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描
か
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡

―

『
千
と
せ
の
た
め
し
』
所
収　

狩
谷
棭
斎
旧
所
蔵
品
に
つ
い
て―徳　

田　

誠　

志

は
じ
め
に

　

東
京
竹
橋
に
あ
る
国
立
公
文
書
館
（
千
代
田
区
北
の
丸
公
園
三
番
二
号
）
は
、
明

治
政
府
発
足
以
来
の
公
文
書
と
江
戸
幕
府
か
ら
引
き
継
い
だ
紅
葉
山
文
庫
・
昌
平
坂

学
問
所
の
図
書
を
所
蔵
し
、
わ
が
国
の
中
央
公
文
書
館
と
し
て
昭
和
四
六
年
以
来
運

営
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
平
成
一
三
年
度
か
ら
は
独
立
行
政
法
人
と
し
て
新
た
な
ス

タ
ー
ト
を
切
る
と
と
も
に
、
春
秋
の
特
別
展
示
会
に
あ
っ
て
は
一
層
盛
大
な
も
の
と

な
り
、
公
文
書
館
の
存
在
と
そ
の
意
義
を
一
般
の
人
々
に
伝
え
る
よ
い
機
会
と
な
っ

て
い
る
。

　

さ
て
、
筆
者
の
勤
務
す
る
書
陵
部
庁
舎
と
公
文
書
館
は
、
お
濠
を
挟
ん
で
向
か
い

合
う
位
置
に
あ
り
、
春
と
秋
の
展
示
会
の
際
は
欠
か
さ
ず
観
覧
し
て
き
た
。
今
年
度

（
平
成
一
八
年
度
春
）
の
テ
ー
マ
は
、「
大
名　

著
書
と
文
化
」
と
題
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
四
月
八
日
か
ら
二
七
日
ま
で
の
日
程
で
開
催
さ
れ
た
。
考
古
学
を
専
門
と
す

る
筆
者
に
と
っ
て
、
江
戸
時
代
の
く
ず
し
字
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
読
む

こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
登
場
す
る
大
名
に
つ
い
て
も
世
間
一
般
並
み
の
知
識
し
か
持

ち
得
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
毎
年
足
を
運
ぶ
理
由
と
し
て
は
、
カ
ラ
ー
図
版
と

わ
か
り
や
す
い
解
説
を
載
せ
た
小
冊
子
が
も
れ
な
く
頂
戴
で
き
、
字
が
読
め
な
く
て

も
わ
か
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
絵
図
面
な
ど
が
出
展
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
な
り
に
楽

し
む
こ
と
が
で
き
る
展
示
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
今
年
も
特
に
下
調
べ
を
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
何
が
見
た
い
と
い
う
も
の

で
も
な
く
出
か
け
た
の
で
あ
る
が
、
展
示
の
後
半
に
あ
っ
て
ケ
ー
ス
中
に
、
図
譜
に

描
か
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
を
見
つ
け
る
こ
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
の
驚
き
は
大
き
く
、

思
い
も
か
け
な
い
展
示
資
料
に
お
も
わ
ず
「
エ
ッ
」
と
声
を
発
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

周
り
の
人
々
か
ら
は
不
審
な
目
で
見
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
は
ま
っ

た
く
ブ
ラ
ブ
ラ
と
眺
め
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
態
度
が
急
変
し
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に

鼻
先
を
こ
す
り
つ
け
ん
ば
か
り
に
の
ぞ
き
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
さ
か
自
分
の
専

門
分
野
に
関
す
る
史
料
が
こ
の
展
示
会
に
出
展
さ
れ
て
い
る
と
は
夢
に
も
思
わ
ず
、

ま
さ
に
青
天
の
霹
靂
の
思
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
で
も
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
い
か
ん
せ
ん
昼
休
み
と
い
う
短
時
間
で
あ
り
、
ま
た
ガ
ラ
ス
ケ
ー

ス
越
し
で
あ
っ
た
た
め
に
、
描
か
れ
た
銅
鏡
が
三
角
縁
神
獣
鏡
で
あ
る
こ
と
は
見
極

め
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
銘
文
な
ど
の
詳
細
は
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ

の
史
料
に
描
か
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
の
ま
ま
引
き
返
す
こ
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と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
展
示
会
終
了
後
、
公
文
書
館
に
今
度
は
こ
の
史
料
の
み
を
閲

覧
に
出
か
け
て
、
あ
ら
た
め
て
描
か
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
と
対
面
す
る
こ
と
と
し
た
。

以
下
、
そ
の
報
告
を
か
ね
て
、
小
文
を
草
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

さ
て
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
こ
の
描
か
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
の
詳
細
を

報
告
す
る
こ
と
と
、
現
在
原
物
が
確
認
で
き
ず
、
こ
の
絵
図
が
唯
一
の
資
料
と
な
る

鏡
の
考
古
学
的
な
意
義
付
け
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
は
江
戸
時

代
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
の
、
国
学
や
古
物
学
の
一
端
に
も
触
れ
て
み
た
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
次
の
明
治
時
代
以
降
の
博
物
館
行
政
、
あ
る
い
は
史
料
編
纂
事
業
は
少

な
か
ら
ず
こ
の
江
戸
時
代
以
来
の
国
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
古
物
学
あ
る
い
は
物

産
学
と
称
さ
れ
る
学
問
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
も
の
と
考
え
て
い
る

こ
と
に
よ
る
。
今
回
扱
う
史
料
と
し
て
は
古
鏡
一
面
の
絵
図
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の

鏡
を
通
し
て
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
博
物
館
の
成
立
過
程
や
、
背
後
に
あ
る
わ

が
国
の
知
識
階
級
の
研
究
視
点
や
そ
の
到
達
点
も
見
通
し
て
い
く
こ
と
を
究
極
の
目

的
と
し
て
掲
げ
て
お
き
た
い
。

一
、『
千
と
せ
の
た
め
し
』
と
編
者
水
野
忠
央
に
つ
い
て

　

そ
れ
で
は
ま
ず
三
角
縁
神
獣
鏡
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
史
料
『
千
と
せ
の
た
め
し
』

と
、
そ
の
編
者
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
『
千
と
せ
の
た
め
し
』（
別
題
『
千
歳
例
』）
に
つ
い
て
は
、
展
示
会
の
図
録
『
大

名
︱
著
書
と
文
化
︱
』
を
参
照
し
な
が
ら
記
述
し
て
い
き
た
い①
。
本
書
は
古
筆
・

古
画
・
古
器
物
を
掲
載
し
た
考
古
図
録
で
あ
り
、
全
二
二
折
の
折
本
（
大
本
）
一
帖

で
あ
る②
。
古
筆
と
し
て
は
藤
原
定
家
、
西
行
、
後
鳥
羽
院
の
古
筆
が
掲
載
さ
れ
、
考

古
品
と
し
て
は
後
述
す
る
鏡
や
古
鈴
（
馬
鈴
か
）
な
ど
二
二
点
の
精
巧
な
多
色
刷
り

の
模
写
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
他
に
前
田
夏
陰
に
よ
る
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）

の
序
文
と
、
村
田
春
野
に
よ
る
同
四
年
（
一
八
五
一
）
の
跋
文
が
あ
り
、
江
戸
鍛
冶

橋
五
郎
兵
衛
町
に
あ
っ
た
書
肆
中
屋
徳
兵
衛
か
ら
販
売
さ
れ
て
い
る
。
何
部
出
版
さ

れ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
こ
の
国
立
公
文
書
館
を
始
め
、
京
都
大
学

谷
村
文
庫
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
な
ど
の
大
学
機
関
や
、
岩
瀬
文
庫
、
神
宮
文
庫

な
ど
の
著
名
な
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る③
。
ま
た
現
在
で
は
、
朝
倉
治
彦
監
修
の
も

と
『
定
本 

丹
鶴
叢
書
』
の
第
三
二
巻
に
公
文
書
館
所
蔵
図
書
の
影
印
版
が
収
録
さ

れ
て
お
り
、
比
較
的
容
易
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る④
。

　

序
文
を
記
し
た
前
田
夏
陰
は
、
幕
臣
で
あ
っ
て
『
蝦
夷
志
料
』
の
編
纂
主
任
を
務

め
た
人
物
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
水
野
忠
央
が
蝦
夷
地
の
探
索
を
試
み
た
こ
と

と
深
い
関
係
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
跋
文
を
載
せ
る
村
田
春
野
は
一
時
期
大
阪

で
も
活
躍
し
た
村
田
春
門
の
次
男
で
あ
り
、
丹
鶴
書
院
に
お
い
て
「
止
戈
類
纂
」
の

編
纂
に
携
わ
っ
た
小
中
村
清
矩
に
律
令
を
教
示
し
た
こ
と
か
ら
も
、
忠
央
の
近
く
に

い
た
国
学
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
え
よ
う⑤
。

　

続
い
て
こ
の
図
録
を
編
集
し
た
、
水
野
忠
央
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
忠

央
は
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
に
生
誕
し
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
五
二
歳

で
没
し
て
い
る⑥
。
こ
の
間
の
主
な
事
跡
と
し
て
は
、
江
戸
定
府
の
紀
州
藩
付
家
老
と

し
て
活
躍
す
る
と
と
も
に
、
井
伊
直
弼
と
組
ん
で
紀
州
藩
主
慶
福
を
第
一
四
代
徳
川

幕
府
の
将
軍
（
家
茂
）
に
擁
立
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
こ
の
よ
う
に
中
央
政
権
の

中
枢
を
担
う
と
と
も
に
、
藩
に
あ
っ
て
は
製
紙
・
窯
業
（
瓦
の
製
造
）
な
ど
の
産
業

育
成
に
取
り
組
み
、
北
海
道
の
探
査
も
試
み
て
い
る
。
ま
た
、
和
学
所
・
蘭
学
所
の

創
設
や
、
フ
ラ
ン
ス
式
の
軍
事
教
練
を
取
り
入
れ
る
な
ど
先
進
的
な
一
面
も
併
せ
持
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つ
。
そ
し
て
文
武
両
道
を
実
践
す
る
か
の
よ
う
に
、
学
問
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
奨

励
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
『
丹
鶴
叢
書
』
の
編
纂
に
取
り
組
む
。「
丹
鶴
」
と
は
自

ら
が
城
主
を
務
め
る
（
三
万
五
千
石
の
石
高
を
誇
る
も
の
の
忠
央
の
代
ま
で
は
大
名

と
は
認
め
ら
れ
ず
、
子
の
忠
幹
の
代
に
大
名
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な

る
）、
現
在
の
和
歌
山
県
新
宮
市
に
所
在
す
る
新
宮
城
の
別
名
で
も
あ
り
、
忠
央
の

号
で
も
あ
る
。

　

こ
の
『
丹
鶴
叢
書
』
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
か
ら
、嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

に
か
け
て
刊
行
さ
れ
、
四
三
種
七
帙
一
五
四
冊
か
ら
な
る
叢
書
で
あ
る
。
こ
の
叢
書

に
は
丹
鶴
書
院
に
集
め
ら
れ
た
四
万
冊
と
も
い
わ
れ
る
図
書
の
う
ち
か
ら
、
珍
し
い

歌
集
・
物
語
・
日
記
・
記
録
・
行
事
・
縁
起
・
図
録
な
ど
を
翻
刻
し
て
い
る
。

　

筆
者
の
業
務
に
関
連
す
る
史
料
と
し
て
は
、「
戊
申
帙
」
に
収
録
さ
れ
た
『
諸
陵

雑
事
注
文
』
が
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
治
承
年
観
（
一
一
七
七
～
八
一
）
の
控
え
に

基
づ
い
て
、
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
一
一
月
に
記
述
さ
れ
た
年
中
公
事
の
供
物
等

の
品
目
及
び
数
量
な
ど
を
陵
墓
ご
と
に
記
入
し
た
小
冊
子
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に

「
近
江
國
木
岡
御
陵
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
宮
内
庁
で
は
滋
賀
県
大
津
市
下
阪

本
に
所
在
す
る
木
の
岡
古
墳
群
の
う
ち
、
帆
立
貝
形
前
方
後
円
墳
を
呈
す
る
丸
山
古

墳
を
、
天
智
天
皇
皇
后
倭
媛
陵
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
下
阪
本
陵
墓
参
考
地
の
名

称
で
管
理
し
て
い
る
（
そ
の
他
近
在
す
る
古
墳
に
つ
い
て
も
、
五
基
を
陪
冢
と
し
て

併
せ
て
所
管
し
て
い
る
）。
こ
の
陵
墓
参
考
地
の
是
非
に
つ
い
て
は
多
方
面
か
ら
検

討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
平
安
時
代
末
期
の
陵
墓

管
理
の
実
態
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
第
一
級
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

話
が
そ
れ
た
が
『
丹
鶴
叢
書
』
は
、
単
に
稀
覯
本
を
蒐
集
し
た
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
学
者
に
よ
る
調
査
研
究
に
も
力
を
入
れ
、
校
訂
も
厳
正
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
上
の
版
木
を
用
い
る
な
ど
、
調
査
・
編
集
・
印
刷
に
到
る

徹
底
し
た
管
理
と
費
用
を
惜
し
ま
な
い
出
版
事
業
と
し
て
特
筆
さ
れ
る⑦
。
こ
の
『
丹

鶴
叢
書
』
は
忠
央
の
も
と
、
一
千
冊
の
刊
行
を
目
指
し
た
と
い
う
が
、
安
政
七
年

（
一
八
六
〇
）
に
井
伊
直
弼
が
桜
田
門
外
の
変
で
暗
殺
さ
れ
る
と
、
忠
央
も
中
央
で

の
政
治
力
を
一
挙
に
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
息
子
忠
幹
に
家
督
を
譲
っ
て
、

強
制
的
な
隠
居
謹
慎
処
分
を
受
け
、
以
後
政
治
の
世
界
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
忠
央
が
追
わ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
の
叢
書
の
出
版
事
業
も
中
断
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
治
維
新
後
、
丹
鶴
書
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た

書
物
は
散
逸
し
た
と
い
う
が
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
は
所
蔵
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
は

明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
一
、一
一
六
点
と
い
う
最
も
ま
と
ま
っ
た
数
量
が
引
き

継
が
れ
て
い
る⑧
。

　
『
千
と
せ
の
た
め
し
』
は
、『
丹
鶴
叢
書
』
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
の
、『
丹
鶴
外
書
』

と
し
て 

『
丹
鶴
図
譜
』
な
ど
と
併
せ
て
、
忠
央
の
編
纂
し
た
図
録
で
あ
る
。
個
々
の

古
物
を
掲
載
し
た
由
来
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
序
文
、
跋
文
と
も
に
忠
央

が
い
に
し
え
の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
様
々
な
古
筆
、
古
物
を
書
き
写
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る⑨
。

二
、
描
か
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
と
そ
の
同
笵
鏡
に
つ
い
て

　

次
に
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
こ

こ
に
描
か
れ
た
鏡
と
同
笵
と
思
わ
れ
る
鏡
が
奈
良
県
佐
味
田
宝
塚
古
墳
か
ら
出
土
し

て
い
る
の
で
、
そ
の
鏡
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　
『
千
と
せ
の
た
め
し
』
に
掲
載
さ
れ
た
鏡
は
（
以
下
、
千
と
せ
鏡
）、
第
1
図
に
示



二
四

第 1図　『千とせのためし』掲載　三角縁神獣鏡（国立公文書館所蔵）



二
五

第 2図　奈良県佐味田宝塚古墳出土　三角縁神獣鏡（註⑫より）



二
六

し
た
と
お
り
で
あ
る
。
鏡
は
直
径
一
四
・
五
㎝
ほ
ど
に
描
か
れ
て
お
り
、
緑
銹
が
浮

い
て
い
る
様
子
を
示
す
か
の
よ
う
に
薄
い
青
緑
色
に
着
色
さ
れ
、
地
色
と
し
て
は
薄

茶
色
を
呈
し
て
い
る
。
右
上
に
「
漢
古
鏡　

径
七
寸 

縁
厚
四
分
以
曲
尺
度
之
」
と

記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
出
土
地
、
来
歴
な
ど
の
情
報
に
つ
い
て
は
知
る
よ
し

も
な
い
。
鏡
が
き
わ
め
て
精
緻
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
の
こ
と
で
あ
り
、

ひ
び
割
れ
の
状
況
も
リ
ア
ル
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
縁
の
外
周
が
銹
化
し
て

い
る
状
況
な
ど
も
勘
案
す
る
と
、
本
鏡
が
い
ず
れ
か
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
察
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
直
径
が
二
一
㎝
、
縁
厚
一
・
二
㎝
を
測
り
、
外
区
の
文
様
（
鋸
歯
文
＋
複
波

文
＋
鋸
歯
文
）
と
、
内
区
の
神
・
獣
像
の
表
現
、
さ
ら
に
副
文
帯
と
し
て
の
銘
文
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
あ
ら
ゆ
る
特
徴
か
ら
考
え
て
、
こ
の
鏡
が
三
角
縁
神
獣
鏡
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
判
断
で
き
る
。

　

さ
て
、
本
鏡
と
同
笵
と
考
え
ら
れ
る
鏡
が
奈
良
県
佐
味
田
宝
塚
古
墳
か
ら
出
土
し

て
い
る
の
で
、
こ
の
鏡
と
比
較
検
討
し
な
が
ら
詳
細
を
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
佐
味

田
宝
塚
古
墳
に
つ
い
て
概
要
を
記
し
て
お
く
。
本
古
墳
は
奈
良
盆
地
の
西
部
に
広
が

る
馬
見
丘
陵
に
位
置
し
、
墳
丘
長
一
一
一
・
五
ｍ
を
測
る
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
外

部
施
設
と
し
て
埴
輪
と
葺
石
が
認
め
ら
れ
、
内
部
施
設
は
粘
土
槨
と
考
え
ら
れ
る
。

築
造
時
期
と
し
て
は
、
同
じ
く
馬
見
丘
陵
に
あ
る
新
山
古
墳
（
大
塚
陵
墓
参
考
地
）

に
引
き
続
い
て
築
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
古
墳
時
代
前
期
後
半
に
位
置
付
け
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る⑩
。

　

こ
の
古
墳
は
明
治
一
四
年
に
は
盗
掘
の
災
禍
を
被
り
、
多
数
の
出
土
品
が
発
掘
さ

れ
た
。
出
土
品
の
数
量
に
つ
い
て
は
、
原
物
と
盗
掘
時
の
書
類
、
さ
ら
に
は
博
物
館

の
所
蔵
品
目
録
の
数
量
と
の
間
に
齟
齬
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
厳
密
に
は
確
定
し
づ
ら

い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
現
在
宮
内
庁
書
陵
部
と
東
京
国
立
博
物
館
、
さ
ら
に
は
奈
良

国
立
博
物
館
の
三
カ
所
に
分
散
し
て
、
鑑
鏡
三
六
面
以
上
、
玉
類
、
石
製
品
、
銅
鏃
、

巴
形
銅
器
等
が
出
土
し
て
い
る⑪
。

　

こ
れ
ら
の
出
土
品
の
う
ち
今
回
取
り
あ
げ
る
鏡
は
、
現
在
東
京
国
立
博
物
館
が
所

蔵
す
る
も
の
で
あ
る
（
所
蔵
番
号
Ｊ―

二
二
六
八
）。
こ
の
鏡
の
図
は
第
2
図
に
示
し

た
と
お
り
で
あ
る
が
（
以
下
、
宝
塚
鏡
）、
こ
の
図
は
平
成
一
五
年
度
以
来
研
究
を

進
め
て
き
た
、
科
学
研
究
費
に
よ
る
三
次
元
レ
ー
ザ
計
測
に
よ
っ
て
作
製
し
た
も
の

で
あ
る⑫
。
こ
の
図
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
本
鏡
は
数
片
に
割
れ
た
も
の
を
接
合
し
て

あ
り
、
破
片
の
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
漆
な
ど
で
補
修
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

接
合
に
つ
い
て
は
、
銘
帯
部
分
の
接
合
は
誤
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る⑬
。

　

続
い
て
、
鏡
の
詳
細
を
見
て
い
き
た
い
。
千
と
せ
鏡
で
わ
か
る
よ
う
に
、
向
き
合

う
二
獣
の
間
に
三
山
冠
を
つ
け
た
東
王
父
が
天
蓋
の
下
で
乳
の
上
に
座
っ
て
い
る
姿

が
見
え
、
紐
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
に
は
双
髷
冠
を
か
ぶ
っ
た
西
王
母
が
座
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
獣
像
と
獣
像
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
東
王
父
と
西
王
母
を
置
く
文
様
が
一
単

位
と
な
り
、
対
置
式
の
構
図
を
と
る
。
そ
し
て
こ
の
文
様
の
間
に
は
、
一
方
は
双
髷

冠
を
か
ぶ
り
、
翼
が
の
び
る
二
神
像
が
刻
ま
れ
る
。
紐
を
挟
ん
だ
対
面
に
は
立
像
の

小
羽
仙
を
伴
う
一
神
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
宝
塚
鏡
で
は
、
西
王
母
と
並
列
し
た
二

神
の
対
面
に
あ
る
べ
き
神
像
部
分
が
欠
損
し
て
お
り
、
こ
の
位
置
に
二
神
が
配
置
さ

れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
か
ら
六
神
四
獣
鏡
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い⑭
。
し
か
し
な

が
ら
、
千
と
せ
鏡
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
像
は
東
王
父
、
西
王
母
を
含
め

て
五
神
で
あ
り
、
獣
像
は
二
体
が
向
き
合
う
形
で
配
置
さ
れ
て
お
り
合
計
四
獣
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
神
獣
像
配
置
の
分
類
で
は
「
Ｕ
」
に
区
分
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

五
神
四
獣
の
配
置
を
と
る
も
の
で
あ
る⑮
。



二
七

　

次
に
銘
文
で
あ
る
が
、
千
と
せ
鏡
に
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
お

く
。「

吾
作
明
竟
甚
大
好　

上
有
東
王
父
西
王
母　

仙
人
王
喬
赤
松
子　

渇
飲
玉
泉

飢
食
棗　

千
秋
萬
歳
不
老　

氵不
由
天
下
由
四
海
兮
」

こ
の
銘
文
と
最
も
近
い
例
と
し
て
は
、
同
じ
く
五
神
四
獣
の
配
置
を
と
る
京
都
府
椿

井
大
塚
山
古
墳
出
土
鏡
（
京
都
大
学
総
合
博
物
館　

所
蔵
番
号
Ｍ
二
二　

同
笵
番
号

一
四
）
で
あ
り
、
相
違
す
る
点
と
し
て
は
宝
塚
鏡
に
は
、
最
後
の
一
句
が
付
加
さ
れ

た
銘
文
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
の
文
様
構
成
を
整
理
し
て
、
本
鏡
に

最
も
ふ
さ
わ
し
い
型
式
名
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、「
対
置
式　

吾
作
銘
五
神
四
獣
鏡
」

と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
。

　

い
ま
少
し
本
鏡
の
特
徴
を
、
西
田
守
夫
氏
の
観
察
を
参
考
に
し
な
が
ら
見
て
い
き

た
い⑯
。
そ
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
が
、
獣
像
の
肩
の
部
分
が
環
状
乳
と
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
本
来
こ
の
よ
う
な
環
状
乳
を
持
つ
獣
像
は
画
文
帯
神
獣
鏡
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
三
角
縁
神
獣
鏡
に
お
い
て
環
状
乳
を
持
つ
獣
像
が
配
置
さ

れ
る
鏡
と
し
て
は
、
奈
良
県
富
雄
丸
山
古
墳
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
四
神
四
獣
鏡
の
み

で
あ
る⑰
。
も
う
一
点
の
特
徴
は
、
神
像
が
座
る
四
乳
が
す
べ
て
外
向
花
文
座
を
伴
う

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
画
像
鏡
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
こ
の
鏡
は
三
角
縁
神
獣
鏡
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
環
状
乳
画
文
帯
神
獣

鏡
と
、
画
像
鏡
の
影
響
が
強
く
働
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
三
角
縁
神

獣
鏡
の
定
型
が
定
ま
っ
て
い
な
い
時
点
で
の
製
作
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指

摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
神
、
獣
の
表
現
分
類
か
ら
三
角
縁
神
獣
鏡
の
編
年
観
を
提

示
し
た
岸
本
直
文
氏
の
研
究
か
ら
も
追
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り⑱
、
今
回
検
討
し
た

鏡
に
あ
る
表
現
①
は
、
古
相
を
示
す
三
角
縁
神
獣
鏡
に
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
千
と
せ
鏡
と
宝
塚
鏡
を
見
て
き
た
が
、
も
ち
ろ
ん
千
と
せ
鏡
は
絵

図
で
あ
り
、
笵
傷
の
詳
細
な
ど
は
検
討
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
厳
密
に
は
同
笵
技
法

に
よ
る
も
の
か
、
同
型
技
法
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
同
じ
鏡
背
文
様
を
持
つ
鏡
と
い
う
意
味
で
同
笵
鏡
と
い
う
用
語
を
用
い
て

記
述
し
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
千
と
せ
鏡
と
宝
塚
鏡
の
比
較
に
あ
っ
て
、
決
定
的
に
違
う
部
分
が

あ
る
。
そ
れ
は
銘
文
の
開
始
す
る
位
置
で
あ
り
、
宝
塚
鏡
で
は
珠
文
に
続
く
「
吾
作

明
竟
…
…
」
は
、
三
山
冠
を
か
ぶ
っ
た
東
王
父
の
右
下
か
ら
始
ま
る
。
一
方
、
千
と

せ
鏡
で
は
同
じ
く
珠
文
に
続
い
て
始
ま
る
銘
文
は
、
西
王
母
の
右
下
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
ち
ょ
う
ど
一
八
〇
度
ず
れ
た
地
点
か
ら
銘
文
が
始
ま
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

　

こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
こ
の
二
面
は
同
笵
鏡
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
内
区
の
文
様
配
置
及
び
そ
の
諸
特
徴
が
こ
れ
だ
け
一
致
し
、
し
か
も
銘
文
ま
で

同
じ
で
あ
っ
て
、
銘
文
の
開
始
位
置
だ
け
が
異
な
る
と
い
う
三
角
縁
神
獣
鏡
の
例
を

管
見
に
お
い
て
知
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
同
じ
鋳
型
を
使
用
し
、
一
方
の
銘

帯
の
部
分
だ
け
を
そ
の
開
始
位
置
だ
け
違
え
て
も
う
一
度
銘
文
を
再
刻
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
技
術
的
に
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
的
な
鏡
の
製
作

で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
銘
文
開
始
位
置
の
違
い
は
千
と
せ
鏡
を
描

い
た
人
物
が
東
王
父
と
西
王
母
を
ま
っ
た
く
取
り
違
え
て
銘
帯
部
分
を
描
い
た
こ
と

に
よ
る
も
の
と
判
断
し
た
い
。
し
か
し
ち
ょ
う
ど
一
八
〇
度
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
唯

一
の
根
拠
で
あ
り
、
逆
に
こ
れ
だ
け
精
緻
に
文
様
を
描
い
て
い
る
人
物
が
、
銘
文
の

開
始
位
置
を
間
違
え
る
と
い
う
ミ
ス
を
犯
す
の
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
こ
の
こ
と

は
千
と
せ
鏡
の
原
物
が
存
在
し
な
い
以
上
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は
控
え
て
お
き
た
い
。



二
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以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
千
と
せ
鏡
と
宝
塚
鏡
は
同
笵
鏡
の
可
能
性
は
極
め
て

高
く
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
同
笵
鏡
の
例
を
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

千
と
せ
鏡
の
原
物
が
な
く
、
ま
た
出
土
し
た
古
墳
も
明
ら
か
で
な
い
現
時
点
で
は
こ

れ
以
上
の
考
察
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
同
笵
鏡
の
一
例
が
増
加
し
た
こ
と
に
意
義
を

見
い
だ
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
宝
塚
鏡
で
は
内
区
の
一
部
を
失
っ
て
い
た
た
め
検

討
で
き
な
か
っ
た
西
王
母
の
状
況
と
、
五
神
の
配
置
が
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
も
重
要

な
事
項
と
し
て
指
摘
し
て
お
く
。

三
、
旧
所
蔵
者
狩
谷
棭
斎
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
『
千
と
せ
の
た
め
し
』
に
描
か
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
記
述
し

て
き
た
。
本
節
で
は
こ
の
鏡
が
他
の
江
戸
時
代
史
料
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹

介
し
、
そ
の
所
蔵
者
狩
谷
棭
斎
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

　

こ
の
鏡
の
存
在
は
、松
崎
慊
堂
が
残
し
た『
慊
堂
日
暦
』の
天
保
八
年（
一
八
三
七
）

四
月
一
五
日
の
条
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
森
下
章
司
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ

て
い
る⑲
。
森
下
氏
の
論
文
に
依
拠
し
な
が
ら
、
こ
の
鏡
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
て
い

き
た
い
。

　

そ
の
『
慊
堂
日
暦
』
で
あ
る
が
、
そ
の
著
者
松
崎
慊
堂
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
儒

学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る⑳
。
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
現
在
の
熊
本
県

の
農
家
に
生
ま
れ
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
に
七
四
歳
で
没
し
て
い
る
。
こ
の
間

苦
学
し
て
昌
平
黌
に
学
び
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
は
遠
江
掛
川
藩
校
の
教
授

を
務
め
て
い
る
。
棭
斎
と
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
頃
に
知
り
合
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
、
そ
の
優
れ
た
学
識
を
知
る
に
つ
け
自
分
の
研
究
を
す
べ
て
譲
り
、
棭
斎
が
没

す
る
ま
で
交
際
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
棭
斎
の
死
を
看
取
り
、
そ
の
後
家
財

の
整
理
な
ど
一
切
を
引
き
受
け
て
い
る�
。

　

そ
の
交
流
を
示
す
記
録
と
し
て
『
慊
堂
日
暦
』
が
あ
り
、
第
一
・
二
巻
が
欠
け
る

も
の
の
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
四
月
一
四
日
か
ら
始
ま
る
第
三
巻
か
ら
、
亡
く
な

る
年
の
弘
化
元
年
三
月
一
九
日
ま
で
の
二
四
冊
の
自
筆
本
が
静
嘉
堂
文
庫
に
残
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
慊
堂
が
五
三
歳
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
二
一
年
間
の
記
録
で

あ
る
。
現
在
は
東
洋
文
庫
に
そ
の
す
べ
て
が
活
字
化
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
後
期

に
お
け
る
学
者
の
日
常
や
交
流
を
知
る
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
『
慊
堂
日
暦
』
の
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
四
月
一
五
日
の
条
を
以

下
に
引
用
す
る�
。

「
十
五
日　

晴
。
熱
。
出
で
て
藤
軒
を
よ
ぎ
り
、
つ
い
に
佐
倉
邸
に
入
る
。（
中

略
）
且
つ
懐
之
の
た
め
に
古
鏡
の
消
息
を
問
う
。

　

○
求
古
楼
の
古
鏡　

前
漢
仙
人
不
老
鑑
。
七
寸
二
分
。
銘
、
吾
作
明
竟
甚
大

好
、
上
有
東
王
父
、
西
王
母
、
仙
人
王
喬
、
赤
松
子
、
渇
飲
玉
泉
、
飢
食
棗
、

千
秋
萬
歳
不
老　

氵不
由
天
下
兮
、
由
四
海
兮
。（
以
下
、
略
）」

　

こ
の
日
誌
に
あ
る
「
求
古
楼
」
は
棭
斎
の
号
で
あ
り
、よ
っ
て
「
求
古
楼
の
古
鏡
」

と
は
彼
が
所
有
し
て
い
た
鏡
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
「
前

漢
仙
人
不
老
鑑
」
の
ほ
か
に
、「
仙
人
無
双
鑑
」「
天
王
日
月
鑑
」「
後
漢
尚
方
鑑
」

と
記
さ
れ
た
銘
文
の
あ
る
鏡
を
含
め
、
合
計
九
面
の
鏡
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
記

述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
鏡
に
つ
い
て
は
、
棭
斎
が
存
命
中
の
文
政
九
年

（
一
八
二
六
）
一
一
月
四
日
の
条
に
も
、「
前
漢
仙
人
不
老
鑑
」「
仙
人
無
双
鑑
」「
後

漢
尚
方
鑑
」
の
三
面
の
銘
文
の
書
き
下
し
文
が
記
さ
れ
て
い
る�
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

頃
ま
で
に
は
棭
斎
の
手
元
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
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さ
て
、
こ
の
『
慊
堂
日
暦
』
に
記
さ
れ
た
「
前
漢
仙
人
不
老
鑑
」
が
、『
千
と
せ

の
た
め
し
』
に
掲
載
さ
れ
た
鏡
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。
そ

の
根
拠
と
し
て
、
直
径
と
銘
文
が
ほ
ぼ
一
致
し
、
唯
一
の
違
い
は
、「
天
下
」
の
あ

と
に
「
兮
」
字
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
兮
」
は
銘
文
の
最
後
の

文
字
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
慊
堂
日
暦
』
の
記
述
が
間
違
っ
て
い
る
可
能

性
が
高
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

い
ま
少
し
こ
の
鏡
の
所
有
者
で
あ
る
狩
谷
棭
斎
に
つ
い
て
、
記
述
し
て
お
き
た
い
。

　

棭
斎
も
慊
堂
と
同
じ
く
江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
と
し
て
名
高
い
が
、
と
く
に
書

誌
学
・
金
石
学
の
基
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
る�
。
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）

に
江
戸
に
て
書
肆
を
営
ん
で
い
た
高
橋
家
に
生
ま
れ
、
そ
の
後
、
弘
前
藩
の
御
用
達

を
務
め
て
い
た
津
軽
屋
の
婿
養
子
に
迎
え
ら
れ
、
狩
谷
姓
を
名
乗
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
津
軽
屋
は
大
藩
の
御
用
商
家
で
あ
り
、
棭
斎
自
身
も
裕
福
な
町
人
学
者
と
し
て

和
漢
の
古
典
籍
を
蒐
集
す
る
と
と
も
に
、
古
銅
器
な
ど
の
古
器
物
を
蒐
集
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
古
典
籍
・
古
器
物
蒐
集
を
趣
味
と
し
た
の
で
は
な
く
、

実
証
的
研
究
を
進
め
る
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
彼
を
考
証
学
者
と

し
て
紹
介
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
棭
斎
が
先
述
し
た
よ
う
な
銘
文
の
あ
る

鏡
を
所
蔵
す
る
に
至
っ
た
理
由
も
、
ま
さ
に
金
石
学
の
研
究
の
た
め
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
こ
の
金
石
学
研
究
の
集
大
成
と
し
て
、「
石
川
年
足
墓
誌
」
や
「
文
彌

麻
呂
墓
誌
」
な
ど
二
九
篇
の
上
代
金
石
文
を
掲
載
し
た
『
古
京
遺
文
』
を
上
梓
し
て

い
る�
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
に
没
頭
す
る
棭
斎
の
姿
を
第
3
図
に
示
し
た
が
、
彼
が
手
に
す

る
鏡
は
漢
鏡
と
あ
り
、
そ
の
大
き
さ
か
ら
し
て
今
回
紹
介
し
て
い
る
「
前
漢
仙
人
不

老
鑑
」
に
見
え
る
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
も
う
一
度
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
四
月
一
五
日
の
日
記
の
内
容
に
戻
る

が
、
文
中
に
「
懐
之
の
た
め
に
古
鏡
の
消
息
を
問
う
。」
と
あ
り
、
天
保
八
年
は
棭

斎
没
後
二
年
目
に
あ
た
る
。
棭
斎
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
閏
七
月
四
日
に
六
一

歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
生
前
す
で
に
津
軽
屋
は
長
子
懐
之
に
家
督
を
譲
っ
て
い

た
。
懐
之
は
棭
斎
の
亡
く
な
っ
た
直
後
か
ら
、
津
軽
屋
の
経
営
に
は
苦
労
し
て
い
た

よ
う
で
あ
り
、
天
保
の
飢
饉
と
い
う
天
災
も
重
な
り
、
結
果
的
に
父
棭
斎
の
残
し
た

古
典
籍
を
売
却
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る�
。
こ
の
た
め
懐
之
の

第 3図　狩谷棭斎肖像画（註�より）
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評
判
は
決
し
て
高
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
知
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
先
の
日
誌
の
内
容
が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
棭
斎
の
死
後
、
津
軽
屋
の
経
営

も
ま
ま
な
ら
ぬ
状
況
が
続
き
、
そ
の
よ
う
な
中
で
慊
堂
が
遺
品
の
状
況
を
心
配
す
る

と
と
も
に
、
あ
る
い
は
少
し
で
も
高
値
で
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
懐
之
の
窮
地

を
救
お
う
と
す
る
姿
勢
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
慊
堂
日
暦
』
に
よ
っ
て
今
回
紹
介
し
て
い
る
鏡
の
来
歴
を
整
理
す
る
と
、
文
政

九
年
に
は
棭
斎
の
手
元
に
あ
り
（
但
し
、
彼
以
前
の
所
有
者
あ
る
い
は
出
土
地
に
つ

い
て
は
何
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
）、
彼
の
死
か
ら
二
年
後
の
天
保
八
年
ま
で

は
子
息
懐
之
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
そ
の
後
ま
も
な
く
売
却

さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
他
の
古
典
籍
な
ど
と
と
も
に
水
野
忠
央
の
と
こ
ろ

へ
入
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
忠
央
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
家
督

を
継
い
だ
ば
か
り
で
あ
り
、『
丹
鶴
叢
書
』
の
刊
行
に
は
未
着
手
で
あ
り
、
直
接
丹

鶴
書
院
が
購
入
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
棭
斎
の
他
の
遺
品
を
含
め

て
、
そ
の
行
方
を
追
跡
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

水
野
忠
央
が
彼
の
手
元
に
数
万
冊
に
上
る
古
典
籍
を
蒐
集
し
て
い
た
こ
と
は
先
述

し
た
が
、
他
に
古
器
物
（
今
日
で
い
う
考
古
品
）
も
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。『
千
と
せ
の
た
め
し
』
に
、
三
重
県
飯
高
郡
出
土
の
古
鈴
（
馬
鈴
か
）
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
他
に
、
書
物
に
掲
載
さ
れ
た
以
外

の
考
古
遺
物
と
し
て
は
、
か
つ
て
皇
室
に
献
上
さ
れ
た
と
い
う
金
銅
装
の
衝
角
付
甲

が
忠
央
の
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
を
末
永
雅
雄
氏
が
報
告
し
て
い
る�
。

　

以
上
、『
千
と
せ
の
た
め
し
』
に
掲
載
さ
れ
た
鏡
の
来
歴
に
つ
い
て
、
旧
所
蔵
者

で
あ
る
狩
谷
棭
斎
を
併
せ
て
紹
介
し
た
。

四
、
ま
と
め

　

筆
者
は
か
つ
て
、
一
八
世
紀
半
ば
頃
か
ら
勃
興
し
て
き
た
、
弄
石
社
の
活
動
を
取

り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る�
。
そ
の
中
心
人
物
が
木
内
石
亭
で
あ
り
、
あ
る
い
は
石
亭
の

盟
友
で
あ
っ
て
当
時
「
大
坂
一
の
知
識
人
」
と
よ
ば
れ
た
木
村
蒹
華
堂
ら
の
活
躍
を

考
古
学
、
博
物
館
の
祖
と
し
て
位
置
付
け
た
も
の
で
あ
る�
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
木
内

石
亭
・
木
村
蒹
華
堂
が
死
去
す
る
一
九
世
紀
初
頭
を
も
っ
て
下
火
と
な
っ
た
か
に
見

え
る
が
、
一
度
根
を
お
ろ
し
た
古
物
学
・
物
産
学
の
勢
い
は
、
決
し
て
停
滞
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
の
代
表
的
な
著
作
物
が
、
松
平
定
信
が
残
し
た
『
集
古
十
種
』
で
あ
ろ
う
。
他

に
、
藤
貞
幹
が
著
し
た
『
好
古
日
録
』、『
好
古
小
録
』、『
古
瓦
譜
』
な
ど
も
幕
末
の

代
表
的
な
古
物
図
録
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
特
に
前
者
は
、
明
治
四
年
に
太
政
官
か

ら
布
告
さ
れ
た
「
古
器
旧
物
保
存
方
」
に
示
さ
れ
た
保
護
す
べ
き
三
一
種
と
の
共
通

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る�
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
改
め
て
『
千
と
せ
の
た
め
し
』
に
描
か
れ
た
も
の
を
見
て

み
る
と
、「
肖
像
画
」・「
古
筆
」・「
銅
器
」・「
鑑
鏡
」
な
ど
、『
集
古
十
種
』
と
一
致

す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
水
野
忠
央
が
松
平
定
信
の
成
果
を
意
識
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
『
集
古
十
種
』
が
古
物
図
録

に
お
い
て
、
手
本
と
す
べ
き
も
の
の
位
置
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
物
産
学
、あ
る
い
は
本
草
学
を
主
と
し
た
「
赭
鞭
会
」

や
、
水
谷
豊
文
が
主
催
し
た
「
嘗
百
会
」
の
活
動
な
ど
に
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に

述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
小
稿
の
ま
と
め
と
し
て
、
丹
鶴
書
院
に
お
い
て
叢
書
の

編
集
に
従
事
し
、
そ
の
後
明
治
新
政
府
に
出
仕
し
、
明
治
前
半
期
の
博
物
館
、
文
化
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財
行
政
に
関
わ
っ
た
人
々
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
の
代
表
的
人
物
は
、
小
中
村
清
矩
・
黒
川
真
頼
・
小
杉
榲
邨
の
三
人
で
あ
る
。

こ
の
三
人
の
履
歴
に
共
通
す
る
事
項
と
し
て
は
、
明
治
一
二
年
か
ら
編
纂
が
始
ま
っ

た
『
古
事
類
苑
』
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
幕
藩
体
制
下
で
は
い
ず
れ

も
紀
州
藩
藩
校
古
学
館
に
お
い
て
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
。
最
年
長
の
小
中
村
清
矩
は

安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
、
古
学
館
の
教
授
に
就
任
し
て
い
る�
。
黒
川
真
頼
は
天

保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
に
江
戸
へ
出
て
、
師
で
も
あ
り
義
父
に
も
あ
た
る
黒
川
春

村
の
も
と
で
国
学
を
学
ぶ�
。
ち
な
み
に
、
こ
の
黒
川
春
村
は
狩
谷
棭
斎
と
の
直
接
の

師
弟
関
係
は
な
い
が
、
い
ろ
い
ろ
と
教
示
を
受
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り�
、
き
わ

め
て
細
い
線
で
あ
る
が
棭
斎
の
所
蔵
鏡
と
丹
鶴
書
院
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
小

杉
榲
邨
は
阿
波
徳
島
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
る
が
、
や
は
り
江
戸
に
お
い
て
国
史
、
国

文
を
学
ん
で
い
る�
。
彼
ら
は
丹
鶴
叢
書
の
刊
行
時
に
は
二
〇
代
か
ら
三
〇
代
の
、
い

ま
だ
勉
学
の
途
中
に
あ
る
身
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
に
学
ん
だ
知
識
が
、
明
治
維
新

以
後
に
大
い
に
花
開
い
た
こ
と
は
『
古
事
類
苑
』
の
編
纂
に
関
わ
っ
た
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
側
面
と
し
て
、
黒
川
真
頼
・
小
杉
榲
邨
と
も
に
、
明
治
初
期

の
博
物
館
行
政
に
大
き
く
関
与
し
て
い
く
。
特
に
黒
川
真
頼
は
明
治
一
〇
年
に
は
内

務
省
四
等
属
と
し
て
博
物
館
事
務
取
扱
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
博
物
局
の
史
伝
課
長

心
得
と
な
り
、
仏
国
博
覧
会
出
品
事
務
取
扱
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
博
覧
会

に
併
せ
て
『
工
芸
志
料
』
全
七
巻
を
出
版
す
る�
。
そ
の
後
も
博
物
局
に
あ
っ
て
、
考

古
学
的
な
著
書
で
あ
る
『
穴
居
考
』・『
上
代
石
器
考
』
を
出
版
し
て
い
る
。
役
職
と

し
て
は
明
治
一
八
年
に
史
伝
課
長
兼
図
書
課
長
と
な
り
、
博
物
館
が
宮
内
省
の
管
轄

と
な
っ
た
後
の
明
治
二
二
年
に
は
帝
国
博
物
館
学
芸
委
員
と
な
っ
て
い
る
。

　

小
杉
榲
邨
に
つ
い
て
も
正
倉
院
御
物
の
整
理
に
深
く
関
わ
り
、
東
京
帝
室
博
物
館

の
評
議
員
を
務
め
て
い
る
。
ま
た
、
考
古
学
と
の
関
わ
り
に
あ
っ
て
は
、
明
治
二
八

年
四
月
に
今
日
の
日
本
考
古
学
会
（『
考
古
学
雑
誌
』
発
行
団
体
）
に
つ
な
が
る
「
考

古
学
会
」
を
三
宅
米
吉
ら
と
設
立
し
て
い
る
。

　

わ
が
国
に
お
け
る
博
物
館
誕
生
に
あ
っ
て
は
、
殖
産
興
業
を
背
景
と
す
る
動
き
と
、

古
器
物
の
保
存
と
併
せ
て
提
言
さ
れ
た
「
集
古
館
」
の
設
立
を
目
指
す
動
き
が
、
両

者
混
在
と
な
っ
た
状
況
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
さ
ら
に
は
そ
の
博
物
館
（
博
物
局
も
併

せ
て
）
に
関
わ
っ
た
人
々
も
、
薩
摩
藩
出
身
の
新
政
府
主
流
派
も
い
れ
ば
、
幕
府
の

物
産
所
（
開
成
所
）
に
籍
を
お
い
た
人
も
お
り
、
き
わ
め
て
多
彩
な
顔
ぶ
れ
で
あ
っ

た
。

　

そ
の
な
か
で
黒
川
、
小
杉
ら
は
江
戸
時
代
以
来
の
国
学
の
知
識
を
持
っ
て
、
明
治

前
半
代
の
文
化
財
・
博
物
館
行
政
を
推
進
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
身
に
つ
け
て
い

た
国
学
と
は
、
今
日
で
い
う
日
本
史
学
・
考
古
学
・
美
術
史
学
・
国
文
学
な
ど
広
い

範
囲
を
横
断
し
た
学
問
で
あ
り
、
そ
の
知
識
の
広
さ
は
彼
ら
の
残
し
た
著
作
を
見
れ

ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
三
人
の
業
績
は
き
わ
め
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
お
り
、
と
て
も
小
稿

の
な
か
で
は
収
ま
り
き
ら
な
い
の
で
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し

た
い
。
た
だ
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
明
治
維
新
以
後
の
博
物
館
行
政
、

あ
る
い
は
文
化
財
行
政
も
そ
の
推
進
し
た
人
々
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
学
問
を
身
に

つ
け
た
人
々
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
再
認
識
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。



三
二

お
わ
り
に

　

小
稿
で
は
、
江
戸
時
代
の
図
録
に
描
か
れ
た
一
面
の
三
角
縁
神
獣
鏡
を
紹
介
し
て

き
た
。
現
在
、
こ
の
鏡
の
原
物
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
考
古
学
的
な
観
点
か
ら
は
本
鏡
が
、
奈
良
県
佐
味
田
宝
塚
古
墳
出
土
鏡

と
同
笵
鏡
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
と
、
環
状
乳
を
持
つ
獣
像
が
鋳
出
さ
れ
て
い

る
特
徴
な
ど
を
指
摘
し
た
。
銘
文
の
開
始
位
置
が
違
う
と
い
う
点
を
ど
の
よ
う
に
解

釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
原
物
が
見
つ
か
ら
な
い
以
上
、
絵
図
面
で
検
討
し
て
い
く
限

界
で
あ
る
。
出
土
地
が
不
明
な
こ
と
も
如
何
と
も
し
難
い
。

　

今
回
の
最
も
大
き
な
成
果
と
し
て
は
、
狩
谷
棭
斎
が
所
蔵
し
て
お
り
、
松
崎
慊
堂

が
日
記
に
書
き
残
し
た
鏡
が
絵
図
面
と
し
て
は
じ
め
て
確
認
で
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

銘
文
か
ら
三
角
縁
神
獣
鏡
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り

と
裏
付
け
る
史
料
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
そ
の
鏡
が
掲
載
さ
れ
て
い

た
『
千
と
せ
の
た
め
し
』
は
、
水
野
忠
央
が
主
催
し
た
丹
鶴
書
院
に
お
い
て
編
纂
さ

れ
た
『
丹
鶴
叢
書
』
の
外
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
丹
鶴
叢
書
』
は
、

近
世
出
版
物
の
な
か
で
も
最
高
水
準
を
誇
る
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鏡

が
収
録
さ
れ
た
経
緯
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
狩
谷
棭
斎
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
が

没
後
流
出
し
、
お
そ
ら
く
国
学
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
水
野
忠
央
の
手
元
に

至
っ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
水
野
忠
央
の
失
脚
と
幕
末
の
動
乱
の
な
か
で
こ
の
鏡
は
行
方
不
明
と
な
る

が
、
丹
鶴
書
院
に
集
っ
た
人
的
資
源
は
明
治
維
新
以
後
、
博
物
館
行
政
、
文
化
財
行

政
で
大
き
く
花
開
く
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
ら
の
活
躍
に
つ
い
て
は
今
後
と
も
調
査
を

重
ね
て
い
く
こ
と
と
し
、
小
稿
で
は
描
か
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡
か
ら
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
、「
古
物
学
か
ら
博
物
館
へ
」
の
一
端
を
紹
介
し
て
擱
筆
す
る
。

註①　

国
立
公
文
書
館　

所
蔵
資
料
特
別
展
『
大
名　

著
書
と
文
化
』
平
成
一
八
年
四
月
八

日
～
二
七
日

②　

朝
倉
治
彦
監
修　
「
解
説　

全
巻
書
誌
デ
ー
タ
」『
定
本　

丹
鶴
叢
書
』
第
三
六
巻　

大
空
社　

平
成
一
〇
年
九
月
三
〇
日

③　
「
千
と
せ
の
た
め
し
」『
増
補
版　

国
書
総
目
録
』
第
五
巻
「
す
～
て
」
岩
波
書
店　

平
成
九
年
五
月
六
日

④　

朝
倉
治
彦
監
修　
「
千
と
せ
の
た
め
し
」『
定
本　

丹
鶴
叢
書
』
第
三
二
巻　

大
空

社　

平
成
一
〇
年
九
月
三
〇
日

⑤　

大
川
茂
雄
編
『
國
學
者
傳
記
集
成
』
大
日
本
図
書
株
式
会
社　

明
治
三
七
年
八
月
廿

五
日

⑥　

小
山
譽
城
「
水
野
忠
央
」『
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典
』
第
五
巻　

新
人
物
往
来
社　

昭
和
六
三
年
一
二
月
一
〇
日

⑦　

川
瀬
一
馬
「
江
戸
時
代
の
出
版
文
化
（
そ
の
3
）
︱
江
戸
末
期
の
出
版
文
化
」『
入

門
講
話
日
本
出
版
文
化
史
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部　

昭
和
五
八
年
七
月

二
五
日

⑧　

宮
内
庁
書
陵
部
『
水
野
忠
央
旧
蔵
本　

展
示
目
録
』
昭
和
四
九
年
一
一
月
七
日
～
九

日　

宮
内
庁
書
陵
部
「
水
野
忠
央
」『
図
書
寮
叢
刊　

書
陵
部
蔵
書
印
譜
』
上　

平
成

八
年
三
月
二
五
日

⑨　
『
千
と
せ
の
た
め
し
』
の
「
序
文
」「
跋
文
」
の
翻
刻
に
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
調

査
室　

池
和
田
有
紀
氏
の
お
手
を
煩
わ
せ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

⑩　

河
上
邦
彦
編
著
『
馬
見
古
墳
群
の
基
礎
資
料
』
橿
原
考
古
学
研
究
所
研
究
成
果　

第



三
三

五
冊　

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所　

平
成
一
四
年
六
月
一
日

⑪　
「
宝
塚
古
墳
」
御
即
位
一
〇
年
記
念
特
別
展
『
皇
室
の
名
宝　

美
と
伝
統
の
清
華
』　

東
京
国
立
博
物
館　

平
成
一
一
年

⑫　
『
三
次
元
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
を
活
用
し
た
古
鏡
の
総
合
的
研
究
』
橿
原
考
古

学
研
究
所　

研
究
成
果　

第
八
冊　

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所　

平
成
一
七
年
一

二
月
二
六
日

⑬　

西
田
守
夫
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
形
式
系
譜
緒
説
」『
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
』
第
六

号　

東
京
国
立
博
物
館　

昭
和
四
五
年

⑭　
「
三
角
縁
神
獣
鏡
出
土
地
名
表
」『
椿
井
大
塚
山
古
墳
と
三
角
縁
神
獣
鏡
』
京
都
大
学

文
学
部
考
古
学
研
究
室　

平
成
元
年
四
月

　
　
「
三
角
縁
神
獣
鏡
出
土
地
名
表
」『
鏡
の
時
代―

銅
鏡
百
枚―

』
大
阪
府
立
近
つ
飛

鳥
博
物
館　

平
成
七
年
四
月

⑮　

樋
口
隆
康
氏
は
、
以
前
よ
り
本
鏡
に
五
神
四
獣
鏡
の
名
称
を
与
え
て
い
る
。
樋
口
隆

康
『
三
角
縁
神
獣
鏡
綜
鑑
』
新
潮
社　

平
成
四
年
一
〇
月

⑯　

前
掲
註
⑬
に
同
じ

⑰　

富
雄
丸
山
古
墳
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
は
現
在
天
理
参
考
館
が
所
蔵
し
て
い
る
が
、

同
笵
鏡
と
さ
れ
る
も
う
一
面
は
、
現
在
五
島
美
術
館
が
所
蔵
す
る
も
の
の
出
土
地
が
不

明
で
あ
り
、
扱
い
は
慎
重
を
要
す
る
。

⑱　

岸
本
直
文
「
三
角
縁
神
獣
鏡
製
作
の
工
人
群
」『
史
林
』
第
七
二
巻
第
五
号　

平
成

元
年

⑲　

森
下
章
司
「
古
鏡
の
拓
本
資
料
」『
古
文
化
談
叢
』
第
五
一
集　

九
州
古
文
化
研
究

会　

平
成
一
六
年

⑳　

鈴
木
瑞
枝
『
松
崎
慊
堂―

そ
の
生
涯
と
彼
を
め
ぐ
る
人
び
と
』
研
文
選
書
八
五　

研
文
出
版　

平
成
一
四
年
四
月

�　

梅
谷
文
夫
『
狩
谷
棭
斎
』
人
物
叢
書
新
装
判　

吉
川
弘
文
館　

平
成
六
年
一
月

�　

山
田
琢
訳
注
『
慊
堂
日
暦
』
五　

東
洋
文
庫
三
七
七　

平
凡
社　

昭
和
五
五
年
五
月

�　

山
田
琢
訳
注
『
慊
堂
日
暦
』
二　

東
洋
文
庫
二
一
三　

平
凡
社　

昭
和
四
七
年
六
月

�　

前
掲
註
�
に
同
じ

�　

藪
田
嘉
一
郎
『
日
本
上
代
金
石
叢
考
』
河
原
書
店　

昭
和
二
四
年　

本
書
の
附
載
と

し
て
狩
谷
棭
斎
『
古
京
遺
文
』
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

�　

前
掲
註
�
「
付
記　

懐
之
の
功
績
」

�　

末
永
雅
雄
「
衝
角
付
冑　

鉄
地
金
銅
装
横
矧
板
鋲
留　

出
土
地
不
詳　

帝
室
御
物
」

『
増
補　

日
本
上
代
の
甲
冑　

本
文
篇
』
木
耳
社　

昭
和
五
六
年
一
二
月

�　

徳
田
誠
志
「
弄
石
家
の
残
し
た
「
石
」
た
ち―

考
古
学
と
博
物
館
学
の
観
点
か
ら―

」

　
『
木
内
石
亭
（
西
遊
寺
鳳
嶺
・
願
行
寺
了
観
）
関
係
資
料
調
査
報
告
書
』
草
津
市
教

育
委
員
会　

平
成
一
七
年
一
一
月

�　

徳
田
誠
志「
旧
木
村
蒹
華
堂
所
蔵
の
鍬
形
石―

奈
良
県
島
の
山
古
墳
出
土
品
に
つ
い

て―

」『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
第
五
号　

関
西
大
学
博
物
館　

平
成
一
一
年
三
月

�　

吉
田
衣
里
「
古
物―

江
戸
か
ら
明
治
へ
の
継
承―

」『
近
代
画
説
』
一
二　

明
治
美

術
学
会　

平
成
一
五
年
一
二
月

�　

高
野
知
恵
子
「
小
中
村
清
矩
」『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
第
二
巻　

昭
和
女
子
大
学

近
代
文
学
研
究
室　

昭
和
三
一
年
四
月

�　

黒
川
真
道
『
黒
川
真
頼
傳
』
改
訂
発
行　

奈
良
書
店　

昭
和
五
四
年
一
二
月

　
　

高
野
知
恵
子
「
黒
川
真
頼
」『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
第
八
巻　

昭
和
女
子
大
学
近

代
文
学
研
究
室　

昭
和
三
三
年
四
月

�　

前
掲
註
⑤
に
同
じ

�　

甲
斐
知
恵
子
「
小
杉
榲
邨
」『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
第
一
一
巻　

昭
和
女
子
大
学

近
代
文
学
研
究
室　

昭
和
三
四
年
一
月

�　

前
田
泰
次
編　

黒
川
真
頼
著
『
工
芸
志
料　

増
訂
』
東
洋
文
庫
二
五
四　

平
凡
社　

昭
和
四
九
年
六
月


