
三

仏

寺

蔵

銅

鏡

の

諸

問

題

松

田

美

佳

は
じ
め
に

第

一
章

三
仏
寺
蔵
銅
鏡

の
概
説
と
諸
問
題

一
、
三
仏
寺
概
説

二
、
鏡
の
現
状
と
伝
来

三
、
製
作
年
代
及
び
国
籍
に
関
す
る

従
来
の
諸
説
と
諸
問
題

第
二
章

鏡
背
文
様
誕
生
の
背
景

一
、
オ
ウ
ム
文
様
を
も

つ
も
の

二
、
文
献
の
な
か
の
オ
ウ
ム

三
、
咋
鳥
文
様

第
三
章

唐
鏡
の
流
れ
の
な
か
で

一
、
唐
鏡
の
変
遷

二
、
鏡
背
文
様
を
観

る

第
四
章

三
仏
寺
蔵
銅
鏡
の
製
作
年
代

お
わ
り
に

は

じ

め

に

鏡
は
、
た
だ
対
象
物
を
映
し
だ
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
古
来
鏡
は
姿
を
映

す
化
粧
道
具
で
あ
る
と
同
時
に
、
魔
物
の
正
体
を
見
破

っ
た
り
、
悪
を
除
く
御
守

り
と
い
っ
た
神
物
で
も
あ

っ
た
。

銅
鏡
は
、
鋳
型
に
溶
か
し
た
銅
を
流
し
込
み
、
冷
え
固
ま

っ
て
か
ら
取
出
し

、

表
面
を
よ
く
研
磨
し
て
出
来
上
る
。
鏡
本
来
の
機
能
か
ら
い
え
ば
、
ど
れ
程
美
し

く
対
象
物
を
映
し
だ
す
か
が
重
要
で
あ
る
が
、
鏡
そ
の
も
の
の
美
し
さ
を
考
え
た

と
き
、
そ
れ
は
よ
く
磨
か
れ
た
澄
ん
だ
表
面
と
、
銅
の
凸
凹
で
表
現
さ
れ
る
背
面

文
様
の
構
成
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
か
に
は
特
殊
な
技
法

(
螺
釦
な
ど
)

が
用
い
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
銅
鏡
の
わ
ず
か

一
部
で
あ
る
。

銅
鏡
の
背
面
に
鋳
出
さ
れ
た
文
様
は
、
当
時
の
人
々
の
思
想
を
反
映
し
た
も
の
で
、

時
代
の
流
れ
に
そ

っ
て
様
々
な
変
化
を
と
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
三
仏
寺
所
蔵
の
銅
鏡

(図
1

・
2
)
は
、
年
銘
を
も

つ
鏡

像
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
伝
来
が
不
明
で
鏡
の
製
作
年
代
に
関
し
て
は
、
奈
良
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時
代
、
あ
る
い
は
中
国
唐
代
と
す
る
諸
説
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
鏡
の
諸
問
題

を
と
り
あ
げ
、
そ
の
製
作
年
代
及
び
国
籍

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

第

一
章

三
仏
寺
蔵
銅
鏡
の
概
説
と
諸
問
題

、
三
仏
寺
概
説

こ
の
鏡
を
所
蔵
す
る
三
仏
寺
は
、
鳥
取
県
の
中
央
よ
り
や
や
東
方
に
位
置
す
る

三
徳
山
麓
に
あ
る
天
台
宗
の
古
刹
で
あ
る
。
三
徳
山
中
腹
の
断
崖
絶
壁
の
岩
窟
に

あ
る
こ
の
寺
の
奥
の
院
は
、
そ
の
人
間
業
と
は
思
え
ぬ
構
築
の
技
術
か
ら
高
僧
が

な
げ
い
れ
ど
う

法
力
で
投
げ
入
れ
た
と
い
う
伝
説
を
生
み

、

「投
入
堂
」
と
呼
ば
れ
広
く
人
々
に

知
ら
れ
て
い
る
。

　
ユ

　

こ
の
寺
の
起
源
と
歴
史
に
つ
い
て
は
確
か
な
史
料
に
乏
し
く
、
寺
伝
に
よ
る
と
、

慶
雲
三
年

(西
暦
七
〇
六
年
)
役
優
婆
塞
が
絶
壁
に
神
窟
を
開
き
、
子
守
、
勝
手
、

蔵
王
の
三
所
を
安
置
し
た
の
に
始
ま
り
、
嘉
祥
二
年

(
八
四
九
)
慈
覚
大
師
が
堂

を
建
て
、
釈
迦
、
弥
陀

、
大
日
の
三
仏
を
安
置
し
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、

古
く
か
ら
霊
峰
と
し
て
信
仰
の
対
象
で
あ

っ
た
三
徳
山
に
修
験
道
場
の
発
展
と
蔵

王
権
現
信
仰

、
天
台
宗
系
列
の
山
岳
仏
教
信
仰
が
存
在
し
た
事
実
を
も
と
に
後
に

生
じ
た
説
話
だ
と
思
わ
れ
る
。

二
、
鏡
の
現
状
と
伝
来

ま
ず
こ
の
鏡
の
大
き
さ
で
あ
る
が
、
「直
径
二
七
・
八
セ
ン
チ
、
縁
厚
○
・
五
五

　　
　

セ
ン
チ
、
重
量
二
〇
二
四
グ
ラ
ム
」
で
あ
る
。
白
銅
製
の
大
き
な
円
鏡
で
紐
を
さ

け
た
ほ
ぼ
中
央
で
二
つ
の
半
月
型
に
割
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
接
合
す
る
た
め
に
両

端
の
縁
の
内
側
二

ヶ
所
と
紐
の
横

一
ヶ
所
の
計
三

ヶ
所
に
鑓
止
が
な
さ
れ
て
い
る
。

鏡
背
に
は
、
紐
を
中
心
に
花
綬
を
く
わ
え
た
二
羽
の
オ
ウ
ム
が
右
旋
回
に
対
向

し
て
い
る
文
様
が
鋳
出
さ
れ
て
い
る
。

一
羽
の
オ
ウ
ム
は
翼
を
そ
ろ
え
、
も
う

一

羽
は
翼
を
ひ
ろ
げ
て
飛
翔
し
て
い
る
。
オ
ウ
ム
の
街
え
た
花
綬
は
、
オ
ウ
ム
の
肢

体
と
鏡
の
縁
の
曲
線
に
そ
う
よ
う
に
長
く
な
び

い
て
お
り
、
そ
れ
を
構
成
す
る
文

様
は
両
綬
す
こ
し
異
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
鏡
背
文
様
の
表
出
は
全
体
的
に
鋭
さ

を
欠
き
、
所
々
磨
滅
し
た
よ
う
に
模
糊
し
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ウ
ム
の
尾
羽
部
分

に
特
に
観
ら
れ
る
状
態
だ
が

、
鏡
面
と
文
様
の
接
着
面
の
境
目
を
何
か
鋭
い
も
の

で
引

っ
か
い
た
か
の
よ
う
に
、
わ
ず
か
に
彫
ら
れ
て
い
る
。

鏡
面
に
は
、
胎
蔵
界
中
台
八
葉
院
を
蹴
彫
し
、
そ
の
周
囲
の
余
臼
に
は
、
宝
瓶
、

天
蓋
、
鼓
、
笛

、
十

一
面
観
音
座
像
、
比
丘
像
、
僅
か
で
は
な
い
が
火
炎
を
負
う

ら
し
き

一
尊
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
鏡
面
左
下
の
大
部
分
は
損
傷
が
ひ
ど
く
、
黒

ず
ん
で
い
て
図
像
は
不
明
で
あ
る
。
鏡
面
右
側
、
や
や
下
方
に
、

長
徳
三
年
九
月
廿
日

奉
造
口
口
口
口
口
口
口

女
弟
子
平
囮
困
國
也
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の
銘
、
そ
の
上
部
に

「
仏
子
信
払
」
の
銘
が
あ
る
。

こ
の
鏡
の
伝
来
に
つ
い
て
の
史
料
は
な
く
、

一
般
に
は
天
明
年
間

(
一
七
八

一

～

一
七
八
九
)
に
豊
七
と
い
う
農
夫
が
霊
夢
に
よ
り
三
徳
山
中
で
発
掘
し
た
と
言

　ヨ
　

わ
れ
て
い
る
。

『
因
府
年
表
」
の
宝
永
三
年

(
一
七
〇
六
)
の
記
事
に
、

「美
徳

山
龍
成
院
の
僕
文
七
と
申
者
、
瑞
夢
を
感

じ
、
山
内
よ
り
仏
躯
、
器
物
、
刀
剣
等

の
品
を
余
多
堀
出
し
、
翌
年
府
下
へ
持
来

り
開
帳
の
後
入
公
覧
」
と
あ
り
こ
れ
を

　る
　

引
用
し
た

『
伯
者
民
談
記
」
に
は
そ
の
品
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
中
に

「神
正
躰
鏡
」

が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

「渡
三
寸

三
分
、
裏
に
五
智
如
来
あ
り
寛
治
七
年
四

月
五
日
と
彫
刻
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
鏡
は
現
存
し
て
い
な

い
。

『
因
府
年
表
』
は
、
天
保
年
間

(
一
八
三
〇
～

一
八
四
三
)
に
書
か
れ
た
も

の
で
天
明
年
間
出
土
の
記
事
を
載
せ
て

い
て
も
よ
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
し
き
記

事
は
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
天

明
年
間
出
土
説
の

「豊
七
と
い
う
農
夫
が

霊
夢
に
よ

っ
て
…
」
の
部
分
と

『
因
府
年
表
」
中
の

「
…
僕
文
七
と
申
者
、
瑞
夢

を
感
じ
…
」
の
部
分
は
よ
く
似
て
い
る
。
鏡
に
関
す
る
こ
と
を
述
べ
た
資
料
は
他

に
な
く

、
天
明
年
間
出
土
説
を
裏
付
け
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ

以
前
の
鏡

の
伝
来
を
記
し
た
も
の
も
な

い
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
鏡
に
つ
い
て
記

し
た
文
献
が
な
い
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に

鏡
そ
の
も

の
を
観
察
し
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
製
作
年
代
を
想
定
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
鏡
に
関
す
る
従
来
の
諸

説
も
そ
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
て
き
た
。

三
、
製
作
年
代
及
び
国
籍
に
関
す
る
従
来
の
諸
説
と
諸
問
題

こ
こ
で
こ
の
鏡
の
製
作
年
代
及
び
国
籍
に
つ
い
て
従
来
の
諸
説
を
ふ
り
返

っ
て

み
る
と
、
古
く
は
昭
和
九
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
日
本
國
寳
全
集
』

(第
六
十
七
輯
)

に

「
比
鏡
の
文
様
の
磨
勒
は
手
磨
れ
と
云
は
む
よ
り
は
此
鏡
が
所
謂
踏
返
し
に
よ
っ

て
造
ら
れ
た
為
で
あ

っ
て
、
従

っ
て
果
し
て
萬
域
の
製
作
か
日
本
製
か
遽
か
に
断

定
し
難
い
。
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

製
作
年
代
、
国
籍
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
さ
ら
に
後
年
、
昭
和
三
六
年
、

梅
原
末
治
氏
の
論
説

「新
た
に
見
出
さ
れ
た
鵬
鵡
鍵
」
に
始
ま
る
。
こ
の
鏡
と
同

じ
鏡
背
文
様
の
鏡
((図
14

・
直
径
二
七

・
五
セ
ン
チ
)
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
と
こ

の
鏡
は
同
萢
で
あ
り
、
表
出
の
状
態
は
鋳
造
の
前
後
関
係
を
示
し
て
い
る
と
し
、

ま
た
紐
座
の
表
現
は
線
表
出
の
か
な
り
異
様
な
も
の
で
、
こ
の
如
き
は
中
国
出
土

の
唐
鏡

に
は
、
決
し
て
見
受
け
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
本
国
で
原
型
を
作
り
、
鋳
造

し
た
唐
式
鏡
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

同
年
に
発
刊
さ
れ
た

『鳥
取
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
集
」
に
は
、
鏡
背
文

様
の
鋳
出
に
鋭
さ
を
欠
い
て
い
る
が
、
文
様
そ
れ
自
身
は
、
極
め
て
美
し
い
構
図

と
流
麗
な
線
を
も

つ
華
麗
な
も
の
で
、
そ
の
製
作
は
唐
代
末
か
天
平
時
代
か
に
な

　
　
　

る
も
の
と
し
て
い
る
。
天
平
時
代
は
奈
良
時
代
の
後
期
に
あ
た
る
。
近
年
に
な
っ

て
同
県
教
育
委
員
会
監
修
で
昭
和
六
十
年
発
行
の

『鳥
取
県

の
文
化
財
」

で
は
、

　
　

　

奈
良
時
代
か
中
国
唐
末
期
の
作
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
と
し
、
平
成
元
年
発
行
の

『
三
徳
山

・
東
郷
湖
の
ふ
る
さ
と
め
ぐ
り
』
で
は
、

「
舶
載
の
唐
式
鍵
」
と
し
て
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い
る
。
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
。

昭
和
四
七
年
、
中
野
政
樹
氏
は
、

「
こ
の
鏡
が
文
様
不
鮮
明
な
の
を
踏
返
鋳
造

の
繰
返
し
の
結
果
と
み
れ
ば
祖
形
鏡
は
鮮

明
な
表
現
の
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
で
同

文
様
を
も

つ
梅
原
氏
の
取
り
上
げ
た
鏡
よ
り
や
や
表
出
が
よ
く
、
白
銅
製
で
あ
る

　
　
　

こ
の
鏡
は
中
国
に
お
け
る
踏
返
唐
鏡
の
舶
載
し
た
も
の
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
」

と
言
わ
れ
て
い
る
。

次

い
で
昭
和
五
〇
年
、
東
京
国
立
博
物
館
発
刊
の

『鏡
像
』
に
は
、
石
田
尚
豊

氏
、
香
取
忠
彦
氏
の
解
説
が
あ
り
、

「鏡
式

・
銅
質

・
文
様

・
表
出
な
ど
か
ら
み

　
り
　

て
舶
載
唐
鏡
と
思
わ
れ
る
。」と
し
て
い
る
。

昭
和
六

一
年

、
保
坂
三
郎
は

『古
代
鏡
文
化
の
研
究
4
』
の
な
か
で
、
鏡
自
信

の
厚
み
の

「
ぼ
て
」
て
い
る
状
態
と
周
縁

の
構
成
か
ら
我
が
国
で
鋳
造
し
た
も
の

　　
　

と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
、
と
日
本
製
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
原
型
と
な
る
も
の
の
国
籍
に
つ
い
て
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
諸
説
を
要
約
し
整
理
す
る
と

、
O
日
本

で
製
作
さ
れ
原
形
を
も
と
に
踏

返
さ
れ
た
も
の
で
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
後
期
中
頃
、
長
徳
三
年
以
前
の
も

の
。
ω
舶
載
の
唐
鏡
。
中
国
唐
代
に
製
作
さ
れ
た
も
の
。
口
唐
鏡
を
原
型
と
し
、

日
本
で
製
作
さ
れ
た
も
の
。
と
い
う
三
説
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
三

説
は
、
こ
の
鏡
の
製
作
年
代
を
奈
良
時
代
か
ら
平
安
後
期
中
頃
以
前
、
あ
る
い
は

唐
代
と
し
て
い
る
が
、
推
定
年
代
に
し

て
は
幅
が
あ
り
す
ぎ
る
。
し
か
し
年
代
決

定
の
絶
対
的
な
資
料
が
な
く
、
ま
た
唐
鏡

の
編
年
が
難
し
く
遅
れ
て
い
る
こ
と
、

何
よ
り
文
様
の
鋳
出
が
精
鋭
で
な
い
と

い
っ
た
問
題
を
抱
え
て
い
て
は
無
理
も
な

い

。こ
の
鏡
の
製
作
年
代
及
び
国
籍
の
解
明
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
考
察
が

必
要
で
あ
る
が

、
こ
の
鏡
を
手
に
と

っ
て
詳
し
く
観
察
し
た
り
、
化
学
成
分
を
分

析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
鏡
の
鏡
背
文
様
に
注
目
し
、
そ
の
文
様

の
成
立
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
先
に
示
し
た
問
題
を
わ
ず
か
で
も
克
服

し
、
こ
の
鏡
の
製
作
年
代
及
び
国
籍
に
つ
い
て

一
つ
の
考
察
を
行
い
た
い
。

第
二
章

鏡
背
文
様
誕
生
の
背
景

、

オ

ウ

ム
文

様

を

も

つ
も

の

こ
の
鏡
の
鏡
背
文
様
に
似
た
オ
ウ
ム
文
様
を
も

つ
も
の
と
し
て
ま
ず
思
い
浮
か

　ね
　

ぶ
の
は
、
正
倉
院
宝
物
の
楽
器
の
ひ
と

つ

「
螺
釦
紫
檀
玩
威
」
(
図
3
)
で
あ
る
。

こ
の
玩
威
の
槽
背
面
に
は
、
螺
釦
、
琉
珀
、
璋
瑠
で
八
弁
花
を
中
心
に
し
て
二
羽

の
綬
帯
を
街
え
た
オ
ウ
ム
が
右
旋
回
し
向
か
い
合
わ
せ
て
配
さ
れ
飛
翔
し
て
い
る
。

螺
鋼
に
は
毛
彫
を
施
し
、
號
珀
の
下
に
は
彩
絵
を
沈
め
る
な
ど
の
技
法
が
認
め
ら

れ
る
。
オ
ウ
ム
の
肢
体
は
ま
こ
と
に
絵
画
的
で
実
在
感
に
満
ち
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
オ
ウ
ム
の
旋
回
文
様
を
も

つ
も
の
が
ま
だ
正
倉
院
に
は
あ
る
。

「
花
鳥
背
八

　お
　

角
鏡
」
(図
4
)で
、
こ
れ
は
直
径
三
三

・
六
セ
ン
チ
も
あ
る
白
銅
製

の
八
花
鏡
で

あ
る
。
こ
の
鏡
背
に
は
、
八
花
の
組
座
を
も

つ
組
を
中
心
に
、
階
に
は
葡
萄
の
小

枝
を
街
え
、
頸
に
は
綬
帯
を
か
け
て
な
び
か
せ
た
二
羽
の
オ
ウ
ム
が
右
廻
り
に
向
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か
い
合
わ
せ
て
配
さ
れ
て
い
る
。
文
様

の
鋳
出
の
状
態
が
良
く
、
オ
ウ
ム
の
肢
体
、

葡
萄
の
小
枝
な
ど
の
表
現
は
と
り
わ
け
豊
か
で
あ
り
、
玩
威
と
と
も

に
唐
朝
工
芸

　ぬ
　

の
優
品
と
い
わ
れ
て
い
る
。
正
倉
院
に
は
他
に
も

「
鵬
鵡
藷
纈
屏
風
」
(図
11
)
、

　ハ
　

　ぬ
　

　レ
　

「
花
藍
」
(図
6
)
、
「
蘇
芳
地
金
銀
絵
箱
」
、
「銀
平
脱
合
子
」
な
ど

に
オ
ウ
ム
の
姿

を
観
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
後

の
美
術
工
芸
品
に
オ
ウ
ム
の
姿
は
見
当

　　
　

た
ら
な
い
。

さ
て
次
に
、
鏡
に
目
を
向
け
る
と
、
先

に
掲
げ
た

「花
鳥
背
八
角
鏡
」
と
同
じ

鏡
背
文
様
を
も

つ
鏡
が
白
鶴
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
京
都
、
醍
醐
寺
所
蔵

の

「花
綬
鵬
鵡
八
花
鏡
」
(図
7
)
は
直
径

一
七

・
七
セ
ン
チ
の
白
銅
鏡

で
鏡
表

に

　ね
　

如
意
輪
観
音
等
が
毛
彫
さ
れ
て
い
る
。
鏡
背
に
は
や
は
り
組
を
中
心
に
綬
を
街
え

た
二
羽
の
オ
ウ
ム
が
旋
回
し
て
い
る
。
静
岡
、
M
O
A
美
術
館
所
蔵
の

「
鶏
鵡
瑞

　の
　

花
八
花
鏡
」
(図
8
)
は
直
径
二
四

・
ニ
セ
ン
チ
、
鏡
背
に
は
紐
を
中
心
に
綬
帯
を

街
え
た
オ
ウ
ム
を
向
か
い
合
わ
せ
に
対
向
さ
せ
、
上
下
に
瑞
花
を
配
し
た
文
様
を

も

つ
。
こ
れ
ら
の
鏡
は
、
白
鶴
美
術
館
所
蔵
の
鏡
を
除
き
、
全
て
唐
鏡
と
い
わ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
鏡

に
、
こ
の
三
仏
寺
所
蔵
の
鏡
と
、
そ
れ
と
同
文
様

の
梅
原
氏
が
論
説
で
取
り
上
げ
た
鏡
以
外

に
オ
ウ
ム
文
様
を
も

つ
鏡
は
な
い
。

こ
う
し
て
、
日
本
に
現
存
す
る
オ
ウ

ム
文
様
を
も

つ
も
の
を
書
き
留
め
て
み
る

と
、
明
ら
か
に
唐
代
の
遺
品

に
集
中
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
以
前
に
も

そ
れ
以
後
に
も
こ
の
鏡
に
似
た
オ
ウ
ム
文
様
は
見
当
た
ら
な
い
。

そ
こ
で

「螺
釦
紫
檀
玩
威
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
華
麗
な
姿
で
文
様
化
さ
れ

た
、
唐
代
の
オ
ウ
ム
の
背
景
を
探

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
文
献
の
中
の
オ
ウ
ム

唐
代
の
文
人

、
段
成
式
の
著
書

『
酉
陽
雑
姐
」
巻
十
六
、
羽
篇
鳥
類
の

「
六
〇

　ハ
　

二
話

鶏
鵡
」
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

「飛
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
の
鳥

は
、
趾
が
前
三
本

、
後

一
本

で
あ
る
が
、
鵬
鵡
だ
け
は
、
四
本
の
趾
が
ひ
と
し
く

分
か
れ
て
い
る
。
す
べ
て
鳥
は
下
瞼
が
上
に
動
く
の
に
、
鵬
鵡
だ
け
は
両
瞼
が
人

の
目
の
よ
う
に

一
緒
に
動
く
。
玄
宗
の
と
き
、
五
色
の
鶏
鵡
が
い
て
上
手
に
人
間

の
言
葉
を
言
え
た
。
帝
が
、
側
近
の
者
に
試
み
に
帝
の
衣
を
牽
か
せ
て
み
た
。
鵬

鵡
は
目
を

い
か
ら
せ
て
叱
哺
し
た
。
岐
王
府
の
文
学
の
能
延
景
が

、

『
鵬
鵡
篇
』

を
献
じ
て
、
そ
の
こ
と
を
た
た
え
た
。
張
燕
公
に
祝
賀
の
上
表
文
が
あ
り
、
時
楽

鳥
と
称
し
て
い
る
。」
こ
こ
に
あ
る
張
燕
公
の
祝
賀
の
上
表
文
を
次
に
引
く
と
す
る
。

「
『南
海
異
物
志
』
に
、
時
楽
鳥
が
あ
り
、
鳴
く
と
き
は
み
な
太
平
と
い
い
、
天

下
に
道
が
あ
れ
ば
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
臣
が
そ
の
絵
図
を
し
ら
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
、

丹
の
首
、
紅
の
臆

、
朱
の
冠
、
緑
の
翼
で
あ
り
こ
の
鵬
鵡
と
か
わ
り
が
な
く
、
心

が
聡
く
、
性
は
弁

で
、
主
人
を
護
い
、
恩
に
報
じ
ま
す
。
そ
れ
故
、
よ
の
つ
ね
の

品
、
あ
り
ふ
れ
た
禽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
。さ
て
、
玄
宗
は
唐
第
六
代
皇
帝

(在
位

七

一
二
～
七
五
六
)
で
、

「
開
元
の
治
」
と
い
わ
れ
る
こ
の
皇
帝
の
善
政
期
に
は
、

腎
臣
の
も
と
官
紀
を
粛
正
し
、
農
民
の
生
活
安
定
を
は
か
り
、
文
化
が
繁
栄
し
た
。

そ
の
時
、
首
都
長
安
は
人
口
百
万
人
、
世
界
最
大
の
都
市
で
あ

っ
た
。
そ
の
時
期
、

オ
ウ
ム
は
皇
帝
の
傍
ら
に
い
て
、
そ
の
賢
さ
を
臣
下
が
誉
め
た
た
え
て
い
る
の
が

先
に
引

い
た
文
章
か
ら
は
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
オ
ウ
ム
は
皇
帝
、
つ
ま
り
は
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支
配
者
の
善
政
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
明
皇
雑
録
』
に

は
、
開
元
中

(
七

一
三
～
七
四
二
)
に
嶺
南
か
ら
献
ぜ
ら
れ
た
白
オ
ウ
ム
を
宮
中

で
飼
い
、
そ
の
オ
ウ
ム
は
聡
く
、
賢
く

、
「雪
衣
女
」
と
呼
ん
で
い
た
と

い
う
記

述
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
オ
ウ
ム
は
貴
妃
が
チ

ェ
ス
で
負
け
そ
う
な
時
そ
れ

(盤

　の
　

上
)
を
乱
し
た
り
相
手
の
手
を
つ
つ
い
た
り
し
た
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
玄
宗
の

時
期
や
は
り
宮
中
で
は
オ
ウ
ム
が
飼
わ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
オ
ウ
ム
に
関
し

て
の
べ
た
文
章
は
他
に
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
オ
ウ
ム
が
人
の
言
葉
を
ま
ね
て
話

す
こ
と
や
、
そ
の
肢
体
の
色
彩
、
生
態

に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
唐
代
の
文
献

に
お
い
て
は
そ
れ
ら
に
加
え
、
前
述
の
よ
う
な
逸
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
文
献
か
ら
は
、
人
の
言
葉
を
話
す
賢

い
鳥
1
時
楽
鳥
1
瑞
鳥
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

の
ふ
く
ら
み
が
う
か
が
え
る
。
唐
代
で
賢
き
こ
と
美
し
き

こ
と

の
象
徴
で
あ
り
、

愛
玩
動
物
と
し
て
流
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　お
　

唐
代
以
前

、
六
朝
時
代
の
小
説

『
異
苑
』
に

「心
の
優
し
い
鶉
鵡
の
話
」
が
あ

る
。

一
羽
の
オ
ウ
ム
が
よ
そ
の
山
に
行

っ
た
と
き
、
そ
こ
の
獣
が
よ
い
世
話
を
し

て
く
れ
た
。
あ
る
と
き
そ
の
山
が
火
事

に
な
り
オ
ウ
ム
は
自
ら
の
羽
を
濡
ら
し
消

そ
う
と
し
て
い
る
と
、
天
の
神
が
馬
鹿

に
す
る
。
オ
ウ
ム
は
以
前
世
話
に
な

っ
た

こ
の
山
の
者
は
み
な
私
の
兄
弟
、
見
捨

て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
。
天
の

神
は
大

へ
ん
感
動
し
火
を
消
し
た
、
と

い
う
の
が
話
の
大
筋
で
、
こ
れ
は
仏
典
の

『
讐
論
経
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
話
だ
と

い
う
。
そ
こ
で
仏
教
説
話
の
中

に
オ
ウ

ム
が
登
場
し
て
い
る
よ
う
な
の
で

『仏
教
説
話
大
系
』
を
引
く
こ
と
に
す
る
。
そ

こ
に

「
オ
ウ
ム
の
森
」
、
「
オ
ウ
ム
の
兄
弟
」
、
「
オ
ウ
ム
の
王
子
」
と
い
っ
た
説
話

を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ど
れ
に
登
場
す
る
オ
ウ
ム
も
賢
く
、
唐
代
の
文
献

の
オ
ウ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
オ
ウ
ム
の
森
」
の
中
で
、
オ

ウ
ム
は
、
仏
が
こ
の
世
に
出
現
す
る
時
花
開
く
と
い
う
ウ
ド
ゥ
ン
バ
ラ
の
森
に
住

ん
で
そ
の
実
や
葉
を
食
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
聖
域
に
住
む
鳥
と
い

っ
た
印
象
を
う

け
る
。

仏
教
の
発
祥
地
イ
ン
ド
に
は
、

『
鶉
鵡
七
十
話
』
と
い
う
物
語
が
あ
る
。
そ
の

内
容
は
、
旅
に
出
る
商
人
が
ひ
と
り
家
に
残
す
妻
の
こ
と
を
賢
い
オ
ウ
ム
に
托
し

て
出
発
す
る
。
と
こ
ろ
が
留
守
中
、
妻
は
王
子
に
見
初
め
ら
れ
動
揺
し
、
夕
方
に

な
る
と
王
子
の
と
こ
ろ
へ
行

こ
う
と
し
て
オ
ウ
ム
に
相
談
す
る
。
オ
ウ
ム
は
そ
の

都
度
、
妻
に
難
問
を
だ
し
彼
女
が
そ
れ
を
解
こ
う
と
考
え
て
い
る
う
ち
に
夜
が
明

け
る
と
答
え
を
教
え
る
。
か
く
し
て
七
十
夜
を
無
事
に
過
す
、
と

い
っ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
天
国
の
果
実
を
人
間
に
運
ん
で
く
る
善
鳥
と
し
て
オ
ウ

ム
が
登
場
す
る
。
オ
ウ
ム
は
善
な
る
も
の
の
象
徴
な
の
か
。

こ
の
よ
う
に
唐
代
の
文
献
を
中
心
に
オ
ウ
ム
を
追
う
と
、
唐
代
に
オ
ウ
ム
を
も

た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
原
産
地

の
イ
ン
ド
で
は
聖
な
る
、
善
な
る
鳥
、
中
国
に
お
い

て
は
古
く
か
ら
人
間
の
言
葉
を
話
す
賢
い
鳥

、
唐
代
に
至

っ
て
は
時
楽
鳥
を
思
わ

せ
る
端
な
る
鳥
に
ま
で
オ
ウ
ム
は
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
の
意
識
の
高
揚
が
、
オ
ウ
ム
の
文
様
化
に
ま
で
至
ら

し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　お
　

]
方
、
日
本
に
お
い
て
は

『
日
本
書
紀
」
に
オ
ウ
ム
が
新
羅
、
百
済
か
ら
献
ぜ

　
め
　

ら
れ
た
記
事
が
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
に
は
、
聖
武
天
皇
の
天
平
四
年

(七
三
二
)
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に
新
羅

の
使
い
が
オ
ウ
ム
を
献
じ
た
と
あ

る
。
平
城
京
跡
出
土
の
土
器
に
、
「
嬰

武
鳥
柘
莫
採
」
と
墨
書
き
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
オ
ウ
ム
が
飼
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
も
オ
ウ
ム
は
権
力
者
た
ち
の
愛
玩
動
物
と
し
て
流
行
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

三
、
咋
鳥
文
様

オ
ウ
ム
が
唐
代
に
文
様
化
さ
れ
た
背
景
を
ま
ず
は
文
献
か
ら
と
ら
え
た
が
、
こ

の
鏡
の
鏡
背
文
様
の
よ
う
な
構
図
で
登
場
し
た
背
景
は
何
で
あ
ろ
う
。

「
花
綬
鵬

鵡
鏡
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
鏡
の
花
街
を
を
街
え
た
オ
ウ
ム
の
文
様
は
突
然
生
ま
れ

た
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
は
ペ
ル
シ
ャ
地
方
を
起
源
と
し
東
西
に
波
及
し
た

「咋
鳥
文
様
」
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『唐
会
要
』
異
文
抱

(異
国
文
様
の
服

)
の
記
事
に
晩
唐
文
宗
皇
帝

(
八
二
七

～
八
四
七
)
の
時
に
三
品
以
上
の
者
に
は
鵤
が
瑞
草
を
街
る
、
鷹
が
綬
帯
を
街
る
、

ま
た
は
二
羽
の
孔
雀
が
向
き
合
う
文
様

の
あ
る
綾
の
上
着
の
着
用
を
許
可
し
た
と

あ
る
。
こ
こ
か
ら
唐
代
の
人
々
に
と

っ
て
鳥
が
瑞
草
や
綬
帯
を
街
え
た
文
様
は
異

国
の
も
の
だ
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
が
わ
か
る
。
唐
以
前
、
漢
か
ら
後
漢
に
か
け

て
綬
帯
や
珠
を
街
る
朱
雀
、
孔
雀
風
な
鳥

が
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
純
粋
に
中
国
で
育

っ
た
文
様
と
い
う
よ
り
は
、
絶
ず
周
辺
民

族
と
交
流
が
あ
る
な
か
で
そ
の
異
文
化
に
触
れ
な
が
ら
発
生
し
た
も
の
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

さ
て
こ
の

「
咋
鳥
文
様
」
を
西
方
に
追

っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
中
国
の

西
域

へ
の
玄
関

口
敦
煙
の
石
窟
に
は
天
女
や
迦
陵
頻
伽
が
壁
画
に
飛
翔
し
て
い
る
。

　　
　

咋
鳥
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
ス
タ
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

「観
経
変
相
図
」

に
は
迦
陵
頻
伽
と
と
も
に
孔
雀
と
オ
ウ
ム
が
描
か
れ
て
い
る
。
オ
ウ
ム
は
聖
域

に

入
れ
る
鳥
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
あ
の
仏
教
説
話
の
ウ
ド

ゥ
ン
バ
ラ
の
森
に
住

む
オ
ウ
ム
を
思

い
だ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ク
チ
ャ
で
発
掘
さ
れ
た

「
彩
画
舎

利
容
器
」
の
蓋
に
は
、
四
方
に
連
珠
文
に
囲
ま
れ
た
有
翼
童
子
を
描
き
、
そ
の
間

に
花
枝
を
街
え
て
向
き
合
う
二
羽
の
鳥

(図
9
)
、
あ
る
い
は
花
綱
を
街
え
て
頭

を
そ
む
け
合
う
二
羽
の
鳥

(図
10
)
が
い
る
。
こ
の
二
羽
の
鳥
の
う
ち
左
方
の
鳥

は

「観
経
変
相
図
」
の
オ
ウ
ム
と
似
て
お
り
、
緑
色
の
羽
で
噛
は
丹
の
色
を
し
て

い
る
。
ま
た
キ
ジ
ル
最
大
洞
壁
画

に
は
連
珠
文
に
囲
ま
れ
た
綬
帯
を
街
え
た
鳥

(図
5
)
が
い
る
。
こ
れ
よ
り
西
方
の
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の
壁
画
に
も
連
珠
文
の
中
に

連
珠
の
飾
り
の
よ
う
な
も
の
を
街
え
た
二
羽
の
鳥
の
文
様
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

さ
て

「咋
鳥
文
様
」
の
起
源
地
と
し
て
す
で
に
知
ら
れ
る
ペ
ル
シ
ア
地
方
で
は
、

サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
遺
品
で
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ

ュ
美
術
館
所
蔵
の
銀

(図
12
)
皿

に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
銀
皿
に
は

ハ
ー
ト
型
の
連
続
円
文
の
中
に
、
頭
に
三

日
月
型
の
も
の
を
戴
い
た
尾
の
長

い

一
羽
の
鳥
が
、
頭
部
後
方
に
下
端
に
三
つ
の

房
を

つ
け
た
飾
り
の
よ
う
な
も
の
を
街
え
て
い
る
姿
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
飾
り
は

バ
ー
ミ

ャ
ン
の
も
の
と
似
て
い
る
。
こ
の
連
珠
状
の
も
の

(鳥
の
街
え
て
い
る
も

の
、
そ
れ
を
囲
む
円
文
)
は
真
珠
を
連
ね
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ペ
ル
シ

ア
で
真
珠
は
、
他
の
宝
石
類
と
同
様
に
宝
飾
に
用
い
ら
れ
た
が
実
は
真
珠
に
は
そ

一25一



れ
に
込
め
ら
れ
た
特
別
な
意
味
が
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
古
来
ペ
ル
シ
ャ
湾
は
天
然

真
珠
の
産
地
と
し
て
名
高
か

っ
た
。
前

一
世
紀
、
ロ
ー

マ
の
学
者
プ
リ
ニ
ウ
ス
が

月
夜
の
晩
に
海
上
に
浮
び
上

っ
た
貝
が
ひ
ら
く
と
、
天
空
か
ら
露
が
降
り
真
珠
に

　　
　

な
る
と
い
っ
て
い
る
。
月
夜
に
照
さ
れ
た
湾
内
の
水
面

に
貝
が
浮
び
上
り
開
く
…

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
だ
が
…
時

、
貝
の
内
側
、
乳
白
色
の
肉
は
白
々
と

月
の
光
を
う
け
て
輝
き
、
幻
想
的
な
情
景
を

つ
く
り
だ
す
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
天
空

か
ら
輝
く
月
の
雫
が
落
ち
て
く
る
と

い
う
、
な
ん
と
も
光
明
な
世
界
で
あ
り
神
秘

的
で
あ
る
。
そ
し
て
真
珠
は
ペ
ル
シ
ア
で
は
聖
な
る
水
や
火
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ
り
、
最
も
神
聖
な
る
宝
石
と
し
て
サ
サ

ン
朝

の
歴
代
の
大
王
の
宝
冠
に
飾
ら
れ

て
い
た
と
い
う
史
実
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
連
珠
円
文
は
ま
さ

に
聖
な
る
空
間
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
い
る
聖
な
る
真
珠
の
宝
飾
を
街
え
た

鳥
は
、
聖
な
る
も
の
を
運
ぶ
使
者
と
し
て
の
意
味
を
も

つ
と
思
わ
れ
る
。
ア
ン
テ
ィ

ノ
エ
出
土

(
六
～
七
世
紀
)
の
野
羊
文
錦

に
は
、
連
珠
円
文
の
中
に
真
珠
の
首
飾

を

つ
け
た
野
羊
が

い
る
。
野
羊
は
ペ
ル
シ

ャ
で
神
聖
視
さ
れ
、
勝
利
の
神
が
現
れ

る
時
の
姿
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
。
聖
な
る
空
間
の
中
に
は
聖
な
る
動
物
が
あ
ら
わ

さ
れ
て
い
る
と
も

い
え
る
。

ヴ

ァ
テ
ィ
カ
ン
博
物
館
の
錦
裂
に
は
連
珠
円
文
の
中

に
、
葡
萄
の
蔓
を
街
え
た

鳥
が

い
る
。
葡
萄
に
も
何
か
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
イ
ラ
ン
で
は
古
代
か
ら

愛
と
戦
争
と
豊
穣
の
女
神

ア
ナ
ー
ヒ
タ
ー
の
信
仰
が
あ

っ
た
が
、
サ
サ
ン
朝
に
な

り
そ
の
司
祭
者
の
系
統
が
王
朝
の
創
始
者
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ア
ナ
ー
ヒ
タ
ー

信
仰
が
非
常
に
盛
ん
に
な

っ
た
。
天
空
に
あ
る
ア
ナ
ー
ヒ
タ
ー
の
泉
に
は
、
パ
オ

マ
と
い
う
聖
樹
が
生
え
て
い
る
と
い
わ
れ
、
パ
オ
マ
の
樹
液
を
飲
む
と
不
死
の
生

命
が
得
ら
れ
る
と
い
う
。
林
良

一
氏
は
、
パ
オ
マ
は
葡
萄
で
、
さ
ら
に
天
空
に
は

も
う

一
本
の
聖
樹

「
多
く
の
種
子
を
も

つ
樹
」
が
あ
り
こ
れ
は
す
べ
て
の
植
物
の

　　
　

根
源
と
な
る
樹
で
、
柘
榴
が
相
当
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
連
珠
円
文
の

中
の
鳥
が
街
え
て
い
た
葡
萄
は
、
サ
サ
ン
朝
の
女
神

ア
ナ
ー
ヒ
タ
ー
の
も
た
ら
す

聖
樹
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

「
咋
鳥
文
様
」
は
、
そ
の
源
流
を
た
ど
る
と
、
聖
域
か
ら
聖
な
る
も
の
、
生
命

や
豊
穣
を
も
た
ら
す
も
の
を
運
ぶ
鳥
の
文
様
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
鳥
そ
の
も
の
も

こ
の
人
間
界
と
遥
か
な
る
天
空
の
神
々
の
世
界
と
を
つ
な
ぐ
聖
な
る
使
者
で
あ

っ

た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
前
述
し
た
オ
ウ
ム
文
様
を
も
つ
も
の
で
こ
の

「咋
鳥
文
様
」
の
意

味
を
よ
く
表
し
て
い
る
も
の
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
正
倉
院
に
あ
る

「花
藍
」

(図
6
)
で
、
中
央
に
花
枝
を
街
え
た
鳥

(
オ
ウ
ム
)
が
二
羽
右
旋
回
す
る
文
様

を
も

つ
も
の
が
あ
る
。
四
方
に
は
遠
山
が
あ
り
、
鳥
の
街
え
て
い
る
花
枝
と
同
じ

も
の
が
生
え
て
い
る
。
周
囲
の
空
間
に
は
雲
氣
の
よ
う
な
も
の
が
浮
ん
で
い
る
。

「
鶏
鵡
繭
纈
屏
風
」
(図
11
)
に
は
、
花
枝
を
街
え
た

一
羽
の
尾
の
長

い
鳥

(
オ
ウ

ム
)
が

い
て
そ
の
左
下
方
に
遠
山
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
遠
山
、
遥
か
な
る
聖
域

か
ら
そ
こ
に
生
え
る
聖
な
る
花
枝
を
運
ぶ
聖
な
る
鳥
の
役
目
を
オ
ウ
ム
が
得
て
い

る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
唐
代
の
遺
品
に
は
、
綬
帯
を
街
え
た
鳥
文
様

も
数
多
く
登
場
す
る
が
こ
れ
は
、
中
国
古
来
か
ら
あ
る
偏
玉
と
綬
と
い
っ
た
宝
飾

品
で
徳
や
封
爵
を
表
わ
す
も
の
を
ペ
ル
シ
ャ
を
起
源
と
す
る

「
咋
鳥
文
様
」
と
上

一26一



手
く
融
合
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
三
仏
寺
所
蔵
の
鏡
の
鏡
背
文
様
は
、
「螺
釦
紫
檀
玩
威
」
に
代
表
さ
れ
る
、

綬
帯

(あ
る
い
は
花
枝
)
を
街
み
飛
翔
す
る
オ
ウ
ム
の
文
様
で
あ
る
が
、
そ
の
文

様
の
成
立

に
は
、
唐
の
十
分
な
国
力
に
支
え
ら
れ
た
積
極
的
な
外
来
文
化
の
吸
収

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
聖
な
る
鳥
の
文
様

「咋
鳥
文
様
」
の
東
漸
、
オ
ウ
ム
に

対
す
る
意
識
の
高
揚
に
よ
り
誕
生
し
た
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章

唐
鏡
の
流
れ
の
な
か
で

、
唐
鏡
の
変
遷

さ
て
、
こ
の
鏡
の
鏡
背
文
様
は
唐
代
に
出
現
し
た
と
思
わ
れ
る
が
果
た
し
て
そ

れ
は
唐
代
の
い
つ
頃
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か

。

そ
こ
で
本
場
中
国
出
土
の
唐
鏡
で
紀
年
墓
出
土
の
も
の
を
追
う
こ
と
に
よ
り
そ

の
変
遷
を
み
て
い
こ
う
と
思
う
。
し
か
し

、
鏡
そ
の
も
の
の
製
作
年
代
は
そ
の
墳

墓
よ
り
ど
れ
程
湖
る
の
か
は
判
断
し
難
い
。
原
型
が
あ
れ
ば
同
じ
鏡
が
後
年
い
く

つ
も
鋳
造
で
き
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
紀
年
墓
の
年
の
順
に
鏡
を
並
べ
た
と
し
て
も

実
際
の
原
型
の
成
立
年
代
は
前
後
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
に
注
意
し
な
が

ら
、
こ
れ
か
ら
行
う
こ
と
は
、
唐
鏡
の
編
年
で
は
な
く

、
あ
く
ま
で
唐
鏡
の
鏡
背

文
様
の
流
れ
を

つ
か
む
た
め
の

一
つ
の
考
察
の
方
法
で
あ
る
。

ま
ず
晴
か
ら
初
唐
に
か
け
て
、
海
獣
葡
萄
鏡
が
多
数
見
出
さ
れ
て
い
る
の
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
晴
の
紀
年
を
も

つ
西
安
郭
家
灘
の
大
業
七
年

(
六

一
一
)
墓
か
ら
は
外
区

に
銘
帯
を
も

っ
た

「方
格
四
神
文
鍵
」
が
出
土
し

た
。盛

唐
初
期
の
も
の
に
西
安
郭
家
灘
三
九
五
号
、
神
龍
三
年

(七
〇
七
)
墓
出
土

の

「
鳳
鳳
稜
狙
文
八
陵
鍵
」
が
あ
る
。
内
区
に
組
を
中

心
と
し
て
四
方

に
鳳
鳳
、

稜
狙
を
置
き
、
そ
の
間
に
立
花
枝
が
あ
る
。
こ
れ
に
近
い
文
様
を
も

っ
た
も
の
に
、

西
安
郭
家
灘
出
土
の

「
鳳
鳳
稜
狙
文
鍵
」
が
あ
る
。
内
区
に
鳳
鳳
と
稜
狙
を
、
外

区
に
花
枝
街
え
た
鳥
と
立
花
枝
を
交
互
に
配
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
晴
か
ら
初
唐

に
か
け
て
の
鏡
と
は
様
相
が
や
や
異
な
り
、
表
出
さ
れ
る
文
様
の
間
に
余
白
が
あ

る
。
し
か
し
、
西
安
郭
家
灘
九
二
号
、
開
元
二
年

(七

一
四
)
墓
出
土
の

「
雀
続

花
枝
鍵
」
は
、
雀
と
花
枝
と
を
交
互
に
隙
間
泣
く
配
置
し
、
晴
か
ら
初
唐
の
鏡
の

流
れ
を
強
く
受
け
継
い
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

八
世
紀
中
頃
の
鏡
の
文
様
に
は
大
き
な
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。
広
東
省
詔
関
の

開
元
二
九
年

(七
四

一
)
張
九
齢
墓
か
ら

「雲
龍
文
鍵
」
の
断
片
が
発
見
さ
れ
て

い
る
。
西
安
郭
家
灘
六
五
号
唐
墓
出
土
の

「雲
龍
文
鍼
」
に
は

「
千
秋
」
の
銘
文

が
あ
る
。
同
じ
く

「
千
秋
」
の
銘
を
も

つ

「雲
龍
文
鏡
」
が
広
東
紹
関
か
ら
出
土

し
て
い
る
。
こ
の

「
千
秋
」
は
開
元

一
七
年

(
七
二
九
)
の
玄
宗
の
誕
生
日
に
定

め
ら
れ
た
祭
日

「
千
秋
節
」
の
こ
と
で
天
宝
四
年

(七
四
五
)
墓
か
ら
は
綬
を
街

え
た
双
鳳
を
鏡
背

一
面
に
配
す
六
花
鍵
が
出
土
し
た
。
西
安
韓
塞
第

一
号
、
天
宝

四
年
墓
か
ら
は
、
「仙
岳
飛
仙
文
八
花
鍵
」
が
出
土
し
て
い
る
。
八
世
紀
中
頃
の

紀
年
墓
出
土
の
鏡
は
、
雲
龍
、
鳳
鳳
、
飛
仙
と
い
っ
た
瑞
祥
を
象
徴
す
る
も
の
を

大
き
く
鏡
背
に
配
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
河
南
省
洛
陽

一
六
工
区
七

一
六
号
、
乾
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元
元
年

(七
五
八
)
墓
か
ら
は
、
「
螺
釦
花
鳥
仙
人
鍵
」
、
洛
陽
関
杯

一
〇
九
号
、

天
宝
九
年

(七
五
〇
)
墓
か
ら
は
金
銀
平

脱
の
技
法
を
用
い
た

「鷺
鳳
花
鳥
文
八

花
鏡
」
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
紀
年
墓
出
土
鏡
に
華
や
か
さ
を
そ
え
て

い
る
。
正
倉
院
の
螺
釦
鏡
を
思

い
浮
か
べ
る
と
、
唐
文
化
の
円
熟
期
を
考
え
さ
せ

　
れ
　

ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
紀
年
墓
出
土
の
鏡
の
流
れ
を
み
て
い
く
と
、
そ
の
鏡
背
文
様
に
関

し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が

い
え
る
と
思
う
。
ま
ず
、
晴
か
ら
初
唐
に
お
け
る
鏡
は

動
物
文
に
し
ろ
植
物
文
に
し
ろ
、
鏡
背
を
隙
間
な
く
埋
め

つ
く
す
手
法
を
と
る
。

海
獣
葡
萄
鏡
の
ご
と
き
で
あ
る
。
初
唐
か
ら
盛
唐

へ
の
境

(
七
世
紀
末
)
に
鳥
や

獣
、
花
枝
な
ど
が
単
独
の
姿
で
文
様
化
し
は
じ
め
て
い
る
。
盛
唐

(八
世
紀
中
頃
)

の
鏡
は
多
様
で
、
雲
龍

、
鳳
鳳
、
飛
仙
な
ど
瑞
な
る
も
の
、
聖
な
る
も
の
を
大
き

く
配
す
豪
華
な
文
様
が
多
く
使
用
さ
れ
る

。
ま
た
螺
釦
、
平
脱
と

い
っ
た
技
法
も

加
わ
る
。
こ
れ
ら
唐
鏡
の
鏡
背
文
様
の
変
化
と
唐
鏡
以
前
の
鏡
の
変
遷
を
ふ
ま
え

て
思
う
こ
と
を
以
下
に
ま
と
め
る
。
唐
代
ま
で
の
鏡
背
文
様
の
中
に
明
る
さ
は
感

じ
ら
れ
な
い
。
う
ず
ま
く
気
と
霊
獣
、
瑞
鳥
、
神
仙
の
世
界
で
あ
る
。
陰
陽
の
思

想
に
強
く
影
響
を
う
け
て
い
る
と
も
考
え
ら
る
。
重
々
し
い
感
じ
で
あ
る
。
し
か

し
晴
代
を
経
て
唐
代
に
至
り
、
稜
貌
や
鳳

鳳
と
い

っ
た
霊
獣
は
、
空
想
化
さ
れ
た

動
物
と
は
い
え
実
在
感
に
満
ち
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
鏡
背

一
面
に
生
き
生
き

と
し
た
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
西
方
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
観
の
影
響
を
う
け
た

の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
古
来
か
ら
中
国
思
想

に
大
き
な
影
響
を
も

つ
、
万
物
を
生
む

「気
」
は
、
そ
の
も
の
を
も
の
の
周
辺
に
表
現
す
る
の
で
は
な
く

、
聖
な
る
動
物

や
草
花
の
中
に
内
在
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
文
様
の
単
位
が
徐
々
に
大
き

く
な

っ
た
の
は
、
「気
」
が
内
在
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

「
雲
龍
文
鏡
」
に
は
大
き
く
表
出
さ
れ
た
龍
の
周
囲
に
小
さ
な
雲
が

な
び
い
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
古
来
鏡
の
な
か
で
う
ず
ま
い
て
い
た

「
気
」
の
な

ご
り
で
あ
ろ
う
。

二
、
鏡
背
文
様
を
観
る

こ
こ
で
は
ま
ず
、
中
国
出
土
の
唐
鏡
を
追
う
な
か
で
重
大
な
発
見
を
し
た
こ
と

を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
実
は
、
こ
の
三
仏
寺
所
蔵
の
鏡
と
同
じ
鏡
背
文

様
を
も

つ
鏡
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

『漸
江
出
土
鍵
』
に
載

っ
て
い
る

屠

双
鷺

長
綬
鏡
」
(図
13
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
「鷺
」

つ
ま
り

「鷺
」
は
、
伝
説
上
の
鳳
鳳

の
た
ぐ
い
の
鳥
だ
と
い
う
が
、
ま
さ
に
そ
こ
に
い
る
の
は
オ
ウ
ム
で
あ
る
。
こ
の

解
説
に
は

「漸
江
省
博
物
館
蔵
品
。
直
径
二
七

・
八
厘
米
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い

な
い
。
博
物
館
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
確
か
に
館
蔵
品
だ
が
、
出
土
地
も
館

へ

き
た
経
緯
も
不
詳
で
あ
る
と
の
こ
と
だ

っ
た
。
し
か
し
、
双
鷺
長
綬
の
文
様
と
白

銅
製
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
鋳
出
か
ら
し
て
断
じ
て
唐
鏡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ

た
。
こ
の
鏡
の
存
在

で
確
か
に
い
え
る
こ
と
は
、
三
仏
寺
所
蔵

の
鏡

の
原
型
は
、

中
国
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
諸
説
で
、
原
型
を
日
本
製
と
す
る
も

の
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
説
は
全
く
成
り
立
た
な
い
。
残
り
は
、
原
型
は
中
国
で
、

鋳
造
も
中
国
、
鋳
造
は
日
本
と
い
う
二
説
で
あ
る
。
こ
の
三
仏
寺
所
蔵
の
鏡
と
同

文
様
の
鏡
が

二
面
あ
る
。
漸
江
の
鏡
と
梅
原
氏
の
鏡
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
面
を
比
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べ
る
と
そ
の
直
径
は
梅
原
氏
の
鏡
は
や
や
小
ぶ
り
で
、
残
り
二
面
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
は
こ
の
二
面
が
同
型
か
ら
鋳
造
さ
れ
た
と

い
え
る
根
拠
に
な
る
。
さ
て
こ
れ

ら
の
鏡
背
文
様
を
よ
く
観
察
す
る
こ
と

、
こ
れ
ら
三
面
の
文
様
は
同
じ
で
は
あ
る

が
、
花
綬
に
つ
い
て
い
る
飾
り
や
葉
を

ア
ト
ラ
ン
ダ

ム
に
消
失
し
て
い
る
。
三
仏

寺
鏡
と
比
べ
漸
江
鏡
は
花
綬
に
つ
く
葉
が
多
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
翼
を
そ
ろ
え

た
オ
ウ
ム
の
街
え
た
花
綬
の
中
間
部
は
、
主
軸
と
な
る
綬
帯
か
ら
突
出
す
る
葉
や

小
さ
な
丸

い
飾
り
が
全
く
な
い
。
こ
れ
ら
飾
り
や
葉
の
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
な
欠
失
は
、

お
そ
ら
く
鋳
出
時
に
表
出
の
悪
い
部
分
を
そ
ぎ
と

っ
て
し
ま

っ
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。
最
初
に
鋳
出
さ
れ
た
鏡
は
鮮
明

な
表
出
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
三
仏
寺
鏡
は
白
銅
製
で
あ

る
こ
と
か
ら
も
中
国
で
鋳
造
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
か
と
、
つ
ま
り
は
舶
載
の
唐
鏡
で
あ
ろ
う
と
推
察

で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
唐
鏡
の
な
か
で
オ
ウ
ム
文
様
を
も

つ
鏡
を
詳
し
く
観
て
み
る
と
、
天
宝
四

年

(七
四
五
)
墓
出
土
の
綬
を
街
え
た
双
鳳
を
配
し
た
鏡
は
、

『
唐
宋
銅
鏡
』
の

な
か
で

「
六
弧
鵬
鵡
卿
綬
鍵
」
(図
15
)
と
称
さ
れ
る
鏡
と
同

一
の
も

の
で
、
こ

の
鏡
の
鳥
は
オ
ウ
ム
で
あ
る
と
し
て
お
く
。
綬
を
街
え
た
二
羽
の
オ
ウ
ム
が
組
を

狭
ん
で
頭
尾
逆
に
配
さ
れ
、
綬
は
オ
ウ

ム
の
腹
側
に
そ

っ
て
ほ
ぼ
垂
直

に
下
り

、

下
瑞
が
な
び
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
う
ね

っ
て
い
る
。
こ
の
オ
ウ
ム
の
肢
体
表
現

に
近
い
オ
ウ
ム
を
も

っ
て
い
る
の
が
ま
ず
、
M
O
A
美
術
館
所
蔵
の

「鶏
鵡
瑞
花

八
花
鏡
」
(図
8

・
直
径

二
四

・
ニ
セ
ン
チ
)
で
八
花
形
の
縁
で
、
組
を
狭
ん
で

左
右
に
大
き
な
綬
を
街
え
た
オ
ウ
ム
を
向

い
合
わ
せ
に
配
し
、
上
下
に
瑞
花
を
配

し
て
い
る
。
綬
帯
は
オ
ウ
ム
の
腹
側
に
垂
れ
、
内
に
は
ね
た
尾
と
交
差
し
オ
ウ
ム

の
翼
の
下
方
で
ゆ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
全
く
同
じ
文
様
の
鏡
が
メ
ト

ロ
ポ
リ
タ
ン

博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

(直
径
二
三

・
八
セ
ン
チ
)
。
こ
ち
ら
が
わ
ず
か
に

小
さ
い
が
梅
原
末
治
氏
は

『
唐
鏡
大
観
」
の
解
説
で
、
「
拓
影

に
依

っ
て
比
較
す

る
と
両
者
は
縁
の
幅
を
除
い
て
細
部
の
末
に
至
る
ま
で
全
く
相
重
な
る
か
ら
、
同

　　
　

じ
萢
で
作
ら
れ
た
遺
品
と
見
る
可
き
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
限

ら
ず
、
同
文
様
を
も

つ
鏡
で
同
型
か
ら
鋳
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
唐
鏡
は
あ
る
。

醍
醐
寺
所
蔵
の

「花
綬
鶉
鵡
八
花
鏡
」
(図
7
)の
鏡
背
の
、
綬
帯
を
街
え
、
頸
に

も
綬
帯
を
か
け
て
二
羽
の
オ
ウ
ム
が
旋
回
す
る
姿
は
、
正
倉
院
の

「
花
鳥
背
八
角

鏡
」
(図
16
)
と
近
い
も
の
が
あ
る
が
、
オ
ウ
ム
の
尾
の
表
現
は

「
六
弧
鵬
鵡
卿

綬
鏡
]
に
か
な
り
近
い
も
の
が
あ
る
。

「花
鳥
背
八
角
鏡
」
の
鏡
背
に
は
、
オ
ウ

ム
の
肢
体
が
精
緻
に
表
現
さ
れ
、
綬
帯
は
整

っ
て
い
て
、
街
え
て
い
る
葡
萄
の
小

枝
に
は
た
わ
わ
に
実

っ
た
葡
萄
と
ひ
る
が
え

っ
た
葉
が

つ
い
て
い
る
。
こ
れ
と
同

じ
文
様
の
鏡
が
中
国
で
出
土
し
て
い
る
。

「花
鳥
背
八
角
鏡
」
は

『国
家
珍
宝
帳
』

に

「
八
角
鏡

一
面

重
大
五
斤
十
三
両

経

一
尺
寸
三
分

花
鳥
背

、
緋
絶
帯
、

集
皮
箱
、
緋
綾
噺
盛
」
と
あ
る
品
に
比
定
さ
れ
る
と
い
う
。

『
国
家
珍
宝
帳
』
は

七
五
六
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
鏡
は
そ
れ
以
前
の
製
作
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

さ
て
、
三
仏
寺
所
蔵
の
鏡
は
、
こ
れ
と
同
じ
構
成
の
鏡
背
文
様
だ
が
、
オ
ウ
ム

の
肢
体
表
現
は

「
鵬
鵡
瑞
花
八
花
鏡
」
に
近
い
。
こ
れ
ら
オ
ウ
ム
文
様
を
も
つ
鏡

の
な
か
で
そ
の
文
様
が
最
も
美
し
く
、
表
現
が
精
緻
で
な
お
か

つ
全
体
に
豊
か
な

唐
朝
工
芸
の
円
熟
味
を
も

つ

「花
鳥
背
八
角
鏡
」
は
代
表
的
な
優
良
品
で
あ
る
と
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言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
こ
の
三
仏
寺
所
蔵
の
鏡
は
文
様
が
模
糊
と
し

た
部
分
も
あ
り
い
ま
ひ
と

つ
精
鋭
で
な

い
。
文
様
の
き
れ
が
な
い
と
言
う
の
だ
ろ

う
か
。

「
花
鳥
背
八
角
鏡
」
の
計
算
し

つ
く
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
構
図
と
表
現
力
、

見
た
め
の
迫
力
、
に
は
追
い
つ
か
な
い
も

の
が
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い

っ
て

こ
の
鏡
に
観
る
べ
き
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
鏡
の
鏡
背
文
様
は
、
飾
装
文
様

と
し
て
整

っ
て
い
な
い
ま
だ
完
成
前
の
荒

け
ず
り
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り

「
花
鳥
背
八
角
鏡
」
は
西
方

文
化

の
咋
鳥
、
葡
萄
を
い
か
に
も
唐
鏡

の
芸
術
ら
し
く
豊
か
に
仕
上
げ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
鏡
は
ま
だ
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。

三
仏
寺
の
鏡
の
鏡
背
文
様
で
翼
を
ひ
ろ
げ
た
オ
ウ
ム
の
街
え
た
花
枝
に
は
花
の

蕾
よ
う
な
も
の
が
あ
り
そ
の
上
部
か
ら
葉

が
で
て
い
る
。
翼
を
そ
ろ
え
た
オ
ウ
ム

の
ほ
う
は
、
大
き
め
の
花
が
ひ
ら

い
た
も
の
、
さ
ら
に
蕾
の
よ
う
な
も
の
が
割
れ

わ
ず
か
に
粒
状
の
実
を
み
せ
た
も
の
が

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
羽
に
そ

っ
て
な
び
く

綬
帯
に
は
、
先
の
蕾
が
開
き
き

っ
て
多

く
の
実
を
も

っ
た
も
の
が
組
み
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
花
の
変
化
の
過

程
の
よ
う
で
も
あ
る
。
開
い
た
花
は
蓮
に

も
見
え
る
。
古
代
イ
ン
ド
の
蓮
華
化
生

の
思
想
を
思
え
ば
聖
な
る
花
が
聖
な
る
実

を
創
造
す
る
場
面
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
と
似
た
よ
う
な
も
の
が
白
鶴
美
術
館

の

「
海
獣
葡
萄
鏡
」
に
あ
る
。
所
々
錆

を
帯
び
て
い
る
が
、
白
銅
製
で
鋳
上
が
り

が
と
て
も
良
く
今
な
お
そ
の
銀
色
の
輝

き
を
失

っ
て
い
な
い
。
こ
の
鏡
背

に
は
、

蔓
、
果
実
房
、
巻
ひ
げ
、
葉
と
い
う
葡
萄

の
基
本
的
な
構
成
要
素
を
そ
な
え
た
葡

萄
が
写
実
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
葡
萄
と
は
異
な
る
、
花
弁

の
よ
う
な
も
の
を
も

つ
丸
く
ふ
く
ら
ん
だ
。
蕾
の
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
が
割
れ
て

中
か
ら
葡
萄

の
房
を
出
し
て
い
る
も
の
、
そ
し
て
花
弁
の
よ
う
な
も
の
を

つ
け
根

に
も

っ
た
た
わ
わ
の
葡
萄
の
房
と

い
っ
た

一
連
の
生
成
の
過
程
に
思
わ
れ
る
よ
う

な
も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
泉
屋
博
古
館
所
蔵
の

「花
枝
八
花
鏡
」
(図

17
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
葡
萄
に
全
く
別
種
の
花
や
蕾
が
付

い
て
そ
の
中
か
ら

葡
萄
の
実
が
現
れ
出
て
く
る
過
程
を
表
し
た
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

　あ
　

伊
東
史
朗
氏
が

『
葡
萄
文
様
の

一
展
開
』
の
な
か
で

「
空
想
の
花
形
が
葡
萄
の
実

を
生
み
出
す
と
い
う
、
中
国
流
の
生
成
の
観
念
が
こ
の
意
匠
の
根
底
に
あ
る
か
に

推
測
さ
れ
る
。」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
三
仏
寺
所
蔵
の
こ
の
鏡
に
あ
る

も
の
も
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
海
獣
葡
萄
鏡
」
、
「花
枝
八
鏡
」

と
も
に
初
唐

の
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。

一
方
こ
の
鏡
の
鏡
背
文
様
の
綬
帯
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
突
出
す
る
小
さ
な
葉
、
花

枝

に
つ
く
小
さ
な
葉
は
天
理
参
考
館
所
蔵
の

「花
卉
仙
山
八
花
鍵
」
(直
径
二
八

セ
ン
チ
)
に
見
ら
れ
る
葉
と
似
て
い
る
。
こ
の
鏡
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
肉
厚
で
な
い

け
れ
ど
、
組
の
周
り
に
小
さ
な
草
花
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
周
囲
に
主
文
と
な
る
根

生
の
草
花
を
配
す
。
そ
の
周
囲
、
縁
近
く
に
は
、
蝶
、
雀
、
蜂
が
並
ん

で
い
る
。

こ
の
草
花
の
葉
は
小
さ
く
軽
々
と
し
て
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
似
て
い
る
。
ま
た
、

西
安
何
家
村
出
土
の

「鶏
鵡
紋
提
梁
銀
罐
」
(図
18
)
に
表
さ
れ
て
い
る
植
物

の

葉
に
似
て
い
る
。
こ
れ
は
葉
そ
の
も
の
よ
り
植
物
そ
の
も
の
に
似
て
い
る
と
い
え

る
。

「
海
獣
葡
萄
鏡
」
の
よ
う
に
蔓
を
主
軸
に
整
然
と
葉
や
果
実
が

つ
い
て
い
る

の
で
は
な
く
、
粒
状
の
実
を
ふ
く
ん
だ
花
の
よ
う
な
も
の
か
ら
さ
ら
に
葉
が
突
出
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v　

1西
1暦

年
o
方
格
四
神文

鏡

 

③
鳳
鳳

②
鳳
鳳

狙
文
八
稜
鏡

④
雀
続
花
枝
鏡

⑤
雲
龍
文
鏡
断
片

⑥

「
千
秋
」
雲
龍
文
鏡

⑦
双
驚
街
綬
鏡

⑧
仙
岳
飛
仙
文
八
花
鏡

『
国
家
珍
宝
帳
」
⑩
花
鳥
背
八
角
鏡

⑨
螺
釦
花
鳥
仙
人
鏡

し
た
り
、
蔓
が
の
び
て
別
の
様
相
の
実
を
つ
け
た
り
し
て
お
り

、
こ
れ
は
初
唐
期

に
み
ら
れ
た
も
の
よ
り
さ
ら
に
大
胆
に
空
想
化
さ
れ
表
現
さ
れ
た
文
様
で
あ
る
と

い
え
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
盛
唐
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
を
基
礎
に
、
こ
の
鏡
の
オ
ウ
ム
の
街
え
る
花
綬
を
見
る
と
、
初
唐
の
葡
萄

文
様
の
よ
う
に
写
実
的
か
つ
合
成
植
物
の
生
成
の
意
を
含
む
よ
り
は
、
果
実
を
綬

帯
に
組
み
込
む
な
ど
飾
装
文
様
化
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
次
の
盛
唐
期
の

「花
鳥

背
八
角
鏡
」
と
比
べ
た
場
合
、
そ
の
観
察
し
つ
く
さ
れ
た
オ
ウ
ム
の
肢
体
、
飛
翔

す
る
姿
の
迫
力
、
「
鵬
鵡
紋
提
梁
銀
罐
」
の
よ
う
に
豊
満
な
宝
相
花

、
葡
萄

の
表

現
を
も

っ
て
い
な
い
。
全
体
的
に
文
様
の
ふ
く
ら
み
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。

こ
れ
ら
を
も
と
に
考
え
る
と
、
こ
の
鏡
の
鏡
背
文
様
は
、
初
唐
末
期
か
ら
盛
唐

初
期
に
誕
生
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。

以
上
、
唐
鏡
の
流
れ
を
見
る
と
こ
の
鏡
背
文
様
は
鏡
背
面

い
っ
ぱ

い
に
オ
ウ
ム

と
花
綬
を
流
麗
に
配
置
す
る
こ
と
は
盛
唐
期

に
み
ら
れ
る
様
式
を
と
ど
め
て
い
る

が
、
オ
ウ
ム
の
街
え
る
花
綬
に
注
目
す
る
と
、
盛
唐
の
初
め
に
出
現
し
た
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
四
章

三
仏
寺
蔵
銅
鏡
の
製
作
年
代

さ
て
以
上
三
仏
寺
所
蔵
の
銅
鏡
の
製
作
年
代
及
び
国
籍
に
つ
い
て
こ
の
鏡
の
諸

問
題
を
克
服
す
べ
く
鏡
背
文
様
に
注
目
し
考
察
を
し
て
き
た
。
こ
の
鏡
の
鏡
背
文

様
は
、
そ
の
賢
さ
と
美
し
さ
で
唐
代
に
愛
玩
動
物
と
し
て
流
行
し
た
オ
ウ
ム
と
、
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西
方
に
起
源
を
も
つ

「
咋
鳥
文
様
」
の
唐
期

へ
の
飛
来
と
流
行
の
結
合
か
ら
生
ま

れ
、
そ
こ
に
は

「
賢
鳥
、
瑞
鳥
な
る
オ

ウ
ム
が
聖
な
る
花

(創
造
)
、
果
実

(豊

穣
)
そ
し
て
綬
帯

(富
貴
)
を
運
び
現
世

の
人
々
に
幸
せ
を
も
た
ら
す
」
意
味
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
唐
鏡
の
流
れ
の
な
か
で
は
盛
唐
の
様
式
を
持
つ
が
、
最
盛

期
の
も
の
と
比
べ
て
構
図
に
き
れ
が
な
い
ゆ
え
、
盛
唐
初
期
の
試
行
錯
誤
中
の
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
鋳
造
後
表
出

の
悪
さ
を
修
正
し
た
跡
が
あ
り
原
型
成
立

よ
り
や
や
年
代
の
下
る
も
の
に
な
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
流
行
文

様
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
盛
唐
初
期
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る

の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

こ
の
鏡
の
製
作
年
代
を
考
察
す
る
に
あ

た
り
、
鏡
を
ふ
く
む
数
多
く
の
唐
代
の

美
術
品
、
そ
し
て
そ
れ
に
影
響
を
与
え

た
と
さ
れ
る
西
方
の
美
術
品
を
観
て
き
た
。

そ
れ
ら
の
な
か
で
、
こ
の
鏡
は

一
種
独
特

の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
鏡
の
鏡

背
に
は
、
遥
か
な
る
天
空
か
ら
鳥
が
幸

せ
を
運
ん
で
く
る
と
い
う
西
方
的
な
意
匠

が
、
盛
唐
期
に
お
い
て
精
緻
な
美
、
完
成

さ
れ
た
美
を
意
識
す
る
よ
り
、
よ
り
西

方
的
に
開
放
的
に
広
々
と
し
た
世
界
を
意

識
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
、

そ
れ
が
こ
の
鏡
の
大
き
な
見
所
と
な
る
に
ち
が

い
な
い
。

(平
成
二
年
度
文
化
財
学
科
卒
業
)

注

(
1
)

「
現
在
寺

に
は
、
佐

々
木

盛
綱
が
寄
進
し
た
梵
鐘
銘

に
付

記

さ
れ

た
寺
伝

(
延
宝

八
年

、

一
六
八
〇
)
が
唯

一
の
縁
起
と
し
て
伝
え
ら
れ

、

さ
ま
ざ

ま

な
文
章

に
引

用

さ

れ
て
い
る
」

『
三
徳
山

と
そ
の
周
辺
』
鳥
取
県
立
博
物
館

昭
和

五
七
年

二
頁
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造
技
術

」

(
10
)

(
11
)

(
12
)

国
立
博
物
館

(
13
)

(
14
)

舞

鳳
、

染

で
あ

ら
わ
す
」
『
正
倉
院

展
目
録
』
奈
良
国
立
博
物
館

(
15
)

三
二

(
16
)

洲
縦
三
〇

・
三

横

二

一
・
二

高

八

・
六

(
セ

ン
チ
)
床

脚
付

印
籠

蓋
づ

く
り

の
長
方

形
の
箱
。
…
底
裏

に
は
含
綬
鳥

(
オ
ウ

ム
)
二
羽
を

表
す

」

『
正

倉
院

展
』

昭

『
鏡
像
』
東
京
国
立
博
物

館

昭
和
五
〇
年

一
二
一ニ
ペ
ー
ジ

岡
嶋
正
義
著

天

明
年
間

『
鳥
取
県
史

』
所

収

松

岡
布
政
著

寛
保

二
年

名
著
出
版
刊

一
ニ
ペ
ー
ジ

『
大
和
文
化
研
究

』
通
巻

二
九
巻

大
和
文
化
研

究
会
所
収

八
六
ペ
ー
ジ

ニ
一ニ
ペ
ー
ジ

ニ
四
ペ
ー
ジ

「奈
良
時
代

に
お
け
る
出

土
伝
世
鏡

の
基
礎
資
料

及
び

同
萢

鏡

の
分
布

と

そ

の
鋳

『東
京

国
立
博
物
館

紀
要
第
八
号
』
昭
和
四
七
年

二
八
七
ペ
ー
ジ

一
二
三
ペ
ー
ジ

解

説
三
九
ペ
ー
ジ

全

長

一
〇
〇

・
七
セ

ン
チ

、
槽
幅
四

二

・
○

セ
ン
チ

『
正
倉

院
展

目
録

』

奈
良

昭
和

五
三
年

六

ー
六

一
ペ
ー
ジ

『
正
倉
院

展
」
奈

良
国
立

博
物
館

昭
和
五
八
年

八
六
ペ
ー
ジ

年
表
⑩

「高

一
六
ゴ
丁

○
セ

ン
チ

廣
五
六

・
○

セ
ン
チ

上
段

に
樹
木

と
吹

笙

の
人
物

下
段
に
は
花
枝

を
く
わ
え
た
鶏
鵡
と
鹿
を
追

う
騎
馬

人
物

を
橡

地

の
ろ
う

け

つ

昭
和

四
九
年

二

一
ペ
ー
ジ

長
さ

二
五
〇

セ
ン
チ

幅

一
二
七

・
五

セ
ン
チ

『
正
倉

院
宝

物
北

倉
』

図

版

一

一32一



和
六

二
年

八
五

-
八
六
ペ
ー
ジ

(
17

)

「
木
製
黒
漆
塗
巻
胎

、
円
形

の
合

子

で
あ
る
。

…
蓋
甲
面

に

一
本

の
花
樹

を
表

し

、

そ

の
空
間

に
花
枝
を
街
え

た
鵬
鵡

の
を
飛
翔
さ
せ
塵
居

に
は
連
珠
蓋
を
回
ら
せ
て
い
る
…
」

『
正
倉
院

の
文
様

』
二
五
二
銀
平

脱
合

子
第
三
号

(
18

)

有
職
織
物

に
鵬
鵡

の
丸
文
が

あ
る
が

、
正
倉
院

宝
物

に
見
ら

れ
る

よ
う

な
鵬

鵡

の

文
様
は
後

の
時
代

に
受

け
継
が

れ
て
は

い
か
な
か

っ
た
よ
う

で
あ
る

。
の
意

　

21
)

　 　

2019
))

　

23
)

　

22
)

 

(
24

)
「
オ
ウ

ム
の
王

子
」

(
25

)

(
26

)

(
27

)
五

一
年

(
28

)

『
西
域
美
術

1
』
大
英
博
物
館

ス
タ
イ

ン

コ
レ
ク

シ

ョ
ン

図

版

10

「
観

経
変

相

図
」
唐

(九
世
紀
前
半

)
絹
本
著
色

一
六

八

・
○

×

一
二
一二
・
○
セ

ン
チ

(
29

)

『
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
の
絵
画
』
大
和
文
華
館

昭
和

六

三
年

六
八

ー
六
九

ペ
ー

ジ

ク

チ

ャ
出
土

六

ー
七
世
紀

木
製
布
張
彩
画

全

高

三

二

・
三

セ
ン
チ

蓋
径

三

八

・
三

セ
ン
チ

大
谷
探

険
隊
将
来
品

(
30

)

林
良

一

『
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
』
芸
術
出
版
社

昭
和

三
六
年

一
七
九
ペ
ー

ジ

『
鏡
像
』

一
二
八

ー

一
二
九
ペ
ー
ジ

『
誇
大
鏡
文
化

の
研

究
3
』
解
説
七

ー
八
ペ
ー

ジ

今
村
与
志
雄

訳
注

『
西
陽

雑
姐
3
」
東
洋
文
庫

三

九

七

平

凡
社

昭
和

五
六
年

二
九

1

=
二
〇
ペ
ー
ジ

『
淵
鑑
類
函
巻

四

二

一
」

鵬
鵡
九

に
あ
る
漢
文
を
訳

し
た
。

『
幽
明
録

・
遊
仙
窟

』
東
洋

文
庫
雄
四
三

平

凡

社

昭
和

四

一
二
九

ぺ

ー
ジ

『
異
苑
』

は
宋

劉
敬

叔

(P

ー
四
七
〇

ご
ろ

)
の
著
書

仏
教
説
話
大
系
編
集

委
員
会

(
監
修

)
中
村

元

す
ず

き
出

版

昭

和

五
七
年

は
十
五
巻

二
三

-
二
七

ペ
ー
ジ

七

二
〇
年
完
成

全

三
〇
巻

最
古

の
官
撰
正
史

七
九

七
年
成
立

全
四
〇
巻
。

『
日
本
書
紀
』

に
続
く
も

の
。

「
平
成
京
発
掘
調
査

報
告
W
」
奈
良
国
立
文

化
財

研
究

所
学

報
第

二
六
冊

昭
和

(
31
)

注
30
と
同
書

二
〇
九

ペ
ー
ジ

(
32
)

『
文
物
参
考
資
料
』

一
九

五
七

六
五
ペ
ー
ジ

「
銅
鏡
」

年
表
①

(
33
)

『
陳
西
省
出
土
銅
鏡
』
文

物
出

版

一
九

七

九

一
四

ニ
ペ

ー

ジ

舞
鳳
稜
狙
鏡
」

年
表
②

　

41
)

　 　 　 　 　 　 　

40393837363534
)))))))

『
正
倉
院
と
唐
朝

工
芸
』

八
四
ペ
ー
ジ

図
13

年
表

③

注
33
と
同
書

一
五
〇

ペ
ー
ジ

「
一
四
〇
雀
続
花
鏡

」

年
表

④

『
文
物
』

一
九

六

一
・
六

五
〇
ペ
ー
ジ

「
一
六

元
伐
残
銅
鏡

」

注

33
と
同
書

一
五
六
ペ
ー
ジ

コ

四
六
云
九

鏡
」

年
表
⑥

注

33
と
同
書

一
四

一
ペ
ー
ジ

「
=
二
一
双
驚
街
綬
鏡
」

年

表
⑦

注

33
と
同
書

一
二
八
ペ
ー
ジ

コ

一
八
、
仙
鏡
」

年
表
⑧

注

34
と
同
書

八
五
ペ
ー
ジ

図
15

年
表
⑨

こ
れ
ら

の
鏡

は

『
正
倉
院

と
唐
朝

工
芸
』

「
=

二
二

、

年
表
⑤

八

二

ー
八
五

ペ
ー

ジ
を
参
考

に
見
出

し

た
も

の
で
あ

る
。

(
42
)

王
士
倫
著

文
物
出

版

一
九
八
七

図
版

一
二
七

。

一
九

九
〇

来

日

同
意
見

で
あ

っ
た
。

(
43
)

沈
従
文
著

中

国
古
典
芸
術
出
版

一
九
五

八

(
44
)

同

明
社

昭
和
五
九
年

解
説
七
六

ペ
ー
ジ

(
45
)

京
都

国
立
博
物

館
学
叢
九
号

抜
刷

昭
和

六
二
年

(
46
)

『
ひ
と
も

の

こ
こ
ろ
晴
唐

の
文
物
』

天
理
大
附
属
展
参
考
館
蔵

同
館
副
館
長

図
版
六
九

〈
後
記
〉

こ
の
文
章

の
執
筆

に

つ
い
て
は
、
泉
屋
博
古

館

、
樋

口
隆

康
館

長

、
久

保
惣

記
念
美
術
館

、
中
野
徹
副
館
長

、
黒
川
古
文
化
研
究
所

、
吉

田
晴
紀

研
究

員

の
諸

先

生
方

に
御
援
助

い
い
た
だ

い
た
。
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ

た

い
。
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参
考
文
献

『鏡
像
』
東
京
国
立
博
物
館

昭
和
五
〇
年

『古
代
鏡
文
化
の
研
究
』
保
坂
三
郎

『西
域
美
術
」
大
英
博
物
館

講
談
社

昭
和
五
七
年

『正
倉
院
展
目
録
』
奈
良
国
立
博
物
館

昭
和
四
九

・
五
三
年

『正
倉
院
展
』

〃

昭
和
五
八
・
六
二
年

『正
倉
院
の
文
様
」
後
藤
四
郎
編

昭
和
六
〇
年

『正
倉
院
と
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
』
平
凡
社

昭
和
五
六
年

『正
倉
院
と
唐
朝
工
芸
』

〃

〃

『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
』
林
良

一

美
術
出
版
社

昭
和
三
七
年

『唐
鏡
大
観
』
梅
原
末
治

同
朋
社

昭
和
五
九
年

『唐
代
金
銀
器
』
文
物
出
版

『花
食
鳥
文
様
展
開
』
森
豊

六
興
出
版

昭
和
四
九
年

『鳥
取
県
史
』
鳥
取
県

昭
和
四
七
年

『三
徳
山
と
そ
の
周
辺
」
鳥
取
県
立
博
物
館

昭
和
五
七
年

『漸
江
出
土
銅
鏡
』
文
物
出
版

昭
和
六
二
年

『三
徳
山
三
仏
寺
』
三
朝
町
教
育
委
員
会

昭
和
五
八
年

「新
た
に
見
出
さ
れ
た
鵬
鵡
鏡
」
梅
原
末
治

大
和
文
化
研
究
39

昭
和
三
六
年

「中
国
古
代
に
お
け
る
蓮
の
花
の
象
徴
」
林
巳
奈
夫

東
方
学
報
京
音
代
五
九
冊

昭
和
六

二
年

「中
国
古
代
の
遺
物
に
表
は
さ
れ
た

「気
」
の
圖
像
的
表
現
」
林
巳
奈
夫

東
方
学
報
京
都

六

一
冊

平
成

一
年

「奈
良
時
代
に
お
け
る
出
土
伝
世
唐
式
鏡
の
基
礎
資
料
お
よ
び
同
萢
鏡
の
分
布
と
そ
の
鋳
造

技
術
」
中
野
政
樹

東
京
国
立
博
物
館
紀
要
第
八
号

昭
和
六
二
年

「日
本
古
代
の
花
鳥
表
現
」
井
上
正

国
際
交
流
美
術
史
研
究
会
第

一
回
シ
ン
ポ
ジ
ア
ム

昭
和
五
八
年

「偲
玉
と
綬
」
林
巳
奈
夫

東
方
学
報
京
都
第
四
五
冊

昭
和
四
八
年

「葡
萄
文
様
の
一
展
開
」
伊
東
史
郎

東
京
国
立
博
物
館
学
叢
九
号

抜
刷

昭
和
六
二
年

「中
央
ア
ジ
ア
の
花
鳥
表
現
」
上
野
ア
キ

国
際
交
流
美
術
史
研
究
会
第

一
回
シ
ン
ポ
ジ
ア

ム

昭
和
五
八
年

「葡
萄
唐
草
文
新
考
」
林
良

一

美
術
史
三
三

「東
洋
に
お
け
る
雲
気
表
現
の
衰
滅
」
井
上
正

月
刊
文
化
財

昭
和
五

一
・
二
年
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