対
象
の
魏
鏡
と
し
て
は
斜
縁
二
神
二
獣

鏡
が
最
適
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
得
た
と
考
え
る
。

一
方
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
Ａ
段
階
の
鉛
同
位
体

比
分
析
結
果
は
二
十
四
件
あ
る
が
、
こ
れ
を
表
４

の
４
に
示
す
。
全
て208Pb/206Pb

が2.120

～

2.140

で
あ
る
。

以
上
の
比
較
の
他
に
、
国
産
鏡
の
鉛
同
位
体
比

と
の
比
較
も
欠
か
せ
な
い
視
点
で
あ
る
。
表
４
の

５
に
仿
製
鏡
と
し
て
代
表
的
な

龍
鏡
・
珠
文
鏡
・
重
圏
文
鏡
・
獣

形
鏡
の
鉛
同
位
体
比
に
つ
い
て
整
理
し
て
示
す
。

表
４
の
鉛
同
位
体
比
の
分
布
を208Pb/206Pb

で
整
理
し
た
の

が
表
５
で
あ
る
。

表
５
に
よ
れ
ば
、
三
角
縁
神
獣
鏡
Ａ

段
階
の
鏡
は
、
魏
鏡
で
あ
る
斜
縁
二
神

二
獣
鏡
と
は
全
く
異
な
っ
た
鉛
同
位
体

比
を
持
ち
、
し
か
も
代
表
的
な
仿
製
鏡

の
鉛
同
位
体
比
に
良
く
一
致
し
て
い

る
。
性
急
に
言
え
ば
、魏
鏡
で
は
な
い
。

こ
こ
で
少
し
補
足
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
の
中
で
、
唯
一

例
外
的
に208Pb/206Pb

が2.1245

を
示
す
長
野
県
の
兼か
ね
き
よ
づ
か
こ
ふ
ん

清
塚
古
墳
鏡
は
時

代
の
下
る
中
期
古
墳
か
ら
出
土
し
た
も

の
で
あ
り
、
複
製
鏡
の
可
能
性
の
高
い

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
出
土
し

た
画
文
帯
神
獣
鏡
破
片
と
仿
製
内
行
花

文
鏡
の
鉛
同
位
体
比
が
極
め
て
近
い
値

を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
時
製
作

を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
同
一
遺
跡
出
土
鏡
の
鉛

同
位
体
比
の
類
似
性
で
後
述
す
る
。

表 5　斜縁二神二獣鏡と三角縁神獣鏡 A段階の鉛同位体比比較
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ま
た
、
画
文
帯
鏡
や
獣
帯
鏡
の
一
部
に
は
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鉛
同

位
体
比
に
一
致
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
仿
製
鏡
の
鉛
同
位
体
比
と
も

一
致
し
て
い
て
、
複
製
鏡
の
可
能
性
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
持
っ

て
三
角
縁
神
獣
鏡
を
中
国
製
と
見
る
訳
に
は
行
か
な
い
。

３　

同
一
遺
跡
出
土
鏡
の
鉛
同
位
体
比
の
類
似
性

複
製
鏡
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
小
林
行
雄
氏
が
、
仿
製

三
角
縁
神
獣
鏡
の
同
笵
番
号
一
〇
一
鏡
の
三
面
に
つ
い
て
、
中
国
鏡

の
複
製
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
（
小
林1971

）
の
で
あ
る

か
ら
、
い
ま
さ
ら
異
議
を
呈
す
る
研
究
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
更

に
小
林
氏
は
「
中
国
鏡
を
踏
み
返
し
て
作
っ
た
仿
製
鏡
は
無
制
限
に

存
在
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る

ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
は
、
魏
鏡
説
を
唱
え
る
研
究

者
が
、
複
製
鏡
の
存
在
を
重
視
し
て
文
様
の
編
年
や
紀
年
鏡
の
研
究

を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

そ
れ
は
複
製
鏡
の
存
在
を
重
視
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
必
然
的
に
そ

の
複
製
地
に
つ
い
て
議
論
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
三
角
縁
神
獣
鏡

を
全
て
魏
鏡
と
す
る
学
説
に
と
っ
て
煩
雑
な
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
問
と
し
て
「
魏
鏡
説
」
を
唱
え
る
の

で
あ
れ
ば
、
複
製
が
可
能
な
の
に
、
な
ぜ
複
製
を
行
わ
な
か
っ
た
か

と
い
う
素
朴
な
疑
問
に
、
正
面
か
ら
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
る
。

そ
の
意
味
で
、
鉛
同
位
体
比
の
分
析
結
果
が
複
製
鏡
の
存
在
を
極

め
て
強
く
示
唆
す
る
事
例
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
ら
を
紹
介
し
た

い
。そ

れ
は
、
同
一
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
鏡
の
中
に
、
流
行
時
期
も
流

行
地
域
も
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉛
同
位
体
比
が
（
同
一
の
鏡

の
よ
う
に
）
一
致
し
て
い
る
事
例
が
数
多
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
他
人
の
空
似
」
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
整

理
し
て
表
６
に
示
す
。

類
似
性
の
評
価
に
当
っ
て
は
、「
鉛
同
位
体
類
似
指
数
」
を
用
い

る
が
、
そ
の
定
義
に
つ
い
て
は
文
末
の
［
註
］
に
示
す
。
こ
の
指
数

が
〇
・
〇
五
％
以
下
で
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ
同
一
の
鉛
同
位
体
比
と
判
断

す
る
。

表
６
か
ら
直
ち
に
判
る
よ
う
に
、
漢
鏡
五
期
鏡
と
仿
製
鏡
、
漢
鏡

七
期
の
鏡
と
仿
製
鏡
、
華
南
鏡
と
華
北
鏡
と
楽
浪
鏡
な
ど
本
来
は
別

の
鉛
同
位
体
比
に
属
す
る
鏡
種
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
同
一
の

鉛
同
位
体
比
を
示
す
例
が
多
い
。
一
例
だ
け
な
ら
ば
「
他
人
の
空

似
」
で
退
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
多
く
の
事
例
が
重
な
る

と
、
偶
然
と
ば
か
り
と
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
。

特
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
兵
庫
県
城
の
山
古
墳
の
例
で

あ
る
。
表
に
示
し
た
二
例
は
共
に
車
崎
正
彦
氏
が
魏
晋
の
倣
古
鏡
と

し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
（
車
崎1999a

）、
両
者
の
鉛
同

位
体
比
が
誤
差
も
な
く
完
全
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
筆
者
も
最
近
に
な
っ
て
発
見
し
た
古
い
化
学
分
析
例
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
二
鏡
の
分
析
値
が
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
も
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表 6　同一遺跡出土鏡の同一鉛同位体比の例 ( 鉛同位体類似指数 )
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完
全
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
安
田1967

）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｘ　
　

Ｙ　
　
　

Sn　
　

Pb
唐
草
文
帯
重
圏
文
鏡　

0.8605　

2.1277　

17.9

％　

3.4

％

方
格
規
矩
八
禽
鏡　
　

0.8607　

2.1280　

17.8

％　

3.4

％

　
　
　
　
　
　
　
（
Ｘ
はPb207/Pb206

、
Ｙ
はPb208/Pb206

）

鋳
造
技
術
面
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
ほ
ど
完
全
な
一
致
を
示
す
の

は
、
同
一
場
所
、
同
時
期
の
場
合
で
も
き
わ
め
て
稀
で
あ
り
、
同
一

の
溶
解
（
同
一
チ
ャ
ー
ジ
）
で
二
面
を
同
時
に
鋳
込
ん
だ
可
能
性
が

極
め
て
高
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
魏
晋
鏡
と
す
る
な
ら
ば
、
城
の
山
古
墳
の
地
方
有
力
者

が
魏
晋
か
ら
一
括
輸
入
し
た
か
、
大
和
政
権
が
一
括
輸
入
し
て
、
更

に
一
括
し
て
下
賜
し
た
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

れ
よ
り
も
地
方
有
力
者
が
好
み
の
サ
ン
プ
ル
鏡
を
指
定
し
て
、
複

製
を
依
頼
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
唐

草
文
帯
重
圏
文
鏡
に
は
鈕
上
に
小
突
起
（
鳥
目
）
が
明
瞭
に
残
っ

て
お
り
、
技
術
面
か
ら
も
複
製
鏡
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
（
新
井

2011

）。
そ
の
上
、
こ
れ
ら
の
鏡
は
中
国
に
魏
晋
鏡
と
し
て
の
類
例

が
見
つ
か
る
ま
で
は
仿
製
鏡
と
さ
れ
て
い
た
鏡
で
あ
る
。

更
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
兵
庫
県
鶴
山
丸
山
古
墳
の
例
を
見
る

と
、
よ
り
明
解
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
鶴
山
丸
山
古
墳
か
ら
同
時
に

出
土
し
た
仿
製
鏡
の
内
、
十
面
が
ま
っ
た
く
同
一
の
鉛
同
位
体
比
を

示
し
て
い
て
、
同
時
に
発
注
し
、
同
時
に
入
荷
し
た
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
状
況
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
全
て
仿
製
鏡
で
あ
る

こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、
城
の
山
古
墳
の
例
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

し
か
も
、
鶴
山
丸
山
古
墳
の
十
例
の
内
に
は
、
仿
製
三
角
縁
神
獣

鏡
が
二
面
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
面
も
他
の
仿
製
鏡
の
鉛
同

位
体
比
と
同
じ
組
成
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
製
作

さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
車
崎
正
彦
氏

の
唱
え
る
「
仿
製
三
角
縁
神
獣
鏡
も
中
国
鏡
」
と
言
う
説
（
車
崎

1999a

）
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
角
縁
神
獣
鏡
の
舶
載
鏡
と
仿
製
鏡
の
連
続
性
か
ら
、「
中
国
鏡

説
」
が
提
起
さ
れ
た
経
過
を
考
え
る
と
、
鶴
山
丸
山
古
墳
に
お
い

て
、
仿
製
三
角
縁
神
獣
鏡
が
そ
の
他
の
日
本
の
仿
製
鏡
と
同
一
組
成

を
持
つ
事
実
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
舶
載
と
仿
製

の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
間
に
様
式
上
な
ぜ
連
続
性
が
あ
る
の
か
に
つ
い

て
、
よ
り
合
理
的
な
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

４　

紀
年
鏡
に
お
け
る
複
製
鏡

国
内
出
土
の
魏
の
紀
年
鏡
に
は
、
景
初
三
年
三
角
縁
神
獣
鏡
、
景

初
三
年
画
文
帯
神
獣
鏡
の
他
に
同
型
鏡
を
持
つ
青
龍
三
年
方
格
規
矩

鏡
、
景
初
四
年
盤
龍
鏡
、
正
始
元
年
三
角
縁
神
獣
鏡
の
六
種
類
が
あ

る
。
こ
の
内
、
鉛
同
位
体
比
が
判
明
し
て
い
る
場
合
を
表
７
に
示

す
。
表
に
は
相
互
間
の
鉛
同
位
体
比
類
似
係
数
の
関
係
も
示
す
（
新

井2005

）。

こ
れ
を
見
る
と
，
正
始
元
年
銘
の
同
型
鏡
に
関
し
て
は
，
柴
崎
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蟹
沢
古
墳
出
土
鏡
と
竹
島

古
墳
出
土
鏡
あ
る
い
は
森

尾
古
墳
出
土
鏡
が
同
一
時

期
、
同
一
場
所
で
製
作
さ

れ
た
と
は
考
え
難
く
、
ま

た
、
景
初
四
年
銘
の
同
型

鏡
に
つ
い
て
も
、
広
峯
15

号
墳
出
土
鏡
と
辰
馬
考
古

資
料
館
所
蔵
鏡
が
同
一
時

期
、
同
一
場
所
で
製
作
さ

れ
た
と
は
考
え
難
い
。
更

に
、
景
初
四
年
銘
の
盤
龍

鏡
は
景
初
三
年
銘
の
三
角

縁
神
獣
鏡
と
銘
文
が
ほ
と

ん
ど
等
し
く
、
同
じ
場
所

で
作
ら
れ
た
と
言
っ
て
も

良
い
ほ
ど
類
似
し
て
い
る

（
樋
口1989

）
が
、
少
な

く
と
も
広
峯
15
号
墳
出
土

鏡
は
別
に
作
ら
れ
た
可
能

性
が
高
い
。

一
方
、
青
龍
三
年
銘
の

同
型
鏡
に
関
し
て
は
、
大

田
南
５
号
墳
の
も
の
と
個
人
蔵
の
も
の
は
類
似
指
数
が
〇
・
一
％
以

下
で
同
一
時
期
、
同
一
場
所
で
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
表
７
に
は
、
同
型
鏡
で
は
な
い
が
紀
年
鏡
の
間
に
極
め

て
鉛
同
位
体
類
似
指
数
の
近
い
も
の
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
正
始
元
年
銘
森
尾
鏡
と
景
初
四
年
銘
辰
馬
鏡
は
類
似
指
数
が

〇
・
〇
二
二
％
で
、
同
一
鏡
内
の
分
析
値
よ
り
も
近
い
関
係
を
示
し

て
お
り
、
ま
た
正
始
元
年
銘
柴
崎
鏡
と
景
初
四
年
銘
広
峯
鏡
の
関
係

も
類
似
指
数
が
〇
・
〇
四
八
％
と
な
っ
て
お
り
、
同
時
に
製
作
さ
れ

た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
ら
の
関
係
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
と
Ａ
と

Ｂ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
製
作
さ
れ
た
状
況
を
示
唆
し
て
い
る
。

Ａ
グ
ル
ー
プ 

 　
　

 

　
　

Ｂ
グ
ル
ー
プ

正
始
元
年
森
尾
鏡　

 

　
　

正
始
元
年
柴
崎
鏡

景
初
四
年
辰
馬
鏡　

 

　
　

景
初
四
年
広
峯
鏡

青
龍
三
年
大
田
南
鏡

青
龍
三
年
個
人
蔵
鏡

す
な
わ
ち
年
号
の
異
な
る
紀
年
鏡
が
セ
ッ
ト
と
な
り
、
二
回
に
わ

た
り
別
々
に
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
景
初
四
年
は
実
際
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
年
号
で
あ

り
、
正
始
元
年
と
同
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
景
初
四
年
と
正
始
元

年
の
紀
年
鏡
が
同
時
に
製
作
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

王
仲
殊
氏
に
よ
れ
ば
、
銘
文
の
文
言
と
字
体
か
ら
見
て
、
景
初
四
年

盤
龍
鏡
と
正
始
元
年
三
角
縁
神
獣
鏡
は
黄
金
塚
出
土
の
景
初
三
年
画

文
帯
神
獣
鏡
と
と
も
に
同
一
人
の
製
作
と
推
定
さ
れ
て
お
り
（
王

表 7　紀年鏡の相互間の鉛同位体類似指数
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1992

）、
そ
の
点
で
も
一
緒
に

作
ら
れ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え

得
る
。

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
別
の

問
題
が
生
ず
る
。
二
面
あ
る
青

龍
三
年
銘
方
格
規
矩
鏡
は
、
い

ず
れ
も
こ
れ
ら
の
正
始
元
年
森

尾
鏡
あ
る
い
は
景
初
四
年
辰
馬

鏡
と
極
め
て
近
い
類
似
指
数
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
青
龍
三
年
（
二
三
五

年
）
の
紀
年
鏡
は
正
始
元
年
お

よ
び
景
初
四
年
（
い
ず
れ
も

二
四
〇
年
）
の
紀
年
鏡
と
一
緒

に
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。

こ
の
よ
う
な
結
果
も
複
製
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す

る
。
し
か
も
、
複
製
を
行
っ
た
場
所
は
、
中
国
で
は
な
い
可
能
性
が

高
い
。
中
国
内
で
の
複
製
で
あ
る
な
ら
ば
、
年
次
の
異
な
る
紀
年
鏡

を
同
時
に
製
作
す
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
西
川
寿
勝

氏
（
西
川2000

）
が
言
う
よ
う
に
、
複
製
が
楽
浪
地
域
で
行
わ
れ

て
い
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。

以
上
の
議
論
は
、
鉛
同
位
体
比
の
関
係
か
ら
の
推
論
で
あ
る
が
、

こ
れ
と
は
別
に
、
中
井
一
夫
氏
が
青
龍
三
年
の
安
満
宮
山
鏡
と
太
田

南
鏡
の
Ｔ
Ｌ
Ｖ
字
部
分
に
つ
い
て
詳
細
に
比
較
し
、
太
田
南
鏡
の
Ｔ

字
部
に
は
、
元
鏡
の
キ
サ
ゲ
加
工
の
あ
と
が
転
写
さ
れ
て
お
り
、
踏

み
返
し
鏡
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
中
井2005

）。
中
井
氏
の
論
文
よ

り
Ｔ
字
部
分
の
比
較
写
真
を
借
用
し
て
図
９
に
示
す
。
元
鏡
（
図
９

の
左
）
が
安
満
宮
山
鏡
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
切
削
仕
上
げ
特

有
の
キ
サ
ゲ
加
工
部
が
、
太
田
南
鏡
（
図
９
の
右
）
で
は
鋳
肌
面
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
現
象
そ
の
も
の
が
踏
み
返
し
鏡
の
決
定
的
な
証

拠
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
樋
口
隆
康
氏
は
景
初
四
年
鏡
の
観
察
を
行
い
、
年
月
日
の

部
分
が
、
辰
馬
鏡
で
は
一
本
線
で
あ
る
の
に
、
広
峯
鏡
で
は
二
本
の

線
に
ぶ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
踏
み
返
し
鏡
で
あ
る
と
し
て
い
る

（
樋
口1992

）。
こ
の
よ
う
に
紀
年
鏡
を
複
製
鏡
と
認
め
る
見
解
は

決
し
て
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

５　

魏
晋
倣
古
鏡
の
問
題

鉛
同
位
体
比
に
つ
い
て
、
卑
弥
呼
遣
使
頃
の
魏
鏡
「
斜
縁
二
神
二

獣
鏡
」
と
の
比
較
か
ら
、「
三
角
縁
神
獣
鏡
は
魏
鏡
で
は
な
い
」
と

の
結
論
を
導
い
た
。
し
か
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の

製
作
年
代
が
三
世
紀
後
半
に
繰
り
下
が
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
結
論

が
成
立
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

例
え
ば
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
三
世
紀
後
半
の
晋
鏡
で
あ
る
と
し
た

場
合
に
は
、
鉛
同
位
体
比
の
比
較
対
象
鏡
に
適
当
な
も
の
が
な
く
、

図 9　青龍三年方格規矩鏡の安満宮山鏡（左）と太田南
鏡（右）の T字部分。中井一夫「『青龍三年』銘方
格規矩四神鏡について」( 中井 2005) より
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あ
る
い
は
中
国
製
で
あ
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
三

角
縁
神
獣
鏡
が
卑
弥
呼
遣
使
時
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、「
魏
鏡
説
」

と
し
て
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
意
味
は
半
減
し
て
し
ま
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
に
な
っ
て
研
究
が
進
ん
で
い
る
魏
晋
鏡

（
魏
晋
仿
古
鏡
や
魏
晋
復
古
鏡
）
に
つ
い
て
も
、
検
討
し
て
置
く
必

要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

実
は
、
最
近
に
な
っ
て
、
日
本
出
土
の
魏
晋
鏡
と
さ
れ
た
鏡
の
多

く
が
、
か
つ
て
「
仿
製
鏡
」
と
分
類
さ
れ
て
い
た
経
過
が
あ
る
。
そ

れ
ら
を
直
ち
に
中
国
製
と
認
定
す
る
の
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
を
直
ち

に
魏
鏡
と
認
定
す
る
の
に
似
て
、
論
理
的
な
議
論
に
な
じ
ま
な
い
面

が
あ
る
。

し
か
も
、
魏
晋
鏡
の
認
定
に
つ
い
て
も
研
究
者
間
で
差
が
認
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中
途
半
端
な
議
論
を
避
け
て
、
魏
晋
鏡

の
範
囲
を
最
も
広
く
認
定
し
て
い
る
車
崎
正
彦
氏
（
車
崎1999a

、

1999b

、2001

）
の
「
魏
晋
鏡
」
を
対
象
と
し
た
い
。
車
崎
氏
は
、

仿
製
三
角
縁
神
獣
鏡
も
魏
晋
鏡
に
認
定
し
て
い
る
ほ
ど
で
、
明
快
な

面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

車
崎
正
彦
氏
の
挙
げ
る
魏
晋
鏡
の
内
で
鉛
同
位
体
比
の
判
明
し
て

い
る
鏡
を
表
８
に
示
す
。
も
ち
ろ
ん
全
て
日
本
出
土
鏡
で
あ
る
。

こ
の
結
果
を
見
れ
ば
、
魏
晋
倣
古
鏡
の
多
く
が208Pb/206Pb

の
値
で2.120

以
上
で
あ
り
、
三
角
縁
神
獣
鏡
や
仿
製
鏡
の
鉛
同
位

体
比
と
一
致
し
て
い
て
、
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
の208Pb/206Pb

が

2.120

以
下
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡

は
魏
晋
鏡
と
同
じ
鉛
同
位
体
比
を
持
つ
と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
そ

う
で
あ
る
。

し
か
し
、
表
８
の
魏
晋
鏡
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
、
日
本
で
複
製
ま
た
は
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ

る
。ま

ず
、
青
龍
三
年
鏡
、
景
初
四
年
鏡
、
景
初
三
年
鏡
の
五
面
の
紀

年
鏡
に
は
同
型
鏡
が
あ
り
、
国
内
で
複
製
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
鏡

で
あ
る
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。

同
様
な
こ
と
が
、
十
三
塚
鏡
の
場
合
も
言
え
る
。
十
三
塚
鏡
は
、

仿
製
鏡
と
扱
わ
れ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
同
型
鏡
（
伝
生
駒
鏡
）

が
知
ら
れ
て
お
り
、
紀
年
鏡
と
状
況
が
ま
っ
た
く
変
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

更
に
、
北
山
茶
臼
山
西
古
墳
鏡
は
四
世
紀
の
古
墳
か
ら
の
出
土

で
あ
り
、
も
と
も
と
「
仿
製
方
格
規
矩
鏡
の
退
行
期
」
と
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
（
田
口1988

）。
し
か
も
、
中
井
一
夫
氏
は
こ
の

方
格
規
矩
鏡
に
つ
い
て
、
詳
細
に
観
察
し
た
上
で
、「
踏
み
返
し
技

法
」
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
鏡
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
（
中
井 

2003

）。
ま
た
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
城
の
山
古
墳
の
方
格
規
矩
八
禽
鏡

と
唐
草
文
帯
重
圏
文
鏡
は
、
完
全
に
鉛
同
位
体
比
や
化
学
成
分
が
一

致
し
て
お
り
、
同
一
溶
解
に
よ
り
日
本
で
作
ら
れ
た
可
能
性
が
極
め

て
高
い
鏡
で
あ
る
。
し
か
も
城
の
山
古
墳
の
唐
草
文
帯
重
圏
文
鏡
に

は
、
鈕
の
上
に
小
突
起
「
鳥
目
」
が
残
留
し
て
い
る
。
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そ
も
そ
も
、
日
本
に
お
け
る
魏
晋
倣
古
鏡
で
は
そ
の
多
く

に
同
型
鏡
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
中
国
に
お
け
る
魏
晋
倣
古

鏡
で
は
未
だ
同
型
鏡
の
例
は
な
い
と
言
う
（
車
崎2001

）。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
コ
ピ
ー
は
日
本
で
行
わ
れ
た
可
能
性
が
よ

り
高
く
、
表
８
に
掲
げ
た
鏡
の
ほ
と
ん
ど
が
仿
製
鏡
の
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
表
８
の
最
下
欄
に
示
し
た
愛
媛
県
相
の
谷
１
号
墳

の
斜
縁
二
禽
二
獣
鏡
は
、
愛
媛
県
朝
日
谷
２
号
墳
の
斜
縁
二

禽
二
獣
鏡
と
同
時
期
、
同
地
域
で
同
一
の
鏡
種
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
筆
者
が
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
鉛
同
位
体
比
は

斜
縁
二
神
二
獣
鏡
に
一
致
し
て
い
て
、
こ
ち
ら
の
方
は
中
国

鏡
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
朝
日
谷
２
号
墳
の
斜
縁

二
禽
二
獣
鏡
は
前
橋
天
神
山
の
鏡
と
共
に
徐
乃
昌
著
『
小
壇

欒
宝
鏡
影
』
に
載
る
斜
縁
二
禽
二
獣
鏡
に
似
る
こ
と
か
ら
、

魏
晋
倣
古
鏡
と
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
鈕

座
の
周
り
の
乳
径
が
中
国
鏡
に
は
見
ら
れ
ぬ
大
き
さ
（
五
ミ

リ
）
な
の
で
、
こ
の
点
か
ら
も
仿
製
鏡
だ
と
思
考
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
っ
て
、
車
崎
氏
が
挙
げ
た
魏

晋
倣
古
鏡
か
ら
真
の
魏
晋
鏡
を
探
し
出
そ
う
と
し
た
が
、
結

局
の
と
こ
ろ
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
中

国
出
土
の
魏
晋
倣
古
鏡
の
鉛
同
位
体
比
分
析
を
数
多
く
実
施

す
る
こ
と
無
し
に
は
進
展
し
得
な
い
の
が
実
状
だ
と
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
現
状
で
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鉛
が
、
イ
ミ

表 8　魏晋の倣古鏡とされている鏡の鉛同位体比
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テ
ー
シ
ョ
ン
鏡
や
コ
ピ
ー
鏡
の
可
能
性
の
高
い
紀
年
鏡
等
の
鉛
と
一

致
し
て
い
る
事
実
こ
そ
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が

国
産
で
あ
る
こ
と
の
証
左
と
考
え
る
の
が
筆
者
の
立
場
な
の
で
あ

る
。

五
　
同
型
鏡
の
製
作
技
術
の
継
承

複
製
鏡
の
製
作
技
術
は
原
理
的
に
は
多
様
で
あ
る
。
母
型
を
倣

い
、
反
転
し
た
砂
型
（
生
型
）
を
作
製
し
て
鋳
込
む
方
法
や
ロ
ス
ト

ワ
ッ
ク
ス
法
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
が
、
最
近
の
研
究
で
は
、
三
角
縁

神
獣
鏡
の
よ
う
な
立
体
的
な
文
様
を
も
つ
鏡
に
つ
い
て
も
、
反
転
し

た
砂
型
を
焼
き
固
め
て
、
同
笵
に
よ
り
複
数
枚
の
鏡
が
製
作
で
き
る

と
い
う
。

そ
の
点
で
、
極
め
て
重
要
な
研
究
に
、
鈴
木
勉
氏
の
「
三
角
縁
神

獣
鏡
復
元
研
究
」（
鈴
木2004

）
が
あ
る
。
鋳
造
技
術
面
の
研
究
で

あ
る
た
め
か
、
三
角
縁
神
獣
鏡
な
ど
の
研
究
に
あ
ま
り
多
く
に
引
用

さ
れ
て
い
る
形
跡
は
な
い
が
、
刮
目
す
べ
き
成
果
な
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
平
原
鏡
や
三
角
縁
神
獣
鏡
に
発
生
す
る
「
突
線
ひ
び
割

れ
」
の
再
現
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
鈴
木
氏
も
言
う
よ
う
に
、
再
現
が
で
き
た
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
の
方
法
が
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
が
、
筆
者
の
技
術
者
と
し
て
の
直
観
か
ら
見
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡

の
諸
問
題
の
核
心
に
せ
ま
る
成
果
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
成
果
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
研
究
に
反
映

さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
以
下
に
述
べ
る
こ
と
は
、
鈴
木
勉
氏

自
身
が
述
べ
た
方
が
良
い
内
容
で
あ
る
が
、
管
見
に
し
て
同
様
な
紹

介
を
見
な
い
の
で
、「
平
原
鏡
か
ら
三
角
縁
神
獣
鏡
へ
」
の
ハ
イ
ラ

イ
ト
と
し
て
筆
者
か
ら
紹
介
し
た
い
。

１　

突
線
状
の
シ
ワ
に
つ
い
て

平
原
鏡
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
見
ら
れ
る
「
シ
ワ
」
が
平
原
の
内

行
花
文
八
葉
鏡
（
八
咫
鏡
）
に
も
認
め
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
の
は
岡

村
秀
典
氏
で
あ
り
（
岡
村1993b

）、
こ
の
点
を
更
に
詳
し
く
調
べ

て
追
認
し
た
の
は
、
清
水
康
二
氏
で
あ
る
（
清
水2000

）。
清
水
氏

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
シ
ワ
」
は
、
古
墳
時
代
前
期
の
大
型

仿
製
鏡
に
は
目
立
た
な
い
が
、
三
角
縁
神
獣
鏡
に
は
同
種
の
「
シ

ワ
」
が
認
め
ら
れ
と
し
て
、
岸
本
直
文
氏
も
同
様
な
指
摘
（
岸
本

1996

）
を
し
て
い
る
こ
と
も
紹
介
し
て
い
る
。

清
水
氏
は
、
平
原
大
鏡
（
八
咫
鏡
）
に
つ
い
て
単
純
に
仿
製
鏡
と

考
え
て
良
い
の
か
と
い
う
視
点
で
、
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
平
原
大
鏡
と
平
原
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
共
通
し
て
、
同
じ
よ

う
な
「
シ
ワ
」
が
目
立
つ
こ
と
か
ら
、
平
原
大
鏡
の
製
作
時
期
や
地

域
も
、（
清
水
氏
が
舶
載
鏡
と
考
え
る
）
方
格
規
矩
四
神
鏡
群
と
接

近
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

清
水
氏
の
論
文
か
ら
平
原
鏡
に
見
ら
れ
る
「
シ
ワ
」
の
写
真
を
借

用
し
て
、
図
10
に
示
す
。
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一
方
、
三

角
縁
神
獣
鏡

に
見
ら
れ
る

「
シ
ワ
」
に

つ
い
て
は
、

水
野
敏
典
氏

ら
の
論
文

「
三
角
縁
神

獣
鏡
の
鋳
造

欠
陥
と
「
同

笵
鏡
」
製
作

モ
デ
ル
」（
水

野2005

）
か

ら
写
真
を
借
用
し
て
図
11
に
示
す
。

三
角
縁
神
獣
鏡
の
特
徴
の
一
つ
に
「
ひ
び
に
起
因
す
る
微
細
な
突

線
」
が
あ
り
、
こ
の
ひ
び
に
起
因
す
る
突
線
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と

他
の
鏡
を
峻
別
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
特
徴
で
あ
る
と
鈴
木
勉
氏
は

述
べ
て
い
る
（
鈴
木2004

）。
微
細
な
突
線
ひ
び
の
成
因
に
つ
い
て

は
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
、
鋳
型
（
笵
）
の
表
面
に
微
細
な
ク

ラ
ッ
ク
が
生
じ
、
そ
の
ク
ラ
ッ
ク
に
湯
が
差
し
込
ん
だ
現
象
だ
と
考

え
て
、
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
清
水
氏
ら
の
言
う
「
シ
ワ
」
と
鈴

木
氏
の
言
う
「
突
線
ひ
び
」
を
同
種
の
も
の
と
考
え
て
、
以
下
に
、

鈴
木
勉
氏
ら
が
行
な
っ
た
鋳
型
笵
の
復
元
実
験
結
果
を
要
約
す
る
。

２　

突
線
ひ
び
の
再
現
実
験

鈴
木
勉
氏
の
「
三
角
縁
神
獣
鏡
復

元
研
究
」（
鈴
木2004

）
は
、
周
到

な
準
備
に
よ
り
三
角
縁
神
獣
鏡
の
復

元
実
験
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、

七
一
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
報
告
で
あ

る
。ま

ず
、
冒
頭
で
は
「
三
角
縁
神
獣

鏡
製
作
技
術
研
究
の
こ
れ
ま
で
」
と

題
し
て
、
技
術
者
の
発
言
の
一
部
が

考
古
学
界
で
一
人
歩
き
を
し
て
い
る

状
況
を
述
べ
な
が
ら
、「
技
術
者
は

…
…
考
古
学
者
に
お
も
ね
る
気
持
ち

に
な
っ
て
『
条
件
語
』
を
省
い
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
」
と
警
告
し
て
い

る
。
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。

さ
て
、
鈴
木
氏
の
復
元
研
究
は
、

主
と
し
て
同
笵
鏡
に
よ
っ
て
三
角
縁

神
獣
鏡
の
製
作
が
可
能
か
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

試
行
錯
誤
的
な
実
験
が
続
く
が
、
細

か
い
真
土
（
60
目
篩
）
に
粘
土
を
加

図 10　平原鏡にみられる「シワ」(1・2 大型内行
花文鏡、3・4方格規矩四神鏡 )。清水康二「平
原弥生古墳出土大型内行花文鏡の評価」( 清
水 2000) より

図 11　三角縁神獣鏡に見られる亀裂状の笵キズ ( 突線ひび ) の例
水野敏典ら「三角縁神獣鏡の鋳造欠陥と『同笵鏡』製作モデル」( 水野 2005) より

亀裂状の笵キズ B（左から黒塚 30 号鏡、石塚山 4号鏡、花野谷鏡）
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平原鏡から三角縁神獣鏡へ

え
た
鋳
型
で
は
全
て
、
鋳
込
み
時
に
ガ
ス
の
発
生
（
泡
立
ち
）
が

あ
っ
て
、文
様
が
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
に
な
っ
て
成
功
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
鋳
肌
面
の
み
に
細
か
い
真
土
（
60
目
篩
）
を
用

い
、
背
後
を
粗
い
真
土
（
30
目
篩
）
に
粘
土
を
加
え
た
鋳
型
の
場
合

は
、
ガ
ス
の
発
生
が
な
く
、
文
様
も
そ
こ
そ
こ
の
転
写
と
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
次
に
は
鋳
型
の
通
気
性
を
高
め
る
対
策
と
し
て
、

鋳
肌
面
の
み
細
か
い
真
土
を
使
用
し
、
背
後
に
通
気
性
の
よ
い
鋳
型

材
（
粗
い
真
土
や
麻
繊
維
入
り
）
を
採
用
し
た
。
こ
れ
ら
の
対
策
を

採
っ
た
鋳
型
は
、
基
本
的
に
は
ガ
ス
発
生
な
く
、
鋳
込
み
に
成
功
し

た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
鋳
型
の
損
傷
も
す
く
な
く
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
複
数
回
の
使
用
に
耐
え
た
。
す
な
わ
ち
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の

「
同
笵
鏡
は
可
能
」
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
鈴
木
氏
も
く
ど
く
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
実
験
結

果
は
三
角
縁
神
獣
鏡
が
同
笵
鏡
で
造
ら
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

で
は
な
く
、
同
笵
鏡
も
そ
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
有
り
得
る
こ

と
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ガ
ス
抜
き
対
策
を
と
っ
た
乾
燥
・
焼
成
鋳
型
で

は
、
同
笵
鏡
の
作
製
に
成
功
し
た
が
、
突
線
ひ
び
の
再
現
は
で
き
な

か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
実
験
に
平
行
し
て
、
突
線
ひ
び
の
再
現
の

目
的
で
、
粗
い
真
土
を
外
層
と
し
、
細
か
い
真
土
を
内
層
と
す
る
二

層
式
の
鋳
型
を
考
案
し
た
。
粗
い
真
土
と
細
か
い
真
土
で
は
鋳
型
の

乾
燥
・
焼
成
時
に
収
縮
率
が
異
な
り
、
内
層
の
方
に
「
ひ
び
」
が
発

生
す
る
こ
と
を
期
待

し
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
験
結

果
は
、
図
12
左
の
よ

う
に
、
鋳
型
が
バ
イ

メ
タ
ル
の
よ
う
に
湾

曲
し
て
し
ま
い
、
鋳

型
に
は
「
ひ
び
」
の

発
生
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
。

そ
こ
で
採
ら
れ
た

対
策
は
、
外
層
の
鋳

型
を
先
に
乾
燥
・
焼

成
し
て
か
ら
、
内
層

の
鋳
型
を
貼
り
付
け

る
方
式
で
あ
る
。
そ

の
結
果
は
、
図
12
右

の
よ
う
に
湾
曲
せ
ず

に
、
し
か
も
図
13
左

に
示
す
よ
う
に
鋳
型

に
ひ
び
を
生
じ
、
こ

れ
を
用
い
て
鋳
込
ん

だ
鏡
に
は
、
図
13
左

図 12　バイメタルのように湾曲した二層式鋳型と湾曲しない二層鋳型
鈴木勉「三角縁神獣鏡復元研究」( 鈴木 2004) より
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の
よ
う
な
突
線
ひ
び
が
生
じ

た
の
で
あ
る
。

細
か
く
観
察
す
れ
ば
、
実

験
結
果
の
突
線
ひ
び
と
三
角

縁
神
獣
鏡
の
突
線
ひ
び
に
は

差
が
あ
る
し
、
鋳
型
の
ひ
び

は
補
修
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
状
況

は
異
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
鈴
木
氏
の
研
究
に

よ
っ
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
や

平
原
鏡
の
突
線
ひ
び
の
成
因

は
ほ
ぼ
解
明
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
平
原
鏡
の
同

型
鏡
と
三
角
縁
神
獣
鏡
の
同
型
鏡
に
は
、「
シ
ワ
」
あ
る
い
は
「
突

線
ひ
び
」
と
い
う
共
通
の
現
象
が
あ
り
、
技
術
的
な
継
承
が
想
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

六
　
銘
文
の
継
承

平
原
鏡
の
方
格
規
矩
鏡
の
銘
文
は
、
基
本
的
に
は
樋
口
分
類
の
Ｋ

分
類
で
あ
る
が
、
既
に
柳
田
康
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
１

号
鏡
の
場
合
は
「
寿
如
金
石
」
に
代
え
Ｌ
分
類
の
「
寿
敞
金
石
」
を

入
れ
、
32
・
33
号
の
場
合
は
Ｏ
分
類
の
「
冝
古
市
」
を
末
尾
に
添
加

し
、
35
・
36
号
の
場
合
は
「
寿
如
金
石
為
国
保
」
に
代
え
Ｒ
分
類
の

「
子
孫
番
昌
長
相
保
」
か
ら
「
相
保
」
を
採
り
「
寿
如
金
石
相
保
」

と
し
、
38
・
39
号
の
場
合
は
一
般
的
な
吉
祥
文
の
「
大
吉
」
を
入
れ

て
い
る
（
柳
田2000

）。
す
な
わ
ち
、
か
な
り
Ｋ
分
類
の
標
準
銘
文

か
ら
外
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、
古
字
の
「
亖
」
の
替
り
に
「
四
」
を
用
い
て
い
る
場
合

が
多
く
、
以
上
を
総
合
し
て
、
柳
田
氏
は
仿
製
鏡
の
証
拠
の
ひ
と
つ

と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
に
つ
い
て
、
表
９
に
製
作
時
期
や
製
作
場
所
の
異

な
る
方
格
規
矩
鏡
の
銘
文
を
纏
め
て
み
た
。

柳
田
氏
の
指
摘
は
、
ご
く
簡
単
な
も
の
で
、
例
え
ば
「
四
」
の
例

が
中
国
出
土
鏡
に
あ
る
か
と
疑
問
を
提
示
す
る
に
留
め
て
い
る
が
、

こ
の
点
は
、
中
国
出
土
鏡
に
も
「
亖
」
と
「
四
」
が
あ
り
、
仿
製
の

証
拠
と
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
系
統
の
異
な
る
銘
文

を
方
格
規
矩
鏡
に
混
用
す
る
例
は
、
中
国
出
土
鏡
に
見
出
す
こ
と
が

困
難
で
、
柳
田
氏
の
指
摘
は
傾
聴
に
値
す
る
。

こ
の
よ
う
に
柳
田
氏
の
指
摘
は
平
原
鏡
と
中
国
出
土
鏡
と
の
比
較

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
三
角
縁
神
獣
鏡
や
魏
晋
鏡
と
比

較
し
て
見
る
と
、
ま
た
新
し
く
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
三
角
縁
神
獣
鏡
に
は
、
正
規
の
Ｋ
銘
文
の
「
国
保
」
の

例
が
一
例
も
な
い
の
に
、「
相
保
」
の
例
が
四
種
一
九
面
も
出
て
い

図 13　二層式鋳型に生じたひび ( 左 ) と鋳造後に生じた突
線ひび ( 右 ) の例。鈴木勉「三角縁神獣鏡復元研究」
( 鈴木 2004) より
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平原鏡から三角縁神獣鏡へ

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、

平
原
鏡
と
同
じ
よ
う
に
、
Ｋ

分
類
の
銘
文
に
「
寿
如
金
石

長
相
保
」
と
か
「
生
如
金
石

天
相
保
」
と
し
て
「
相
保
」

を
入
れ
て
る
例
が
、
そ
の
内

の
二
種
一
二
面
、
す
な
わ
ち

西
求
女
塚
２
号
墳
、
黒
塚
古

墳
19
号
鏡
、
泉
屋
博
古
館
25

号
鏡
（
以
上
四
神
四
獣
鏡
）

と
奧
３
号
墳
鏡
、
権
現
山
51

号
墳
鏡
、
椿
井
大
塚
山
21
号

鏡
、
黒
塚
古
墳
16
号
鏡
、
18

号
鏡
、
連
福
寺
古
墳
鏡
、
三

本
木
所
在
古
墳
鏡
、
泉
屋
23

号
鏡
、
24
号
鏡
（
以
上
張
氏

作
三
神
五
獣
鏡
）
に
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

単
純
化
し
て
言
え
ば
、
三

角
縁
神
獣
鏡
に
は
平
原
鏡
の

銘
文
を
引
き
継
い
で
い
る

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
後
漢
鏡
を
継
ぐ
中
国
出

表 9　方格規矩鏡の銘文 ( 樋口分類Ｋ ) の整理結果
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土
の
魏
晋
鏡
に
は
、「
相
保
」
の
使
用
例
が
見
当
た
ら
な
い
。

三
角
縁
神
獣
鏡
の
銘
文
に
は
、
各
種
の
定
型
化
し
た
銘
文
を
適
宜

「
寄
せ
集
め
た
」
よ
う
な
例
が
多
い
の
で
、
平
原
鏡
と
は
無
関
係

に
、
偶
然
に
「
相
保
」
を
用
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
し

て
も
「
銘
文
の
寄
せ
集
め
」
と
い
う
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。

以
上
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
が
、
方
格
規
矩
鏡
の
銘
文
末
に
「
大

吉
」
と
か
「
冝
古
市
」
の
吉
祥
文
を
加
え
た
例
は
平
原
鏡
以
外
に
見

当
た
ら
な
い
が
、中
国
出
土
鏡
の
獣
首
鏡
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

延
熹
七
年
（
西
暦
一
六
四
年
）
獣
首
鏡

　
「
男
封
太
君
女
王
婦　

壽
如
金
石
大
吉
」

永
康
元
年
（
西
暦
一
六
七
年
）
獣
首
鏡

　
「
生
如
山
石　

大
吉
」

光
和
元
年
（
西
暦
一
七
四
年
）
獣
首
鏡　

「
長
楽
未
央　

宜
疾
王　

大
吉
羊　

宜
古
市
」

お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
獣
首
鏡
の
銘
文
が
平
原
鏡
の
銘
文
に
影
響
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
平
原
鏡
の
成

立
は
二
世
紀
後
半
以
降
と
な
り
、
平
原
弥
生
墳
墓
の
年
代
の
参
考
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
佐
賀
県
桜
馬
場
遺
跡
の

甕
棺
か
ら
出
土
し
た
尚
方
作
流
雲
文
方
格
規
矩
鏡
（
二
三
・
二
セ
ン

チ
）
が
、「
二
度
押
し
」
や
「
ツ
ブ
レ
」
の
存
在
か
ら
、
踏
み
返
し

鏡
だ
と
立
木
修
氏
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
立
木1994

）。
立

木
氏
は
、
三
世
紀
の
中
国
に
お
け
る
鏡
生
産
の
主
体
に
踏
み
返
し
鏡

が
あ
っ
た
と
し
て
、
前
期
古
墳
出
土
の
後
漢
鏡
の
大
部
分
は
踏
み
返

し
鏡
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
中
国
に
お
け
る
同
型
鏡

の
不
在
現
象
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る
踏
み
返
し
鏡
と

読
み
替
え
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

平
原
鏡
に
先
立
つ
桜
馬
場
鏡
も
複
製
鏡
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
平

原
鏡
の
方
格
規
矩
鏡
に
つ
い
て
も
、
そ
の
流
れ
の
上
に
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

七
　
ま
と
め

平
原
弥
生
古
墳
出
土
鏡
（
平
原
鏡
）
と
三
角
縁
神
獣
鏡
の
間
に
ど

の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
か
に
つ
い
て
議
論
し
た
論
文
は
少
な
い
。
様

式
的
に
直
接
的
な
関
連
を
見
出
し
に
く
い
こ
と
に
そ
の
原
因
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
弥
生
時
代
晩
期
の
平
原
鏡
と
古
墳
時
代
早
期
の
三
角
縁

神
獣
鏡
の
間
に
何
の
関
連
も
見
出
せ
な
い
と
し
た
ら
、
む
し
ろ
不
思

議
な
こ
と
で
あ
る
。
よ
ほ
ど
時
代
が
離
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
鉛
同
位
体
比
に
関
す
る
研
究
か
ら
、
①
柳
田
康
雄

氏
が
仿
製
鏡
と
し
た
平
原
鏡
に
は
、
朝
鮮
半
島
産
鉛
が
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
柳
田
説
を
追
認
し
、
②
更
に
は
、
三

角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
も
、
そ
の
鉛
同
位
体
比
が
同
時
期
の
魏
鏡
と

さ
れ
て
い
る
「
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
」
と
異
な
り
、
む
し
ろ
多
く
の
仿

製
鏡
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
仿
製
鏡
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
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平原鏡から三角縁神獣鏡へ

論
証
し
た
。

さ
て
、
平
原
鏡
も
三
角
縁
神
獣
鏡
も
仿
製
鏡
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
間
に
技
術
的
な
継
承
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
、
中
国
出
土
鏡
に
は
「
同
型
鏡
が

（
ほ
と
ん
ど
）
認
め
ら
れ
な
い
」
の
に
、
平
原
鏡
も
三
角
縁
神
獣
鏡

も
、
同
型
鏡
ば
か
り
と
い
う
現
象
が
あ
る
。

し
か
も
、
平
原
鏡
に
も
三
角
縁
神
獣
鏡
に
も
、
そ
の
文
様
面
に
特

徴
的
な
「
突
線
ひ
び
」
が
認
め
ら
れ
、
鈴
木
勉
氏
の
研
究
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ら
は
二
層
式
の
鋳
型
に
よ
っ
て
再
現
で
き
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
両
者
間
に
は
中
国
出
土
鏡
に
は
認
め
ら
れ
な
い
鋳

造
技
術
の
継
承
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
両
者
間
に
は
鋳
造
技
術
以
外
に
も
「
銘
文
」
な

ど
で
も
何
ら
か
の
継
承
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の

よ
う
に
し
て
観
察
す
る
と
、
特
殊
な
銘
文
の
変
化
に
類
似
性
が
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
平
原
鏡
と
三
角
縁
神
獣
鏡
の
間
に
は
、
継
承
関
係
と

し
て
理
解
し
得
る
現
象
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
も
、「
仿

製
鏡
説
」
を
強
く
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

［
註
］
鉛
同
位
体
比
Ａ
と
Ｂ
の
間
の
「
鉛
同
位
体
比
類
似
指
数
」
を
次
の

よ
う
に
定
義
す
る
。

鉛
同
位
体
類
似
指
数
（
％
）
＝

　

 |

（204PbA

－204PbB

） / （204PbA

＋204PbB

） |

×100 / 4

＋ |

（206PbA

－206PbB

） / （206PbA

＋206PbB

） |

×100 / 4

＋ |

（207PbA

－207PbB

） / （207PbA

＋207PbB

） |

×100 / 4

＋ |

（208PbA

－208PbB

） / （208PbA

＋208PbB

） |

×100 / 4

す
な
わ
ち
一
般
的
に
は
鉛
同
位
体
分
析
結
果
は208Pb / 206Pb

、

207Pb / 206Pb

の
よ
う
に
比
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
通
常
の
原

子
％
と
し
て
計
算
し
直
し
、
更
に
上
式
で
各
々
の
鉛
の
相
対
誤
差
の
絶
対
値

を
平
均
し
て
算
出
す
る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
し
た
類
似
指
数
が
、
同
一
鏡
中

で
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
大
部
分
は0.05

％
以
内
に
お
さ

ま
っ
て
い
る
。

［
文
献
］

新
井
宏1999

「
金
属
を
通
し
て
歴
史
を
観
る
⑽
」『
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』

十
五
巻
十
号

新
井
宏2005

「
鉛
同
位
体
比
か
ら
み
た
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
地
―
舶

載
紀
年
鏡
等
の
複
製
問
題
を
通
し
て
―
」『
情
報
考
古
学
』
十
一
巻
二
号

新
井
宏2006

「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
て
三
角
縁
神
獣
鏡
は
非
魏
鏡
―
副

葬
期
で
鉛
が
変
る
奇
妙
な
舶
載
鏡
群
と
関
連
し
て
―
」『
東
ア
ジ
ア
の
古
代

文
化
』
一
二
九
号

新
井
宏2007

「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
た
弥
生
期
の
実
年
代
に
関
す
る
一
試

論
」『
考
古
学
雑
誌
』
九
一
巻
三
号

新
井
宏2011

「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
た
三
角
縁
神
獣
鏡
」『
古
代
の
鏡
と

東
ア
ジ
ア
―
卑
弥
呼
の
鏡
は
海
を
越
え
た
か
―
』
学
生
社

王
仲
殊1981
「
関
于
日
本
三
角
縁
神
獣
鏡
的
問
題
」『
考
古
』
第
４
期
、



36

科
学
出
版
社

王
仲
殊1992

『
三
角
縁
神
獣
鏡
』
学
生
社

岡
村
秀
典1993a

「
後
漢
鏡
の
編
年
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

告
』
五
五
号

岡
村
秀
典1993b
「
福
岡
県
平
原
遺
跡
出
土
鏡
の
検
討
」『
季
刊
考
古
学
』

四
三
号
、
雄
山
閣

岡
村
秀
典1999

『
三
角
縁
神
獣
鏡
の
時
代
』
吉
川
弘
文
館

岡
村
秀
典2001

「
古
墳
の
出
現
と
神
獣
鏡
」『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』

一
〇
七
号

奥
野
正
男1981

「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究
―
そ
の
祖
型
と
系
譜
論
を
中
心

に
―
」『
歴
史
読
本
』
４
月
号

奥
野
正
男1982

『
邪
馬
台
国
の
鏡
―
三
角
縁
神
獣
鏡
の
謎
を
解
く
―
』
新

人
物
往
来
社

岸
本
直
文1993

「
三
角
縁
神
獣
鏡
研
究
の
現
状
」『
季
刊
考
古
学
』
四
三
号

岸
本
直
文1995

「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
編
年
と
前
期
古
墳
の
新
古
」『
展
望

考
古
学
』

車
崎
正
彦1999a

「
三
角
縁
神
獣
鏡
は
卑
弥
呼
の
鏡
か
」『
卑
弥
呼
は
大
和

に
眠
る
か
』
文
英
堂

車
崎
正
彦1999b

「
副
葬
品
の
組
合
せ
―
古
墳
出
土
鏡
の
構
成
」『
前
方

後
円
墳
の
出
現
』
雄
山
閣

車
崎
正
彦2001

「
新
発
見
の
青
龍
三
年
銘
方
格
規
矩
鏡
と
魏
晋
の
い
わ
ゆ

る
方
格
規
矩
鏡
」『
考
古
学
雑
誌
』
八
六
巻
二
号

小
林
行
雄1971

「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究
」『
京
大
文
学
部
紀
要
』
三
号

斉
藤
努
（
研
究
代
表
者
）2006　
『
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
青
銅
器
文

化
の
移
入
と
変
容
お
よ
び
流
通
に
関
す
る
多
角
的
比
較
研
究
』
国
立
民
俗
博

物
館
、
平
成
十
六
年
度
文
部
科
学
省
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
２
）
研

究
課
題
番
号09208103

佐
々
木
昭
、
佐
藤
和
郎
、G.L.

カ
ミ
ン
グ1982　
「
日
本
列
島
の
鉱
床
鉛

同
位
体
比
」『
鉱
山
と
地
質
』
三
二
号

佐
々
木
昭1987

「
鉱
床
鉛
同
位
体
比
よ
り
み
た
コ
リ
ア
半
島
と
日
本
列

島
」『
鉱
山
地
質
』
三
七
巻
四
号

清
水
康
二2000

「
平
原
弥
生
古
墳
出
土
大
型
内
行
花
文
鏡
の
評
価
」『
大

塚
初
重
先
生
頌
寿
記
念
考
古
学
論
集
』
東
京
堂

菅
谷
文
則2011

「
三
角
縁
神
獣
鏡
―
国
産
鏡
の
立
場
か
ら
―
」『
古
代
の

鏡
と
東
ア
ジ
ア
』
学
生
社

鈴
木
勉2004　
「
三
角
縁
神
獣
鏡
復
元
研
究
」『
文
化
財
と
技
術
』
三
号
、

工
芸
文
化
研
究
所

田
口
正
美1988

『
北
山
茶
臼
山
西
古
墳
』
群
馬
県
教
育
委
員
会

中
井
一
夫2003

「
踏
み
返
し
鏡
の
確
認
―
群
馬
県
北
山
茶
臼
山
西
古
墳
出

土
方
格
規
矩
鏡
の
観
察
か
ら
―
」『
初
期
古
墳
と
大
和
の
考
古
学
』

中
井
一
夫2005

「「
青
龍
三
年
」
銘
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
つ
い
て
」『
鏡
笵

研
究
３
』
橿
原
考
古
学
研
究
所

西
川
寿
勝2000

『
三
角
縁
神
獣
鏡
と
卑
弥
呼
の
鏡
』
学
生
社

原
田
大
六1991

『
平
原
弥
生
古
墳
―
大
日
孁
貴
の
墓
―
』

早
川
泰
弘
、
鈴
木
浩
子
、
平
尾
良
光2000　
「
福
岡
県
平
原
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
大
型
内
行
花
文
八
葉
鏡
12
号
鏡
の
破
片
に
関
す
る
考
察
」『
平
原
遺
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平原鏡から三角縁神獣鏡へ

跡
』
前
原
市
教
育
委
員
会

樋
口
隆
康1979

『
古
鏡
』
新
潮
社

樋
口
隆
康1989

「
日
本
出
土
鏡
の
諸
問
題
」『
謎
の
鏡
・
卑
弥
呼
の
鏡
と

景
初
四
年
銘
鏡
』
京
都
、
同
朋
社

樋
口
隆
康1992
『
三
角
縁
神
獣
鏡
綜
覧
』
新
潮
社

福
永
伸
哉1994a
「
仿
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
編
年
と
製
作
背
景
」『
考
古
学

研
究
』
四
一
巻
一
号

福
永
伸
哉1994b

「
魏
の
紀
年
鏡
と
そ
の
周
辺
」『
弥
生
文
化
博
物
館
研

究
報
告
』
三
号

福
永
伸
哉2005　
『
三
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究
』
大
阪
大
学
出
版
会

古
田
武
彦1979　
『
こ
こ
に
古
代
王
朝
あ
り
き
』
朝
日
新
聞
社

馬
淵
久
夫
、
平
尾
良
光1987　
「
東
ア
ジ
ア
鉛
鉱
石
の
鉛
同
位
体
比
」『
考

古
学
雑
誌
』
七
三
巻
二
号

馬
渕
久
夫2007

「
鉛
同
位
体
比
に
よ
る
青
銅
器
研
究
30
年
―
弥
生
時
代
後

期
の
青
銅
原
料
を
再
考
す
る
―
」『
考
古
学
と
自
然
科
学
』
五
五
号

三
木
太
郎1998

『
古
鏡
銘
文
集
成
』
新
人
物
往
来
社

水
野
敏
典
、
今
津
節
生
ほ
か2005　
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鋳
造
欠
陥
と

「
同
笵
鏡
」
製
作
モ
デ
ル
」『
古
鏡
総
覧
』
橿
原
考
古
学
研
究
所

森
浩
一1962

「
日
本
の
古
代
文
化
―
古
墳
文
化
の
成
立
と
発
展
の
諸
問
題

―
」『
古
代
史
講
座
３
』
学
生
社

森
田
克
行1999

「
銅
鏡
百
枚
考
」『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
九
九
号

安
田
博
幸1967

内
田
俊
秀
「
弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
青
銅
製
品
の
化
学

組
成
」『
古
代
東
ア
ジ
ア
青
銅
製
品
鋳
造
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』
東
京
国

立
文
化
財
研
究
所
（
一
九
九
六
）
よ
り
孫
引
き
（
原
報
告
確
認
で
き
ず
）

柳
田
康
雄2000

「
平
原
王
墓
出
土
銅
鏡
の
観
察
総
括
」『
平
原
遺
跡
』
前

原
市
教
育
委
員
会

李
剛2006

「
朝
鮮
半
島
及
日
本
細
形
青
銅
武
器
的
原
料
産
地
」『
文
物
保

護
与
考
古
科
学
』
十
八
巻
三
号

新
井
宏
（
あ
ら
い
ひ
ろ
し
）

数
理
考
古
学
者
（
前
韓
国
国
立
慶
尚
大
学
招
聘
教
授
、
元
日
本
金
属

工
業
常
務
）
。

一
九
三
七
年
東
京
都
生
ま
れ
。

東
京
工
業
大
学
物
理
コ
ー
ス
卒
業
、
工
学
博
士
。

著
書
『
ま
ぼ
ろ
し
の
古
代
尺
』（
吉
川
弘
文
館
）、『
金
属
を
通
し
て
歴

史
を
観
る
』（
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
・
コ
ン
パ
ス
社
）、『
理
系
の
視
点
か
ら

み
た
考
古
学
の
論
争
点
』（
大
和
書
房
）。

共
著
『
古
代
の
鏡
と
東
ア
ジ
ア
』（
学
生
社
）。

論
文
「
鉛
同
位
体
比
に
よ
る
青
銅
器
の
鉛
産
地
を
め
ぐ
っ
て
」（「
考

古
学
雑
誌
」85

－

2
）、「
古
墳
築
造
企
画
と
代
制
・
結
負
制
の
基
準
尺
度
」

（「
考
古
学
雑
誌
」
88

－

32
）、「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
た
弥
生
期
の
実
年

代
に
関
す
る
一
試
論
」（「
考
古
学
雑
誌
」
91

－

3
）、「
炭
素
十
四
に
よ

る
弥
生
時
代
遡
上
論
の
問
題
点
」（「
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
」127
）、「
古

代
日
本
に
間
接
製
鉄
法
が
あ
っ
た
か
」（「
ふ
ぇ
ら
む
」
5

－

10
）、「
古

代
結
負
制
の
復
元
と
代
制
の
紀
元
」（「
韓
国
古
代
史
研
究
」
30
〔
韓

国
語
〕）、「『
出
雲
風
土
記
』
の
里
程
と
宍
道
郷
三
石
記
事
に
現
わ
れ

た
『
古
韓
尺
』」（「
古
代
文
化
研
究
」
19
、「『
古
韓
尺
』
で
作
ら
れ
た

纏
向
大
型
建
物
群
」（「
季
刊
邪
馬
台
国
」
104
号
）
ほ
か
多
数
。


