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古
墳
時
代
倣
製
鏡
の
鏡
式
に
つ
ぴ
て

辱

小

林
.

三

郎

,

,し'

1

序

げ

播
鏡
め
母
型
が
大
阪
府
郡
川
出
土
の
中
国
製
画
像
鏡
で
あ
る
と
論
じ
て、

隅
田
八幡鏡が中国鏡からの模倣による日本翼鏡であると論じた(山田孝雄・

古
墳
時
代
の
倣
製
鏡
は
、

中
国
鏡
を
モ
デ
ル

と
し
で
製
作
ざ
れ
た
日
本
製
鋼
鏡

一

九
一

四

年
)
。・

、

で

あ
る
。

倣

銀
鏡
は、

か
つ

て
「
伍
製
古
鏡
」、.
「
防

禦鏡

」、

「
模
造
鏡
」、

「
模

倣

こ
の
時
期
に
、・

隅
田
八
幡
鏡
を
中
心
と
し
て
倣
製
鏡
の
概
念
が
や
や
ま
と
まり

て

鏡
」

な
ど
と
表
現
さ
れ
(
富
岡
謙

蔵
・
二

九
二
〇
年
)、

そ

の
後

は
「
彷
製
鏡」

か
け
た
と
は
い
う
も
の
の、

古墳

出
土
鏡
全
休
を
見
渡
し
て
倣
銀
鏡
を
論
ず
る
段

卯

と
い

う
語
が

用
い

ら
れ
て

今
日
に

至
っ

て　い

るつ

ま
だ、.」

あ
ら
た
に

h
倭
鏡
」

と

階
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。

群
馬
県
八
幡
原
出
土
め
ら
狩
猟
文
鏡
」

を
紹
介
し
た
記・

鵡磯鏡

い

う
用
い

方
も
提
唱
さ
れ
て
い

て.
(
田
串
琢
〆、
一i

九
七
八

年)
:

用.
語

は..
不
統9
一
.ながら、中国鏡を原鏡とする模倣鏡.であ　ると考え.ることにはい各々ぎほどの義異はない。本稿では、これちめ考え方をもふまえた上で　「倣

事
(
高
橋
健
自
・
一

九
一

四
年
)

.
や、

奈
良
県
柳
本
大
塚
古
墳

出
土
鏡
に
つ

い
ての記述や論説(佐藤小吉・一九一九年、喜田貞吉・一九一九年)などがあって、,いずれもそれらが倣銀鏡であるという指摘がみえる。こと

「-呉

膿

製鏡

」

な
る
用
語
を
用
い
、

あ
く
ま
で
も
倣
製
鏡
が
中
国
鏡
の
模
倣
鏡
か
ら
出
発

に
喜
田
貞吉

氏
は、

中
国
鏡
の
資料

の
中
で
、

共
通
す
る
製
作
技
法、

鏡
背
文
様

「

伐麟古

し
て
い

る
こ

と
を
強
張
し
て
お
き
た
い

と
思
う。

,

・倣翼鏡が、中国鏡とは.ことな酬.た姿を派し.ていゐ4とに最初

に

注
相したのは三宅米吉氏であったく三宅米省・.」低九七年)渉それをH

の

構
成
と
そ
れ
の

統
一

性
と
を

抽
出
し、

わ
が

国
古
墳
出
土

鏡
の

諸
特

徴
と
を

対比させ、、その中から中国鏡にはみられない特異性を指摘しようとした。.究

木
製
で

あ
る

と
し
て

具
体
的
《

論
じ
た
の.
は
高
橋
健
有
氏

であ

る
く

高橋

健

月.・.

こ

う
し
た
状
況
の
巾
で
、

い
ち
早く

中
国
鏡
と
倣
翼
鏡
どめ

関
連
を、

倣
製鏡

一

九
〇
八
年)
コ

の
鏡
背文

様
の
分
析
か
ら
掲
発
さ
せ
、.

そ
の
母
型
た
る
中
園
鏡
の
鏡
式
を
推
定
し

一

九
一

四
(
大
正
三
)

年
に
な
っ

て、.

憶
じ
め
て

学
界
に

紹
介
さ
れ
た
和

歌
山■

よ

うと

い
う
試、み

を
実
施
し
た
の
は
富
岡
謙
蔵
氏
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
山
田
孝
雄

県
隅
田
八
幡
宮
所
蔵
鏡
は
、
.

「

隅
田
八

幡鏡

」　

と
し
て

注

月
寒

れ
る
こ

と
と
な
り、〔鏡背に鋳出遷れた「癸未年八月四羽」己ではぜまる銘文の解釈止、、その

噂

氏
が
隅
田
八
幡

鏡
の

母
型
を
中
国
製
画
像
鏡
の

中
に
求
め
よ

う
と
し、
.

同
時 .
に

画像鏡の年代,を求めようとした方向と軌を[にしていたともいえよう。

凹

製
作
年
代
に.
つ
い
て
の
論
争
が
は
じ
ま
っ

た。高橋健自氏は、いち早べその銘文の示

す
年
《
に
つ
い
ズ
論
μ
(
高
橋
健自.一九一四年)、さらに隅田八幡鏡が中側鏡《対して柏本製のもの

富個

謙
蔵
氏
の
業
績
億
梅
原
末
治
氏
に
よ
?
て
継
承
さ
れ
て
発
表
さ
れ

る
こ
と乏なる汐「日本佑製古鏡に就いて」・と題する論文は、富岡謙蔵氏の倣製鏡研究の総括ともいうべきもの(富岡謙蔵・一九二〇年).で、、倣製

で

あ
る
こ
と
を

指摘

し
元
。・

ま
た、
.
て

れ
蕉欄

達
し・
て

山
田

孝雄

賃

借、,「
隅
田
八

鏡
の

外来

的
な
研
洗
論
改
造
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る。

す
な
わ
ち、

,

倣製

鏡
の
集



成
を
試
み、

煩
型
と
対
比
し
て
倣
製
の
年代

を
推
定
す
る
に
老、

鋳
造
技
術
の
進

の
設
定
に
や
や
く
い
違
い
が
生
b
て
い
る
。「

文
様
が
著
る
し
く
中
国
鏡
の
そ
れ
よ

展
と
文
化
の
史
的
考
察
を
試
み
よ
う
と
し
た
。

倣
銀
鏡
走
中
困
鏡
と
の
相
違
点
を

「
「」

り
も
変
形、
.
退

化
し
て
い
る

も
の
に
つ
い

て、

原
鏡
や
文
様
の

原
型
が
ど
れ
で

あ

挙
げ、

さ
ら
に
倣
製
鏡
に
信
中
国
鏡
の
模
倣
に
よ
み
も
の
と、

我
国
特
有
の
も
の

る
か
乏
い
う
点
で
、

各
々

見
解
を
異
に
し
て
い
る

為
で
あ
ろ
う
。

こ
の

倣
銀
鏡
の

と
の
三

厩
類
あ
る
と
提
言
し
た
。

鏡式

分

類
に
つ

い
て
は、

ム了

刊
で

も
定
着
し
た
も
の
が
な
く、

や
や
混
乱
し
て
い

富
岡
謙
蔵
氏
の
研
究
を
継
承
七
た
梅
原
末
治
氏
は、

そ
の
研
究
を
さ
ら
に
発
展

る
部
分
が
あ
る
。

さ
せ
て
い
っ

た
つ

倣
製
鏡
の

中
忙
は
「
踏
み
返
し
」

の

痕
跡
の

あ
る
も
の
の
指
摘

`

後
藤
守
一

氏
の

『
漢
式
鏡
』

以
来
の

資
料
を
も
と
に
し
て

綜
合
的.
な
見
解
を
示

(
梅
原
末
治
・
一

九一

二

年)

や
、

倣
製
鏡
が
最
初
億

朝
鮮
半
島
に.
お

い

て

模
造

し
た
梅
原
末

治
氏
は
(
梅
原
末
治
・
一

九
四
〇
年)
、

倣
製
鏡
の

鏡
式、

と
く
に

さ
れ、

そ

れ
ら
が
わ
が

国
に
も
た
さ
れ
て

発
達
し
た
も

の
で

は
な
い
か、

と

す
る

中
国
鏡
の

模
倣

度
の

強
い

も
の
に
つ
い
て
、

考え

方
(
梅
原
末
治
・
一

九
二
三

年)

な
ど
、.

倣
製
鏡
の
源
流
に
つ
い
て

も
触
れ

①
内
行
花
文
鏡
式.

②
方
格
規
矩
四
神
鏡
式

③
三
角
縁
神
獣鏡

式・

る
こ

と
と
な
っ

た
。

之
の

論
考
に
つ
い
て

は、

後
に
再
び

梅
原
末
治
氏
に
よ
る

論

④
半
円
方
形
帯
戯
文
神
獣
鏡
式

⑤
平
縁
式
神
獣
鏡
式

文
(
梅
原
末
治
・
一

九
五
九
年)

や、

杉
原
狂
奔
氏
・

高
倉洋

彰
氏
ら
に
よ
っ

て

の
五
式
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
た、

倣
製
鏡
の
鋳
造
が
地
方
地
方
で
な
さ
れ
た
と
す

論
ぜ
ら
れ
る
こ

と
止
な
っ

た
(
杉
原
荘
介
・
・一

九
七
二

年。

高
倉
洋
彰
・
一

九
七

る
推
測
や
、

と

く
に

大
形
倣
製
鏡
が
ほ
ぼ

コ

定
の
型
」

を
示
し、

そ
の

分
布
が

二

年
〉
。

主
に
近
畿
地

方
に

集
中
す
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。

倣
製
鏡
の

出
現
に.
つ
い
て
は(

一

後
藤
守
一

氏
に
よ
る
『
摸
式
鏡
』

の
発
表
は
、

倣
製
鏡
研
究
に

「
つ
の
大
き
な

そ
の
モ

デ.
ル

が

「
伝
世
鏡
」

で

あ
っ

た

と

推
定

し
、

各
地
に

分
散

し

た

「
伝

世

■

9】

画
期
を
も
た

ら
し
た
(
後
藤
守
　
・
一

九
二

六
年)
。

そ
れ

ま
で

比
較
的
曖
昧
に

鏡
」

が
の
ち
に

小
形
像
型
鏡
の
モ

デ
ル
と

な
っ

た
の
で

は
な
い
か
と
も
推
論
し
て

一

用
い

ら
れ
て
い
た
漢
鏡
あ
る
い
は
漢
式
鏡
と
い
う
語
を
「
模
式
鏡
」

と
し
て
定
着

い

る
。

0

0

さ
せ
、

さ
ら
に
、

わ
が
国
に
お
け
る
模
式

鏡
を
二

区
分
し
て

h
中
国
舶
載
鏡
」
(
・

・

倣
製
鏡
研
究

は、

こ
の

梅
原
末
治
氏
の

論
文
以
降、.

第
二

次
世
界
大
戦
を
は
さ

印
筆
者)

と
「
倣
翼
鏡
」
「と

の
二

者
と
す
る
こ
と
を
提

唱
し
た
。

漢
式
鏡
を
奈
良

ん
で
、

一

九
五

〇
年
代
初
期
に
い
た
る
ま
で
、

ほ

と
ん
ど

進
展

を

示
さ

な

か
っ

時
代
以
前
の
、

唐
式
鏡
を
含
ま
な
い.相

対
的
に
は
隔

よ

り
古
式
の

も
の
と
規
定
し

た
。

わ
ず
か
に、

梅
原
末
治
氏
に
よ
る
も
の
(
梅
原
末
治
・
一

九
四
四
年)

に、

た
こ

と
は、

漢
式
鏡
の

概
念
を
よ
り
一

層
明
確
な
も
の

と
し
た
。

ま
た
、

倣
銀
鏡

同
箱
鏡
の

存

在
と
そ
の
意
義
に
つ

い
て
の

論
説
が
あ
り、

こ
の

論
を
進
展
さ
せ
た

を
二
分
し
て、

中
国
漢
式
鏡
の
模
倣
鋳
鏡
と、

わ
が
困
独
自
の
文
様
表
現
を
し
た

も
の
(
梅
原

末
治
・
一

九
四
六
年)

が
あ
っ

た
に
す
ぎ
な
い
。

も
の

と
の
二

者
の
あ
る
こ

と
も
説
き、

先
述、

富
岡
謙
蔵
氏
説
を

支
持
し
た
。

ま

戦
前
の
倣
製
鏡
研
究
の
成
果
は、

た、

後
藤
守
一

氏
は、

さ
き
に

富
岡
謙
蔵
氏
ら
が
「
彷

銀
鏡
」

と
書
き
表
わ

し
た

ω

日

本
の

古
墳
副
葬
鏡
に
は、

中
国
鏡
以
外
に

国
産
の
も
の
、

す
な
わ
ち
「
倣

も
の

を
「
倣
翼
鏡
」

と
改
め
て
い

る
こ
と
に
も
注
意
し

て
お
き
た
い
。

製
鏡
」

が
あ
る
こ
と
の
指
摘

倣
銀
鏡
の
鏡
式
の
分
類
に
つ
い
て
は、

ゆ
国
鏡
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
一

般
的

㈲

倣
製
鏡
の
原
型
は
中
頃
鏡
に
あ
り、

倣
翼鏡

は
中
国
鏡
の
模
倣
か
ら
出
発
す

で
、

富
岡、

梅
原、

後
藤
三

民
に
よ
る

分
類
も
同
一

の

方
法
を
と
っ

て
い

る
。

し

る

こ

と

90

か
し
、

倣
翼
鏡
の

中
で

も、

わ
が

国
独
自
の
倣

翼
鏡
の
噌

群
に
つ

い
て
は、

鏡
式

⑧

そ
の
後、

倣
製
鏡
は
中
国
鏡
の
模
倣
か
ら
脱
し
て、

わ
が
国
独
自
の
文
様
を
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鏡
背
文
様
と
し
た
こ
と

で

あ
っ

た

り、

資
料
利
用
の

際
に
そ
れ
ら
が
混
用
さ

れ
た

り
し
て
、

き
わ
め
て
正

ω

倣
製
鏡
開
始
の
年
代
は、

模
作
の
対
象
と
な
っ

た
中
国
鏡
の
年
代
と
平
行
し

確
さ

を
欠
く
こ

と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る。

本
論
文
の

目

的
は、

も
っ

ぱ
ら
倣

製
鏡

う
る

の
系
統
を
明
ら
か
に
し
、

中
国
鏡
の
伝
統
が
ど
の
よ
う
に
倣
製
鏡
の
中
に
受
け
継

⑤

倣
製
鏡
は、

.
模
作
の
段
階
と
し
て
後
漢
鏡
が
先
行
し、

三
角
縁
神
獣
鏡
が
後

が
れ、

ど
の
よ
う
に
新
ら
し
い
意
匠
の
も
の
が
出
現
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す

出す

る

る
と
こ
ろ
に
あ

る。

そ
し
て、

鏡
式

名
を
統
一

し
た
も
の
に

す
る
こ
と
に、

今
後

と
い
う
結
果
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

の
研
究
に

資
す
る
と
こ
ろ
を

求
あ
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

戦
後
に
な
っ
て
も
倣
製
鏡
全
体
の
変
遷
に
つ

い

て
の

論
考や、各鏡式について総括的に記述した論文はない。倣製鏡の出現につ

11

倣
製
鏡
の
系
譜
と
類
型

い
て
の
見
解
や
初
期
の
も
の
に
つ
い
て
の
編
年
的
な
考
察
を
加
え
た
も
の
(
小林

1

古墳

時
代
に
お
け
る
舶
載
鏡
の
鏡
式

て

行
雄
・
一

九
五

六
年、

一

九
六
二

年、

一

九
六
五

年
な
ど
)

や、

倣
翼
鏡
全

体
を

弥
生
時
代
に
は、

舶
載
鏡
と
し
て
中
国
の
前
漢
鏡
や

後
漢
鏡

が
み

ら
れ
る
。

いゆ式鏡

概
念
的
に
五
段
階
に

捉
え
よ
う
と
し

た

も
の

(
久
永
春

男
・
一

九
五

六
年)
、

仮製鏡製作の技術的な問題をとり上げたもの(原田大六・一九六一年)、などがあり、また、個別の鏡式についての詳細な検討を加えたものが

「
舶
載
鏡
」

と
し

た
理
由
は、

朝
鮮
製
鋼
鏡、

つ

ま
り
多
釦
鋸
歯
文

鏡
の

類
が

若干と、いわゆる「小鍋鏡」がふくまれるからである。一方、古墳が築造される時代に入ると、古墳の副葬鏡としてみられ

一

価

若
干
あ
る
だ
け
で
、

倣
製
鏡
全

体
に
つ

い
て

検
討
し
た

も
の
は
な
か
っ

た
。

る
も
の
は
、

そ

の
ほ
と
ん
ど
が

中
国
鏡
に

と
っ

て
か

わ
る
。

し
か
し
、

そ
の
輸
入

3 .

製倣

「
彷
製
鏡
」、
「
倣
製
鏡」

の
ほ
か
の
用
い
方

と
し
て
「
倭
鏡」

提
唱
者
の
田
中

の
経
銘
に
つ
い
て
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
し、

あ
る
い
は
中
国
鏡
以
外

一

旗

琢
氏
の
論
文
中
に
も
倣
製
鏡
の
全
体
に
検
討
を
加
え
て
は
い
な
い
(
田
中
琢
・
一

の

も
の

が
混
入
し
て
い

な
い

と
も
か
ぎ
ら
な
い
。

し
た
が
っ

て、

本
論
で

は、

い

脚古

九
七
七
年)
。中国鏡と

倣
製
鏡
の
全
体
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
鏡
式
別
に
論
じ
た
も
の
に
樋
口

ま
の
と
こ

ろ
は

中
国
鏡
の

意
味
と

同
意
で
あ
る
が、

と

り
あ
え
ず
「
舶
載
鏡
」

と呼んでおき、「倣銀鏡」との対比を強めておきたい。

隆
康
氏
の

論
文
が
あ
惹

(
樋
口

隆
康
・
一

九
七

九
年)
。

こ
の

中
に
お

い

て

倣
製

銅
銭
の

鏡
式
に
よ
る
分
類
に
は
、

従
来
二

通
り
の

方
法
が

あ
っ

て
、

そ

れ
ら
を

鏡
を
一

五
の

鏡
式
に

ま
と

め
て
い
る
。

そ
し
て

各
々
の

鏡
式
に
つ
い

て、.
.原

型
と

併
用
す
る
こ

と
で
、

い

ま
ま
で
の

鏡
式
は

決
定
さ
れ
て
い
た
。

し
て
の

中
国
鏡
を
あ
て
て
い
る
点
で

は、

富
岡
謙
蔵
・

梅
原
末
治
・

後
藤
守
一

氏

第
一

は
、

鋼

鏡
の

「
外
形
的
な
区
分
」

に
よ
る
も
の
で、

方
鏡
・

円
鏡
・

稜
鏡

ら
と
共通

す
る
が
、

古
墳
時
代
の
目
木
独
自
の
倣
製
鏡
の
鏡
式
に
つ
い
て
は
、

そ

と
い

う
区

分
や、

あ
る
い
は
鉄
鏡
・

銅
鏡
と
い

う
区
分
に
よ
っ

て
い

る
。

こ
の

方

の
系
譜
が
た
ど
ら
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
る。

し
か
し、

中
国
鏡
を
模
倣
し
た
倣

法
は、

大

略、

時
代
的
な
意
味
あ
い

を
ふ

く
ん
で

は
い

る
も
の
の、

古
墳
時
代
の

製鏡

群
に
つ
い
て
は
、

比
較
的
詳
細
な
鏡
式
分
類
が
な
さ
れ
て
い
で、

倣
製
鏡
の

銅
鏡
に
つ
い

て

み
る
と、

ご

く
稀
れ
な
銀
鏡
の

在
在
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
っ

て
、

編
年
や、

そ
れ
を
出
土
す
る
古
墳
の
編
年
観
に
、

大
い
に
役
立
つ

も
の
と
思
わ
れ

他
は
ほ
と
ん
ど

「
銀
鏡
」

で
あ

り、

し
か
も
「
円

鏡」

で
あ
る。

こ .
の

場

合
に

は

る
。

「
外
形
的
な
区
分
」

は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る。

樋
口
隆
康
氏
が
指摘

し
て
い
る
よ
う
に
、

鏡
式
呼
様
が
研
究
者
聞
で
ま
ち
ま
ち

第
二
は
、

鏡
背
文
様
の
構
成
に
よ
る
区
分、

鏡
式
決
定
の
方
法
で
あ
る
。

こ
の



…

伍.

幽

F

.

夢

E

,

～

・

、-

馳

F

方
法
は
、

実
に

多棋

な
鏡
背
に
お
け
る
文
様
要
素
と、'
そ
れ.
の

構
成
に

よ

る
区

阻
む
よ

ケに

設
げ
臥
託
て
い
る・万

形
格
文
が
省
略
ざ
礼
で
い
6
例
を
み
な
い
。

規

.分

、

鏡

式

決

定

の

方

法

で

あ

る
。

,

.

圃

8

匿
.

観
背
に

お
け
る
文
様
に

拡、

元
来、・

そ
れ
ぞ
れ
意
味
の

あ
る

も
の
と
さ
れ
て

き

P
・}幽

、
た
。・・
と
ぐ
に
か

西
区
に

お
け
る
文
様
に
は

宗
教
的
思
想
的

な
内
容
が
表
現ざ

れ
て

・
短文

が
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も、・

方
形
格
文
は
必
ず
鋳
出
さ
れ
て
い
る
。

四神像が本来、.∫方位などの宇宙観どの関係を抜きにじで存在しえないであろうし浄方形格文が宇宙の方位を表現する唯一の中心的文様である

、

卜

.

、

、

い
て
、

い
ま
だ
に
解
釈
し
き
れな

い
文
様
も
あ
る。

却
墳
時
代
に
み
ら
れ
る
銅
鏡

昌

零

、.

か

ら

で

も

あぢ

う

か
。..

.

の

多
く
ば
、

き
わ
め
て
定
形
化
さ

れ
た

内
容
の
も
の
が
多
い
と
さ

れ
て
い
る
。

.

..

畠.̀

西
区
主
文
様
の

仙
に、

外
区
や

鉦
を
め
ぐ
る

文
様
帯
が

み
ら
れ
る
。・

時
に
は
文字(銘)であったり、単一文様の繰り返しであったりする場合が多いが、.・それらは単なる装飾であっただろうか。外区文様は、西区文様に

.̀

よ
っ

て

規
定
さ
れ
た

も
の
が

多
い
よ

う
に

思
わ
れ
る
。・

あ

る
い

は、

そ

う
ゆ
う
文

・

規

矩文

と

呼
ば
れ
る .,「
T
・

」
・

V
」

字
形
文
は
、

し
ば
し
ば

省略

さ
れ
る
。文様構成上の意味から、..方格文が残存七、規矩文の省略されたものを

一

「
方
格
四.神

鏡」

と
し
て
区
別
し
で
お
き
た
い
。方路規矩文がのこ㌫ヤ他の本来的な四

神
像
が
省
略
さ
れ
た
り、

全
く
別な文様の表出されたものを総称する意味で、「方格規矩文鏡」を設定

様

構
成
を
本
来
は
「
鏡
式
」 .

と

呼
ぶ
べ

き
か

も
七
れ
な
い
。

零

Σ
・

9

6.

工.

・

内
区
主
文
様
と、

外
区
文

様
と
の

関

係
は
、.

西
区
主
文

様
に

よ
る
鏡
式
決
定
の

.
し
で
み
だ。

し

か
し、

そ
の

裏
文
様
の

種
類
に
よ.
っ

て
は
「
方
格
規
矩
○
○
鏡」

」一

と

呼
ん
だ
方
が

よ
い

も
の
が
あ
る。

多
く
は

属
文
・

獣文

で

あ.
っ

て
、

そ
の

配
列

■

際
に
改
め
て

検
証
す
る
こ

と
と
し
て
Y

こ
こ
で
は
、

い
わ

ゆ

る

舶
載
鏡

に
つ

い

方
法
が
一

定
し
て
い
な
い
特
徴
が
あ
る。-

た
と
え
ば
京都

府
椿
井
大
塚
山
古
墳
出

一

て
、.

そ
の

鏡

式

を

検

討

し

て

み

よ

う
。

}
.

土
桝
は、
,

方
格
規
矩
文
は

定
形化

し
て
い

る
が
、

四
神
像
が
完
揃
し
て
い
な
い

4

,

・

,8

点

で

特

異

な

も

の .
で

あ

る
。

、

【

　
○
方
格
規
矩四

神
鏡
類

n

.

蟹

一

方
格
規
矩
四
神
篭
類
と
総
称
す
る
も
の
な
き
わ
め
て
多
ぐ
の
種
類
が
あ

っ
てハ

方
格
規
矩
四
神
鏡
類
A
・

B
・

C
の
三
者
は
、

鏡
径
に
も若

干
の
差
異
が
あ
っ

・

て
、

鏡
径
に
よ
る
区
分
も
あ
る
程
度
可
能
で
あ
ろ
う。

A
は
三
者
中
最
も
大
形
で

そ
れ
ぞ
れ
別
の
鏡
式
を
設
定
す
み
こ
と
が、.

む
七
ろ
煩
雑
き
走混

乱
を
招
べ
お
そ

直
径
20
㎝

を
超

え・
る
も
の

も
あ
る
。

B
・

C

は
い

わ
ゆ
る

小
形
の

部

類
で

直
径
10

.

`

れ
が
あ
る
の

で「、

大
別
ル

て
三

種
の

も
の

を
指摘

し

で
お
き
た
い
。.

'
..

{

.

r .

し

A
、

方
格
規
矩
四
神
鏡
川

B

方
格
四
神
鏡
　

℃
、.

労格

規
矩
文

鏡 .

b

.

㎝

を
超
え
呑

ζ
と
は
ほ
と
ん.
ど
な

い。

鏡

背
文

様
を
省
略
す
る
こ

と
で

小
形
化
したものと考えてよ.い。℃・にいたっては、文様の簡素化が著しく、縁の

・

陰,辱.

「

、

方
格
規
矩
四
御
鏡
は、

四
神
像
が
府
区
主
文
様
を
構
成
す
る
も
の
ど
判
断
し
て

・

㌔

P'

い
る

も

の
で

あ
る
。

し
た
が
っ

て
「
四
神
像」

が
独
立
し

て

存
在
す
る
も
の
の
あるこ.とも予想しなければならない。つまり方格規矩文を欠落するもの

7

、

-

文
様
す
ら
省
略
し
幅
の
せ
ま
い
突
帯
状
の
縁
を
つ
く
り
幽
し
て
い
る
も
の
さ
え
あ

.

、

るっ・・.
ζ
れ
は
し

か
し、

力

格
規矩

四
神
鏡
の
退

化
形
式
と
み
る
よ

り
は
、

む
し
ろ.他の鏡式を創出す蕎ごどの方に意味が割かわたためと解レたい。、

'

で

あ
る
。

こ

の.
方
格
規
矩
文
を
欠
く
も
の

を.
「
獣
帯
鏡
」 ..
と
し
て
一

括
し
て
い

る

「
」

【

わ
が
国
弥
生
時
代
の
遺
跡
に
み
ら
れ
る
こ
の
種
の
も
の
は、

い
ず
れ
も
方
格
規

と
こ
ろ
を
み
る
と、

方
格
規
矩
文
に
は
当
初
か
ら
意
味
を
も
た
せ
て
い
た
こ
と
が

レ

トー

.

わ
か
る
。

そ

う
す
る
と、

方
格

規
矩
文
そ
れ
自
身
に
も、

四

神
と
の

結
び
つ

き
の

も

矩
四
神
鏡
類
ど
し
て
は
A

類
に
属
し.
て
い
る
。

古
墳
開
始
と
と
も
に
副
葬
鏡
と
し

一■

て
み
ら

れ

る.

も

の

に

は、

主
と
し
て
A

頬
が

多
い
が
、

京
都
府
椿
井
大
塚
山
古

92

上
で
重
要
な
要
素
が
存
在
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

特
に、

四
神
鏡
の
巾
で
鉦
を

墳
出
土

側
め
よ

う
に、

特
異
な

も
の
も
み
ら
れ
る。

C

類
と
し

た
も
の
ぼ、

わ
が



93

国
古
墳
の
副
葬
鏡
と
し
て
み
ら
れ
る
こ
ど
ば
ほ
と
ん
ど
な
い
が、

大
阪
府
弁
天
山

A
、
　
固
文
帯

神
獣
鏡
系

β、
.

三

角

縁神

獣
鏡
系・

、
CF
、
'

平
縁

神
獣
鏡
系

2

号
墳
出
土
鏡
(
堅
田

直
・・
一

九
六
七

年)

は
こ
の

種
の

も
の
で

あ
る
。

で

あ
り、

い .
ま

そ
れ

ぞ
れ
に
つ

い
て
概
観
し
て
み
よ
う
つ

'.、1

神
獣
鏡
は
大
別
す
る
と
平
縁
系
の
も
の
と
三
角
縁
の
も
の
と
に
分
類
さ
れ
る
。

間ゆ
・

一

Q
内
行
花
文
鏡

類

,

'

.

町
医
主
文
杁
と
し
て

連
弧
を
描
き、

多
ぐ
の

場

合
八

弧
文
を
標
準
と

す
る
。.

鉦は町鉦で四葉銀座のものがほとんどである四葉鉦座が若干の変化をみせて、いわゆる「蛎輻銀座」.となるζともある。、鉦座間に銘文を表出するものがみられるが、多くは「長官子孫」であり、.銘のないもの

凹

.

は

細
線
表
出
の
文
様
を
も
つ

も
の

湖
あ
る
。　

内
通
主

謀様

①
八
弧
文
の

間
に

も
銘をもつものがあっ.て「長官子孫」あるいは一「寿如金石」.などの吉祥句を表わしている。.鉦座間に「長寛子孫」.弧文間に.「寿如金石」と銘を

.

巳

.■̀8

鋳
出
す
る
も
の
も
多
い
。
、

外
区
は
連
弧
文
に
接
す
る
外
国
㌔
が
あ
り、

縁
は
案
文

と
く
に
三

角
縁

神
獣
鏡
は
き
わ
め
て

特
殊
な

も
の

で.
あ

る

か

ら、
「
神
獣
鏡
は
本来、=肖平縁のものが正統的である..平縁の神獣鏡のψで、、顧内局外の境界に半円方形支帯をもち、環状乳をもつも圏のがその初期のものと考えられている。hいま、これを函丈帯神獣鏡系として一括してみた。とくに、..日本の古墳出土鏡には画文雅神獣鏡がしばしばみられるので、その初期のものから系譜をたどってみることにしよう。画文帯神獣鏡系のものでは、・幸しにして紀年銘をもつものがあるっ

そ
の
中
て

最
古
の

も
の
はへ

後
漢
ポ・

元
興
元
年

.
(
佃

δ
五

年)

銘
を
も
つ

神
獣

鏡
で
あ
る
(
梅

原
末
治
・
一

九
四
三

年)
ゆ

平
縁
に

銘
帯
を.
も
ち、

内
圏
に
半
円

式鏡

縁
に

終
る
。

内
行
花
文
鏡
の

場
合
は
、

外
囲
帯
に

特
色
が

あ
り、
.

連
弧
数
と
同
数

方
形
帯、
∵
西
区
に
神
獣
を
配
し、

い
わ
ゆ
昼
環
状
乳
に
よ
る
文
様
区
別
が
み
ら
れ

一

脚畷撤調"

の
満
文
と
、

そ
の

間
を
連
接
さ
せ
る

入
組

松
葉
文
と
に

よ
っ

て

構
成

さ

れ

て

いる。.西行花文鏡の場合、.その中での分類は困難なほど画」.化された様相を示すがゐ西区連弧文の直径と、鏡背径との比率によって、、大か、二種類に分類することが可能であろう。しかしλこの分類は編年的な意味で有効な分類となりうるかどうかについ・て、まだ検討の余地が充

る
ゆ

乳
ば
人
乳

あ
っ

て

面
持
に
獣
形
文
の
一

部
と

も
な
つ.
て
い

る。延喜…二年(佃一五九年)、銘の神獣鏡は、大体のつくりは

前
者
と

相
似するが、,平縁にある銘跡の外側に、・細かい菱要文が連続して表出されている(梅原末治・一九四三年)。後漢代の製作によると考えられる一群の平縁神獣鏡は、外縁に菱雲

昏
一

分
に

あ
る
。

文
を
施
す
の
を
特
徴
と
し
、

環
状
乳
(
獣
形
文
の
体
躯
の
一

部
に

同
化
し
て

い

」

'.

る)

に
よ
る
内

区
の

区
画
が
一

般
的

で
あ
る。
.

O
神
獣
鏡
類

・

平
縁
神
獣
鏡
の
中
で
、

西
区
の
文
様
区
画
を
無
視
し

た、.

い

わ

ゆ
る

重
列
式

神
獣
鏡
類
は、

古
墳
時
代
の
舶
載
鏡
の
巾.
で
は
特
徴
的
な
存
在
を

示

し
て
い.る。中国ではおそらぐ後漢代の初期に成立七たと考えられるが、その

.
.「

、

(
重
恩
式

階
段
式)

の

文
様
構
成
を
み
せ
る。一

群
が
あ

る。

た
と

え
ば
、
　

建
安帆○年・(佃二〇五年)・銘の神獣鏡などがその好働で(梅原末治・.一九

後、

数
種
の

神
獣
鏡

に変

容
し
、

や
が
て
は
仏
教
的
な

色
彩
の

濃
い.
「
仏
獣
鏡
」 .

匡

四
三
年)
s

こ
の
場
合
,

平
縁
外
縁
部
の
菱
雷
文
や

内
圏
の

半
円
方
形
帯
が

省
略

へ

の

変
化
を

示
す.
も
の
で

あ
る
。

,

1

さ
れ、

さ
ら
に
は
内
匠
文
様
の
区
画
に
み
ら
れ
た
乳
で
す
ら
省
略
ざ
れ
る
と
い
う

こ
こ
で
ぽ、

古
墳
時
代
に
お
け
る
神
獣
鏡
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ

文
様
構
成
を
み
せ
る
も
の
で
あ
る
。

と
に
し
た
い
q

神
獣
鏡
を、

大
別
し
て
三
種
類

の
も
の

に

区
分
し
て
み
た
。

.

こ,
れ
ら
の

神

獣
鏡
は、

中
国
三

国
時
代
ま
で

存
続
し
て
い

る
こ

と
は、

天
紀
元



年
(
曲

二
七
七
年)

銘
の
も
の
やY

大
阪
府
和
泉
黄
金
塚
古
墳
出
土
の
最
初
三
年

の
断
面
が
正
三
角
形
に
近
い
ほ
ど
鋭
利
に、
作
ら
れ
て
い
る
の

で
こ

の

名
前
が

あ

加

二
三

九
年)

銘
の

も
の
が
あ
っ

て、

十
分
証
さ
れ
る
と
こ

ろ
で

あ
る
。

り、

平
縁
神
獣

鏡
類
と
の

区
別
は
明
瞭
で

あ
る
。

わ
が
国
の
古
墳
出
土
鏡
の

中
で

紀
年
銘
を
有
す
る

も
の

の

中
に
、

赤
烏
元
年

三
角
縁
神
獣
鏡
は
外
縁
の
文
様
帯
を
省
略
し
内
区
主
文
様
の
占
め
る
割
合
を
大

(
舶

二

四
〇
年).

銘

神
獣
鏡
が
あ
っ

て
、

こ
の

種
の

神
獣

鏡
の
わ
が

国
に

舶
載
されたことを知るのである。

き
く
し
た
も
の
で
、

そ
の

点
は

神
獣
鏡
と
し
て
の

意

味
を
大
き
く

持
た
せ
る
意
図を読みとることができる。三角縁に文…様の施されることはなく、その

画
文
帯
神
獣
鏡
は、

縁
文
と
し
て
飛
禽
走
獣
文
を
表
出
す
る
の
が
大
き
な
特
徴

内
側
の
内
圏
に
鋸
歯
文
・

複
線
波
文
が
二

重
・

三
重
に
め
ぐ
ら
さ
れ、

さ
ら
に
そ

で
、

中
国
六
朝
代
の

西
晋
泰
始
六
年
(
佃

二
七
〇
年)

銘
の
も
の
が
あ
る
。

面
径一七・九㎝というからこの種のものの大形化が知られる。副文帯神獣鏡の古墳出土例はかなり知られており、京都府椿井大塚山古墳、岡山県湯迫車塚古墳をはじめ、奈良県天神山古墳、同新山古

の

内
側
・

内
区
と
接
す
る
と
こ
ろ
に
銘
帯
の
鋳
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

内
区
主文様に表現された神像と獣形の状態によって鏡式区分がなされている。大別すると○重列式神獣鏡0周列式神獣鏡

墳
な
ど、

前
半
期
古
墳
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
。

ま
た、

熊
本
県
江
田
船
山
古
墳をはじめとする一〇面の同範鏡の知られる画文帯神獣鏡や、埼玉県稲

と

な
る
が
、

重

列
式

神
獣
鏡
は
き
わ
め
て

数
が

少
な

く、

周
列

式
神

獣
鏡
は、

さらに神・獣の配舛の仕方によって分類される。

荷
山
古
墳
を
ば
じ
め
と
す
る
四
面
の
同
箔
鏡
な
ど、

中
期
古
墳
に
ま
で
そ
の
副
舞

O
周
列
式
神
獣
鏡
・

単
模
式、

O
周
列
式
神
獣
鏡
・

模
像
式

一

例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

中
で

模
像

式
の

も
の

は
少
数
例
で
、

こ

の

形
式
を
と
る
も
の

は、

6

わ
が
国
で
は、

画
文
雅
神
獣
鏡
は
弥
生
時
代
の
遺
跡
か
ら
の
出
土
例
は
な
く、初期古墳の副葬鏡としてみられるから、内行花文鏡や方格規矩四神鏡

〇
三
神
五

獣

〇
五
神
四
獣

〇
四
神
四
獣
鏡の三形式にほどんど限定される。四神四獣

鏡
は
単
像
式
の
も
の
が
多
く
み

「

類
と
は
性

質
を
異
に
し
て
い
る

と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。

す

な
わ
ち、

中
国
で
は

後

ら
れ
る
が、

複
像
式
と
の

関
連
に
つ

い
て
は

判
然
と
し
な
い
。

漢
末
期、

三
国
時
代
と
接
触
を
も
つ

時
期
に
明
確
な
姿
を
完
成
し
た
も
の
と
考
え

単
像
式
を
と
る
も
の
は、

三
角
縁
神
獣
鏡
で
は
ご
く
一

般
的
な
鏡
式
で
あ
り、

て
よ
い
。

わ
が
国
の
古
墳
副
葬
鏡
と
し
て
も
三
角
縁
神
獣
鏡
と
接
触
を
も
ち、

ま

〇
四
神
四
獣
鏡

〇
四
神
二
獣
鏡

〇
二

神
二
獣
鏡

〇
三
神
三
獣
鏡

た、

中
期
古
墳
の
中
で
同
箔
鏡
を
も
っ

て
い
る
か
ら、

時
代
的
に
も
三
国
時
代
の

の

各
鏡
式
に
わ

た
っ

て
み
ら
れ
る。

も
の
か
ら
六
朝
時
代
に
か
け
て
、

か
な
り
盛
行
し
た
鏡
式
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

鏡
背
文
様
の
区
画
は、

多
く
の
場
合
四
区
画
を
中
心
と
す
る
。

四
神
鏡
類
は
四

古墳

時
代
の
倣
製
鏡
の
モ
デ
ル
と
し
て
、

こ
の

種
の
も
の
が
大
き
な
位
置
を
占

区
画
で
あ
り、

内
行
花
文
鏡
は
八
弧
文
で

四
区
画
を
基
本
と
し
て

お

り、

画
文

あ
て
い

る
こ

と
は、

い

わ
ゆ
る

「
屠
龍
鏡
」

の
盛

行
が

物
語
っ

て
い

る。

他
に

も

帯
神
獣
鏡
も
八
乳
の

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら、

基
本
的
に
は
四
区
画
の
鏡

半
円
方
形
帯
の
み
を、

他
の
鏡
式
文
様
と
組
み
合
わ
せ
て、

倣
翼
鏡
特
有
の
鏡
式

背
文
様
構
成
と
い

う
こ

と
に

な
る。

三

角
縁
神
獣
鏡
に

は、

こ

の

他
に
三.
区
画
を

を
作
り
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら、

そ
の
製
作
年
代
や
わ
が
国
へ
の
輸
入
の
時
期

基
本
形
と
す
る
六
区
画
の
配
列
を
示
す
も
の
が
一

種
類
だ
け
で
あ
る
。

三
神
三
歎

を
想
定
す
る
手
懸
り
が
え
ら
れ
よ
う。

鏡
だ
け
は
他
の
神
獣
鏡
類
と
こ
と
な
っ

て
お
り、

こ
の
種
の

神獣

鏡
だ
け
が
異
質

劔

古
墳
の
副
葬
鏡
の
中
で
は、

最
も
特
徴
的
な
存
在
を
示
す
三

角
縁
神
獣
鏡
は
縁

な
存
在
と
い
え
よ
う。

倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
が
ほ
と
ん
ど
三

神
三
獣
鏡
で
あ
る
の
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と
、

西
行
花
文
鏡
の
倣
銀
鏡
に
六
花
文
の
も
の
が
圧
倒
的
で
あ
る
の
と
は
何
か
関

一

括
し
て
、

平
縁
神
獣
鏡
系
と
し
て
み
た
。

多
く
は
二

神
二
獣
の
文
様
配
概
を
示

連
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

す
か
ら、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
二
神
二
獣
系
と
表
現
す
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。

倣
製
鏡
の
場
合、

そ
の
原
鏡
が
存
在
す
る
場
合
と
し
な
い

場
合
と
で
は
出
来
あ

こ
の
鏡
式
は、

縁
に
鋸
歯
文、

複
線
波
文
が
描
か
れ
て
い
て
、

や
や
内
側
に
傾

が
る
倣
製
鏡
の
姿
が
こ
と
な
る
。

倣
製
三
角
縁
三

神
三

獣
鏡
の
中
に
は、

療
鏡
に

斜
す
る
縁
を
も
つ

も
の
と
、

外
側
が
肥
高
し
て
い
て
や
や
三
角
縁
に
近
い

姿
を
呈

忠
実
に

模

作
し
た
も
の
と
、

第
二

次
的
に

製

作
し
た

も
の

と
が

あ
る。

ま
た、

原

す
る
も
の
と
の
二
者
が
あ
る。

後
者
は
主
と
し
て
獣
形
文
鏡
類
に
特
徴
的
な
も
の

鏡
の
踏
み
返
し
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
た
現
象
は
、

三
角
縁
神
獣
鏡
の
鏡

で
あ
る
が、

神
獣
鏡
と
し
て
の
例
も
若
干
存
在
す
る
。

こ

れ
を
斜
線
と
呼
ぶ

場
合

式
に
よ
る
意
識
の
相
違
が
介
在
し
た
結
果
生
じ
た
も
の
な
の
か、

三

神
三

獣
鏡
と

も
あ
る
(
樋
口
隆
康
・
一

九
七
九
年)
。

い

ず
れ
の
場
合
で

も

内
隠
に
銘
帯
を
も

い
う
原
鏡
が
倣
製
鏡
胴
始
の
時、

も
っ

ぱ
ら
そ
れ
の
み
が
存
在
し
て
い
た
が
ら
な

つ
も
の
が
多
い
が、

銘
文
の
内
容
は
簡
略
化
さ
れ
て
い
た
り、

脱
字
の
多
い
の
が

の
か、

い

ず
れ
か
に
原
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

他
の
鏡
式、

多
く
は
四
神
四
獣
鏡

特
色
と
さ
れ
て
い
る
。

主
文
様
は
二
神
二
獣
を
交
互
に
配
す
る
四
区
画
を
基
本
形

匠ゆ式鏡

の
一

群
が
、

す
で
に
古
墳
に
埋
納
さ
れ
つ

く
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に、

最
も
新
しく舶載されできたのが三神三獣鏡群であったのだろうか。三角縁神獣鏡類とするものの中に馬特徴的な三旬縁をもちながら内区主文様が神獣文でない一群のものがある。龍虎鏡の一群であるが、

と
す
る
も
の
で
、

神
獣
鏡
と
し
て
は
正
統
的
な
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。しかし、東王父・西王母を一対の神像文として表出し、それを青龍・白虎で守護する形をとってはいるものの、きわめて形骸化した神仙思

.想の表現といれざるをえない。三角縁袖獣鏡類の巾の二神二獣鏡には

}

勤

三
角
縁
神
獣
鏡
類
と
同
程
度
の
面
径
を
保
ち、

鏡
式
に

も
一

定
の

限
度
が

あ
っ

束
王
父
・

西
王
母
の
二
神
を
お
く
こ
と
で

共
通
す
る
も
の
の
、

青
龍、

白
虎
の
意

7

製鰍時墳古

て、

し
か
も
少
数
例
が
知
ら
れ
る
ゆ

画
像
支
帯
龍
虎
鏡
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

岡山県湯迫41塚古墳、奈良県富雄丸山古墳、滋賀県大岩山古墳、群馬県北山古墳に同箔鏡が知られる。同様のもので波文精糖虎鏡の一群がある。従来、盤韻鏡と呼んでいたものであるが、龍虎一対を鉦を中心と

識
的
な
区
別
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の

点、

三
角
縁
神
獣
鏡
類
は
共
通
し
た
内容を持っているが、長文の銘をもつ三角縁神獣鏡(主として四神四獣鏡)には、方格規矩四神鏡類と同内容の銘文をもつものがあって、伝統的な思想の流れをうけとめているものがみられる。二神二獣鏡を中

一

し
て
鋳
出
し
て
い
る
の
で
こ
の

名
で

呼
ぶ
。

京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳、

大
阪
府

心
と
す
る
平
縁
神
獣
鏡
類
は、

こ
の
点
か
ら
み
る
と
神、

獣
像
と
も
に
簡
素
化
を

和
泉
黄
金
塚
古
墳
に
同
籠
鏡
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は、

い
わ
ゆ
る
神
獣
鏡
と
し

は
か
り、

銘
文
中
に
も
「
曽年

益
寿
」

な
ど
の
吉
祥
旬
を
入
れ
る
こ
と
で
、

銘
文

て
内
区
主
文
様
が
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、

そ
の
文
様
の
表
出
技
法
や
明

の
欠
を
補
っ

た
り、

ま
た
は
神
像
よ
り
も
獣
形
を
こ
と
さ
ら
大
き
く
表
現
し
た
り

ら
か
な
三
角
縁
を
も
つ
と
こ
ろ
か
ら、

い

わ
ゆ
る
三
角
縁
神
獣
鏡
類
と
し
て
取
扱

し
て
、

新
し
く
意
識
の
変
化
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る。

つ

た ,方

が

よ

い

も

の

で

あ

る
。

、

ま
た
、

三
角
縁
を
も
つ
か
ら
と
い

う
理
由
で
も、
、

文
様
表
出
手
法
の
扁
平
な
画

○
獣
帯鏡

類

像
鏡
類
は
、

こ

れ

ら
の

鏡

群
と

同
列
に
は

取
扱
う
こ

と
が
で

き
な
い
。

獣
帯
鏡
類
と
す
る
も
の
は
、

内
区
主
文
様
に
七
獣
を
も
っ
て
表
出
す
る
も
の
を

平
縁
神
獣
鏡
系
は
一

般
的
に
は
さ
き
の
固
文
帯
神
獣
鏡
が
そ
の
中
心
的
な
存
在

指

す。

こ

れ
に

は
二

種
類
あ
っ

て

を
示
す
が、

こ
こ
で
は
画
支
帯
神
獣
鏡
系
と
三
角
縁
神
獣
鏡
系
以
外
の
神
獣
鏡
を

A
、'

細
線
表

出
獣

帯
鏡

B
、

肉
刻
・

半
肉
刻
獣
帯

鏡



と

に

分

類

で

き

る
ゆ ,

・

.
.

、
.
.
、

・

,

期
古
墳
時
代
に
か
け
て
の

古
墳副

葬
鏡
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。

細
線
表
出
手
法
に
よ
る
獣
帯
鏡
は
、・

方
格
規
矩
四
神
鏡
頚
と
技
法
上
の
共
通
点

を
見
出

すこ

と
が
で

き
る
。
・

紀
年
銘
を
も
つ

も
の

と

し

で・
「
始
建
国
二

年
」
(
船一〇年)のものが知られ(梅原末治・・一九四三年)、方格規矩四神鏡の同年号のものとぎわめて近似している。始建国二年銘鏡は四区画八種の獣を細線によって表出したものであるが、∴とくに、四神像を意識して.製作されていない。したがって、内区に規矩文を持ちながらも四神鏡との内容の相違を示している。後漢・永平七年(柵六四年、・梅原末治・一九四三年)銘の獣帯鏡は、鏡背内区を七区画とするそれまで.のものとほ全く乙となった区画を用いて四霊「(四神)・を配し、その四霊間に走獣文を配している。鏡背を七区画として用いる手法は、・・獣帯鏡の特質であるとし」・この極めものと同式半・肉刻・肉刻手法によるものめみをう獣帯鏡」として扱っ・てきた。

`

一

わ
が
国
古墳

出
土
例
と
し
て
は、・

大
阪
府
伝
仁
徳
天
皇
陵
古墳

出
土
例
(
ボ
ス・トン美術館蔵)・をはじめとして」奈良県大安寺す墳出土例(五島美術館蔵×・・大阪府土室石塚古墳出土例(同桜塚古墳難中爵土例、大分県

.

O
龍
虎鏡

類半肉刻手法に
よ
る
鏡
群
と
し
て
、

神
獣
鏡
と
ほ
ぼ
相
前後

し
て
出
現
し
た
と考えられるものに龍虎鏡がある。,.、龍・虎鏡ばが・つて盤韻鏡と呼ばれていたガのちにζれを龍虎鏡と呼

.

「

ぴ

改
め
で

眠
る

(
後
藤
守
一

.
・
一

九
四
二

年)
。

後
藤
守
一

氏
に
よ
る
と、

,

覧」

∂

.
「
(

龍虎

鏡
は
)
、

古
く・
「
盤
龍
鏡」

の

名
が
あ・
る

が

高
橋
(
健
自) .

博
士
は

背

「

・

.

.
へ

文の

主を

な
す
は
盤
鋸
せ
る
龍
及
び
虎
な
り
と
し

で
「
龍
虎
鏡」

と
さ
れ
た
」

、邑
童
.-て
'

i
一

髪

O
'.と.述.べ;て-いズΨ

、

、

【

'

一

塁3

一

、
「

隔

.

龍
虎鏡

陸

鐘
背
文
様
の

内
区
主
文
様
が

寵
」

と.
「

些

に
よ
.

て
構
成
さ

れ
た

も
の
を
総

称
じ
て
い
る
。

と
の

う
ち、・

明
ら
か
に
三

角
縁

を

呈

す

る

も

の.は、すでに三角縁神獣鏡として取扱っ・ておいたρ三角縁神獣鏡類に属・するものを除いて、・龍虎鏡はさらに二種に分類でき・る。̀A、龍虎獣帯鏡B、・龍虎鏡h龍虎獣帯鏡は、内区主文様を獣帯・七区画で飾り、鉦をめぐる内国

【
8」

.
研
ノ
隈
古
墳出

土
例、

愛
媛
県
下
朝
倉
出
ユ
例馬

三
重
県
城

塚

古

墳
出
土
例
(
鍍

文

様
帯
を
つ

く
っ

て、

そ
の

部
外
に

龍
・

虎
を
鋳
出
し
た

も
の
で

あ
る
。

わ
が

国

金
鏡
V

な
ど・
の

例
を

あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

古
墳
爵
土
鏡
と
し
て
は
類
別
に
乏
し
い
が、・

兵
庫
県
吉
島
松
山
古
壇
出
土
例
(
同

.

半肉

刻
手
法
に
よ
る

獣
帯
鏡
は、・

紀
年
銘
を
も
つ

も
の

が
な
い

た
め
に
、・

正
確

箱
の
も
の
と
し
て
京
都
府
「

本
松
塚
古
墳
出
土
例
〉

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
そ
の
年
代
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が、、

細
線
表
出
の
も
砂
と
同
様
に
内
区
を

二

〇
C皿
を
超
え

る
大
形
品
で
、,

三

角
縁
神
獣
鏡
類
と

接
触

を

も
り

て

い
る
。

七

区
画
に
し
て

獣文

を

表
現
し
て
い
る
と・
こ

ろ
は、・

さ
き

の

獣帯

鏡
と
性

質
を
同

・

龍
虎
鏡
と
し

た
も
の

はv・

面
径
が

=
一

～
一
一
六
㎝

と
や
や

小
形
品
で
、・

か
う

て

じ

く
し
て
い

るσ・.

半
爵
刻
手
法
の
臥
現
は
さ,

中
国
で
は

後漢

代・
に
入
っ

て

か
疹
で

「
盤
龍
鏡
」

と

呼び

な
ら
れ
し
て
き
た
も
の・
で

あ

る。

鉦
を
中
心.
に
し

て
龍
励

虚

し

.

あ
る

と
推
定
さ

れ
る
ゆ

牛肉

刻

技法

の

銅
鏡
～

の

採
用
は
、

以
後
、

継
続
しそ

用

.

を

表
現
し
た

も
の
で
あ
る
が、
・

虎
文
の

明
瞭
で

な
い

も
の
も
あ
る
。

縁
厚
が
比
較

い

ら

れ・、・

そ
の
過

程
に

神
獣
鏡
な
ど
の

肉
刻

技
法
分
も
の

や、
・
い・
わ
ゆ
る
画
像
鏡

的

あ
つ

く
う

く

ら
れ、

内

圏
に
錦

帯
を
も.
つ

も
の

が

多
く
み
ら
れ
る。

わ
が
園
の

と
呼
ば
れ
る
平
面
的
な
半
肉
刻
技
法
を
み
る
の
で
あ
る
。

古
墳
出
土
鏡
と
し
て
は

半
肉
刻
手
法
に
よ
る
獣
帯
鏡
の
例
と
し
て
熊
本
県
江
田
船
出
古
墳、

群
馬
県
観

・
京
都
府
良
法
寺
南
原
古
墳」

大
阪
府
国・
分
茶
臼
山
古
墳、

岡

山
県

法

蓮
古

96

音
山
古
墳
な
ど
の

例
を

あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
が、

い .
ず

れ
も
中
期
後
半
か
ら

後

墳、

鳥
取
県
羽
合
北
山
古
墳、

福
岡
県
山
ノ
神
古
墳、

宮
崎
県
持
田
許
嫁
古
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.,

墳、
・

宮

崎

県

谷

頭

(

伝
〉

,

同
大・
の
も
の
が
多
い
。

内
区
主
文
様
か
ぢ
獣
形
文
が
姿
を消

し
、

神
人
歌
舞、

騎

な
ど
の
例
が
知
ら
れ
る
。

大
阪
府
国
分
茶
臼
山
古
墳
出
土
例
は、

面
径
一

四
・

二

馬
文
の
み
で
鏡
背
文
様
が
構
成
さ
れ
て
い
て
、

画
像
石
の.
文
様
構
成
に
近
い
と
い

・
㎝

あ

り、、

銘

帯

が

鍔

出

さ

れ

て・

い

る
。

銘

文

に

は
・

-

わ
れ
て .
お
り、

画
像鏡

類
の
中
で

は
最
も
後
出
の
も
の
と
理
解
さ
れ
る

銘文

を

青
藍
作
寛
四
夷
服
多
賀
国
家
人
民
息
胡
虜
珍
滅
天
下
復
風
雨
時
節
五
穀
塾
長
保.二親傷天力傅告片生薬歴極(後藤守一・.一九四二年による)

,

み
る
と
・
「
尚
方
作
寛
自
有
紀
辞
去
不
羊
宜
吉
上
有
東
王
父
西
王
母
令
君
防
逸
多
孫子」.(大阪府・高安郡川出土鏡による)とあ?で、神獣鏡類の銘文の

と
あ
る
。・

銘
文
の

内
容
か

ら
み
る
と

中
国
六
朝
代

製作

に

な
る
と

推
定さ

れ
る
。.

内
容
と
も
共
通
性
が
求
め
ら
れ
る。

わ
が
国
の
古
墳
出
土
鏡
と
し
て
は

龍
虎
鏡
の
中
で
、

三
角
縁
系
の
も
の馬.

龍
虎
獣
帯
鏡
系
の
も
の
は
倣
製
鏡
の
対

京
都
府
ト
ヅ
カ
古墳

、

福
井
県
西
塚
古
墳、

東
京
都
亀
塚
古
墳

象
と
な
っ

て
い

な
い
。

B
、

龍
虎
鏡
と
し
た
も
の

だ
け
が

倣
製
鏡
の

対
象
と
な
つ

な
ど
が
知
ら
れ
る
が、

こ
れ
ら
は
同
箔
で
は
な
い
が
同
形
同
大
で
き
わ
め
て
近
似

匠P式磯鱗鰍鵬古

て
い

る
こ

と
に

注意

す
べ

き
で

あ
ろ
う。

ち

○
画
像
鏡
類鏡背文様が、

画
像
石
の
表
現
に
似
て
い
る
と
い
う
理
由
で
名
付
け
ら
れ
た
もので、入物画像鏡(三宅米吉・一八九七年)Y神人画像鏡バ富岡謙蔵・一九二〇年yなどと呼ばれてい允が、画像鏡として統一しようと試みたのは後藤守一氏であった(後藤守一・一九二⊥ハ年)。画像窺の鏡皆空文様は、一生として神人、龍虎、車馬、神人歌舞などの文様であbて、比較的定形化しているので、画像鏡を細分ず為場合には、それらの文様を分類の規準としてみてよい。A、.神人龍虎鏡には、銘文の中に「東王父」「西王母」「仙人子高赤

」

松
子
」
「ム乱

離右

虎
辟
不
詳
」

な
ど
の

表
現
が

あ
っ

て
、

四
神
鏡
や
三

角
縁
神
獣鏡類などの銘文と共通すると・ころがある。.したがって.神獣鏡の系統

し
て
い

る。

・画像鏡の倣製鏡への反映は、.A、.・龍虎鏡、B、車馬

鏡
が

串
心
で
、

C

,

覧

.

歌
舞
鏡
は

和歌

山
県
隅
研
八
幡
宮
鏡
を
ほ
と
ん
ど
唯
一

の
例
と
す
る
。

・∵

・

・

○
獣
形
文
鏡さきに獣帯鏡

と
し
て
一

括
し

た
も
の
は、

内
区
を
七
区
画
・

七

獣
の

も
の
を中心としていた。半肉刻・細線表出技法によるもので、獣形文を鋳出した⊥ハ獣.・五獣・四獣文めものは、.獣帯鏡の中にふくめていない。獣

.

5帯
鏡
の

場合

に
は
、
.

四
神
像
と
の
関
連
が
強
く
み
と
め
ら
れ
る
が、

六
獣
鏡
以
下のものには、その関連性がきわめ・て乏しく、系統的に関係を求め難

い
。六

獣
を
表
現

す
る

も
の
に
は、

細線

表
出
に

よ
る
も
の
が

み
ら
れ
る
が、

五

獣

、

以
下
の
も
の
は
牛
肉刻

の
獣
形
表
現
が
圧
倒
的
に
多
い。

獣
帯
鏡
と
の
関
連
性
を

一
側

一

を
強
く
ひ
く
も
の
と
理

解
し
て
よ
い
。

唇

.-

求
め
う
る
の

は

六
獣
鏡
に

限
定
さ
れ
る
し、

ま
た、

平
縁
の

も
の
は
⊥
八
難
鏡
に

多

B
、

神
人
車
馬
鏡
は、

龍
虎
文
が
退
化
し
車
馬
を
誇
張
す
る
意
識
が
強
い
』

銘

く

み

ら

れ

る
。

、

文
の

付
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
み
る
乏
.
マ..
四
夷
服
多
賀
国
家
人
民
息
胡
虜
珍
滅天下復風雨時節五穀敦長保二親得大力…」とあるものが目立つから、

・

獣
形
文
鏡.
の

特
徴
と
し
て

あ
げ
ら
れ
る
も
の
に
縁
の
形
式
が
あ
る。
、

い

わ
ゆ
る「半三角縁」または「斜線」と呼ばれるものである。縁辺をやや肥厚

神
人
龍
虎
鏡
よ
り
も
若
干
年
代
的
に
下
降
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

さ
せ

内
区
に
向け

て
緩
や
か
な
傾
斜を

み
せ
、,

外
向
鋸
歯
文
な
ど
を
装
飾
文
と

C
、・.

裸
人
歌
舞
鏡
は、

わ
が

国
古

墳
か
ら
の

出
土
例

も
少
な
く
、、

比
較
的
同
形

し
て
い

る

も
の

で
、

六
獣
・

五

獣
・

五
獣
鏡
に

共
通
し
て

み
と
め
ら
れ
て
い
る
。.

・



」

獣
形
文
鏡
と
し
て
一

括
し
た
も
の
は
、

そ
の

獣
形
文
の

数
に
よ
っ

て

鏡
式
を
分
類

獣
鏡
は
多
い
。

舶
載
鏡
と
し
て
多
数
の
原
鏡
が
古
墳
時
代
に
存
在
し
た
の
か
も
知

,

で

き

る
。

れ
な
い
が
、

実
際、

舶
載
獣
形
文
鏡
類
の
出
土
例
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。

倣
製鏡

A
、

六
獣
鏡

B
、

石
獣
鏡

.

C
、

四
獣
鏡

の
場
合、

四
獣
鏡
が
最
も
変
化
し
や
す
い
獣
形
文
の
再
構
成
に
よ
っ
て
、

舶
載鏡

の
三
者
で
あ
る
が、

こ
の
う
ち
類
例
の

多
い
も
の
は
四
獣
鏡
で
五
獣
鏡
は
類
例
に

に

は
み
ら
れ
な
い

種
々
の

文
様
を
つ

く
り
出
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く、

最
初
は
原

乏
し
い
。

四
獣
鏡
の

中
に
は
、

半
三

角
縁、

斜
線
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
ほ
か
に
、

鏡
を
忠
実
に
模
倣
し、

次
の
段
階
で
の
模
倣、

つ
ま

り

第
二
次
的
な

模
倣
の

と

き
わ
め
て
平
縁
に
近
い

縁
を
も
つ
一

群
が
あ
る
。

「
吾
作

明
寛
」
「
尚
方
作
寛
」

な

き、

獣
形
文
に
多
様
な
変
化
を
与
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

後
述
す
る
振
文
鏡

ど
の

銘
文
を
鋳
出
し
て
い
る

も
の
が
あ
っ

て、

獣
形
の

表
現
に

平
縁
神
獣
鏡
類、

な
ど
の
類
を
み
る
と、

四
獣
鏡
の

占
め
る
位
置
は

大
き
か
っ

た
も
の

と
見
る
こ

と

二

神
二

獣
鏡
と

共
通
す
る
も
の
が
あ
る。

が

で

き

る
。

六
獣
鏡
の
う
ち、

細
線
表
出
の
も
の
は
獣
帯
鏡
と
の
関
連
が
求
め
ら
れ
る
が
、

以
上
は
舶
載
鏡
と
し
て
、

わ
が
国
古
墳
出
土
鏡
で
は
類
例
の
明
確
な
、

ま
た
量

半
肉
刻
の
も
の
は
西
区
を
六
区
画
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、

三
角
縁
神
獣
鏡

的
に
も
多
い

も
の
で

あ
っ

た。

な
お、

こ
の

他
に

と
の

接
触
も
考
慮
さ
れ
よ

う、

ま
た
、

四
獣
鏡
に
つ

い
て

も、

平
縁
神
獣
鏡
系
の

○
位
至
三
公
鏡、

○
鳳
愚
父
鏡
(
飛
禽
鏡)
、

0
菱
鳳
鏡

も
の
を
除
け
ば
、

三
角
縁
神
獣
鏡
と
の
接
点
を
求
め
う
る。

な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が、

古
墳
出
土
鏡
と
し
て
は
量
的
に
少
な
い
ば
か
り
で

半
三

角
縁
(
斜
線)

の

四
獣
・

六
獣
鏡
の
出
土
例
を

探
っ

て
み
る
と、

四
獣
鏡として、

な
く、

倣
製
鏡
の

原
型
と
な
ら
な
か
っ

た
ら
し
い
。

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば、

特
殊・な欄魂ということができる。

一
10

福
岡
県忠

隈
古
墳、

同
・

月
の
岡
古
墳、

香
川
県
石
清
尼
山
猫

塚古

墳、

岡
山

[

県
籠
山
古
墳、

広
島
県
蔵
王
原
古
墳、

兵
庫
県
塚
本
古
墳、

同

二
二
ツ
塚
二

号墳、佐賀県熊本山古墳、徳島県節句山二号墳、群馬県薬師山古墳などが知られ、大戦鏡の例として香川県石請尾山猫塚古墳、広島県巾小田一号墳、島根県松本一号墳、鴻烈都府百々池古墳、愛知県笹ケ根一号墳

2

古
墳
時
代
に
お
け
る
倣
銀
鏡
の
鏡
式前項では、わが国の古墳から発見され

る
舶
載
鏡
を
い
く
つ
か
の
類
型
に分類してみた。この分類は、できるだけ共通する要素を有するものを一括する方向で進めてきた。そして、その領型中での細分類を試みたのである。この方法が倣翼鏡の類型的検討とどのように関係してくるのかをみることが本項の主題である。

な
ど
が

知
ら
れ
る
。

こ
の

中、

香
川
県
石
請
尾
山
猫
塚

古
墳
で
は

両
者
が
伴
出
しているが、一方、

倣
製
鏡
の

幽
現
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は

別
と
し
て
こ
こ
で
は

仮
製
鏡
と
考
え
ら
れるもの、舶載鏡の模倣と断定しうるものと、いままでみてきた中国鏡

長
野
県
弘
法
山
古
墳
(
四
獣
鏡)
、

同
・

中
山
三

六
号

墳

全
ハ
獣
鏡)

を
は
じ
め
と
す
る
舶
載
鏡
中
に
、

そ
の

例
を
み
な
い

も
の

を
指
摘
し
て

き
た
。

倣

と
近
接
し
て
立
地
す
る
二
古
墳、

し
か
も
年
代
的
に
近
い

古
墳
に
副
葬
さ
れ
て
い

翼
鏡
の

分
類
は
、

舶

載
鏡
に
お
い
て
お
こ
な
っ

た
方
法
と
同
様
に、

共
通
す
る

要

る
例
は

沈
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
(
小
林
三

郎
・
一

九
七

八
年)
。

素
を
も
つ

も
の

を
一

括
し
、

そ
の

中
で

再
び
分
類
し
て
み
る
方
法
を
用
い
た
。

し

98

倣
製
鏡
の
中
で
、

比
較
酌
量
の
多
い
の
が
獣
形
文
鏡
類
で
あ
り、

と
り
わ
け
四

1

か
し
、

大
方
に

お
い
て
は

舶
載
鏡
に
お

け
る
分
類
を
用
い

る
こ
と
で
、

倣
製
鏡
の



99

大
半
は
分
類
可
能
と
な
る
。

原
鏡
の
あ
る
倣
製
鏡
の
占
め
る
比
率
の
高
い
こ
と
を

F

内
行
花
文
九
花
文
鏡

証
す
る

現
象
と
理
解
さ

れ
る
。

G

内
行
花
文
一

〇
花
文
鏡

す
な
わ
ち

偶

画
支
帯
神
獣
鏡
類

〇
三
角
縁
神
獣
鏡
類

○
方
格
規
矩
文
鏡
類

O
西
行
花
文
鏡
類

A

原
型

に
忠
実
な
も
の・

○
画
支
帯
神
獣
鏡
類

O
平
縁
神
獣
鏡
類

O
画
像
鏡
類

○
龍
虎
鏡
類

」

・

B

画
支
帯
を
欠
く
も
の

▼

○
獣
帯
鏡
類

○
獣
形
文
鏡
類

C

画
文
帯
・

半
円
方
形
帯
を
欠
く
も
の

と

な
る
。

こ

れ
ら
は
い

ず
れ
も
、

原
型
や
モ

デ
ル

を
舶

載
鏡
中
に

直
接
求
め
う
る

D

神
獣
文
の
変
形
が
著
し
い
も
の

も
の
で

あ
る
が、

舶
載
鏡
中
に

原
型
や
モ

デ
ル
を

直
接
に

求
め
え
な
い

鏡
群、

つ

㈲

平
縁
神
獣
鏡
類

ま
り
第
二
次
的
倣
製
鏡
群
が
あ
る
。

い
ま
そ
れ
ら
を
列
記
す
る
と

A

四
神
四
獣
鏡

て

0
換
文
鏡
類

○
乳
文
鏡
類

○
珠
文
鏡
類

0
重
圏
文
鏡
類

B

三
神
三
獣
鏡

釦

○
変
形
文
鏡
類

O
鈴
鏡
類

C

二
神
二
獣
鏡

に

な
ど
に

分
類
が
可
能
で

あ
る
。

さ

ら
に、

倣
製
鏡
の

各

鏡
群
(
類
型
)

に
つ
い
て

D

神
像
文
の
み
で
獣
形
文
を
欠
く
も
の

式鏡

細

分類

を
試
み
る
と、

お
よ
そ

次
の

様
に

な
る
。

し
か
し
、

こ
の

方
法
は
原
則
と

㈲

画
像
鏡
類

一

物膿

し
て
、

倣
製
鏡
の

嶺
発
が
舶
載
鏡
の

模
倣
か

ら
は
じ
ま
る

も
の
と
し
て
み
た

場
合のことであり、論の出発点としては仮定の域を出ない。そして、とり

AB

原
型
に
忠
実
なも

の画支帯神獣鏡との
混
合

U
一

代

あ
え
ず
鏡
青
空
文
様
と
そ
れ
に
付
属
す
る
文
様
帯
を
中
心
と
し
た
観
察結

果
に
よ

C

画
像
文
の
変
形
が
著
し
い
も
の

囎

る
も
の
で

あ
る
こ

と
を
付
記
し
た
い
。

⑥

龍
虎
鏡
類

古

ω

労
務
規
知
文
鏡
頚

A

原
型
に
忠
実
な
も
の

,

A

原
型
に
忠
実
な
も
の

B

龍
・

虎
文
の
変
形
が
著
し
い
も
の

B

画
支
帯
神
獣
鏡
と
の
混
合C小形で規矩文の]部を欠

く
も
の

ωA

獣
帯
鏡
類半肉刻

で
原
型
に
忠
実
な
も
の

②

西
行
花
文
鏡
類

B

細
線
刻
で
原
型
に
忠
実
な
も
め

A

内
行
花
文
八
花
文
鏡
(
原
型
に
忠
実
な
も
の
)

C

羊
肉
刻
で
文
様
に
変
化
め
著
し
い

も
の

B

内
行
花
文
四
花
文
鏡

D

細
線
刻
で
文
様
に
変
化
の

著
し.
い

も
の.

C

西
行
花
文
皿
花
文
鏡

E

獣
文
の

退
化・
の

著
し
い

も
の

D

西行

花
文
六
花
文
鏡E西行花文七花文鏡

⑧
A

獣
形
文
鏡
類

i
I

写

六
獣
鏡



B

五
獣
鏡C四獣鏡

:

皿

倣
製
鏡
の
類
型

一

9

⑨

振
文
鏡
類

・
・A四獣鏡系B龍虎鏡系r

.

,
.

、
,⑳乳文鏡類・A乳文が主文をなすもめ・

I

B

乳
文
を
主

文
と
し、
-

あ
わ
せ
て

地
文
を
有
す
る

も
の⑪珠文鏡類A重圏文鏡系B珠文を主文とするもめ㈱重圏文鏡頚綱変形文鏡類～・、己㈲鈴鏡類:09三角縁神獣鏡類・・

.

・--
:A原型に忠実なもの(二神・二獣鏡を除く)B神・獣形文に変化のあるものC三角縁に退化の著しいもの・D二神二獣鏡を原型と.するもの,E二神二獣鏡をモ・デルとしていて神・獣形文め退化が著し

い

も

、

.

'

ω

三

角
縁
神
獣
鏡
類・.

,

ご古墳の成立当初、　舶載三角縁

神
獣
鏡
が
き

わ
め
て

重
要
な
役

割
を
占
め
ていたらしいことは、・小林行雄氏らの同箔鏡の研究によっても明らかなことである。そして、.三角縁神獣鏡類が倣製鏡として、その最初に出現するらしいことも、小林行雄をはじめとする人々によって説かれている。倣製鏡としての三角縁神獣鏡は、主として三神三獣獣帯鏡である。そして、それら同萢鏡の分布状態についても、その実態がかなり明確になってきている(近藤喬一・一九七三年)。倣製鏡として、最初期の段階に三角縁神獣鏡が見られることは、いかに古墳成立当初、それの役割が重要であっだかを推測させる。倣翼鏡としての三角縁神獣鏡類は、主として三神三獣獣帯鏡であることはすでに述べたところである。しかし、他に若干の二神二獣鏡の倣製鏡もみられて、倣製三薄縁神獣鏡類に大別して二種類の原型、モデルの存在する.ことを知るのである。この二種類の倣製鏡にも、詳細に観察する乏そめ鋳上り、出来具合によって、それぞれ差異のあることがわかる。それらの差異を検討することによって、倣製三角縁神獣鏡を五種類に分類することが可能である。

一
曹

律
【

の

i

=.

'

'

、

.

以
上、

一

五

類
に

分
類
可
能
で

あ
る
。

以
下、

各鏡

式
に
つ
い

て、

そ
の

資
料をもとに解説し、あわせ・て、各々・にういての考察を加えてみたい。

○
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
類、

A
型鋳上りも鮮明で、神像、獣形

と
も
に
形
骸
化
す
る
こ
と
な
く、

文
様
も
肉

.

一
..評

厚
く
鋳

出
さ
れ
て

お
σ、

原
型
・

モ

デ
ル
に

忠
実
な

模
倣
品
で

あ
る
。

獣
帯
も
走

獣、

双
魚
な
ど
の
表
現
が、

舶
載
の
も
の
に
比
し
て
も
遜
色
が
な
い
。

面
径
も
舶

揃

-

覧

.

8

'

f

載
鏡
と

同
大
で

あ,
っ

て
ハ

一

見門

踏
み
返
し
に
よ
る

も
の
で

は
な
い
か
と

思
わ
れるものもあるゆ反りも深い。縁は高くつくられているが、鏡背外区、



期

外

帯
に

向
っ

て、

次
第
に

肉
厚
に
つ

く
ら
れ
て
い

て、

三

角
縁
の

内
側
に

ま
で
鋸

そ
め
体
躯
が
退
化
し、

わ
ず
か
に
神
・

獣
頭
部
の
み
が
強
張
さ
れ
て
い
て
、

体
躯

歯
文
の
つ
け
ら
れ
る、

千
葉
県
木
更
津市

手
古
塚
古
墳、

島
根
県
安
来市

造
山
一

は
一

部
分
細
線
化
の
傾
向
を
た
ど
る
。

や
は
り
三
神
三
獣
獣
帯
鏡
を
モ
デ
ル
と
し

号
墳
例
な
ど
も
み
ら
れ
る
。

,

て
お
り、

獣
帯
が
わ
ず
か
に
舶
載
鏡
の
そ
れ
を
し
の
ば
せ
る
。

三
神
三

獣
獣
帯
鏡
以
外
で
は、

愛

知

県
織
戸

古
墳
出
土
の
波
文
帯
三
神
三
歎

外
区
の
鋸
歯

文
や

波
文
・.

複
線
波
文
の
密
度
が

粗
と
な
り、

内
区
と
外
区
と
の

鏡、

ま
た
、

福
岡
県
沖
の
島
遺
跡
出
土
の
唐
草
文
帯
三
神
三
歎
鏡
が
あ
る
。

同
箔

'

塞

地
金
の

厚
意
に

変
化
が
な
く
な
る。

面

径
は
A
・

B

型
と
共
に
20 .
㎝

前
後
を
保.
っ

鏡
の

最
も

多
い
一.

群
で

あ
る
。

て
い
る
が、

面

反
り
憾
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り、

鏡
体
が

総
じ

て
薄
手
と
な
る
。

そ

軸5

の
結
果、

縁
を
三
角
形
に
保
持
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
か、

肉
の
う
す
い
三
角
縁

.
O
倣
製
三

角
縁
神
獣
鏡
類.

B

型

:

が
か
ろ
う
じ
て

鋳
出
さ

九
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

同箔

の

も
の
が
明
確
に

把
握

バ九

型
に
比
し
で
西
区
の
神
像
と
獣
形
の
変
化
が
み
ら
れ、.
と
ぐ
に
神
像
や
獣
形

で
き
な
い
が、

福
岡
県
沖
の
鳥
遺
跡
出
土
例
の
二
面
は
同
範
の
可
能
性
が
強
い
。

て

の
体
躯
の
簡
略
化
が
著
し
い
も
の
を
一

括
し
て
み
た
。

三
神
三
獣
の
形
式
を
と
る

ま
た
ハ

こ
の
C
型
が
福
岡
県
沖
の
島
遺
跡
に
六
面
も
集
中
し
て
発
見
さ
れ
て
い
る

卯却鏡

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で、

他
の
種
類
の
も
の
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。

主
文
様
の
鋳
出も浅く、A型に比して鮮明度もうすい。獣帯も走獣と双魚文がみられるが、大阪府ヌク谷北古墳例、佐賀県谷口古墳例のように双魚文だけ

こ
と
は、
.

他
の
伴
出
鏡
の
検討

と
と
も
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。他に、三重県茶臼山古墳、・.長野県新井原8号墳、静岡県道

足

場
古.墳ふ広島県白鳥古墳、京都府長岡付近出土例、愛知県宇津宮神社蔵鏡

[

鋤

の
も
の
も
あ
る。

大
阪
府
ヌ
ク
谷
北
古
墳
出
土
の
二

面、

佐
賀
県
谷
口
古
墳
出
土

な

ど

が

知

ら

れ

る
。.

13

綴代麟

の
一

面
は
扇
箱
で
あ
る
が、

双
魚
文
乏
双
魚
文
と
の
中
間
に
、

本
来
は
走
獣
文
が表出ざれるべき個所.に左字による銘文がある。.吾作明寛甚独保子直孫無智奇

0
倣
製
三

角
縁
神
獣
鏡
類

D

型 ,出土例のきわめて少ないグルー

プ
で
あ
る
。

A
・

B
漕

C

型
が
三

神
三

歎

皿

古

と
読
め
る
。

本
例
は
他
に
福
岡
県.
一

貴
山
銚
子
塚
古
墳
に
二
面
の

同
箔

鏡
が

あ

鏡
を
モ
デ
ル
と

し
て
鋳
造
さ
れ
て
い

る
の.
に

対
し、

D

型
は
E

型
と
と
も
に
二

神

る
。

二

獣鏡

類
を
モ

デ
ル

と
し.
て
い

る
ら
し
い
。

こ
の
種
の
銘
文
信
「
吾
作
明
寛
」

で
は
じ
ま
る
他
の
一

般
的
な
内
容
の
銘
文
と

舶
載
三
角
縁
二

神
二
獣
鏡
は
、

古
墳
出
土
例
も
少
数
で
あ
る
か
ら、

そ
の
倣
製

は

若
干
こ

ど
な
っ

て
い

て、

き
わ
あ
て

特
殊
な
表
現
で

あ
る
と
い
え
る
。

同
種
の

晶
も
少
数
と
な
っ

た
と
す
る
の
は
早
計
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し、

舶
載
さ

れ
た

銘
文
は
、

静
岡
県
松
林
山
古墳

出
土
の
舶
載
三
角
縁
二

神
二
獣
鏡
(
獣
鉦)

に
求

鏡
数
に

限
度
が

あ
っ

虎
と
す
れ
ば、

当
然、

モ

デ
ル

と
な
る

機
会
も
少
な
か
っ

た

め
ら
れ、

両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
暗
示
に
富
ん
で
い
る
(
後
藤
守
一

だ
ろ
う
。

・

一

九

三

九

年
)
。

」

福
島
県
会
津
大
塚
山
古
墳
例
と、

岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
例
と
は
同
箔
鏡
で
あ

る
。

内
区
主
文
様
は、.

神
像
∴

獣
形
と
も
に

原
型
に

近
い

技
法

を

示
し

て

い

る

○
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡

C
型
.

が、

全
体
に
不
鮮
明
さ
を
免
れ
な
い
。.

猟
区
外
帯
の
文
様
帯
も
舶
載
の
そ
れ
ら
と

三
角
縁
の
退
化
の
著
し
い
}

群
で
あ
る。

内
区
主
文
様
の

神
・

獣
形
文
と
も
に

比

較
し
て

肉
薄
で
あ
る。



三
角
縁
二
神
二
獣
鏡
類
は、

舶
載
鏡
の
場
合
で
も
唐
草
文
帯
を
も
つ
も
の
が
多

て
い

る。

ζ
れ
ら

を
一

括
し
て
「
方
格
規
矩
文
鏡
類
」

と
し
て
し
ま

う
の
は
疑
念

く、

獣.支

帯
の

も
の
は

少
な
い
。

外
区
文
様
帯
中
に

「
天

王
」

あ
る
い
は
「
日
月
」、

の
生
ず
る
と
こ

ろ

で
も
あ
ろ
う。

し
か
し
、

幸
い・
な
こ

と
に
、

こ
の

類
の
も
の
に

「
天
王
日
月
」

な
ど
の

銘
文
を
も
つ

も
の

が
み
ら

れ

る

が、

倣
製
鏡
と
し
た
も
の

は
、

と
風
に

舶

載
鏡
の

場
合
に
は、

文
様
表
出
に
つ

い
て
貸

あ
る
一

定
の

約
束
ご

に
は

銘
文
を
意
識
し
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
文
様
配
置

を
と
る
も
の

は
な
い
。

と
の
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る。

縁「

帯、

内
区
主
文
様
な
ど
の
主
要
構
成
要
素
の

細
か
な
検
討
か
ら
鏡
類
の
区
分
や、

舶
載
鏡
と
倣
翼
鏡
の
区
分
を
容
易
に
さ
せ
る

○
倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
類

E
型

の
で
あ
る。

以
下、

倣
製
方
格
規
矩
文
鏡
類
の
細
分
を
試
み、

あ
わ
せ
て
舶
載
の

さ
き
の
D
型
と
同
様
に、

舶
載
三
角
縁
二
神
二

獣
鏡
を
原
型
と
し
て
鋳
造
さ
れ

も
の
と
比
較
検
討

し
な
が

ら
論
を
進
め
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う。

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一

群
で
あ
る
ゆ

さ
き
の
D
型
と
は
若
干
様
相
を
異
に
す
る

も
の
で
、

神
像
・

獣
形
の
退

化
が

著
し
い

し、

鏡
体
が
薄

く
な

り、

面
従
も
20
㎝

○
倣
製
方
格
規
矩
文
鏡
類

A
型

を
割
っ

て
縁
厚
の

う
す
い

二
角
縁
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る。

こ

の
型
が
直
接
に
三

舶
載
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
文
様
表
現
手
法
を
最
も
よ
く
踏
襲
し
て
い
る
一

群
の

角
縁
神
獣
鏡
を
モ
デ
ル

と
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
き
わ
め
て

疑
問
で

あ
る。

あ
る

も
の

を
「
A

型
」

と
呼
ぶ
こ

と
に
し
た
。

勿
論、

四

神
像
の

表
現
は
き
わ
め
て

曖

い
は
他
の
鏡
群、
.
た
と
え
ば
平
縁
二
神
二
獣
鏡
や
半
三
角
縁
(
斜
線)

の
様
相
を

昧
で
、

本
来
の

姿

を
と
ど

め「
て
い
な
い
。

舶
載
方
格
規
矩
四
神
鏡
の

多
く
は
、

縁

呈
す
る
四
獣
鏡
類
を
原
型
と
し
て
、
「
縁
め
形
態
だ
け
を
三
角
縁
に
し
た
合
成
型
式

に

流
雷
文、

獣
文

(
走

獣
文)
、

唐
草
文
を
川
い

て

お

り、

西
区
の
方
格
規
矩
文

}

を
創
幽
し
た
の

か
も
知
れ
な
い
。

と
く
に

類
例
に
乏
し
い .
こ
と
か
ら
も
速
断
は
で

が
定
形
化
し
た

鏡

背
文

様
の
シ
ス

テ
ム
で

表
現
さ
れ
る
。

こ
の

文
様
構
成
の
シ
ス

14

き

な

い
。

テ
ム

を
鼠ハ

体
的
に
、

ま
た
早
く、

比

較
的
良
好
に

模
倣、

踏
襲
し
て
い

る
も
の
を

一

「
A

型
」

と

し「
た
冷

こ
の

場
合
に
も
四
神
像
の

有
無
で

あ
る
が、

倣
製
鏡
の

場
合

②

方
格
規
矩
文
鏡
類

は
ほ
と
ん
志
四
神
像
を
欠
い
て
い
て
そ
の
本
来
の
意
味
を
失
っ

て
い
る
と
解
し
た

方
格
規
矩
文
鏡
類
の
中
で
、

そ
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
の
は、

舶
載
鏡
の

か

ら
で
あ
る。

場
合
は
「
四
神
鏡」

で

あ
っ

た
』

四
神
鏡
に

表
現
さ
れ
て
い

る
四
神
文
を、

そ
の

奈
良
県
日
葉
酢

媛
陵
古
墳
か
ら
拙
上
し
た
と
い

う
二

鏡
(
1
・

92)

は、.

流
雲

内
容
ま
で
理
解
し
て
模
倣
し
て
い
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

倣
翼鏡

で
あ
る
か
舶

文
縁
を
も
つ

も
の

で
あ
っ

て
、

い

ず
れ
も
舶
載
鏡
の
そ
れ
の
面
影
を
強
く
残
し
て.

載
鏡
で
あ
る
か
の
差
は、

鏡
背
文
様
に
表
現
さ
れ
て
い
る
四
神
文
の
正
確
さ
に
よ

い
み
も
の

と
考
え

ら
れ
る。
.
内
匠
の

方
格
規
矩
文
も
よ
く

模
倣
し
て
お
り、
.

わ
ず

っ

て

判
断
し
う
る。

か
に

「
」

字
」

が

舶
載
鏡
の
「
逆
」

字
」

と
は
逆
に
な
っ

て
い

る
之

と
が
あ
る。.

舶
載
鏡
と
考
兎
ら
れ
る
心
の
の
中
に
も
、

方
格
規
矩
文
の
表
現
が
あ
っ
て
、

四

内
区
の
四
神
像
は
す
べ
て
「
韻
文
」

の
変
化
形
と
思
わ
れ
る

表
現
乏

な
っ

て

お

神
文
の
表
出
の
な
い
も
の
が
あ
る
。

そ
九
ち
を
模
倣
し
元
場
合、
.
単
な
る
文
様
表

り、.

四
神
像
を
よ

く
理

解
し
て
い
な

い
こ

と
を
示
し
て
い

る旧

ま
た

変
形
走
獣
文

現
の
内
容
的
意
味
の
有
無
だ
け
で
は、

舶
載
か
倣
製
鏡
か
の
判
断
の
で
き
な
い
こ

縁
を
も
つ

も
の

(
2
)

は、

縁
文
帯
中
に

「
逆
」

字」

形
を
用
い

て

独

特
で

あ

囎

と

も

あ

る
。

罵

古
墳
出
土
鏡
の
ヰ
に
は
、.

方
格
規
矩
文
を
有
す
る
も
の
が
比
較
的
多
数
存
在
心

る。

ま
た、

香
川

県
雨
滝
山
古
墳
群
中
の
一

古
墳
か
ら
出
土
し

た

と

い

う

も

のは、縁文中に「逆」字」を入れていて、走戯文縁をもつもので両者は



鵬

同
一

の
モ

チ
ー
フ

に
よ
る
鋳
造
か
も
知
れ
な
い
。

舶
載
鏡
の
錦
帯
に
あ
た
る
部
分
は、

い
ず
れ
も
錦
帯
と
な
っ
て
お
ら
ず、

蒲
鉾

伽

副乳

形
の
突
帯
と
な
っ

て
い
た
り、

松
葉
文
と
な
っ
た
り
し
て
お
り、

こ
れ
も
舶
載
鏡め銘文を理解しえていないことを示している。日葉酢媛古墳出土例は

乳
」(

B賊難

二

者
と
も
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
す
大
形
鏡
で
こ
の
種
の
も
の
と
し
て
は
最.大である。涛雲文禄をもつものとして代表的なものに福岡県沖の島遺跡出土

`

艀 .♂

咽

箏

絋

例、

奈
良
県
新
山
古
墳
例
が
あ
り、

舶
載
の
そ
れ
と
差
な
い
程
に
精
緻
で
あ
る
。奈良県円照寺基山一号墳例も細線ながら流要文を呈している。西区の

乞

四
神
像
は
、

い

ず
れ
も
変
形
し
た
獣
文
と
な
っ
て
い
て
、

四
神
鏡
本
来
の
姿
は
な

硬ゆ式畷鏡

・製鰍塒鰐

南
細鱗

㌦ギ
嗣

.
届戦P・ ド。…薯3覧鯉・

四c「

嗣

い
。

円
錐
の
銃
座
を
め
ぐ
っ

て
文
様
帯
の
あ
る
点
も、

こ
の
三
鏡
は
共
通
し
て
いて、製作時の関連性がうかがえる。流要文がかなり変形したものとして岡山県鶴山丸山古墳例、福岡県沖の島遺跡出土例がある。両者の共通点は縁文様帯の外側にやや幅広い案文帯部分をつくっていることである。この特徴は方路規矩文鏡類B型と共通する。走獣文縁をもつものには愛知県東之宮古墳例、奈良県新山古墳例、奈良県宝塚古墳例がある。三者とも20㎝を超える大形鏡である。銅質、

一
15一

,

》堕轟

`

脇
へ

礁γ

儲雛
・難日

鋳
上
り
も
良
好
で
あ
る。

走
駄
文
は
舶
載
鏡
の
面
影
こ
そ
と
ど
め
て
い
な
い
が、半肉劾手法の技法はよくそれを模倣していて原型の同定も可能ではないだろう。西区の四神像は姿をとどめないが、鳥文や白虎に似た動物文が表現されていて、かなり忠実な模倣を試みた痕跡がみとめられる

。

、

恥奈1.

銀
座
を
め
ぐ
る
明
弁
の
花
び
ら
状
の
文
様
も
四
葉
文
の
変
形
と
も
み
え
る
し、.

方格内の十二支銘の表現の模倣もある程度原型を直接に模倣しなければ

v

謎

府
曲こ咳

饗
.
盆

㍉

へ
・

な
し

得
な
い

表
現
と
い

え
よ
う。

昌



○
倣
製
方
格
組
短
文
鏡
類

B
型

な
ど
が
あ
っ

て
、

い

ず
れ
も
西
区
主
文
様
の
退

化
が

顕
著
で

あ
る
。

こ

う
し
た
二

B

型
と
し
た
一

群
は、

縁

文
に

「
凌
雲
文
」

を
め
ぐ
ら
せ

た.
も

の

を
}

托

し

種
の
変
化
は
、

そ
の
原
型
の
第
一

次
的
な
模
倣
と、

第
二
次
的
な
杁
倣
と
の
混
合

た
。

菱
雲
文
を
も
つ
も
の
の
中
で
も、

内
区
と
外
区
の
境
界
圏
帯
に
半
円
方
形
帯

暫

し
た
段
階
で
、

倣
製
鏡
の
大
筋
が
定
ま
り
つ
つ
あ
る
時
点
の

も
の

と
理
解
さ

れ

を
も
つ

も
の・を

C

型
と
し
て

分
類
し、

B

型
は
単
純
に

美

嚢
文
だ

け
を

も
つ

も
の

る
。

た
と
え
ば
、

京
都
府
物
集
女
恵

美
須
山
古
墳
例

(
6
)

は、

鏡
背
の

縁
に

付

を

対象

と
し
た
。

げ
ち
れ
る
べ

き

菱
雲
文
が
、

鏡
面
の

縁
に

付
け
ら
れ
る
と
い.
う、

は
み
出
し
の

異

舶
載方

.格

規
矩
四
神
鏡
類
に
は、

菱
雲
文
を
縁
に
装
飾
文
と
し
て
付
す
る
も
の

例
な
処
置
を
と
っ

て、

か
ろ
う
じ
て
四
神
鏡
系
統
の
意
識
を
固
執
し
て
い
る
の
を

を
み
な
い
。

し
た
が
っ

て
、

菱
雷
文
縁
を
も
つ

も
の
は

す
べ

て

倣
製
鏡
と
し
て
誤

み
て

も
理

解
で

き
る
。

23'
㎝

を
超
え
る
大

形
鏡
の

部
類
に

属
し
な
が
ら、

鏡
背
文

り
が
な
い
。

菱
雲
文
を
つ

け
る
舶
載
鏡
は
、

い
わ
ゆ
る
画
支
帯
神
獣
憶
槙
が
最
も

祥
の
構
成
は、

満
文
と
変
形
の
著
し
い
鳥
文
あ
る
い
は
龍
文
が
付
け
ら
れ
て
い
る

多
い
。

し
か
し、

菱
雲
文
だ
け
で

縁
を
装
飾
す
る
こ
と

も
な
い
。

概
し
て

函
丈

帯

と
い
う
の
も、

次
第
に
79
神
鏡
の
伝
統
が
失
わ
れ
て
い
く
経
過
を
説
明
し
て
い
る

飛
禽
海
獣
文
の
外
側
に
、

幅
の
せ
ま
い
外
圏
帯
と
し
て
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

よ

う
に
思
え
る
。

多
く、

飛
禽
走
獣
文
と
美
嚢
文
と
が
組
み
合
わ
さ
っ
て

画
文
帯

を

構
成
し

て
い

る
。

B

型
は
、

凌
雲
文
を
も
つ
こ
と
を
最
大
の
特
徴
と
し
て
い
る
が、

菱
雷
文
の外側にやや幅広い案文帯をもつことがかなりの特色となっている。B型の巾には」面径の大きさによってさらに二種類に分類しうる要素がある。西区にある構成文様のうち、.四神を正確に.表現したものはないが、細線表出による文様では、鳥文がかなり正確に表現されているものと、全く変形した、おそらく原型は鳥文か龍文だったと考えられる文様のみが鋳出されたものとの二種がある。この二者の差は面径の差でもある。京都府藤原古墳例、京都府加悦丸山古墳例、奈良県宝塚古墳例、京都府百々池古墳例、京都府物集女恵美須山古墳例(6)、・奈良県都介

O
倣
製方

略
規
矩
文
鏡
頚

C
型C型として一括したものは、

B
型
の
方
格
規
矩
文
鏡
の
縁
の
内
側、

内
区との境界に半円方形帯を伴なうものの一群である。この一群の方格規矩文鏡は、.西区を方路規矩文によって文様区画をなしている点では、舶載方格規矩四神鏡類の伝統を強くひいているA型・B型と同様ではあるが、きわめて特徴的な半円方形帯を伴なうことで、本来の方格規矩文鏡と同列に扱うことができない。これら甘いずれも大形鏡で20㎝を超える顧径を有する点でA型・B型の一部のものと共通する。ことに奈良県新山古墳例(7)は、西区主文様をかなり忠実に模倣したと思われる四神像を配し、銀座や」十二

一
16一

野
出
土
例

支
銘、

方
格
規
矩
文
な
ど
精
巧
な
鋳
上
り

を

示
し、

.
外
区
は
菱
要
文
縁
を

は
じ

な
ど
は
い

ず
れ
も
面
径
20
㎝

を
超

え
る

も
の
で
、.

内
区
主

文
様
の

主
体
は

明
確
な

め、

擬
錦
帯、

半
円
方
形
帯
な
ど、

画
文
帯
神
獣
鏡
の

構
成
要
素
を
と
り
入
れ
る

鳥
文
で

あ
る。

一

方、

面
径
20
㎝

以
下
の

も
の
は
、・静岡県三池平古墳例(5)、福岡県沖の島

遺
跡

例、

静

岡
県
築
山
古
墳

な
ど
、

舶
載
鏡
の
模
倣
に
つ
い
て
も
独
特
な
親
し
い
意
識
に
よ
る
銅
鏡
製
作
へ
の

雪

意
欲
を
み
ぜ
で
い
る
。

埼
玉
県
聖
天
塚
古
墳
例
(
8
)

は
大
体
に
お
い
て
前
者
と

掴

例、

奈
良
県
宝
塚
古
墳
例、

京
都
府
平
尾
城
山
古
墳
例、

京
都
府
向
日
町
崩
土例、京都府長鮒町付近出土例

相
似
す
る

が、

内
医
方
格
規
矩
文
が
完
揃
せ
ず、

V

字
形
を
欠
い

て
い

る
。

他に、菱雲文縁ではないが福岡県沖の島遺跡例もこの類と同一とみてよ



古墳時代倣製鏡の鏡式について

P 嘔
「

ず、

.尋 偽

・

105

鳶

闘

瀕 一塾.

整 ・、

属

.蛾
£i .強 ピ

.
, 藝

ザ

'
終

雫

嫌 菊
,

敦 ず
司
粛`鄭 ≒

亀レ ・ 翻
墾

.1`

L

「' ～
A

遥 ∂.薫 ヨ そ

冠
、.

'秘 匿 ・罵

画
蟹.翫

'一 一薯 ・、
一:総.

ヲ
避 称 拶

¶謙
若 君 ㌔丁,}唱 曲

3・翫 弾 痕灘
,

8.埼 玉 ・聖 天塚

中

;、}'

ρ

聖
;

覇

(22.5cm)

仲

`

・ 一 夢

.解
r 凧

㌧ ●
,

・望 ぎ瑠 .鋳 ノ

.6.京 都 ・恵 美 須 山

黙 ②LO・n>

σ ・話 ＼も 主..

諸 彦7
嚇.

騨

、

筆

・・ 鰯
.

}「 匹
罵 罵

・ 、
砧

「{
⇔.

4.京 都 ・加 悦 丸 山 、鞭 ・ ・.野.3彗 多1.箏
Σ 、

(28βcm}懲 、

譲-

糞

・9.出 土 地 不 明

(22.1cm)

羅 ・廻 擁
霧 翼 ρ・ 熊

野=

一 縷難
い

羅 ・儲 評 箋
P=

" ,

楚i

牽.。

'

鴬・

・ 聖 細 還
氏弓馬

・
、 .総 額L

「}, 厚 騨

醗 　懇
"響

縫.

～.

魯

講「

,

ヤ

1難 …灘1
藤。

i鍵
' ・争

.、 吋

1
鵬.

・3糊鰻 弾 鰐
F"・詠 章

5.静 岡 ・三池 平 10.岡 山 ・丸 山

(19.与cm) (16.5cm)

舳

「

,

一17一 一



い
。

西
区
中
央
に
方
格
文
を
配
置
し
て
い
て
、.

各
辺
の
中
央
部
に
乳
を
お
き
、

西
区

.

を
八
区

画
に
し

て
い
る
こ

と
は
、

四
神
鏡
類
の

感
覚
と

み
な
さ

れ
る
し
、

そ
の

八

○
倣
製
力
格
規
矩
文
鏡
類

D
型

区
画
内
に、

乳
を
は
さ
ん
で
対
象
的
に
細
線
刻
の
文
様
を
繰
り
返

し
て
い

る
か

P
型
は、
・
鋸
歯
文
縁
を
も
つ
も
の
を
一

括
し
て
み
た
。

舶
載
方
格
規
矩
四
神
鏡類の中に.は、.鋸歯文縁をもつものがかなり知られるが、》倣製鏡の場合にそ九が直ちに舶戴鏡の模倣であると断言できない・何故ならば・縁の断面形がいわゆる平縁にとどまることなく、縁の外側を肉源にもて、半三角縁の趣を呈するものが多くみられ、後述する変形神獣鏡な

一

ら、.

こ
の

点
で

も

四
神
鏡
類
の

原
型
は

理.
解
し
て
い
な
い
と
い
っ

て

も、

そ
の

表

1

面
的
な

姿
を
知
る

段
階
の

も
の
で

あ・
つ

た

と
考
え
て
よ
い
。

京
都
府
カ
ジ
や

古
墳例(13)は案文縁できわめて簡略的な・つく屠りであ?ても銀座の表現、乳の配置など京都府寺戸大塚古墳例(12)と共通する特徴を示している。,福岡県老司古墳例もこの型に属するものとみでよいだろう。

ど
と
同
様
な
要
素
を
示
す
点
で
共
通
す
る
特
徴
が
あ
る
。

し
か
し
内
区
主
文
様
の.

「

表

現
や

構
成
上
の

諸
点
は
、

前
述
の
A

～
C

型
の

も
の
と

大
差
な
い
。

原
型
と
七.

0
破
裂
方
格
規
矩
文
鏡
類

F
型

て
舶
載
方
格
規
矩
四
神
鏡
を
求
め
て
い
た
こ
と
は
推
定
し
う
る
。

そ
し
て
、

内
区・外区との境界に擬銘帯をおき、島根県造山三号墳例、.佐賀県島田塚

F
型
は一

外
縁
の
文
様
に
特
徴
の
あ
る
も
の
を
一

括
し
て
み
た
。

す
な
わ
ち
、粗い複線波文縁をもつものである。舶載鏡の場合にも複線波支線をも

古
墳
例、

兵
庫
県
域
の
山
古
墳
例、..

三
重
県
久
米
山
六
号
墳
例、
,

奈
良
県
宝
塚
古墳例、宮崎県陣ケ平古墳例(11Yなど」方格内に十二支銘配置の区画

つ

も
の
が
か
な

り
特
徴
的
に

存
在
し
て
い
て、

流
雲

文
縁
の

も
の
や、

獣
文
縁
のものとそのつぐりを若干ことにしているから、倣製鏡の場合にも、そ

一
18

を
も
つ

な
ど、

原
型
に
近
い
鏡
背
文
様
構
成
を
も
つ
も
の
が
あ
っ

て
伝
統
の
強
さ

.
の

間
の

差
異
が

あ
る
の
で
は
な
い

か
と
想

定
し
て
み
た
い
。

内

区
は、

い

ず
れ

も

【

を
示
し
て
い

る。

T
・

L
・

V

字
形
が
揃
っ

て
い

る
も
の
が

あ
っ

て

伝
統
的
で

あ

る

と

み

て

よ

い

D

型
と
し
た
も
の

は、

径
の

飛
び
ぬ
け
で
大
き
い

も
の

は
な
く、

倣
製
鏡
と
し

P

が
、

一

部
の
規
矩
文
を
欠
い
た
り
四
神
文
の
完
存
し
て
い
な
い

も
の
が
ほ
と
ん
ど

て
は
中
形
の

部
に
属
す
る
も
の

が
大
半
を

占
め
て

煽る

つ

こ

と
に、

中
形
の

も
のの中には、T字い,V字・工字形の一部を欠くものが出現していて、方

で(

鳥
文
や
単
な
る
走
獣
文
に
お
わ
る.
こ
と
が
多
い
。奈良県新山古墳例(14)は面径脚㎝と、倣翼

鏡
中
で
大
形
の
も
の
に
属

格
規
矩
文
の
原
型
か
ら
一

.
歩
後
退
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
毒
ゐ
ゆ

岡
山
県
鶴
山

す
る
。

新
山
古
墳
で
は
他
に
舶
載
方
格
規
矩
四
神
鏡
や、

流
雷
文、

唐
草
文
縁
の

古
墳
例
(
10
)
、

三
重
県
久
米
山
六
号
墳
例、

宮
崎
県
陣
ケ
平
古
墳
出
土
例、.

宮

倣
製
方
格
規
矩
文
鏡
類
を
伴
出
し
て
い
る
か
ら、

て
の
種
の
も
の
が
か
な
り
意
識

崎
県
紙
園
原
古
墳
例
な
ど
が
こ
れ
で
ぐ
D
型
で
は
む
し
ろ
小
形
に
属
す
る
も
の
が

的
に
鋳
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る。

多
く、

縁
帯
と
中
央
の
方
格
文
の
配
置
の
関
係
で
規
矩
文
の
一

部
が
省
略
さ
れ
た」

他
の
同
種
鏡
は、

而
径
も
10
L

蝸
c口
ほ
ど
の
規
模
で
、

内
区
の
主
文
様
も
き
わ

の
だ
ろ
う
9

め
て
簡
素
化
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
共
通
し
た
姿
を
示
す。

京
都
府
美
濃
山
王
塚
古
墳
例
(
15
>
、

鹿
児
島
県
内
出
土
例
(
16
)

○
倣
製
方
格
規
矩
文
鏡
類

E
型
・

と
は
西
区
の
文
様
配
置
に
憲
わ
め
て
共
通
す
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

南
区
だ
け
を

鵬

E
型
は、

内
区
主
文
様
の
中
か
ら
規
矩
文
の
欠
落
し
た
も
の
を
晶

括
し
た
。

.

共
通
の

鋳
型

(

母
型
)

を
用
い
た
の
か

も
知

れ
な
い
。

外
区
と
縁

部
に
つ

く
り
の
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膨

,

二

9

、

費

.、

相
違
を
み
る。

他
に
福
岡
県飯

塚
拙
生
例、

同
老
司
古

墳
例
な
ど
が
あ
る。

、

議

洗

惣

{

O
倣
製
方
格
規
矩
文
鏡
類

G

型

'G型としたものは、..縁に粗い複線波文を

め
ぐ

ら
し
、

西
区
の
規
矩
文
のうちいずれがを次ぐもめを一括してみノ多くは「T字」文のみをの

`

'
.

忌

こ

し
て
お
り、

主
文
様
亡
し
て
鳥
戊
拘

走
獣
文
が
交
互
に
表
出
ざ
耽
て
い
る
も
のである。面径も15㎝封土のものは新潟県余川古墳例のほか鮫阜県龍門寺一号墳例、静岡県高根森古墳例ときわめて少なく、面径10㎝内外のものが圧倒的に多いのが特徴といえよう。.G型は、おそらぐ方格規矩

群

蟻

鷺

㍗

.

醜瀦齢O曳、

灘

甕

縛
じ

「

懇で

ρ《『

鼠

深

謀

叢 ,
瓢

縁
壽

.

6岡1・福q艶

四
神
鏡
の

系統

に
包
括
さ
れ
る
も
の
と
み
て
よ
い
。

匹

冊

ぷ
ゼ営

G

型

の

出
土

例

と

し

て

は

,、,

'

.

福
岡
県
老
司
古
墳
例、

岡
山県

総
社
出
土
例、

麦
測
県
お
づ

く
り
山
古
墳
例

大
分
県
坂
の

市
出
土
例、

能…

木
県
宮
中
古
墳
例、、

佐賀

県
横
組
下
古
墳
例
(
17
)

「

監

一

、

佐
賀
県
開
行
丸
古
墳
例、

大
分
県
重
光
古
墳
例、

窃岡

県
新
員
出
土
例

20

石
川
県
鍋
塚
山
古
墳
例、

徳
島
県
巽
山
古
墳
例、

岡
山
県
金蔵

山
古
墳
例

一

熊
本
県
若
宮
古
墳
例、

福
岡
県
沖
の
島
遺
跡
出
土
例.
'都

側
県
広
野
指
土
例

し

千
葉
県
富
士
見
塚
古
墳
例、

岐
阜
蝶
内
出
土
例、

栃
木
県
桑
57

号
墳
例 .

昌

岡
山
県
天
神
原
2

号
墳
例、

兵
庫
県
欠
伸
前
古墳

例、

宮
崎
県
内
描
上
例、
.
福
岡

「

県
域
ノ
越
出
土
例

が

あ

り、

さ

ら
に

大
阪
府
弁
天
山
B
2

号
墳
例
が
あ
る
が、

仮
製
境
と
断
定
で
き
な
い

内
容
が
あ
る。

た
と
え
ば、

他
の
類
例
に
比
し
て
鋳
上

覧

り
も
よ
い

こ

と
や、

中
国、

浴
湯
漢
曝
23

号
墓
出
土

例
(
『
洛
陽
出
土古

鏡
』
既85所伐)などからすると、これを屯田鋭とみなずべきで、中国の鋳造時期も後期中期から末期にかけてと考えると、方格規矩四神鏡類と.の

.藏接の接触を考定し難いものがある。また、,・長野県川柳将軍塚古墳例

鳳

(

卵}

鴫沖
㊨
Cト3」障8福.G'.埠

も、

中
国、

洛
陽
漠
墓
幽
土
例
中
に

類品

が
あ
っ

て
(
『
洛
陽
出
土
古
鏡
』
既

80

塒

82
所
載)、

こ

れ
も
倣
製
鏡
と
速
断
で
き
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る。

量

.

て



畑

G
型
は、

綴
じ
で

方格

規
矩
四
神
鏡
の
模
倣
と
考
え
る
よ
り
も、

む
し
6、

中

弁
に
み
た
て
て
、

内
向
の
花
弁
と
す
る
見
方
で、

内
区
主
文
様
の
基
本
形
と
し
た

国
本
土
に
類例

の
あ
る.
「
方
格
規
矩
鏡
」

あ
る
い
は
「
方
梅
島
文
鏡
」

な
ど
と
呼
曽

い

。

し

.
.

.

し

.

,

ば
れ
て
い
る
も
の
を
線
型
と
七
だ
可
能
性
が
強
い
。

と
く
に
面
径
15
㎝

前
後
の

も

.

一

柄
行
花
文
鏡
は
、

「
八
花
文
」

を
原
則
的
な
文
様
と
し
て
い
る
と

と
は
、

舶
載

の
は

四
細
鏡
の

系統

と

考
え

ら
れ
る
か、・

10.
㎝

ほ
ど
の

語

例

ほ、

単
に

面
径
が

小

さ
い

を
と、

町
医

変

様の

省
略
が
進
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
.

本

来、

原
型
が
中
国
製
の
「
規
矩
文
鏡
」

で

あ
っ

た
可
能
性
を

示
唆
し

て

お

き
た

曹

、

い
。

た

だ
し、

日

本
の.
古
墳
出
土
例
と
し
て
は
.

き
わ

め
て

類
例
の
乏
し
い

も
の

鏡
の
ほ

と
ん
ど

が
八

花
文
を
採
用
し
て
い

る
こ

と
で

も

わ

か .
蕎

こ

と

で
、

本
来は、四神鏡などと同様に、」鏡背を四区画するところがら各辺を二分して八毬画文祥としたと推定されるものである。.そして、その「内行花

'

.

.

・

文
」

が
鏡
背
文
様
と
し
て
は、

.
清
白
式
鏡
な
ど
に
銀
座
を
め
ぐ
み
装
飾文

様
と
し

で

あ
る
こ

と
も

付
記
し
て

お
こ

う。

て

登
場
す
る
が
、

そ
の

花

文
数
は

不定

で

あ
っ

た。

お
そ

ら
ぐ、

方
格
規
矩
四

神

'

鏡
の
成
立
す
る
艮
階
で
、

西
行
八
花
文
も
成
立
し
た
の
だ
ろ
ヶ
と
解
さ
れ
る
。

し

て

○
倣
製
方
格
規矩

文
鏡
類

H

型

一

た
が
っ

て、
「
西
行
花
文
」

の
定
形
化
は
四
神
鏡
の
思
想
と
そ

の

背
景
を
同
じ
く

釦戴鏡

変
剛
型
式
と
も
呼
ぶ
べ

き
も
の
で
独
立
し
た
鏡
式
を
形
成
し.
な
い

も
の

で

ある。福岡県沖の島遺跡出土例(19)は、・鉦をめぐ唇鏡背中心部にわずかに方形格文と規矩文の一部が残存しているのみでへ案文縁、八乳平

し
て
い
た
も
の
と
考
え
た
い
。

そ
し
て
倣
翼
鏡
の
場
合
に
も、

本
来
の
内
行
花
文.鏡、つまり八花文鏡の姿をとどめるものを第一次的な倣銀鏡と考え、他の花文数を表わすものば、第二次的な倣製鏡と考えてみた。

二

物撒鍬御荘

行
線
支
帯
な
ど
お
そ
ら
く
他
の
鏡
式
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
、

各
種
の
文
様
が

回

.

混
合
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。

原
型
は
推
定
し
難
い
β

ま
た、

福
岡
県
か
つ
て
塚

古墳例(20)も不整方形格と規矩文の一部のみが残存しでいて、他の本来の文様帯を欠いている点で沖の島遺跡出土例と共通する。奈良県あやめ池付近出土例は、方格、規矩文を全く欠落するもので、とぐにこ

'

の

類
に
入
れ
る
べ
き
理
出
は

な
炉。

強
い
て
い
え
ば、

鉦
か
ら
発
す
る
渦
文
な
ど

,

が、

他
の
例
と
類
似
す
る
乞
と
の
み
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

佐
賀
県
唐
津
矢
作
出
土例(18)-は方形格だけ残存するも砂で、細線による意味不明の文様が.

.

'

,

古
墳
出
土
の
凶
行
花
文
鏡
の

状
態

か

ら

み
る

と、

六
花
文
鏡
と
八
花
文
鏡
とが、ほぼ数量的には拮抗しているが、.八花文鏡の方に面径の大きいものが多くハ.⊥ハ花文鏡は小形鏡が目立つ傾向を示すのが特徴的である。.これは、大形鏡から小形鏡への倣銀鏡の推移を示すものと理解されるし、八花文鏡が六花文鏡に比して相対的に製作時期の古いものが多いことを暗示しているど思われる。以下、西行花文鏡類として、内区文様の花文数に応じて分類し、各

`

々

の

特
徴
に
つ

い
て

検
討
し
て
み
よ

う。

21
、「

み
え
る
。.」

出
土
の

状
態

が
不

阻
な
の

で、

資
料
と
し
て

は

再
検
討

を
要
す
る。

,

,

.

.
も
■.、ご'

耐 .

内
行
花

文
鏡
類
・

○
倣
製
肉
付

花
文
鏡
類
・.

四
花
文
鏡・

.
、
讐

・

明
確
な
内
行
四
花
文
鏡
の

例

と

し
て

は

群
馬
県
保
渡
田
八
幡
塚
書
壇
出
土
例

舶
載
鏡3

倣
製
鏡
を
通
じ
て
、

最
も
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
鏡
式
と
し
て
内
行
花
見

・・
(
21
)

が

あ
る
、

面
経
9

㎝

で

素
文

禄、
・
外
向
鋸

歯
文
.
.

複
線
波
文、

櫛
歯
支
帯

文
鏡
が
あ'
る。
.
近

年
は
こ

れ
を
「
連
弧

文
鏡
」

と

呼
ぶ
の

が
一

般

的
で

あ
る
が
、
・

を
経
て
四
花
文
が
あ
り、

変
形
細
線
表
山
の
四
葉
文
庫
鉦
が
あ
る
。

外
区
文
様
帯

本
稿
で
は
旧
来
の
呼
称
に
よ
っ

て
「
内
行
花
文
鏡
」

の

名
を
用
い
た。

連
弧
を
花.

.

は
一

般
的
な
倣
製
肉
付
花
文
鏡
と
共
通
す
る
文
様
構
成
を
示
し
て
い
る
が、

類
例
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m

の
乏
し
い
四
花
文
鏡
の

資
料
と
し
て
示
唆
に

富
ん
で
い
る
。

大
形
に

属
す
る

も
の
の

例
も

み

と

め

ら

れ

る。

こ
の

大
形
鏡
の

場
合
に
は、

内

行
花
文
鏡
と
し
て
の
本
来
の
姿
の
一

部
分
を
と
ど
め
る
文
様

が

表
出
さ

れ
て
い

O
倣
製
内
行
花
文
鏡
類
・

皿
花
文
鏡

て、

倣
製
鏡
推

移
の
側

面
を

う
か
が
い

知
る
こ

と
が
で

き
る。

す
な
わ
ち、

内

行

西
行
五
花
文
鏡
も、

西
行
花
文
鏡
類
の
本
来
の
姿
か
ら
す
る
と、

そ
の
原
型
か

花
文
間
に
は
花
形
文
を
表
出
し
た
り、

外
国
に
松
葉
文
帯
を
入
れ、

四
葉文

座
銀

ら
離
脱
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、

古
墳
出
土
例
か
ら
み
て
も
類
例
の
乏

を
も
つ

妓
阜
県

美
濃
長
塚
古
墳
例
(
24
>

な
ど
が

あ
っ

て
、

い

ま
だ
に

舶
戴
鏡
の

し
い

資
料
で

あ
る。

面
径
10
㎝

強
の

も
の

か
ら
7
㎝

強
ま
で
の

も
の

と、

い

わ
ゆる小形鏡の部類に属するものである。

姿
を
失
っ

て
い
な
い
点
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、

い
わ
ゆ
る
小
形
鏡
に
属する諸例の場合には、先述の吟行煮花文鏡類と同様に、花文間を珠文

外
区
文
様
は
、

櫛
歯
文
を
主
体
と
す
る
も
の
が
多
く、

外
阿
鋸
歯
文
帯
や
複
,藤波文帯を有するものが比較的少ない傾向を示している。.さらに特徴的

で
充
填
し
た
り、

櫛
歯
文
帯
や
外・
向
鋸
歯
文
帯
で
埋
め
た

り
し

て

お

り

愛
知
県白山籔古墳例(26)は原則的には倣翼鏡の共通した傾向を示している

て

な
こ

と

は、

銭
座
文
様
を
欠
失
し
て
い

る
こ

と
で、

こ

れ

は
お
そ

ら
く
五

花
文
と

と
み
て
よ
い
。

古
墳
出
上
例
と
し
て
は
類
例
も

多

く

総
数
で

60

面
以
上

あ

る
。

⑳

い
う
数
の
不
均
衡
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い

か

と

思

う。

こ

の

傾
向
は
六
花

(
出
土
地
名
省
略)

鵡磯鏡

文、.

七
花
文
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、

銃
座
が
あ
く
ま
で
も
四
区
画
の
伝統を守りながら、四区文様が変則になると銀座を省略するという方法をとっていたらしい。鏡背文雅全体のバランスを考慮しての配慮かと

○
倣
製
内
行
花
文
鏡
類
・

七
花
文
鏡西行五花文鏡と同様に類例に乏

し
い
も
の
で
あ
る
。

五
花
文
鏡
と
共
通
す

「偽

膜

も
受
け
と
れ
る
が、

銀
座
の
意
識
が
う
す
れ
て

き
て
い

る

証
拠
と
も
解
釈
さ
れ

る
特
徴
は
比
較
的
大
形
鏡
の

中
に
舶
載
八
花
文
鏡
の
原
型
に
近
い
も
の
を
み
る
こ

「

代麟古

る
。

花
文
間
に

斑
文
を
入
れ
る
の

が
通
有
の

現
象
で

あ
っ

て、.

斑
文
で
花

文
間
の空隙を埋める例(29)もみられる。,こ.の.珠文配置も銀座省略と無関係ではあるまい。古墳出土例として

と
が
で
き
る
点

で、

小
形
鏡
に
は

変
化
の
著
し
い

現
象
が

指摘

で
き
る
、静岡県東坂古墳例・(27)、.奈良県マエ塚古墳例などは、内区

が
七

花文で.ある点を除けば、舶載西行花文鏡類との共通点が多い。面径17㎝

長
野
県
新
道
平
一

号
墳例

、,

大
分
県
沖
津
郡
内
古
墳
例、

鳥

取

県
上

神

言・
墳

、.

余
と
、

舶
載
鏡
に

劣
ら
な
い

規
模
を
も
ち、

鋳
上
り
も
良
好
で

あ
る
。

他
は
12
㎝

例、

大
阪
府
紅
茸
山
C
3

号

横
倒

(
30
)・、

福

岡
県
老

司

古
墳
例、

大

分
県
千

以
下.
の
い
わ
ゆ
る
小
形
鏡
の
部
に
属
す
る
が、

縁
に
外
向鋸

歯
文
を
も
つ

京
都
府

石
古
墳
例、

広
島
県
畑
原
古
墳
例、

山
口
県
赤
妻
古
墳
例、

出

土
地

不

明

例

田
辺
興戸

揚
土
例
(
35
)
・

岐
阜
県
東
島
古
墳
例
や
三
角
入
組

文
を
も
つ

群
馬
鼠

(
22
)

な
ど
が
知

ら
れ
る
。

鐘
楢
塚
古
墳
例
(
28
)

な
ど
が
あ
っ
て
、

舶
載
鏡
の
そ
れ
と
次
第
に
遠
ざ
か
る
傾

向
を
示
す
。

ま

た、.

七

花
文
の

背
景
と
し
て、・

獣
帯
鏡
の

存
在
を
見
逃

す
こ

と

は

O
倣
製
内
行
花
文
鏡
類
・

六
花
文
鏡

で

き
な
い
。.

四
・

六
・

八
花
文
は

幾
何
学
的
な

文
様
と
し
て
、

円
を
そ

れ
ぞ

れ
等

倣
製
内
行
花
文
鏡
類
と
し
て
は、

出
土
例
の
多
い
も
の
で、

倣
製
唐
行
花
文
鏡

分
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
の
に
対
し
、

七
区
分
す
る
と
い
う
必
要
性
が
ど
こ
に

類
の
代
表
的
な
姿
と
い
え
よ

う。
・
総
じ
て

小
形
鏡
が
ほ
と
ん
ど

を

占
め

て
い

る

あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

と
は
い
え、

七
花
文
鏡
が
獣
帯
鏡
類
と
の
伴
出
関
係
を
み

が
、・

岐
阜
県
美
濃
長
塚
古
墳
例
(
24
)

岡

山
県
鶴

山
丸
山

古
墳
例
(
25
)

な
ど
の

せ
な
い
の
で
、

「

両・
者
の

関
係
に
つ

い
て
は

判
然
と
し
な
い
の

は
勿
論
で

あ
る。

七



花
文
鏡
に
つ
い
て
古
墳
出
土
例
を
あ
げ
て
み
る
と、

て
と

れ
る
の
は
、

こ
の

時
期
の

倣
製
鏡
製
作
に

大
き
な

変
化
が
お
こ

り・
つ

つ
あ
っ.

兵
庫
県
柏
尾
孤
塚
古
墳
例、

鳥
取
県
馬
山
4

号
墳
例、

長
野
県
兼
清
塚
古
墳、

た
こ

と
を
示

唆
し
て
い

る
も
の
と

理
解
し
た
い

か

ら
で
も
あ

る。

、

群
馬
県
八
幡
観
音
塚
古墳

、

佐
賀
県
小
隈
古
墳
例、

奈
良
県
古
市方

形
墳
例、

大
形
西
行
花
文
鏡
が
多
く
み
ら
れ
る
反
面、

面
径
10
㎝

前
後
の
も
の
も
み
ら
れ

岐
亘
県
東
島
古
墳
例、

福
岡
県.老

司
古
墳
例、

静
岡
県
新
貝
古
墳
例、

宮
崎
県

奈
良
県
丸
塚
古
墳
例
の
よ
う
に
六
面
の
同
箔
鏡
の
副
葬
も
み
ら
れ
た
り、.

六
野
原
5

号
墳
例、

群
馬
県
藤
岡
塚
原
古
墳
例
な
ど
が
あ
る
。

.

京
都
府
愛
宕
山
古
墳
例、

三
重
県
石
山
古
墳
例、

神
奈
川
県
肩
書
白
山
古
墳
例・

な
ど
10.
㎝

未
満.
の
も
の
の

中
に
、,

倣
製
鏡
と
断
じ

切
れ
な
い
も

の

も

含

ん

で
い

○
倣
製
内
行
花
文
鏡
類
・

八
花
文
鏡

る
。
9

今
後
め

検

討
を
必 .要

と
す
る
だ
ろ

う。

西
行
花
文
鏡
類
の
基
本
形
と
し
て
、

舶
載
鏡
の
中
心
的
な
存
在
を
示
し
て
い
る

.

総
じ
て、.

八

花
文
鏡
の

場
合
に
は

舶
載
鏡
の

伝
統
が

強
く.
の
こ

り、

人
形
鏡
を

の
が

内
行
花

文
・

八

花
文
鏡
で
あ
る
。・

倣
製
鏡
の

巾
で

模

倣
を
第
一

に

考
慮

す.
れ

生.み

出
し
で
は

い
る

も
の
の
13

～
15
㎝

ほ
ど
の

面
径
に

集
中
し
た

規
模
を
み
せ
て

ば
西
行
花
文
鏡
類
は
八
花
文
鏡
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

忠
実
な
模
倣
を
示
し
て

お
り、
ゼ外

区
文

様
帯
に

も
と
く
に

変
化
を

求
あ
た
も
の

が
少
な
い
。

外
区
に

外
向

い
る
も
の
が
類
例
の

多
い
こ
と
は、

舶
載
鏡
の
原
型
を
模
倣
し
た
も
の
が
最
初
に・

鋸
歯
X
や
三
角
入
組
文
を
も
つ
も
の
と
し
て

鋳
造
さ
れ
た
と
す
る
推
測
を
容
易
に

さ
せ
る
。

そ
し
て
、

こ

の

鏡
式

中
に、

大
形

・

山
口

県
茶
臼

山
古
墳
例
(
30
)
、

福
岡
県
沖
の

島
遺
跡
出
土

例
(
31
)、

兵
庫
県

の
も
の
を

多
く
ふ
く
ん.
で
い

る
こ

と
も
当
然
の

結
果
と
い

え
る
か
も
知
れ
な
い
。

王
子
ケ
塚
12

号
渡
初、

奈
良
県
貝
吹
古
墳例

、

愛
知
県
篠
木
古
墳
例

「

古
墳
出
土
鏡
中
で
、

最
大
径
謝
㎝
を
は
か
る
奈
良
県
柳
本
大
塚
古
墳
例
(
37
)は、舶載内行花文鏡類の原型の.姿をよく伝えている材料である。面

な
ど
が

あ
る
が
、

全

体
の
比
率
か
ら
み
る
と
き

わ
め
て

少
数
で

あ
り、

し
か
も
大半は10㎝前後のものに集中している。他の類例は、平縁・素文縁・櫛

24
一

径
に

お
い
て

や

や

劣

る

が・
静
岡
県
松
林
山
古
墳
例
(
29
)

も
原
型
を
よ
く
の
こ

歯
支
帯
・

入
組
松葉

文
帯
と
い
う
順
序
を
継
承
し
て
お
り、

舶
載
鏡
の
影
響
の
強

し
て

お
り、
.

倣
製
内
行
花
文
鏡
類
と
し
て
は

精
良
な
も

の

と

い

え

よ

う。

い

ず

さ
を
う
か
が
わ

せ
て
い

る。

こ
の

類
も
古
墳
出
土
例
は

多
く、

総
数
50

面
以
上
あ

れ
も
面
径
20

㎝

余
を

示

し・
て

い

て
、

倣
翼
鏡
中
の
大
形

鏡
が
よ
く
鋳
造
さ
れ
た

る
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。

時
期
の
も
の
と
し
て
特
徴
的
で
あ
る
。

ま
た、

高
径
鵬
㎝
を
は
か
る
奈
良
県
日
葉酢媛陵古墳例人39)・は、大形の部類に属するとはいいながら、外区縁文中に半円形を交互に配し、擬錦帯と思われる圏支帯や、内行花文内側の圏支帯が顕著に表現され.ていて、いく種類かの鏡式の混合が想定される。拭葉酢媛陵古墳出土と伝える他の二鏡が、いずれも倣製方格

○
倣
製
内
行
花
文
鏡
類
・

九
花
文
鏡.西行花文八花文鏡が舶載鏡の姿

を
よ
く
と
ど
め
て
い
る
の
に
対
し
て
,・

九花文鏡は倣製鏡独自の鏡式として存在していて、内行花文を主文様としながらも、他の鏡式の要素を導入したものがある。たとえば、(伝)

規
矩
文
鏡
で

あ
っ

た
し
、

い

ず
れ
も
30
㎝

を
超
え
る

面
径

を

示

し

て

い

て
、

古

群
馬
県

内
(
剣

崎)

出
土
例
(
33
)

に
は、

西

区
に
変
形
四
獣
文
(
龍
虎
鏡
の

模・

墳
時
代
前
半
期
の
倣
製
鏡
中
で
も
群
を
抜
い
た
資
料
で
あ
っ
た
。

こ
の
二

面
の
倣

倣
か)

を
配
し
た
り
し
て
お
り、

西
行
花
文
以
外
の
文
様
と
し
て
独
立
し
え
な
い

製
方
格
規
矩
文
鏡
は
、

い
ず
れ
も
舶
載
鏡
の
姿
を
よ
く
と
ど
め
て
い
る
点
で
注
目

も
の

が
あ
る。

外
向
鋸

歯
文
を

め
ぐ
ら

す
も
の
が
目
立
っ

て
い
て
、

集
成
資
料
の

齪

さ
れ
て
い
る
が、

西
行
花
文
通
は
原
型
に
近
い

姿
か
ら
若
干
遠
ざ
か
っ

た
姿
を
み

中
の

半
数

を

占
め
る
。

兵
庫

県
手
柄
山
古
墳
例
(
1

)
、

佐
貫
県
高
畠
古
墳
偶



B

発
地̀,句OF

・

'

農

畠

糞

高
㊥

耀

襲

犠

・

饗

風

確

早

雪'F」.P.■

姦護

短
縮π

.
'
・

溌

・

緩
.

夢
鞭

冤..Ψ

「
㌧

,黒.観.憲・.難

ア望"㍊.Ψ

冨
.く馬ハ.、

　

筆

}

　

≧

写
、

思
ド

鋤

譲
・

轟

P恭

レ㍉

落

懸

.

4
綾

部

、、毒蚕糞〆陸幕慧獲

島の

一

群

書
簡

8,福α翫

、
鑑臥嚢
、、熱讃・堀

㌔＼

レ覧

～
、

鷲

鋳
欝導

空

店

、

轟・

轟

寵

。血8・中」

熱
灘灘

・麟

難　

ギ
=

び
'

・

『

"

r

辱・

濃漿

㌃
y

.
、

.
蛮

捌
9

蚤1

n・.伽重4
.三G

,敦凱

.

偶

語
塩

に

撫蹴漁の鏡,.製轍嚇墳古

、,

吹

〉

。貝m・叱良L

・楽律祝

い

ぎ噂

、
`へ 、噸・F

馳四徳
、
■

輝
興

で羽

嚇

9
、

T
F一聯

斎

奪

・ρ
、r

.
帰

朗

p

且丁

県

)馬m

重
「

C丑賃ワ闘・-,伝0

.認.

.

一

・

25.」

「

山

.

,、

鮒

・

鋤

"

岡
&静@

.

.

.

9、転職2

"

前馬、

鴻.紘

9

講O

簾

.

擬

、、

覇

融

曽

"
'駈

猷

蔵

蜘 応.

.

悪

・

紳

彰

耽

、

㍊

課
継

・

駅

"

`

.

聖
.

叢「墜践み 二野

P

,
.

山臼茶

ω

●

C

M7口㌫山口隙

'
,

ゆ

,▼

臨

高柳
の

、
「

c6・岡7。福0

■

..

蹴

,

.

魂・

藩

熱



(
34
)

な
ど
は
い
ず
れ
も
外
向
鋸
揃
文
を
用
い
た
例
で

あ
る

が、

兵
庫
県
手
柄
山

古
墳
例
(
44
)

は

外
選
に
二

重
に
め

ぐ
る

外
向
鋸
歯

文
を

用
い
て

お
り、

倣

翼
鏡
・

南

神
獣
鏡
類

と
し
て
の
特
徴
を
示
し
て
い
るコ

奈
良
県
貝
吹
古
墳
例
(
32
)
は
貸
櫛
歯
文
の
他
に

し

外
区
の
文
様
帯
を

も
た
な
い

も
の
でA

八
花
文
の
奈
良
県
丸
域
古
墳
出
土
の
六
面
・のものと近似す惹q花文間を珠文魚子地で埋める手法は、三倣製八花文

・

ρ
.

鏡
で
は
一

般
的
に
み

ら
れ
る

手
法・
で
あ
番
が
らう

本
資
料

も
そ

の

例

に

も

れ

ない。岡山県、鶴山丸山古墳例は、,内外区境界に珠文例帯をもち、鉦を

神
獣
鏡
類
は
、

古
墳
副
葬
鏡
中
で
数
量
的
に
は
多
い
も
の
で
、

舶
載
章
の
場
合でも三角縁神獣鏡系、.画文帯神獣鏡系、平縁神獣鏡系の三者の大鯛が可能であった。倣製鏡の中には、舶載神獣鏡各種の模倣がみ5れ、三角縁神獣鏡系と平縁神獣鏡系とに大別されるが、三角縁神獣鏡系のものは特殊なものとして別に分類した。平縁神獣鏡について、その系譜

め
ぐ
っ

て
二
重
の

櫛
歯
文
と
闘
に
珠
文
列
帯
を
も
つ
。

珠
文
列
帯
を
表
現
す.
る
も

・

系
統
的
分
類

を
試
み
て
み
る
と
、

の
は
、

八
花
文
鏡
の
中
で
も
小
形
鏡
の
部
類
に
み
ら
れ
る
が、

鍛
を
あ
ぐ
る
珠
文列帯は他の鏡式にもみられる手法である。

ω
画
支
帯
神
獣
鏡
系

②
四
神
四
獣
鏡
系

㈲　
三
神
三
歎
鏡
系ω二神三歎鏡系⑤二神四獣境系㈲神像銚

,

3

と
六
系
統
の
も
の
に
区
別
し
う
る
。

こ
の
区
分
は
各
々
の
鏡
式
の
原
型
が
求
め
う

O
倣
製
内
行
花
文
鏡
類

十
・

十
二

花
文
鏡

る
も
の
を
規
準
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。

こ
の
巾
に
は
三
角
縁
神
獣
鏡
を
原
型
と

両
者
と
も
き
わ
め
て
類
例
の
乏
し
い
も
の
で
あ
る
。

面
径
が
集
成
し
え
た
資
料

し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
含
む
が、

三
角
縁
神
獣
鏡
の
場
合
に
は
、

縁
の
型
式

「

で
は
14

～
18
㎝

と
中
形
を
呈
す
る。、

西
行
花
文
が

内
区
の

主
文
様

と

い

う
よ

り

に
き

わ
め
て

特

徴
的
な

表
現
が
あ
る
の
に
反
し
て
、

こ
こ

で

取
扱
っ

た
も
の

は、

26

は、

む
し
ろ
内
・

外
区
の

境
界
を
な

す
圏
雑
文
と
な
っ

て

い

る

よ ,
う

な

感

が

す

い

ず
れ
も
禄
の

型

式
に
三

角
縁
を
採
用
し
て
い
な
い

も
の

で
あ
っ

て、

神
獣
像
の

一

る。

こ
の

傾
向
は
、

九
花
文
鏡
の

中
に

も
み

ら
れ
る
こ

と

で
あ
っ

て
、

八

花
文
よ

「

表
現
に

も
第
二

次
的
な

模
倣
が
看
取
さ
れ
る

も
の
で

あ
る
。

し
か
も、

こ
の

種
の

り
も
花
文
数
の
多
い
文
様
は
内
区
主
文
と
し
て
中
心
的
に
は
な
り
え
な
か
っ

た
の

も
の
が
倣
製
三

角
縁
神
獣
鏡
の
出
土
量
よ
り
も
多
量
で
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ

で

は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

い

く
つ

か
の

文
様
帯、

た
と

え
ば
櫛
歯
文
帯、

鋸
歯

る
と
戸

古
墳
時
代
倣
数
鑓
の
も
つ
、

時
代
的
な
背
景
を
考
慮
す
る
際
に
き
わ
め
て

文
帯、

松葉

支
帯
な
ど
の
本・
来
は
外
区
の
装
飾
文
様
惜
と

同
等
な

扱
い

を

受
け

.

示
唆
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。

以
下
神
獣
鏡
類
を
分
類
し
て
各
々
の
特
徴
に
つ

て
、

西
行
花
文
が

鏡
背
文
様
の
一

構
成
要
素
と
な
っ

て
い

る
に

す
ぎ
な
い
と

も
み

.

い

て

探
っ

て

み

る
こ

と
に

す
る。

え
る。

福
岡
県
沖
の

島
遺

跡
出
土

例
(
35
)

な
ど
は、

結

節
松
葉
文
が.西

行
花
文

の
内
側
に
入
り、

四
葉
銀
座
と
の
間
に
櫛
歯
文
帯
を
設
け
る
と
い
う
異
例
な
配
置

1

倣
製
神
獣
競
顔

画
文
帯
神
獣
鏡
系

を
示
し
て
い
る
。

三

重
県
神

戸
古
墳
例
(
36
Y

も、

幅
広
い

櫛
歯
支
帯
に
は
さ
ま.・

従
来
は
「
贔

韻
鏡
」

と
し
て
～

括
総
称
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
が、

本
来、

れ
て

十
二

花
文
が

表
わ
さ
れ
て
い

て、

西
区
主
文
様
と
い

ヶ
よ

り
も
鏡ヒ
B
を

飾
る

函
丈
帯
締
獣
鏡
に
お
け
る
三
種
類
の
認
識
と、

倣
銀
鏡
に
お
け
る
二
種
類
の
認
識

一

文
様阯
軍
に

す
ぎ

な
い

も
の
と
な
っ

て

し
ま
っ

て
い

る。

と
が
混
同
さ
れ
て

き
た

も
の
と

考
え

ら
れ
る
。

す

な

わ

ち、

「
腿
能
文
」

を
ど
う

認
識
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ

て
、

舶
載
鏡
中
に
は
「
騒
龍
文
」

な
る
名
称
は

……

付
け
ら
九
て
い
な
い
の
で
、

三
種
の
画
支
帯
神
獣
鏡
の
中
で
の
一

種
類
が
「…鮮

麗

.

5
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籔
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難

議
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慈べ縁
戚、

謹
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欝・

"

ポ

X

鯉、畿
」

ρ

薪
懸.沸

蕊
脳

泌、
ツ㌃一瓢灘

訟ゾ
ァ

憎

響、

鏡
」

と

呼
び

な
ら
わ
さ

れ
て
き
た
の

だ
ろ
う
と

理
解
し
て
き
た。

そ
こ
で
、

雌
能文をもつ倣製鏡の中で、神像文を欠くもののみを「賊龍鏡」としてみてはどうかと提案したこどがある(小林三郎、ム・九七一年)。函丈帯霞神獣鏡の三者とは、舶載鏡の場合も,騨塚○環状乳神獣鏡(画支帯を伴うもの)

製

響

o
画
支
帯
神
獣
鏡

臨

・

難
文
を
も
つ
函
丈.

護
鏡

響

聖

灘

難
語
擁麟無

難

離一

国
～
六
朝
代
に
比
定
し
て
よ
い
だ

ろ
う。

と
く
に
顕
著
な
躍
韻
文
を
も
つ

画
支
帯神獣鏡には、年号銘をもつ毛のや、四仏四獣鏡などの例があって、それらが六朝代に比定しうるものであることに倣製鏡の原型として、重要な示唆を含んでいる。

「
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象影.

霧
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謹弼
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0、

螺
噂
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亀
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ン

ら

鍵 、

鵬醗

縷

■

塙

昂

,

。

を.

箔敵鵜.̀

掴ざ(

騨
い

躍
f

畠

至・瀞

..

'

や
や
大
形
の

舶
載
画
文
帯
神
獄
鏡
の

中
に

は、

岡
山
県
湯
迫
車
塚
古
墳
山
上

27例や大阪府和泉黄金塚古墳出土例(最初三年在銘)などが示すよう7に、前半期古墳の画支帯神獣鏡の副葬例として代表的な例があり、おそらく古墳成立年代とさほど遠からぬ時に舶載されたものであろうとダ推定される。とすれば、それらの爾文帯神獣鏡が倣製鏡の原型となり

欝

欝

山

一
と
は
容
易

鐘
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

費
.
三
角
縁
神
獣
鏡
に
次
い
で
重

慧
切

要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
も
の
と
考
え
ち
れ
る。・

倣
製
画
支
帯
神
獣
鏡
出
土
古
墳砕轍の編年的な位置は、もぼや古墳築造の最盛期に突入している段階であ山0るから、たとえば奈良県新山古墳などをその最初期の古墳と判断せざ

乳

、

3

る
を
え
な
い
の

で

あ
る
ゆ

.
'

硬
、

こ
こ
で、

倣
製画

支
帯
神
獣
鏡
を、

そ
の

文
様
構
成
に
よ
づ
て
四
種
類
に
分
類

璽

し、

そ
の

変

化
の
過

程
を

求
め
て
み
る
こ

と
に
し
よ

う。9

O,,Fヨ



○
倣
製
画
支
帯
神
獣
鏡

A

型画文帯神獣鏡と・し.での特
徴
は
、

外
縁
文
様
帯
の

菱
雲
文、

飛
禽
定
職
文

、.
{帯(函丈帯)と半円方形文帯(銘文をもつ)の三要素である。これを一義

翌

選

縮

辮

議
騰糊

難

懲

難総

.
,

懇

灘
,

團 ,

罪

神
獣
鏡
の
面

髪
外
区
の
文
様
帯
に
関
し
て
み
れ
ば
よ
く
の
こ
し
で
い
る
も
の
と

蓼
、

罫

.

蕉

響

撚　　　
戴　
懸{
鱗

礪
灘鱗

鵠

に

衝
県
沖
の

島
遺
跡
出
土
例
(
04

)

が

あ.⇔
。

外
周
文

様
帯
は・一。

わ
め
'仁

新
潟

'

-

…

一

難

鱗圃

雑
戯勲

鍛
縦

鍵靴ω.
黎

禦
翻

睡
臥,

調

,

を
も
た
ず
に
外
縁
部

蘇
に
変

霧
雲
文
を
配
し
だ

最
県
馬
由
・
号
墳
例

や

甑

菱
雲
文
の

外
側
に

外
向
鋸
歯
文
を

配
し
た

岡
山
県
鶴
山
丸

山
古
墳
例
(
響一
)

な
ど

誌事Dある。溢飛禽走駄文縁は、三角縁神獣鏡では獣支帯に相当する文様・文様帯・

鐸 、

糞

}4

4
∬

酸
・

夢

　　　
　　
雛　
　　　織
…

趨響

妬

醗酵
鍵
繋
縛

雛飾

罫喉鞭

韓

糠

碧

耀

ぶ
欝

轟

議
事
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6

'

そ

の

地
、

幽

上

例

と

し

で

一
働

・
.

出
土
地
不腸

(程

響)

鳴
取
県
馬
山
4
。籍

例、

奈

景
丸
塚
古
墳

「「
.

し㍗

・7

も

例
(
2

面)
戸
三
重
県

藁
猿
王
塚
古
墳
例
ρ

奈
良
県佐

味
田
宝
塚
古
墳
例ハ

京
都
府一木松塚古墳例ド岐阜県船木山24旧写墳例、由梨県甲斐銚子塚古墳例」宮崎巣山の神塚λ推定)一古墳例、岐阜県船木山27号墳例、奈良県員吹例、(伝)静岡県内雌土例、三重県坊幽古墳例などの諸例が知られる。..

い
「

・

5
.

」

摯
・9

7曳

塚

古墳

例
も
そ

の

例
に
も
れ
な
い

だ
ろ
う
β

同
様
な
傾
向
は、

山
口

県
白
鳥
神
社当墳例.(48)にも十分みとめられる。

ρ

半
駐
方
形
帯
を
強
調
し
て
表
現
し
て
い
る
も
の
に
群
馬
県
岩鼻

二
子
山
古
墳
例(46×.三重県斎宮村(伝)出土例(47)、兵庫梁笹倉古墳例の.各例があ

匿

.
げ
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち、

群
馬
県
岩鼻

二
子
山
古
墳
例
(
46
)

と
兵
庫
県
笹
倉
古・墳例は、西区主文様に舶載鏡の面影をよくのこしており、兵庫県笹倉古墳例は重列式神獣鏡の型式を採用している点で、三角縁柿獣鏡類と

㌻

覧.・

.

○
倣
製
画
文

帯神

獣
鏡
.・

B

型
" ,

、

㌧B型としたものは?縁に菱雲文または外向鋸歯文庖配しており、.内..・区との境界に半円方形帯をもつものであるが、画文帯神獣鏡の最も特

r

徴
的
な
飛
禽
走
獣
文
帯
を
欠
く
も
の
を
指
す
汐

内
区
主文

様
は
、

神職

豫
を
配
し

御
文
帯神

獣
鏡
類
と
の
混
合
型
式
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。・石川県和田山5号墳例も全体として古式の画文帯

神
獣
鏡
の
伝
統
を
ひ.くが、西区の神獣文に著しい変形がみられて倣翼鏡の中でも中心的なものとはいい難い。・.

て
い
る
か
ら
本
来
は
画
支
帯
神
獣
鏡
の
模
倣
を
試
図
七
て
い.
る
こ
と
は
明
白
で
あ.ろう。福岡県丸隈山古墳例(43)、妓阜県陵山自由社古墳例、鳥取県大将塚古墳例、大阪府板持丸山古墳例など億・.倣製画文帯神獣鏡A型と酷似してはいるものの、飛禽走獣文帯を欠如しているのが琶、通した特

○
倣
製
函
丈
帯
神
獣
鏡

G
型

Ψ

C

型
と
し
た
も
の
は、

外
向
鋸
歯
文
お
よ
び
菱
雷
文
を
外
囲
に
配
し
て
は
い
る

`

も
の.
の、
.

飛
禽
走

獣
文
帯
お
よ
び

半
円

方
形
帯
を
欠
く
も
の

を
一

括
し
た。飛禽走駄文および半円方形帯を欠くのは、本来、画支帯神獣鏡

の

部

卜3
一

徴
で

あ
る。

岡
山
県
美
作
観
音

山
古
墳
例

.(
44
).

も
面
径
……

㎝

ど
や
や

大
形
鏡
の部に属するが、縁文に外向鋸歯文帯を三重にめぐらせ馬・、飛禽走獣文帯

に

属
さ
な
い
の・
で
は
な
い

か
と
の

疑
問
も

生
ず
る
が、

西
区
と
外
区
と
の

境
界
に～段高い円圏をめぐらしているものや《.やはり内区、外区の境界に幅

を
欠
如
し
て

お
り、

内
区
の
神
獣
像
が
艦
載
鏡
の
そ
れ
に
近
く、

ま
た、

か
な
り鮮明な鋳上りをみせているので、倣製画文帯神獣鏡B型の典型例としてよいだろう。奈良県乗車塚古墳例(45)、.山口県水口代田茶臼山古墳例、奈良県宝塚古墳例はいずれも三角縁神獣鏡に近い縁の形態を示しており、.山口

広
い
櫛
歯
支
帯
や
擬
錦
帯、

擬
固
文
帯、

擬
半
円
方
形
帯
を
あ
ぐ
ら
せ
る
な
ど、画支帯神獣鏡としての体裁だけでも導入しようと試みていると解せられるものである。美嚢文縁は、画文帯神獣鏡系の特徴の一つとしてよいが、他の鏡式との混合もみられるのでへその点だけで画支帯神獣鏡類と断定することはできない。、奈良県丸塚古墳例は面径刎㎝のやや

県
茶
臼
山
古
墳
例、

奈
良
県
宝
塚
古
墳
例
の
内
区
主
文
様
表
現
も」

三
角
縁
神
獣鏡類の影響に・よるためか、きわめて近似しており、半円方形帯を配し・

大
形
鏡
で、

菱
雷
文
縁、

外
庭
と
内
区
と
の
境
界
に
三
重
に

め

ぐ
る

円
圏
と
鋸歯文とを配し、その外部に幅広い櫛円文帯をめぐらせている。長野県

な
が
ら
飛
禽
走
獣
文
を
欠
如
し
て
い
る
の
は、

や
ば
り
三
角
縁
神
獣
鏡
の
意
識
の

更
級
郡
内
韻
士
例
も
画
支
帯
神
獣
鏡
の
姿
を
よ

く

伝
え
て

お

り、

内
庭
の
神
獣

囎

強
さ
を
示
し
て
い
る
。

大
阪
府
土
師
(
大
野
寺
跡)

出
土
例、

京
都
府
美
濃
山
王

文、

と
く
に
腿
龍
に相

当
す
る
文
打
が
特
徴
的
で
あ
る
℃

兵
庫
県
甕
塚
古
墳
出
土

」

9・8!.,



㈲

メ

例
は
平
縁
神
獣
鏡
の
伝
統
を
よ
く
伝
え
る
例
で
あ
り、

萎
萎
文
縁
と
輻
広
い

櫛歯

羅や

、

麟 ぜ灘

.

鵡

F,

聖
、

越
.

匹

禰⑯

文
帯
が
み
え
る。

西
区
の
神
獣
文
は、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
三
角
縁
神
獣
鏡
の
印象が強い。同じく平縁神獣鏡の面影をのこすものに兵庫県荒神山古墳出土例がある。菱雷文縁、内外区との境界に擬似画支帯をめぐらした例である。同様な例として伝畿内地方出土例がある。二重の外向鋸歯

賦

漣

朔

文
の
縁
を
も
ち、

内
外
区
と
の
境
界
に
擬
似
画
文
帯
を
め
ぐ
ら
せ
る
。

西
区
の
神

"9

戚

墜

駄
文
は
三
角
縁
神
獣
鏡
の

印象

が
強
い
が、

画
支
帯
神
獣
鏡
の
意
識
が
十
分
う
か

ボ.
'

陶

韓0,

が

え

る
。

て

「

5

○
像
型
画
文
帯
神
獣
鏡

D
型

いつ却鏡

亀㌦

縁
文
に
統
一

性
が
な
く、

半
円
方
形
帯
を
も
つ
が
飛
禽
走
獣
支
帯
を
欠
き
(

内区の神獣文に変形の著しいものを一括した。面径15㎝前後と安定した規模をもつ点で特徴的である。

「

駒裂離時墳古

亀

《

耐

群
馬
県
三
本
木
古
墳
例
(
49
)

は、

縁
に

飛
禽
走

獣
文
を

欠
き、

本

来、外区外縁に付けられる連雲文(後藤寺}氏による呼称、後藤守一・一九二⊥ハ年)が縁文となっており、次いで外向鋸歯文と半円方形帯が内外区を分けている。西区神獣文は三角縁神獣鏡における文様配置と共通し、三神三獣鏡の形態と近似する。鋳上りが良好で三角縁神獣

31…

健削

ゴ

、

麺

野r
・
、

ギ

揮

k

匹

!ケ

碍甜

り軍
!

.

懸

覧冨

諏05林
一

唱酬

鏡
と
画
支
帯
神
獣
鏡
と
の
混
合
形
態
を

示
し
て
い

る
。

京
都
府
ト
ヅ
カ
古
墳
例(50)は、縁文に細線による変形唐草文(あるいは変形流雷文というべきか)をあらわし、半円方形文帯(不完全)をめぐらせ、櫛歯文、擬似錦帯を経て西区に至る。内区文様もおそらく一神四獣を表現しているものと考えられるが、いずれも文様の変化が著しく、神獣鏡

ノ'

{罫

「

並

姐

の
原
型
と
は
ほ
ど
遠
い
作
り
を
示
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
西
区
は
四
獣
鏡
を
表
現

鷹

,

ノ

噸
鳩.

捌
罫

ρ

聖

'

し
、

そ
れ
を
意

図
し
た
も
の
で

あ
ろ
う。

こ
れ
と

共
通
す
る
も
の
に

群
馬
県
若
田古墳例がある。とくに西区の文様表現に共通点を見い出せる。

.
燦
箪

灘瀬

匙
轟.ザ5

D

型
は、

総
じ
て

西
区
主

文
様
に
比
し
て

外
庭

幅
の

大
き
く
幅
広
い
こ

と
が
特



徴
で

あ
る
。

こ
の
傾
向
は、

外
濠
文
様
帯
が
区
々
で

あ
る

の
に

対
し
て、

半
円
方

(
53
)
、

埼
玉

県
∵
一

変
稲
荷
古
墳
例
(
58
)

な
ど
が
あ
る
。

こ

れ
ら
は、

獣
形
文
が

形
帯
を
強
調
・

誇
張
す
る
あ
ま
り、

西
区
が
狭
め
ら
れ
て

し
ま
っ

た
の
で

は
な
い

い
わ
ゆ
る
隠
縫
で

あ
る
と
し
て
そ
の
名
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し、

文
様
を

か
と
推
定
さ
れ
る
。

内
区
神
獣
文
は
そ
れ
ぞ
れ
三
角
縁
神
獣
鏡
類
の
神
獣
文
を
も

詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、

神
像
の
表
現
が
三
角
縁
神
獣
鏡
の
系
統
に
属
す
る
も

ち
な
が
ら
も、

共
通
し
た
特
徴
を
み
せ

ず、

竈
能
文
あ
り、

変
形
獣
文
あ
り
で
区

の
が

多
く、

縁

文
に
も
函
丈
帯
の
そ
れ
が
み
ら
れ
な
い

も
の
で

あ
る
。

従
っ

て
画

々
な
様
相
を
呈
し
て
い
る。

宮
崎
県
内
出
土
例
は
内
区
主
文
様
の
変
形
の
顕
著
な

文
帯
神
獣
鏡
の

中
に
罷
韻

鏡
と
し
て
い

た
も
の
を
す
べ

て
含
め
る
こ

と
と
し
て、

例
で

あ
り、

乳
座
の
四
巴
文
ま
で
が
主
文
様
の
一

部
に
変

化
す
る
と
い

う、

本
来

そ.
れ
以
外
の

神

獣
像
が
明
確
な
も
の
は、

そ
の

中
に

磁
能
文
を
含
ん
で
い
た
と
し

の
姿
を
欠
落
さ
せ
た
も
の
で
、

こ
の

類
の
鏡
式
の
末
路
を

示
し
て
い
る
。

他
に、

て

も、

そ・
れ
を

神
獣
鏡
の

中
に

入
れ
て

各鏡

式
と
し
、

分
類
を

試

み

よ

う

と

し

・
(
伝)

山
城
南
部
出
土
例、

千
葉
県
丸
塚
古
墳
例、

栃
木

県
茶
臼
塚
古
墳
例、

奈

たゆ

結
果
か
ら

み
る
と、

倣
製
画
文
帯
神
獣
鏡
と
し
た
も
の

は、

畿

内
地
方
を
ふ

良
県
疋
粗
西
方
所
在
古
墳
例、

静
岡
県
宇
洞
ケ
谷
横
穴
墓
例、

大
阪
府
陶
器
村
所

く
め
て
そ
れ
以
西
の
地
域
に
分
布
の
中
心
が
あ
り、

四
神
四
獣
鏡
類
中
の
竈
龍
文

在
古
墳
例、

奈
良
県
桜
井
八
尾
出
土
例、

宮
崎
県
野
地
所
在
古
墳
出
土
例
な
ど
が

を
も
つ

も
の
は、

日
本
全
国
的
に

平
均
的
な
分
布
を
示
し
て
い

る
こ
と
が
判
明
し

知
ら
れ
る
。

た。

こ
の
こ

と
は
、

罷
韻
文
を
も
つ

神

獣
鏡
の

中
で
、

と
く
に
画
支
帯
神
獣
鏡
が

大
形
鏡
を

多
く

含
ん
で
い

る
こ

と
を
全

く
無
関
係
で

は
な
い

と

思

わ

れ

る。

一

2

倣製

神
獣
鏡
類

四
神
四
獣
鏡
系

方、

羅
能
文
を

も
た
な
い

四
神
四
獣
鏡
類
に
属
す
る
も
の
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が

【

明
ら
か
な
三
角
縁
神
獣
鏡
の
倣
製
鏡
と
は
別
に
、

平
縁
も
し

く
は

半
三
角
縁

中
形
鏡
で
鋳
上
り
も
比
較
的
良
好
な
も
の
が
多
い
。

32

(
斜
縁)

と

呼
ん
だ
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
鏡
縁
を
も
つ
一

群
の

神
獣
鏡
が
あ
る
。

山
口
県
白
鳥
神
社
古
墳
例
は、.
一

見
舶
載
鏡
と
も
受
け
と

れ
る
が、

神
像
の

下

一

西
区
文
様
は
、

お
そ
ら
く
三
角
縁
神
獣
鏡
の
模
倣
で
あ
ろ
う
が、

西
区
を
四
区
画

半
蔀
を
欠
い

て
い

た
り、

獣
形
の
一

部
に

省
略
が
あ
っ

た
り
し
て、

や
は

り
倣
製

あ
る
い
は
三
区
画
(
六
区
画)

す
る
伝
統
的
な
文
様
配
置
が
特
徴
的
で
、

三
角
縁

鏡
と
み
た

方
が

よ
い
。

面
径
珊
㎝

と、

こ

の

類
に

し

て
は
や
や
大
形
に
過
ぎ
る

神
獣
鏡
類
の

変
化
ど
き
わ
め
て

符
合
し
て
い.
る
と
思
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
。

が、

内
民
主
文
様
を
踏
み
返
し
て
擬
錦
帯
を
加
え、

面
径
に
制
約
が
あ
っ

た
た
め

四
神
四
獣
鏡
系
の

も
の
は、

文
様
表
現
の

う
え
か
ら
み

る
と、

三
角
縁
神
獣
鏡

か
西
区
主
文
様
の
外
局
縁
を
一

部
削
除
し
て
い

る。

三
重
県
一

ノ
宮
出
土

例(
51
)

の

系
統
の

も
の
と、

画
支
帯
神
獣
鏡
系
統
の

も
の

と
に

分

け

ら

れ

よ

う
。

し

か

は、

前
例
と
は

違
っ

て
、

内
区
主
文
様
が
小
さ
く
ま
と
ま
り、

縁
文
を
外
向
鋸
歯

し
、

画
支
帯
神
獣
鏡
系
統
の
も
の
は

類
例
が

少
な
く、

し

か
も、

い

わ
ゆ
る
羅
龍

文
と
櫛
歯
文
と
で
構
成
し
、

錦
帯
の
あ
る
べ
き
部
分
に
も
外
向
鋸
歯
文
と
円
圏
を

鏡
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
の
み
で

あ
る
。

実
際
に
は、

画
文
帯
(
飛
禽

め
ぐ
ら
せ
る
こ

と
で
充
た
し
て
い
る
。

神
・

獣

文
と
も
に
変
形
が
著
し
い
。

徳
島

走
獣
支
帯)

や

半
円
方
形
帯
を
欠
い

て
い
る

も
の
な
の
で
、

む
し
ろ

四
神
四
獣
鏡

鼻
息
解
由
2

号

墳
例
(
52
)

は、

簡
素
な
縁
文
に
内
区
の

神
獣
文
が
立
体
的
に
鋳

と
し
て
独
立
さ
せ
た
鏡
式
を
設
定
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
く
理
解
さ
れ
や
す
い
と

幽
さ

れ
て
お
り、

獣
形
は

難
聴

文
と
共
通
す
る

特
徴
を
示
し
て
い
る
。

三

重
県
一

考
え
た。

画
支
帯
神
獣
鏡
以
外
で
従
来
か
ら
竈
韻
鏡
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た

ノ
宮
出
土
例
と

同
程
度
の

規
模
の

面
径
を
も
ち
、

12

～
M
㎝

の
平
均
的
傾
向
を
示

も

の

に

は
、

し

て

い

る
。

拗

長
野
県
更
級
郡
内
出
土
例、

鳥
取
県
馬
山
4
号
墳
例、

栃

木
県

牛
塚
古

墳
例

栃
木
県
牛
塚

古
墳
例
(
53
)
、

長
野
県
更
級
郡
内
出
土
例
は
、

と

も

に

四
乳
に
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ま
つ

わ
る
賂
龍
文
を

配
し
た

も
の

で
、

内
外
区
の
境
界
付
近
に
結
節
平
行
線
文・

配
し、

変
形
退
化
の
著
し
い

神
像
四
躯
と
有
尾
四
獣
を
配
す
る
。

内
区
に
乳
が
鋳

(
擬
錦
帯
と
考
え
ら
れ
る)

を
配
す
る
点
で

共
通
し

て

お

り、

面
径
も
15

～
17

㎝

出
さ
れ
て
い
な
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

と、

そ
の

種
の

も
の
と
し
て

精
良
な

出来

で
あ
る
。

三
重
県
北
浦
古
墳
例、

京
都
府
吐
師
七
ツ
塚
古
墳
例
の
二
例
は、

西
区
の
神
獣

京
都
府
大
福
寺
撮
土
例、

茨
城
県
三
昧
塚
古
墳
例
(
54
)
、

岡
山
県
鶴
山
丸
山

文
の
変
形
と
曖
昧
さ
を
除
け
ば、

外
区
の
文
様
帯
構
成
は
よ
く
特
徴
を
示
し
て
い・

古
墳
例、

長
野
県
兼
清
塚
古
墳
例
(
55
)
、

愛
知
県
出
川
大
塚
古
墳
例、

京
都
府

る。

ま
た、

宮

崎
県
内
出
土

例、

埼
玉

県
三

変
稲
荷
古
墳
例
(
59
)

は、

さ
き
の

野
篠
滝
花
塚
古
墳
例、
(
伝)
長
野
県
森
将
軍
塚
古
墳
例
(
56
)

な
ど
の
例
は、

三

福
岡
県
沖
の
島
遺
跡
出
土
例
や
大
分
県
葛
原
古
墳
例
と
内
区
主
文
様
表
現
で
は
共

角
縁
神
獣
鏡
の
西
区
主
文
様
を
模
倣
し
た
感
が
強
く、

擬
錦
帯
を
配
し
た
り、

外

通
す
る
。

宮
崎
県
出
土
例
は
面
径
"
㎝
と
大
形
で
、

外
縁
部
に
変
形
美
嚢
文
を
め

向
鋸
歯
文、

複
線
波
支
帯
の
外
区
に
お
け
る
構
成
は
よ
く
そ
の
伝
統
が
う
け
継
が

ぐ

ら
す
例
で

あ

る。

れ
て
い

る
も
の

と
思
え
る
。

静
岡
県
川
会
出
土
例

(57

)

は、

内
区
に

乳
を
も
た

岡
山
県
寺
山
古
墳
例
は、

や
や
粗
い
外
向
鋸
歯
文
を
主
体
と

す
る

縁
文
を

も

な
い
特
異
な
例
で
あ
る
し、

鏡
菅
掻
に
対
し
て
西
区
主
文
様
の
比
率
を
せ
ば
め
て

っ
。

西
区
の
四
神
四
獣
文
の
と
く
に
獣
形
文
に
委
縮
が
は
げ
し
い
。

京
都
府
美
濃

い
る
点
や、

菱
園
支
帯
を
採
用
し
て
い
る
点
な
ど、

神
獣
文
の
姿
か
ら
み
る
と
獣

山
王
塚
古
墳
例
は、

粗
い
外
向
鋸
歯
文
の
縁
を
幅
広
く
と
り、

西
区
は
、

全
く
退

帯
鏡
か
半
三
角
縁
(
斜
線)

の
獣
形
文
鏡
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
づ

た
の
か
も
知
れ
な

化
し
た
神
像
と、

細
線
化
し
て
原
型
を
と
ど
め
な
い
獣
形
文
が
あ
る。

神
獣
文
が

い
。

奈
良
県
鳥
見
領
出
土
例
は、

内
区
主
文
様
に
神
像
二

躯
二
対、

獣
形
二
躯
二

細
線
表
出
と
な
る
と
、

本
来
の

神
獣
鏡
の
系
統
か
ら
は
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
が、

一

対
を
表
わ
す
複
像
式
の
文
様
配
列
を
み
せ
る
も
の
で、

倣
製
鏡
と
し
て
は
特
異
な

他
に
模
倣
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

倣
製
鏡
の
第
二
、

第
三
次
段
階

思

例
で
あ
る
。

機
鋒
帯
の
点
列
文、

簡
素
な
文
様
構
成
な
が
ら
鋳
上
り
の
よ
い

外
縁

の
模
倣
に
よ
る
た
め
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

一

な
ど
、

倣
製
鏡
と
し
て
単
純
に
三
角
縁
神
獣
鏡
の
模
倣
か
ら
一

歩
脱
出
し
た
製
作

技
術
を
う
か
が
わ
せ
る
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3

倣
製
神
獣
鏡
類

三
神
三
獣
鏡
系

福
岡
県
沖
の
島
遺
跡
出
土
例
は
、

擬
錦
帯
を
も
つ

も
の
で
、

外
区
を
外
向
鋸
歯

鏡
管
内
区
の
主
文
様
を
六
区
画
す
る
手
法
は
、

三
角
縁
神
獣
鏡
の
中
で
も
三
神

文、

波
文
と
櫛
歯
文
で
構
成
し
て
い
る
。

西
区
は
変
形
し
た
神
像
四
躯
を
配
し
、

三
獣
鏡
の
み
で
あ
っ
て
倣
製
鏡
の
中
で
最
も
多
い
鏡
式
で
あ
る
。

四
乳
に
ま
つ

わ
る
勾
玉
文
状
の
羅
龍
文
を
表
わ
す。

羅
能
文
も
か
な
り
変
形
し
た

縁
を
三
角
縁
に
作
り
出
さ
ず
に
、

半
三
角
縁
(
斜
線)

に
と
ど
め
て
い
る
も
の

も
の
で
、

同
時
に
神
像
の
面
部
は
獣
面
と
も
思
わ
れ
る
趣
が
あ
る
。

製
作
者
の
文

の
一

群
は、

前
述
の
四
神
四
獣
鏡
と
共
通
す
る
特
徴
で
は
あ
る
が、

西
区
を
⊥
ハ
区

様
に
対
す
る
曖
昧
さ
が
指
摘
さ
れ
る
が、

ま
た、・

本
鏡
の
原
型
が
す
で
に
倣
製
鏡

画
に
求
め
て
い
る
の
は、

倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
影
響
が
強
い
・

の

か

も

知

れ
な

で

あ
っ

た
こ

と
を
推
定
さ

せ
る
。

い
。

さ
ら
に
、

鏡
縁
の

文
様
構
成
も、-

外
向
鋸
歯
文、

複
線
波
文、

櫛
歯
文
を

普

大
分
県
葛
原
古
墳
例
は、

極
端
に
神
像
の
退
化
し
た
も
の
で
、

獣
形
は
走
獣
文

遍
的
に
用
い
、

西
区
と
外
区
と
の
境
界
に
突
帯
を
表
出
し
た
り、

擬
銘
帯
や
珠
文

を
表
現
し
た
意
図
が
明
ら
か
で
、

同
種
文
様
の
繰
り
返
し
で
あ
る。

同
様
な
傾
向

列
帯
を
表
出
す
る
な
ど、

倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
中
で
も、

と
く
に
波
支
帯
を
も

を
み
せ

た

も
の

に

石
川
県
和
田
山
2

号
墳
例
が
あ
る。

外
向
鋸
歯
文、

複
線
波

つ
一

群
に
共
通
す
る
特
徴
を
示
し
て
い
る。

こ
の
波
文
帯
神
獣
鏡
の
性
格
に
つ
い

慨

文、

櫛
歯
支
帯
と
大
分
県
葛
原
古
墳
例
と
共
通
し
、

内
区
周
縁
に
変
形
唐
草
文
を

て
は、

小
林
行
雄
氏
の
論
考
が
あ
る
(
小
林
行
雄
・
一

九
七
九
年)
。

こ

の

中
で



鵬

小
林
行
雄
氏
は、

三
角
縁
波
支
帯
神
獣
鏡
に
は、

三
神
三
獣
鏡
の
多
い
こ
と
を
述

て
、

後
述
す
る

四
獣
・

五
獣
・

六
獣
鏡
ら
と
共
に
、

同
じ

性
質
を
も
つ

も
の
と

考

べ
、

さ

ら
に
、

中
園
製
三
角
縁
神
獣
鏡
と
し

て
は
新
し
い

型

式
の
も
の
で
あ
ろ

う

え
ら
れ
る
が、

西
区
を
獣
形
文
の
み
で
な
く
神
像
を
配
し
て
神
獣
鏡
を
表
現
し
て

と
推
定
し
、

同
時
に、

中
国
鏡
の
そ
の
分
布
が、

倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
分
布
に

,

い

る
の
は、

全

く
の

偶
然
で

は
な
い

と
思
わ

れ
る
。

相
似
し
た
傾
向
を
示
す
こ
と
を
指
摘
し
た。この小林行雄氏の指摘は、古墳副葬

鏡
の
摘
出
に
よ
っ
て
十
分
に
証
し
うることである。従って、倣製三角縁神獣鏡を原型とする鋳鏡の段階は、単純に一鎖種のみの文様を受け継いだものであるかどうかを検討

静
岡
県
か
ぶ
と
塚
古
墳
例
(
59
)

は、

面
径
㎜
㎝

あ
っ

て
三
角
縁
・

半
三
角
縁(斜縁)との中間的な姿を示している。地文を細線によっ.て充填し六乳を配して神・獣を表わす。文様に変形がみられるが、獣が巨を街む図柄をよく遺しており、原型からほど遠からぬ時期の鋳造と推定され

し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

と
い
う
の
は、

倣
製
三
角
縁
神
獣
鏡
が
古
墳
の
副
葬
鏡

る
。

静
岡
県
石
仏
の

坪
古
墳
例
(
60
)

は
、

む
し
ろ
平
縁
・

半
三

角
縁
(
斜
縁)

と
し
て
検
出
さ
れ
る
場
合
の
伴
出
鏡
と
し
て
、

中
国
翼
鏡
の
う
ち
の
ど
の
鏡
種
が

に
近
い

姿
を
示

し
て
い
る
。

す
な
わ
ち、

縁
の

作
り
が
全
体
に

厚

く

な
っ

て

い

て

み
と
め
ら
れ
る
の
か
、

そ
し
て
そ
れ
は、

さ
ら
に

次
の

段

階
の

倣
製
鏡
に
影

響
を

て
、

西
区
と
の

境
界
に

段
差
が
設

け
ら
れ、

さ
ら
に

低
い

突
帯
に
よ
っ

て

区
画
さ

いつ

及
ぼ
し
て
い
る
の
か
ど

う
か、

と
い

う
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る

れ
て
櫛
歯
文、

擬
銘
帯
を
経
て
内
区
に
至
っ
て
い
る。

同
様
の
傾
向
は
岡
山
県
鶴

鵡鏡の鏡

か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
波
文
帯
三
神
三
獣
鏡
出
土
古
墳
の
伴
出
鏡
を
み
る
と、半三角縁(斜縁)四獣鏡、平縁式四獣鏡、平縁・半三角縁(斜線)二神二獣境などを伴出していることがわかる。たとえば、

山
丸
山
古
墳
例、

大
阪
府
古
曽
部
出
土
例
に
も
み
ら
れ
る。

静
岡
県
石
仏
の
坪
古墳と大阪府古曽部出土例とは文様配置などの点できわあて近似していることに注意しておこう。大阪府堺大塚古墳例は、錦帯部位に珠文を

一

35

鰍

兵
庫
県
小
見
塚
古
墳
・

平
縁
四
獣
鏡

配
し
て
い
て
神
像
の
両
側
に
脇
侍
ら
し
き
姿
が
み
え
る
。

獣
形
の
表
現
に
は
退
化

一

代時墳古

兵
庫
県
城
の
山
古
墳
・

平
縁
四
獣
鏡大阪府弁天山C1号墳・半三角

縁
(
斜
線)

二
神
二
獣
鏡奈良県宝塚古墳・半三角縁(畑r家ノ)二神二獣鏡・同三

神
三
献
鏡、平縁二神二獣鏡

が
み
ら
れ
る
が
、

鋳
上
り
も
よ
い
。

千
葉
県
金
鈴
塚
古
墳
例
(
61
)

は
、

西
区
をやや狭くとっていて、乳の配置が不規則であり、乳が獣形文の一部となってしまっている。同時に、神像と獣形とが接近しすぎていて、文様の配列が全体に不規則となっている。この現象は、その原鏡が三神

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が、

他
に
倣
製
三
角
縁
三
神
三
獣
鏡
を
も
つ

古
墳
の
中
に
も

五

獣
鏡
の

類
で

あ
っ

た
か

も
知
れ
な
い
こ

と
を
示
し
て
い

る。

た
と
え
ば
、

千
葉

香
川
県
石
清
尾
山
猫
塚
古
墳
・

半
記
角
縁
(
斜
縁)

六
獣
鏡
・

同
四
獣
鏡

県
小
見
川
町
城
山
一

号
墳
出
土
の
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
は、

京
都
府
椿
井
大
塚
山

大
分
県
免
ケ
平
古
墳
・

平
縁
二

神
二

獣
鏡

古
墳
出
土
鏡
と
同
籠
と
さ
れ
る
三
神
五
獣
鏡
で
あ
り、

金
鈴
塚
古
墳
と
城
山
一

号

広
島
県
41
小
田
古
墳
・

半
三
角
縁
(
斜
縁)

二
神
二

獣
鏡

墳
と
は、

と
も
に

横
穴
式
石
室
を

内
部
主
体
と
す
る、

時

期
の

相
接
す.
る
古
墳
で

兵
庫
県
ヘ

ボ
ン
塚
古
墳
・

半
三
角
縁
(
斜
縁)

四
獣
鏡

あ
る
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る。

金
鈴
塚
古
墳
例
は
城
山
一

号
墳
鏡
を
原
鏡
と
し
た

大
阪
府
ヌ
ク
谷
北
古
墳
・

半
三
角
縁
(
斜
線)

二

神
二

獣
鏡

と

想

定

す

る

の

は

無

理

だ

ろ

う

か
。

..,

京
都
府
百
々

池
古
墳
・

半
三
角
縁
(
斜
縁)

六
獣
鏡

三
重
県
岸
岡
山
古
墳
例
は、

素
文
禄
で
内
区
の
神
獣
鏡
が
か
な
り
便
化
し
て
い

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
て
、

こ

れ
ら
の

舶
載
鏡
と
の

接
触
が

求

め

ら

れ

る。

そ.
し

る
。

内
外
区
の
区
分
が
一

段
高
い
突
帯
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、

粗
い

外殉

鋸
歯
文
が



124

耀
曽

ヒ ぐ

虚F'、

写

ノ』rマP

・ 」

藤
買 鼠 髄 ・ 騒
塾 ・

鱒

を

、 。'濯 薯 鯛 購 躍 ワ

驚覇毅一
_r・

蓬

冨

魑

ン
噛 「.曽`

= ・ ・ メ岐 ・・ンρ

・争'

04,岡 山 ・金蔵 山

謬

59.静 岡 ・かぶ と塚 冨
(20.2cm)'

ゼt'(18 .3cmγ

亀 き..

趣

蔑,

ビ鷲'

㌦犠

灘 脳 　 響轡
窺'一 、 隈

繍難 翻1、
蜜

、h騒 騒'

纒 鍵 　撃
}璽 ・'畠識 ・'

ど 澗 ・ 辱'
、∫啄 ・ツ

.・ 童 ・一'・
・

掴 ・丁 諜 驚 ・ 一、.
r覧"義'謹

手 .,

繊 細 ・噸

羅1讐 一.購,
・,戸 費

、 郡 ジ
ρ 中 ゴ'

醗 聯 マ 緬 ・
剛r

"

㍉加印
「r

?

調 戯.ゴ 磯 腕 ㍗ 騎
爵 ∫ψ 、

欝難 聴 鷲鼻
,甥 ・ 乱 蔓 訟

・駅

長

'撃∫

.

}「.

み

蟹 ・

讃談
覧

難 、
∫'愚 鎮

.

転 ジ

60.静 岡 ・石綿 の坪

(16.5cm)

,。 戸 一麹、 轍65鶴 ・巽 山(
14.2cm)

F

奪

}
券

-

緬

熊 ピ漏

,伊Wρ 畷『; 礪 響 動　懇 謡
響

轟轟 ・
9玉 綿

雪・ 風

い玉

、。鍋 熾 、 爆 三..…'w
(17.3cm)愛 唱h'

、 諒 票

v転 τ一 ・

・`幻

7
」■,

Y灘 墨 田髄
,曽一 躍

『

・ 疑
翠

躍ご襯 羅
,、」ド 幽 剛r岬 ■

ド

「 マ 陶 「

血愈 」

♂ .

6童.千 葉 ・金 鈴塚 66。 酵 岡 ・坂 本

(15.8cm) (12.3cm)

一36「L.



鵬

特
徴
的
で
あ
るσ

京
都
府
里
塚
古
墳
出
土
例
は.

全
体
の
半
分
以
上
を
欠
失
し
て

た
め
に
文
様
の
不
鮮
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
内
区
を
狭
く
つ

く
り、

四
乳
を
配
し

い

る
が、

変
形
の
著
し
い

獣
形
と、

三
角
形
に

表
現
さ

れ
た
神
像
文
と
を

知
り
う

て
二
神
三

歎
を
表
現
す
る
。

神
像
に
は
や
や
原
型
に
近
い
表
出
が
み
ら
れ
る
も
の

る
。

乳
の
位
置
が
や
や
不
規
則
で
あ
る
の
で
、

変
則
的
な
神
獣
文
の
配
列
が
予
想

の
、

対
慨
す
る

神
像
の

躯
が

獣
形
に
な
っ

た

り
し
て
い
て
、

本
来
の

神
・

獣
形
を

さ
れ
る。

愛
知
県
石
亀
塚
古
墳
例
は
、

S

字
形
に

変
形
し
て
い
る

獣
文
三
躯
と、

完
成
さ
せ
て
い
な
い
。

縁
は
三
角
縁
の
模
倣
と
も
み
ら
れ
る
が
肥
厚
に
不
十
分
な

三

角
形
に

変
形
し
た
神
躯
と

を
配
し
た
も
の
で
、

神
獣

文
の

表
現
が
浅
く、

地
文

面
が
あ
っ

て
、

平
縁
の
域
を
出
な
い
。

擬
錦
帯

が

あ
っ

て

内
・

外
区

を

区

分

す

も
表
出
さ

れ
て
い

な
い
の
で
、

粗
雑
な
感
を
与
え
る
。

大
分
県
下
山
古
墳
例
は、

る
。

三

重
県
筒
野
古

墳
例
(
62
)

は
、

小
形
な
が
ら
四
乳
を
配
し
て、

脇
侍
を
も

西
区
に
六
乳
を
配
し
て
交
互
に
神
・

獣
文
を
表
現
す
る。

神
像
は
両
手
を
挙
げ
た

っ
二
神
が
対
置
さ
れ
て
お
り、

粗
い
外
向
鋸
歯
文
を
重
ね
て
い
る
。

奈
良
県
丸
塚

姿
で
、

獣
形
は
横
向
き
に
表
わ
さ
れ
て
い
る。

擬
錦
帯
が
内
外
区
を
区
分
し
て
い

古
墳
例
は
、

四
乳
を
配
し
て
二
神
と
三
献
が

対
置
さ
れ
、

擬
銘
帯
が
内
外
区
を

る。

宮
崎
県
紙
園
原
古
墳
例
は、

S

字
形
に
変
形
し
た
獣
形
と
神
像
の
座
像
と
が

区
分
す
る
。

線

岡
県
丸
腰
山
古
墳
例
(
63
)

は、

獣
形
文
の
変
形
が
著
し
く、

神

て

交
宜
に
配
さ
れ
て
い
て
、

簡
素
な
作
り
で
あ
る。

愛
知
県
石
亀
塚
古
墳
例
と
近
似

像
の

原
型
に

近
い

表
現
と
対
象
的
で

あ
る。

神
像
に
脇
侍
が
配
さ
れ
て
い
て
、

平

いゆ試鋸

す
る
。4

倣
製
神
獣
鏡
類

二
神
二
獣
鏡
系

縁
神
獣
鏡
の
特
徴
を
よ
く
表
わ
し
移
銘
帯
を
も
つ
。

京
都
府
美
濃
山
王
塚
古
墳
例は、神像は体躯を欠き頭部のみを表現する。獣形が横位に表現されていて、平縁神獣鏡の系統を引く。福岡県丸腰山古墳例と近似する。

}

の鏡

四
神
四
獣
鏡、

三
神
三
獣
鏡
系
が
三
角
縁
神
獣
鏡
類
の
影
響
を
か
な
り
受
け
て

こ
の
他
神
像
・

獣
形
と
も
に
変
形
の
著
し
い
も
の
に
は
、

岐
阜
県
行
基
寺
古墳

37

製倣

い

た
の
に

対
し
て、

二

神
二

獣
鏡
系
の

諸
例
は、

む
し

ろ
平
縁
・

半
三

角
縁
(
斜

例、

福
岡
県
津
和
崎
出
土
例、

群
馬
県
内
出
土
例、

大
阪
府
奥
坂
出
上
例、

香
川

}

鍬

縁)

の

伝
統
を
受
け
継
い

だ
感
が

強
い
。

た
と
え
ば、

縁
の

作
り
に
し
て

も
縁

厚

県
弘
法
寺
古
墳
例
な
ど
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
神
像
が
「
十
字
形
」

に
表
現
さ
れ
て

脚古

の

平
均
化
が
み
ら
れ
る。

こ
の
傾

向
は

次
項
の
二

神
四

獣
鏡
系
よ
り
も
顕
著
で
ある。西区を四乳で区画するのは、四神四獣鏡系、二神二獣鏡系、二神

い

る
も
の
や
、

獣
面
に

神
像
体
躯
を
付
け
た
も
の
で

あ
り、

獣
形
の

向
き
も
一

定しなかったり、きわめて不規則、不徹底なものとなっている。外区文

四
獣
鏡
系
と
に
共
通
す
る
方
法
で
あ
る
が
、

神
・

獣
形
の
表
現
方
法
が
ほ
と
ん
ど

様
帯
に
も
バ

ラ
エ

テ
ィ

が
あ
っ

て

不
安
定
で
あ
る。

の

場
合、

い
わ
ゆ
る

牛
肉
刻
手
法
に
な
っ

て
い

る
点
で
、

肉
刻
を
中
心
と

す
る
三

角
縁
神
獣
鏡
類
と
区
分
し
う
る
が、

同
時
に、

縁
の
形
態
が
特
徴
的
に
模
倣
さ
れ

5

倣
製
神
獣
鏡
類

二
神
四
獣
鏡
系

て
い
な
い

と
こ
ろ
に
も、

平
縁
神
獣
鏡
類
の

影
響
を
強
く

受
け
て
い
る
こ

と
が
理

西
区
は
四
乳

～
八
乳
ま
で

と
変
化
形
が

多
い
。

二

神
・・
四
獣
を
表
現
す
る
も
の

解
さ
れ
る。

を
一

括
し
て
み

た
。

滋
賀
県
瓢
箪
山
古
墳
例
は、

一

見
舶
載
鏡
と
も
思
え
る
ほ
ど
鋳
上
り
が
よ
い
。

大
阪
府
紫
金
山
古
墳
例
は、

大
形
鏡
で
、

縁
に
勾
玉
支
帯
を
表
出
す
る。

内
区

四
乳
で
獣
形
に
は
鮮
明
な
も
の
が
あ
る
が、

獣
形
文
の
一

部
や
神
像
に
変
形
が
み

は
組
線
に
よ
る
変
形
獣
文
を
地
文
と
し
て
用
い
、

上
文
と
し
て
二
神
と
四
獣、

他

ら
れ、

踏
み
返
し
と、

若
干
の
手
直
し
が
推
定
さ
れ
る
。

猟
区
文
様
帯
は
倣
製
鏡

に
神
像
両
側
に

脇

侍
と
想
像
さ
れ
る
文
様、

さ

ら
に

神
像
・

獣
形
文
と
の

中
間
に

の
他
側
と
共
通
す
る
特
徴
を
示
し
て
い
る。

福
井
県
龍
ケ
岡
書
壇
例
は、

銀
着
の

も…
竈
龍
と

思
わ

れ
る
文
転
が
み
え
る
。

二

神
と
四
獣
は
銀
を
は
さ
ん
で

対
置
さ
れ



て
い
る
か
ら
、

神
像
と
獣
形
の
関
係
は
原
型
か
ら
模
倣
し
た
の
で
あ
ろ
う。

八
乳

せ
、

二

獣
を
ま
た
相
対
さ
せ
た
変
則
形
で
あ
る
。

神
像
の
表
現
に
は
三
角
縁
神
獣

あ
っ

て
獣
帯
鏡
類
と
の
関
係
も
見
逃
せ
な
い
。

岡
山
県
金
蔵
山
古
墳
例
(
64
)

は
、

親
類
の
手
法
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

他
は
原
型
を
想
定
し
え
な
い
も
の
が
あ

六
乳
の
間
に
四
神
二
獣
を
配
し
て
い
る。

神
像
の
表
現
に
二
種
類
用
い
て
い
る
の

る
。

静
岡
県
坂
本
古
墳
例
(
66
)、

山
口
県
女
山
古
墳
例
は
獣
形
と
神
像
の
区
別
が

が
特
徴
的
で
、

獣
形
を
み
る
と
四
獣
鏡
系
の
表
現
を
用
い
て
い
る。

原
型
と
し
て

明
確
で
な
い

例
で
、

神
像
頭
部
と
獣
躯
と
が
合
体
し
て
い
る
。

奈
良
県
割
塚
古
墳

二

種
類
以
上
の
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、

第
二
次
的
な
倣
製
鏡
と
も

例
は、

四
乳
を
配
し
て
、

鉦
を
中
心
に
し
た
獣
形
ど
神
像
が
あ
り、

龍
虎
鏡
の
手

い

え
る
。

岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
例
は
五
乳
を
配

し
て

い

る。

鋸
化
が
著
し
い

法
を
と
り
入
れ
る
。

他
は
一

神
と
三
歎
を
表
現
し
て
お
り、

二
種
以
上
の
原
型
を

の
で
詳
細
は
不
明
確
な
が
ら、

二
神
を
各
乳
間
に
、

二
獣
を
各
糺
問
と
一

乳
間
に

モ

デ

ル

と

し

て.
い

る

の

で

あ

ろ

う
。

二
獣
を
入
れ
た
も
の
で
、

内
区
の
文
様
の
意
識
が
う
す
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か。

i

宮
崎
県
持
田
A
40
号
墳
例
は
、

神
像
を
こ
躯
並
置
し
て
、

あ
と
は
四
獣
を
連
続
さ

6

倣
製
神
獣
鏡
類

神
像
鏡

せ
、

乳
を
用
い
た
区
画
が
み
ら
れ
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
点
で
四
乳
を
も

獣
形
文
の
表
出
が
み
ら
れ
ず、

神
像
の
み
の
表
現
に
と
ど
ま
る
も
の
や
神
像
鏡

ち
な
が
ら
神
像
獣
形
各
二

駆
を
並
置
し、

他
に
各
一

獣
を
配
す
る
。

徳
島
県
箕
山

を
獣
形
に

付
設

さ
せ

た
も
の

な
ど
の
「

群
の
も
の

が
あ
る
。

た
と
え
ば、

兵庫

県

古
墳
例
(
65
)
、

和
歌
山
県
富
安
古
墳
例
の
二
例
は
共
通
し
た
文
様
配
置
を
示
す。

伯
母
ケ
谷
古
墳
例、

鳥
取
集
水
道

山
古
墳
例、

岐
阜
県
行
基
寺
古
墳
例
な
ど
は
神

ま
た、

岐
阜
県
行
基
寺
古
墳
例
も
四
乳
を
配
し
な
が
ら
一

神
一

獣
を
表
わ
し
た
乳

像
表
現
に
共
通
し
た
特
徴
を
示
し
て
お
り、

四
乳
あ
る
い
は

六
乳
を

用
い

て
い

一

間
二
個
所
と
一

献
の
み
を
配
し
た
乳
問
二
個
所
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で、

前
二

者

る
。

こ

れ
ら
は
、

四
神
四
獣、

三

神
三

歎
な
ど
の
三

角
縁

神
獣
鏡、

平
縁

神
獣

鏡.

38 .

と
共
通
す
る。

京
都
府
産
土
山
古
墳
例
も
乳
の
配
置
を
省
略
し
て
二

神
を
相
対
さ

が
原
型
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、

四
乳
を
用
い
た
例、

群
馬
県
長
者
屋

一
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窟

敷
古
墳
例
な
ど
は
平
縁
神
獣
鏡
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。

さ

れ
て
い

る。

同
古

墳
の

も
う
一

面
の

出
土

例
(
72
)

は、

前
者
と

同
大
で
、

半

六
乳
の
も
の
に
は
京
都
府
乗
車
塚
古
墳
例、

群
馬
県
赤
堀
茶
臼
山
古
墳
例
(
67
)
、

円

方
形
帯
を
も
つ
。

外
区
・

縁
文
も
ほ
と
ん
ど

前
者
と
一

致
し
て
お

り、

内
区
の

岐
阜
県
船
木
山
24

号
墳
例
な
ど
が
あ
る
。

文
様
配
列
に
つ
い
て
も
共
通
す
る
が、

龍
虎
文
の
表
現
方
法
π
若
干
の
相
違
が
み

奈
良
県
秋
津
村
出
土
例、

千
葉
県
鶴
巻
古
墳
例
(
68
)

は
内
区
に
乳
を
用
い
ず

と
め
ら
れ
る
。

一

部
を
欠
失
し
て
い
て
細
部
に
つ
い
て
は
不
明
確
な
部
分
も
あ
る

に
、

地
文
と
し
て
の
変
形
唐
草
様
渦
文
に
よ
っ
て
内
区
を
五
分
し
て
い
る
例
で
あ

が、
.

鉦
を
は
さ

ん
で

龍
が

相
対
し
、

は
さ

ま
れ
て
一

虎
が

表
現
さ

れ

る。

文
様
の

る
。

配
列
に
つ
い
て
両
者
は
共
通
す
る
。

滋
賀
県
新
開
古
墳
例
(
73
)

は
釦
を
中
心
と

千
葉
県
瓢
塚
古
墳
例
(
69
)
、

栃
木
県
山
王
寺
入
桝
塚
古
墳
例
な
ど
は
四
乳
の

間

し
て
龍
虎
一

対
を
表
わ
す。

擬
錦
帯
を
も
ち、

舶
載
原
型
の
姿
を
よ
く
伝
え
て
い

に
四
神
を
表
わ
し
て
い
て
、

栃
木
県
山
王
寺
大
桝
塚
古
墳
例
で
は
、

内
外
区
境
界

る
。

の

の

部
分
に
、

振
文
形
文
様
帯
を
も
つ
。

ま
た
、

地
文
と

し
て

珠
文
を
も
つ

も
の

9
・

奈
良
県
南
生

駒
郡

出
土

例
(
圭,一7

)
、

鳥
取

県
馬

山
4

号
墳
例
(
75
)

は

両
者
と
も

匠御式鏡

に
滋
賀
県
種
路
古
墳
例
が
あ
る。

千
葉
県
瓢
塚
古
墳
例
も
地
文
と
し
て
渦
文
を
もつ。地文はこの類には欠かせぬ要素でもあろうか。ただし、原型を推定しうるものには地文はない。

に
鉦
を
中
央
に
し
て
変
形
著
し
い
龍
虎
一

対
を
相
対
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

擬
錦帯の位置や縁文の構成などでみると、両者はきわめて近い関係にある。富山県国分山A号旗例(76)は、錘をはさんで龍・虎が相対するものであり、長野県大畑古墳例も虎躯・龍躯・龍頭は表現されている

一

動

㈲

龍
虎
鏡
類

が
虎
の
頭
部
を
欠
く
例
で
あ
る
。

岐
阜
県
赤
坂
古
墳
例
は
、

唐
草
文
縁
を
も
ち、

39

製轍時墳

従
来、

盤
龍
鏡
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、

龍
頭
の
他
に
虎
を
表
わしているので、龍虎鏡とも呼ばれた。龍虎鏡は、三角縁型式のものを除いて一般に乳をもたない。鉦を中心として獣躯が表わされ、頭部が

西
区
の
双
龍
文
も
鉦
を
は
さ
ん
で
対
称
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

龍
頭
の

表
現
にやや便化したところがみえ、外縁唐草文にも蕨手文的要素が加わるから、倣銀鏡とみてよい。

㎜

古

二

頭、

三
頭
に
な
る
こ
と
が
あ
り、

少
数
の
も
の
は
尾
部
が
省
略
さ
れ
る
。

倣
製

栃
木
県
桑
57

号
墳
出
土
例
(
77
)

は
、

素
文
縁
で

内
区

は

円
獣
銀
座

を
は

さ

鏡
の
場
合
に
は
、

龍
虎
鏡
を
原
型
と
す
る
も
の
は
少
な
い
。

従
っ

て
、

倣
製
龍
虎

ん
で
躯
の
表
現
が
あ
り、

獣
躯
に
も
鱗
状
の
斑
点
を
表
わ
し
て
龍
文
を
し
の
ば
せ

鏡
を
さ

ら
に
い

く
つ

か
の

鏡
式
に

分
類
す
る
こ
と

は
困
難

だ
し、

ま
た
さ
し

た
る

る
。

意
味
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う。

京
都
府
西
車
塚
古
墳
例、

(
伝)
和
泉
国
出
土
例、

大
阪
府
城
山
古
墳
例
の
三
例

「

奈
良
県
古
市
方

形

墳

例
(
70
)

は

面

径
鵬
㎝

あ
る
。

擬
錦
帯
を
も
ち
鉦
を
は

は、

い
ず
れ
も
龍
虎
獣
帯
鏡
を
原
型
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る。

本
来
な
ら
ば
、

さ
ん
で
龍
頭
が
相
対
し
て
い
る
。

虎
文
の
表
現
が
な
い
。

縁
の
つ

く
り
は
神
獣
鏡

龍
虎
文
が
鉦
に
よ
り
接
近
し、

西
区
に
獣
帯
文
(
走
獣
文)

が
表
現
さ
れ
る
型
式

に
近
い
も
の
を
も
つ

が、

内
区
に
韻
文
の
み
を
配
す
る
手
法
は
三
角
縁
の
そ
れ
を

の
も
の
で
あ
る
が、

龍
虎
文
を
内
区
の

主

文

様
と

し
、

(
伝)

和
泉
国
出
土
例
で

原
型
と
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
例
(
71
)

は
西
区
に
半円方形帯を表わし、縁は三角形に近いつくりで表現している。内区は

は
、

鉦
を
め
ぐ
る
文
様
帯
に
二
獣
文
を
配
し
て
原
型
の
面
影
を
伝
え
る
に
と
ど
ま

9

っ

て

い

る
。

鉦
を
は
さ
ん
で
龍
頭
が
相
対
し
て
い
て
、

そ
の

中
央
に
虎
の
頭
部
が
一

躯
分
表
わ
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翅か

㈲

画像

鏡
頚

獣
文
を
表
わ
し
、

奈
良
県
宝
塚
古
墳
例
と
近
似
す
る
。

福
岡
県
寿
命
王
塚
古
蹟
例

中
国
鏡
の
中
で
、

西
区
主
文
様
の
表
出
が、

画
像
石
に
似
て
平
坦、

扁
平
な
文

(
81
)

は
、

半
円
方.
形

帯
を

表
出
し
て
い

て
、

さ
ら
に

半
円

方
形

帯
の

内
側
に
、

、

様
表
出
手
法
を
と
り、

文
様
の
題
材
に
も
神
人
を
主
体
と
し
て、

龍
虎、

禽
獣
文

飛
禽
走
獣
の
退
化
し
た
と
思
わ
れ
る
文
様
帯
が
鋳
出
さ
れ
て
い
る
。

内
区
は
神
人

を

配
し
た

り、

神
人
の

歌
舞
な
ど
を
表
現
し
た
も
の
を .画

像
鏡
と

呼
び
な

ら
わ
し

四
躯
と
変
形
龍
文
四
躯
が
交
互
に
配
し
て
あ
る
。

乳
が

鋳
出
さ

れ
て

い

な
い
。

て
い
る
。

三

角
縁
を
呈
す
る
も
の
と

平
縁
の
も
の
と
が

あ
る
。

中
国
で
は
、

漸
江

福岡

県
沖
の
島
遺
跡
出
土
例
(
79
)

は
経
文
と
し
て
菱
雷
文、

内
外
区
の
境
界
に

省
紹
興
古
墓
群
の

41
で
、

後
漢、

呉
の

無口75

を
記

す
も
の

が

あ
る

(
梅
原
末
治
・

半
円
方
形
帯
を
表
出
す
る
か
ら、

画
文
帯
神
獣
鏡
系
統
の
も・
の
の
影
響
を
受
け
て

一

九
三

九
年)
。

い
る
。

西
区
は
四
乳
を
配
し
て
お
り、

鉦
を
は
さ
ん
で
神
人
が
相
対
し
、

走
獣
文

倣
製
鏡
と
し
て
は、

西
区
主
文
様
を
よ
く
模
倣
し
て
い
る
が
、

中
国
に
お
け
る

が
同
様
に
鉦
を
は
さ
ん
で
相
対
す
る。

福
岡
県
寿
命
王
塚
古
墳
例
と
福
岡
県
沖
の

画
像
鏡
を
原
型
と
す
る
板
会
が
あ
ま
り
な
か
っ

た
の
で
は
な
い

か

と

考
え

ら

れ

島
遺
跡
出
土
例
は
、

共
に
銀
座
に
櫛
歯
文
を
用
い
る
点
で
共
通
す
る
。

て

る。

舶
載
の

画

像
鏡
に
は

平
縁
の

も
の
、

三

角
縁
の

も
の
、

半
三

角
縁
(
斜
線)

滋
賀
県
新
開
古
墳
例
(
78
)

は、

画
経
師
㎝
と
大
形
の
部
に
属
す
る
が、

外
縁

いり式鏡

の
も
の
な
ど
三
種
類
が
み
と
め
ら
れ
る
し
、

鏡
式
と
し
て
は、

神
人
龍
虎
鏡
・

神人車馬鏡・押入歌舞鏡の三者がみと萄られる。古墳の副葬鏡としてみられる舶載鏡には上記の三者がみられるが、倣翼鏡の場合には神人龍

部
に
三
八
角
組
文
を
も
ち、

入
紐
支
帯
を
7

区
に
区
分
し
て
い
る
。

こ
の
7

区
分に意味があるのかどうかは不明であるが、内区を四乳で区画したり、内外区の境界に蕨手文様による一種の画文帯を醒したりしているとこ

一

助

虎
鏡
・

神
人
車
馬
鏡
の
二
種
が
ほ
と
ん
ど
で
、

歌
舞
鏡
は
和
欣
山
県
隅
田
八
幡
宮

ろ
を
み
る
と
特
別
な
意
味
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
。

内
区
は
四
乳
を
め
ぐ
っ

て
変
形
龍

41

製鰍塒埋

鏡
の
み
で

あ
る
。

ま
た
、

倣
翼
鏡
の

場
合
に

は、

平
縁
も
し

く
は
半
三

角
縁
(

鋭縁)のものに限定されているから、その原型となったものは、舶載鏡の中でも鏡式が限定されるかも知れない。

文
が
あ
り、

神
人
が
三
区
画
に
表
出
さ
れ、

一

躯
の
神
人
は
走
獣
(
龍
か
?)

の背に乗った姿を表現する。龍文も乳にまつわる姿を示すから、羅韻文を表現しているのかも知れない。

一

古

滋
賀
県

大

岩
山

古

墳
例
(
80
)

は
謝
cm
と
大
形
で
、

変
形
流
雷
文
縁
を
も
つ

福
岡
県
津
和
崎
箱
式
石
棺
内
出
土
と
伝
え
る
例
も、

三
角
縁
風
の
縁
文
構
成
を

て
西
区
に
画
像
文
を
配
す
る。

画
像
文
は
神
人
と
走
獣
文
を
中
心
と
し
て
描
き
出

示
し
て
お

り、

西
区
は

四
乳、

乳
間
に

神
人
二

躯
つ
つ

を
表
わ
す。

一

部
分
火
矢

し、

鳩
車
ら
し
き
図
様
も
二
個
所
に
み
ら
れ
る
。

銀
座
四
葉
文
間
に
も
神
人,
四
躯

し
て
い
る
か

ら

車
馬、

走
獣
文
の

表
出
が
あ
っ

た
か
ど

う

か

不
明

で

あ

る
。

こ

を
表
現
し
て
い

る
。

内
.

外
区
の

境
界
に
擬
錦

帯
を
お
き

廃

休
を
⊥
ハ
乳
に
よ
っ

て

こ
で
、

和
歌
山
県
隅
田
八
幡
宮
鏡
に
つ
い
て
も
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

外
縁

区
画
す
る
。

舶
載
鏡
の
多
く
は
四
乳
に
よ
る
区
画
を
中
心
と
す
る
か
ら、

本
資
料

に
錦
帯
を
も
ち
内
外
区
の

境
界
に

半
円
方
形
帯
を
も
つ
。

方
形
格
内
に
も
綴
錦
を

は
獣
帯
鏡
の
文
様
配
置
も
意
識
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

奈
良
県
宝
塚
古
墳
例

表
出
し

て
い

る

か

ら
外
区
の
様
式
は
明
ら
か
に
平
罧
画
支
帯
神
獣鏡

の
影
響
下

(
82
)

は
三
角
緑
風
の
外
縁
を
も
ち、

西
区
は
四
乳
を
配
し
て
神
人、

神
人
車
馬、

に

あ

る

と

み

て

よ

い
。

内
区
に

は、

変
則
的
で

は
あ
る
が
四
乳
を
配
し
て

神
人.

走
獣
文
を
表
わ
す。

三
角
縁
神
人
車
馬
画
像
鏡
な
ど
が
原
型
と
し
て
介
在
す
る
のかも知れない。奈良県都那村出土例も面径郷㎝と大形である。一二角縁

歌
舞
文
を
鋳
出
し
て
い
る
。

乗
馬
姿
の
神
人
が
一

躯
だ
け
表
出
さ
れ
て
い
る
が
馬車の表現は見当らない。文様表現手法も平坦・扁平な技法を用いてい

神
獣
鏡
類
に
通
有
の
縁
を
も
ち、

西
区
に
四
乳
を
況
し
て
神
人、

神
人
車
馬、

走

る
か
ら、

や
や
凹
凸
の
は
げ
し
さ
は
あ
る
が、

画
像
鏡
の
手
法
と
受
取
れ
る
。

原
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捌

型
と
し
て
平
縁
神
獣
鏡
と
画
像
鏡
と
の
二
者
を
模
し
て
い
る
が
、

神
人
歌
舞
文
に

は、

さ
き
に

挙
げ
た
諸
鏡
よ
り
も
原
鏡
へ

の

忠
実
度
が

高
い

と
い
え
よ
う。

ω

獣
帯
鏡
類

倣
製
鏡
と
し
て
は
唯
一

の
紀
年
銘
鏡
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

銘
文
の
内

獣
帯
鏡
は
本
来、

四
霊
三
瑞
(
四
神
と
瑞
獣)

を
表
出
す
る
も
の
に
つ
い
て
そ

容
に
つ
い
て

は
諸
先
学
の

論
議
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
で

は
触
れ
な
い
が、

銘
文
中

の
名
が
与
え
ら

れ
て
い

る
が、

西
区
の

文
様
帯
は
七
乳
・

七

区
画
を

原
則
と
し
て

に
み
え
る
年

紀
に
つ
い
て

若
干
の

私
見
を
述
べ

て
お
き

た
い
。

い
て
、

そ
れ
よ

り
も
多
い

区
画、

つ

ま
り
八
区
画
以
上
の
も
の

も
あ
る
。

六
区
画

銘
文
中
の
「
癸
来
年」

は、

西
暦
年
で
求
め
る
と
鵬

年
・

媚

年
・

鵬

年
の
三

者

の
も
の
に
は
舶
載
鏡
に
お
い
て
も
獣
帯
鏡
の
構
成
要
素
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
、

が
有
力
で
あ
る。

そ
し
て、

舶
載
画
像
鏡
と
画
文
帯
神
獣
鏡
と
を
原
鏡
と
し
て
鋳

六
獣
以
下
の
も
の
は
獣
帯鏡

の
中
に
含
め
な
い
方
が
よ
い
。

造
さ
れ
た
と
仮
定
す
る
と、

中
国
に
お
け
る
両
鏡
式
の
年
代
と
倣
製
鏡
の
工
人
が

獣
帯
鏡
は
、

舶
載
鏡
の
場
合
に
は
細
線
表
出
に
よ
る
文
様
の
も
の
と、

半
肉
刻

そ
れ
を
実
見
し
う
る
時
期
の
問
題
と
な
る。

画
文
帯
神
獣
鏡
は、

古
墳
の
初
期
の

手
法
に
よ
る
も
の
と
の
二

者
が
あ
る
。

細
線
表
出
に
よ
る
も
の
は
四
神
鏡
の
系
統

匠り

段
階
で
も
見
ら
れ
る
が、

中
期
古
墳
時
代
に
も
副
葬
鏡
と
し
て
み
ら
れ
る
し
、

西暦五世紀代の有力古墳に副葬されていることが多い。しかも、扇箱鏡をもつ一群の画支帯神獣鏡があるから、四世紀代から五世紀代にかけ

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が、

牛
肉
刻
手
法
に
よ
る
も
の
は、

神
獣
鏡
類
や
龍
虎鏡などと接触をもつものと思われる。資料的には細線刻表出のものの

方が豊富である。倣製鏡としても、獣帯鏡の主流は細線表出手法に.よる

式鏡

て、

そ

れ
を

原
型

と
す
る
倣
製
鏡
の

製
作
は
可
能
で
あ

る。

し
か
し
、

画
像
鏡、

も
の
で

あ
り、

半
肉
刻
手
法
に
よ
る

も
の
は
す
く
な
い
。

一

物製鰍時墳

し
か
も
神
人
歌
舞
文
を
模
倣
す
る
こ
と
に
な
る
と、

か
な
り
年
代
的
に
限
定
が
できる。神人歌舞画像鏡を剖葬鏡としてもつ古墳をみると、大阪府長持山古墳・大阪府郡川古墳・福岡県番塚古墳・岡山県朱子駄古墳(伝)・京都府トヅカ古墳・福井県西塚古墳・東京都亀塚古墳な

○
仮
製
獣
帯
鏡
類

A
型半肉刻手法による文様

表
出
の
も
の
を
一

括
し
て
み
た
。

こ
の
中
に
は
神
獣鏡の模倣を意図したことのみえるものも含まれていて、原型が必ずし

43一

古

ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が、

い

ず
れ
も
古
墳
の

編
年
的
な
位

置
か
ら
す
る
と
五
世

紀
中.

も
獣
帯
鏡
で

あ
っ

た
と
は
云
い
切
れ
な
い
。

葉
～
五
世
紀
末
葉
ま
で
の
も
の
と
な
る。

西
暦
四
〇
〇
年
代
中
に
は
古
墳
へ

の
埋

京
都
府
園
部
垣
内

古墳

例
(
83
)

は、

内
区
に
鉦
を
め
ぐ
る
七
乳
の

獣
帯
と、

紬
が
終
了
す
る
こ
と
を
意
味
す
る。

と
く
に
、

隅
田
八

幡
宮
鏡
の
場

合
に
は
、

東

そ
れ
を
と
り
ま
く
六
乳
の
獣

帯
鏡
で
あ
る。

内
圏
・

外
周
と
も
に
飛
禽
走
獣
文
を

京
都
亀
塚
古
墳
出
土
鏡
の
中
に
、

そ
の
画
像
文
の
原
型
を
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ

表
出
し
て
い
て
、

西
区
の

文
様
表
現
と
し
て
は
、

舶
載
鏡
と
思
え
る
ほ
ど

鮮
明
な

る
か
ら、

他
の
倣
翼
鏡
の
鏡
式
と
照
合
し
て
み
る
と、

五
世
紀
代
中
葉
を
中
心
と

鋳
上
り
を
み
せ

て
い

る。

内
・

外
区
の
境
界
に
擬
錦
帯
が
あ
っ
て
、

倣
製
鏡
と
断

す
る
製
作
年
代
を
考
定
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

福
山
説
(
福
山
敏
男

定
す
る
根
拠
に
な
っ

て
い
る
。

鏡
背
文
様
の
大
部
分
は
舶
載
鏡
の
踏
み
返
し
に
よ

・
一

九
三

四
年)

に
よ

れ
ば
五
〇
三

年
説
と
い

う
こ

と
に
な
る
が、
⊥
ハ
世
紀
代
初

る
も
の

か
も
知

れ
な
い。

奈
良
県
マ
エ

塚

古
墳
例

は、

内
区
を

八
乳
で

区
分

す

期
ま
で
倣
銀
鏡
の

製
作
が
続
け
ら
れ
て
い
た
と
み
る
こ

と
は
む
つ
か
し
く、

ど
ち

る
。

地
文
と
し
て
渦
文
を
用
い
て
い
て
八
獣
を
表
わ
す。

神
獣
鏡
を
意
図
し
た
も

ら
か
と
い
え
ば、

鋳
造

技
術
の
上
か
ら
み
る
と
四
四
三

年
説
を
採
り
た
い
。

の
か
も
知
れ
な
い
。

鳥
取
県
六
部
山
古
墳
例
は、

七
獣
の
表
現
は
あ
る
が
乳
を
鋳

出
し
て
い
な
い
。

素
文
縁
で

擬
錦

帯
を
も
つ
。

岐

阜
県
中
野
古
墳
例
・
(
84
)

は
、
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塒

京
都
府
園
部
垣
内
古
墳
例
と
同
様
に、

二

重
の
獣
支
帯
を
も
つ
。

内
庭
外
側
の
獣

め
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た、

大
阪
府
御
旅
山
古
墳
例
は
、

流
雷
文
縁、

帯
は
七
乳
を
配
し
て
変
形
し
た
七
獣
を
表
現
し
て
い
る
が、

内
側
の
獣
帯
は
変
形

八
乳
を
配
し
て
同
種
難
文
八
躯
を
表
出
し
て
、

奈
良
県
宝
塚
古
墳
例
と
同
じ
意
匠

支
帯
と
な
っ

て
い

る。

鉦
を
め
ぐ
っ

て

珠
支
帯
が

あ
る
が
、

舶

載
鏡
の

場

合、

こ

を

基
本
と
し
て

い
る
。

の

部
分
に

錦
帯
を
も
つ

も
の
が

あ
る
。

香
川
県
川

東
古
墳

例
(
85
)

は、

西

区
に

岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
例
(
86
)

は
、

西
区
に
六
乳
を
配
し
て
六
種
類
の
獣
文

七
乳
を
配
し
た
獣
帯
鏡
で
、

文
様
表
現
と
し
て
は
妓
阜
県
中
野
古
墳
例
と
近
似
す

を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

銀
を
め
ぐ
っ

て
十
二

支
錦
帯
が
表
わ
さ
れ
る
の
が
舶

る
。

載
鏡
で
は
通
例
で
あ
る
が
、

水
捌
で
は
銘
帯
が
文
様
帯
と
な
り、

か
つ

乳
を
欠
く
。

　

福
岡
県
沖
の
島
遺
跡
出
土
例
は
明
ら
か
に
三

角
縁
神
獣
鏡
を
モ
デ
ル
と
し
た
も

兵
庫
県
小
見
塚
古
墳
例
は、

獣
支
帯、

櫛
歯
文、

擬
銘
帯
が
あ
っ

て
内
区
に
い

の
で
あ
る
。

西
区
に
四
乳
を
配
し
て
各
乳
間
に
各
二
獣、

合
計
八
獣
を
表
わ
す。

た
る
。

西
区
は
一

部
欠

失
し
て
い

る
が
、

本
来、

乳
は

四
乳
で
四

獣
を
配
し
た

も

お
そ
ら
く
は
四
神
四
獣
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う。

擬
錦
帯
を
も
つ
。

静
岡
県

の
で

あ
ろ
う
。

πゆ試鋸

前
山
古
墳
例
は、

内
区
の
大
半
を
欠
失
し
て
い
る
が、

二
重
の
獣
帯
を
め
ぐ
ら
すものとみてよい。縁を三角縁風につくっているが、外向鋸歯文帯の内側にも変形文.(獣帯か?)帯がみとめられる。千葉県持塚古墳例は内区六乳に七獣を表わす。乳をめぐる獣文は竈龍文の変形でもあろう

兵
庫
県
宮
山
古
墳
例
(
87
)

は、

外
縁
を
外
向
鋸
歯
文、

珠
文
で
構
成
し、

内庭を二重に文様帯をつくる。・外側に細線による七獣を表わし、内側には渦文・擬唐草文などを充填する。鉦をめぐる文様帯にも渦文と擬唐草文とを配する。

一

の鏡

し、

一

神
ら
し

く
思
え

る
文
様
も

獣
頭
初

願
の
混

合
文
様

に
な
っ

て
い

る
。

徳
島
県
箕
山
古
墳
例
は、

複
線
波
文
縁、

櫛
歯
文
帯
を
経
て
内
区
に
い
た
る
。

45

製焔時蹟

熊
本
県
小
坂
大
塚
古
墳
例、

佐
賀
県
薄
尾
古
墳
例
は
い
ず
れ
も
獣
首
の
み
を
表わしたものである。熊本県小坂大塚古墳例は八乳八獣首で、佐賀県薄尾古墳例は四乳八戦盲である。

西
区
は
大
部
分
が
欠
失
し
て
い
て
全
容
を
判
断
で
き
な
い
が
、

か
ろ
う
じ
て
二

個の乳がみえる。復原すると七乳になり、駄文の変形は著しいが倣製獣帯鏡としては原鏡に近い。また、福岡県重留箱式石棺墓出土例は、徳

一

づ「

島
県
巽
山
古
墳
例
と
酷
似
す
る
が
同
箔
品
か
否
か
は
検
討
を
要
す
る
。

○
倣
製
獣
帯
鏡
類

B
型

京
都
府
美
濃
山
王
塚
古
墳
例
に
は、

同

型
の

も
の

が
二
画
あ
る
。

同
範
で

あ

細
線

表
出
手

法
に
よ

る
獣
帯
鏡

類
で

あ
る。

四
、

五
、

六、

七
、

八
乳
と

内
匠

ろ
う。

櫛
歯
文
を
も
つ

縁、

半
円
方
形
帯、

櫛
歯
文
を
経
て
四
乳
の
西
区
に
い
た

の
区
画
方
法
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が、

細
線
表
出
に
よ
る
舶
載
鏡
の
例
も
四
神
鏡

る
。

内
区
は
変
形
し
た
獣
形、

む
し
ろ
満
文、

蕨
手
文
と
も
呼
ぶ
べ

き
文
様
帯
が

類
を
除
く
と
、

獣
帯鏡

類
に
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

倣
製
鏡
の

中
で
細
線
表
出
の

あ

る
。

も
の
が
比
較
的
少
な
い
の
は
こ
の
現
象
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

熊
木
県
北
岡
抽
社
古
墳
例
は、

素
文
縁、

王
乳
の
内
区
に
五
獣
を
配
す
る
。

近

奈
良
県
宝
塚
古
墳
例
は、

面
従
痂
㎝
と
大
形
鏡
で
あ
る
。

四
乳
を
配
し
て

変
形

似
す
る
例
と
し
て
六
礼
で
六
獣
と
推
定
さ
れ
る
が、

大
阪
府
女
塚
古
墳
例
を
あ
げ

四
神
文
を
表
出
す
る
。

四
神
鏡
を
原
型
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が、

方
格
規
矩
文

る
こ

と
が
で

き

る
。

を
欠
い
て
い
る
。

四
獣
鏡
の
中
に
入
れ
る
べ

き
か
も
知
れ
な
い
が、

四
獣
鏡
に
は

■

乳
を
も
た

ず
に
蕨
手
文
様
の
よ
う
な
獣
形
文
を
も
つ
も
の
に
、

兵庫

県
宮
山
古

明
確
な
四
神
文
の
変
形
と
見
な
さ
れ
る
も
の
が
な
い
か
ら、

獣
帯
鏡
の

範
疇
に
含

墳
第
2

主
体
出
土
例
、

大
阪
府
カ
ト
ン
ボ
山
古
墳
例、

宮
城
県
日
光
山
古
墳
例
が



あ
り、

六
礼
で
渦
文
を
配
す
る
も
の
に
愛
媛
県
乗
尻
古
墳
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

も
の

が

多
い
。

長
野
県
フ
ネ
古
墳
例∵

一

〇
獣
(
91
)
、

愛
知
県
豊
田
大
塚
古
墳
例
・

六
獣

○
倣
製
獣
帯
鏡
類

C
型半肉刻及び肉刻による

獣
帯
鏡
で
あ
る
が、

獣
形
文
の
変
形
が
著
し
い
も
ので、従来、変形獣文鏡あるいは乳文鏡の中に入れられていたものも一部分ある。七獣以上の表現をもつもの、七獣を表現するものがほとんどであり、他のものの模倣であれば、乳を多数配列する必要がなく、四乳、六乳などがもっぱらとなったのではないだろうか。七乳あるいはそれ以上の乳を配列するところに、この種の特徴があり獣帯鏡との関係を抽出することができる。また乳を全くもたないものがあって、変形獣形文が主文様と乳とを兼ねているものもある。多くのものは、乳に足を付けたような形をとるものと、乳座と細線による獣形文とを配するものであるが、いずれもその数が六個以上となっていて、五個のものは稀に存在するだけである。京都府牛廻り塚古墳例(88)は、闘乱をもち、乳間に各二獣(獣首の変形)計八獣をあらわす。外区に幅広い素文帯があるが、錺化のた

佐
賀
県
丹
坂
峠
古
墳
例
。

八
獣
(
92
)
、

奈
良
県
ヘ
ン㎞塚

古曲贋

出
土
例・
一

二
獣佐賀県杉殿古墳例・=二獣、群鳥県太田八幡塚古墳例・}四獣(93)三重県鳴塚山古墳例・一〇獣、兵庫県高木古墳例・一四獣兵庫県西野山五号墳例・一四獣、福岡県成屋形遺跡出土例・一二獣群鳥県白石稲荷山古墳例・=一獣、佐賀県旭町古墳箔土例・一〇獣京都府久津川青塚古墳例・…}獣、群鳥県兵庫塚古墳例.・一一獣宮崎県賭場古墳例・一四獣、愛知県薬王寺古墳例・一一獣などがある。さらに獣文が爪形文のように小さく勾玉文様のように変形してしまったものがある。獣帯鏡の第三・四次的な模作とみた方がよい。古墳出土例として、福岡県惣社古墳例、静岡県船津古墳例、東京都武蔵伊興遺跡出土例愛知県味鏡神社古墳例、千葉県二子塚古墳例、千葉県金鈴塚古墳例奈良県新沢千塚48号墳例(二面)

【
46一

め
判
然
と
し
な
い
が
お
そ
ら
く
細
線
に
よ
る
文
様
帯
が
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。

福
岡
県
惣
社
古
墳
例、

岐
阜
県
佐
波
古
墳
例
は
乳
を
も
た
ず
に
八
獣
を
表
わ
す例である。

○
倣
製
獣
帯
鏡
類

D
型乳をかこむ細線によっ

て
獣
形
文
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、

乳
か
ら

宮
城
県
裏
町
古
墳
例
(
89
)
、

宮
崎
県
西
都
原
古
堵{
群
中
出
上
例
(
90
)

は
そ
れ

細
線
に
よ
る
足
が
二

～
三
本
付
け
ら
れ、

乳
も
同
時
に
文
様
の
一

部
と
な
っ
て
い

そ
れ
四
乳
九
獣、

八
乳
八
獣
を
表
わ
す。

る。

典
型
的
な
も
の
は
七
・

八
獣
を
呈
す
る
も
の
で
一

〇
獣
以
上
を
表
わ
す
も
の

滋
賀
県
仏
光寺

古
墳
例、

京
都
府
天
塚
古
墳
例、

京
都
府
物
集
女
恵
美
須
山
古

は
稀
で

あ
る
。

さ
き
の
C

型
よ

り
も
デ

段
と
形

骸
化
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
が、

乳

墳
例
は
四
乳
・

八
獣
を
表
現
し
て
い
て
そ
の
他
の
も
の
と
共
通
す
る
特
徴
を
示
し

文
鏡
と
の

関
係

は
明
確
で
な
い
。

ま
た
、

乳
か

ら
蕨
手
文
を
細
線
に
よ
っ

て

連

接 .

て

い

る
。

さ
せ

る
例
も
あ

る。

お
そ

ら
く
D

型
と

同
一

視
で
き
る

も
の
で
あ
ろ
う
が、

従
来

ま
た、

乳
に
三

本
・

四
本
の

爪
形
の
足
を
付
け
た
り、

乳
座
を
兼
用
す
る
よ

う

は
蕨
手
文
鏡
と

呼
ん
で
い
た

も
の

を
含
ん
で
い

る。

古
墳
出
土

例
と
し
て
は、

に
、

乳
の

周

囲
を
と
り
か
こ

む
よ
う
な
細
線
を
も
つ

も
の

が
あ
っ

て
、

七

～
十
側

佐
賀
県
花
納

丸
吉
墳
例
(
95
)
、

島
根

県
め
ん
ぐ
ろ
古
墳
例、

静
岡
県
中
里
78

撒

の
文
様
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
あ
る。

従
来
は、

乳
文
鏡
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た

号

墳
出
土
例
(
96
)

愛
知
県
寺
西

-

号
壇

例、

(
※
中
里
78

号
墳
例
と
寺
西

r

号
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……

墳
例
は
同
苑
と
い
う
)
、

兵
庫
県
甕
塚
古
墳
例、

大
分
県
日
限
古
墳
例、

群
馬
県

沌
と
し
て
い
る

例
も
あ
る
ほ
ど
、

そ
の
鋳
這

年
代
の
近
接
し
た
も
の
で

あ
る。

倣

大

日

塚

古

墳

例、

福

岡

県

沖

の

島

遺

跡

例
(
8

」「薪ノ冒曹ノ「
)
、

静

岡

県

文

珠

堂

山

古

墳

例、

製
境
と
し
て
も
舶
k
温
に

対
し
て
か
な
り
忠
実
度
の
高
い

も
の
が
あ
る
か
ら、

当

京
都
府
桃
谷
古
墳
例、

千
葉
県
上
人
塚
古
墳
例、

京
都
府
保
津
山
古
墳
例
(
97
)
、

然、

倣
製
鏡
の

製
作
時
に
、

そ

れ
ら
が
モ

デ
ル

と
し
て

鏡
造

り
の
工

房
に

あ
っ

た

茨
城
県
三

昧
塚
古
墳
例
(
98
)
、

奈
良
県
安
倍
村
山
上
例
(

伝)
、

京
都
府.
大
畠
古

り、

工

人
達
の

み
る
機
会
も
多
か
っ

た
だ

ろ
う
と

推
測
す
る
。

し
た
が
っ

て
、

獣

墳
例、

宮
崎
県
西
都
原
古
墳
群
中
働、

奈
良
県
大
王
由
1

号
墳
例、

佐
賀
県
金
谷

彩
文
の
表
現
に
も
神
獣
鏡
と
同
様
に
鋳
上
り
も
よ
く
鮮
明
な
も
の
が
多
く
み
ら
れ

古
墳
例、

長
野
県
北
山
古
墳
例、

兵
庫
県
安
黒
古
墳
例、

岐
阜
県
土
蔵
倉
古
墳

る
し、

数
も
多
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か。

そ
し
て
、

神
像
表
現
よ

り
も
獣
形
表
現

例、

千
葉
県
瓢
塚
17

号
横
倒、

群
鳥
県
白
石
出
土
例、

福
岡
県
竹
並
横
穴
墓
例、

に
、

よ

り
正

確
さ

を
示
し
て
い

る
の
は、

文
様
と
し
て

神
像
文
へ

の
理

解
の

度
合

静
岡
県
船
津
8

号
墳
例、

福
岡
県
陣
の
内
出
土
例、

岐
阜
県
城
山
古
墳
例、

長
野

が
あ
ら
わ
れ
て

い

る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

県
饅
頭
塚
古
墳
例、

愛
知
県
松
ケ
洞
古
墳
例、

て

な
ど
が
知
ら
れ
る。

1

倣
製
獣
形
文
鏡
類

六
獣
鏡

いつ却鏡

⑧

獣
形
文
鏡
類獣帯鏡類は、半肉

刻
・

細
線
表
出
手
法
の
も
の
で、

半
肉
刻
手
法
の
も
の
は

三
角
縁
神
獣
鏡、

半
二
角
縁
・
(
斜
線)

神
獣
鏡、

獣
形
文
鏡、

平
縁
神
獣鏡

などを模倣したと思われるものが混在していて、倣製鏡としては比較的初期の製作によるものと推定されるが、■その中で二次的な製作による

「

の鏡

七
獣
を
中
心
と
し
た
も
の
で、

乳
の
な
い
も
の
を
指
し、

細
線
表
出
の
獣
形
文
鏡

と
考
え

ら
れ
る

も
の
は
、

獣
形
の

変
形
の

著
し
い

も
の

で
あ
る。

49

製傲雅

を
す
べ

て

含
め
て
し
ま
っ

た
。

一

方、

獣
形

文
鏡
と
し
た

も
の
は、

乳
に
よ
っ

て内区が明瞭に区分され、六獣・石獣・四獣のそれぞれに分類できるも

福
岡
県
神
の
島
遺
跡
出
土
例、

大
阪
府
伊
勢
寺
付
近
出
土
例
(
99
)

は、

舶
載三角縁神獣鏡の模倣によるものであろう。神像部分が全部獣形文にな

.
一

塊

の
で
あ
る。

こ
れ
ら
は
舶
載
鏡
の
中
で
は
半
三
角
縁
(
斜
線)

獣
形
文
鏡
と
呼
ば

っ

て
い

る
が、

外
縁
部
は

半
三

角
縁
(
斜
線)

の

特
徴
を

導
入
し
て
い

る
。

こ
の

古

れ
て
い
た
も
の
で
、

近
年、

樋
口
隆
康
氏
に
よ
っ
て

「
斜
縁
」

獣
形
文
鏡
と
呼
ば

ほ
か、

奈
良
県
宝
塚
古
墳
例、

岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
出
土
例
な
ど
が
こ
の
系
統

れ
る
も
の
で

あ
る。

に
属

す
る
も
の

と
思
わ
れ
る。

い

ず
れ
も
15
㎝

を

超
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
類
に
は
神
獣
鏡
の
一

部
の
も
の
が
属
す
る
が
倣
製
鏡
の
場
合
に
は
平
縁
・

京
都
府
西
車
塚
古
墳
例
は
大
形
鏡
で
あ
る
が
、

西
区
主
文
様
・

獣
形
の

変
形
が

半
三

角
縁
(
斜
線)

の

区
別
が

困
難
で

あ
る
。

し
か
も

倣

製
鏡
の

巾
で、

六
・

五

は
げ
し
く、

外

庭
も
文
様
帯
に

特
徴
が
な
い
。

・

四
獣
鏡
の
占
め
る
比
率
は
内
行
花
文
鏡
類
に
匹
敵
す
る
も
の
が
あ
る
。

獣
形
文

宮

城
県
…

ツ

塚

古
墳
例
(
墨01

)

は、

平
縁、

複
線
波
文
帯
縁
で

西
区
に
⊥
ハ
獣
を

鏡
の
中
で
も
四
獣
鏡
が
最
も
高
い
出
土
例
を
示
し、

六
獣
・

五
獣
が
こ
れ
に
続
い

配
す
る
。

ま
た、

岐
旺

県
亀
山
古
墳
例
(回
」01

)

も
平
縁
で

擬
銘
帯
を
も
ち
内
区
に

て
い

る
。

四
獣
鏡
は
い

う
ま
で

も
な

く
平
縁
・

半
三

角
縁

(
斜
縁
)

の

舶
載
鏡
が

六
獣
を
配
す
る
が、

内
庭
の
主
文
様
は
三
角
縁
神
獣
鏡
系
の
文
様
表
現
を
走
る
。

存在

し
て
い
る
が、

そ
れ
ら
舶
載
鏡
の
中
で
は
四
獣
鏡
の
ほ
か
に
二
神
二
獣
鏡
が

～

こ
の
両
者
は、

平
縁
神
獣
鏡
系
の
縁
形
態
を
と
る
数
少
な
い
例
で
あ
る。

含
ま
れ
て
い
る
。

二
神
二
獣
鏡
と
四
獣
鏡
と
は
共
に
西
区
を
四
区
画
す
る
と
い
う

半
三
角
縁
(
斜
線)

を
摸
し
、

獣
形
文
の
変
形
が
著
レ
い
例
は
多
い
。

倣
製
六

共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
も
古
墳
出
土
例
の
中
に
も
両
者
を
あ
わ
せ
て
副
葬

獣
鏡
と
し
て

は
一

般
的
な

も
の

ら
し
い
。

類
例
を

列
挙
す
る

と、
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霧

驚

怖
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蟹
`

嘱

奈
良
県
池
ノ
内
5

号
墳
例
(
001

)
、

愛
知
県
官
後
大
塚
古
墳例、奈良県貝吹出土例などは半円方形帯文や懸龍

就
F

之
、

ヶ

"

膨

・

艦

謬

隻

削

噛
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競争

"

鶏

耐

麗W勘・ド獣 。

、

柳

輩

.
、

劣

韻

文
と
思
わ
れ
る
文
様
を
含
ん
で
い
る
。囎兵庫県王塚古墳例、大阪府喜志古

墳
例
(
101

)

は㍉

論

半
三
角
(
縁
斜)
縁
系
の
も
の
で
同
範
の
可
能
性
が
強
い
。

醐
億

茨
城
県
内
出
土
例
(
伝)
、

静
岡
県
文
珠
堂
山
古
墳
例.

'、

峠

、

比

宮
崎
県
持
田
古
墳
例、

「」
.

ユ

滋
賀
県
山
津
照
神
社
古
墳
例、

岡
山
県
大
平
古
壇
例、

兵
庫
県
性
質
屠
古
墳
例、

兵
庫
県
山
王
山
古
墳
例、

兵
庫
県
天
坊
山
古
墳
例、

長
野
県
糠
塚
古
墳
例、

松

戸
詔

門
7ダ

ズ

概

.

瓢壷
唱

、

戦

勲

膨

.

嚥

」羅蹴
蝦竃

ゆゆ鱒
{一

く

耀

・～

、
"響驚.・

細細余

論
本
α熊q㎜

佐
賀
県
横
田
下
古
墳
例、

群
馬
県
観
音
山
古
墳
例、福岡県神の島遺跡例、

一奈良県烏土塀古墳例、大分県有田古墳例、50佐賀県龍王崎古墳例、一福岡県月の岡古墳例、宮崎県持田古墳群中出土例、妓阜県天神ケ森古墳例、神奈川県北加瀬了源寺古墳例、群馬県太田白山古墳例、(伝)奈良県垂仁天皇陵古墳例、(伝)大阪府陶器村

、

甲恥「

㍉㌧謬.購贈

審..̀

こ

、

鵬

{

欝＼

鮭

攣

賠標示

'

～

甑

寒鮒-鯛奈α神⑫離黄
定
弓〆

夢 『∵

」

訟「

轟
蓼

嶋

β

導

爆

・

.

4

酔
・"̀.

塗
壱

凱

畑

継

舞
嵩

置坂
墨

薦

.

衡
司

愛
知
県
大
高
出
土
例、

撒

瓠

岐
阜
県
船
木

班

号
墳
例
(
㎜
)
、

熊
本
県
岡
谷
川
古
墳

三
〇

例、

埼
玉
県
聖
天
塚
古
墳
例、聡愛知県天王山古墳例、奈良

県
新
沢
千塚

捌
号
墳
例この中で、岡山県大平古墳例と兵庫県世賀居古

墳例、兵庫県山王山古墳例とは同型である。また、岐
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く の の 帯 に れ つ 三 がlll お い み 六 は 縁 る で 墳 山 草
五 過 も 文 的 も た も 重 同 書 眠 り ず 岡 と 獣'文oあ 五 例24県
獣 程'横 文 み 三 の 典 範 墳 龍

'れ 山 め 鏡 六 構 中 る 乳2
は 号 坂

鏡 を 獣 が 様 ら 角 で 保 と 例 文 鋳 も 県 ら よ 獣 成 にoを い 墳 尻
も 示 形 後 に れ 入 あ 干 し や を 上 縁 新 れ り 鏡 を 大 類 配 倣 ず 例1
太 し 文 述 も'細 る 里 て

'よ り 内 圧
る も と は 形 例 し 製 れ'号

獣 て 鎖 す 採 三 文 ・。車 知 弛 く も 圏 下
。む 大 じ で と て 獣

も 熊 墳
鏡 い 頻 る り 角 は 祭 場 ら に 表 よ 柑 子 し 差 め 鋳 し 五 形 献 本 例
と て が 振 入 入'良 古 れ 神 わ い に 足 う な'上 て 獣 文 首 県"
同 示'文 れ 祖 神 県 境 る 奈 し

。 菱 古
互 い そ り は 文 鏡 六 岡 愛

様 唆 舶 鏡 ら 文 楽 都 側 ほ 川 て 雲 壌 獣oの の 六 を 類 個 谷 知
に 的 載 の れ が 川 介(か 県 い
'で 鏡 縁 て 触 媒 野108'日

半 あ.の 文 い 立 日 出)奈 古 も
三 る 模 と る し 苦 土 が 良 矢 の

角 。徴 し こ た 矢 例 半 県 上 に

文 例
る や'

半 群
円 馬
方 県

鏡 磯 原 よ 獣 配
に 龍 型 い 鏡 す 五

鄭 練騨

を 川 興
醒 古 大
す 墳 高
る 例 出
も'上

縁 か て と 文 上 の 円 都 古 は. 形 ⊥ れ わ る 含 度 原 の 埼 例
(ら 特…が 様 舌 糸家 方 介 重責

'帯 武
て れ 舶 ま の 則 で 玉'

斜 脱 徴 わ 帯 墳 文 形 野 の 奈 を 士 い る 載 れ 出 と .あ 県 破

縁 知 的 か に 例 に 帯 出 二 良 表 出 る 獣 鏡 て 上 す る 聖 阜)し に る も の 用 文 土 例 県
わ 土 傾 形 の い 例 る

o天 県

集 誇 ど濃 臆 例鰭
し 例
て は

向 は 鏡 る を 一

が .'種 。 み 群

塚 船
古 木

一51一
,



す
も
の
が
多
い
。

類
例
を
示
す
と

○
倣
製
獣
形
文
鏡
類

四
獣
鏡
A
型

三
重
県
高
猿
王
塚
古
墳
例、

熊
本
県
日
奈
久
魁
小
m
古
墳
例
(
3⑪1

)、

徳
島
県

舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
の
模
倣
に
よ
る
も
の
で
、

縁
の
形
態
を
特
徴
と
し
、

内
匠

意
解
山
1

号
墳
例、

奈
良
県
巨
勢
山
2

号
墳
例、

岡
山
県
新
庄
下

千
足

古
墳

主
文
様
は
舶
載
半
三
角
縁
(
斜
線)

四
獣
鏡
を
模
倣
し
た
混
合
形
態
を
示
す
も
の

例、

兵
庫
県
打
越
山
古
墳
例、

神
奈
川
県
登
尾
山
古
墳
出
土
例
(
0重1

)
、

愛
知

で
あ
る
。

四
獣
文
は
走
獣
文
を
川
い
て
い
る。

京
都
府
久
津
川
車
塚
古
墳
の
四
例

旧都
山
神　
士μ
倍似

例、

岐
皇・

県
龍
門
些M

-
口写

墳
例、

群
馬

県
八
幡
輯槻
立
H

塚

古
倍似

例

(
211

)

は
、

同

種
同
大
で

あ
る
が

同
箱
で

は
な
い
。

鋸
歯
文
を

主
体
と

す
る
縁
文、

(
111

)
、

鳥
取
県
長

者
原
古
墳
例、

宮

崎
県

持
田

古
墳
群

中
出
上
例
(
二

面)

擬
錦
帯、

走
獣
文
な
ど
、

外
区
で
は
三
角
縁
神
獣
鏡、

内
区
で
は
半
三
角
縁
(
斜

島
根
県
古
天
神
古
墳
例、

兵
庫
県
石
質
親
王
塚
古
墳、

大
阪
府
塚
冠
古
墳
例、

縁)

四
獣
鏡
の
混
合
形
態
を
示
す。

千
葉
県
八
幡
台
出
土
例、

栃
木
県
天
王
塚
古
墳
例、

奈
良
県
安
倍
出
⊥
例、

岡
山
県
美
作
槻
音
山
古
墳
例
(
311

)
、

兵
庫
県
龍
子
三
ツ

塚
2

号
墳
例、

大
阪

奈
良
県
平
石
古
墳
例、

岡
山
県
長
福
寺
東
塚
古
墳
例、
広
島
県
佐
東
町
出
土
例、

府
郡
川
古
墳
例、

岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
例、

愛
知
県
岩
窟
堂
古
墳
例

佐
賀
県
東
尾
大
塚
古
墳
例、

福
岡
県
丸
山
古
墳
例、
佐
賀
県
春
日
野
口
古
墳
例、

な
ど
が
顕
著
で
あ
り

長
野
県
石
原
田
古
墳
例、.

滋
賀
県
新
開
古
墳
例、

佐
賀
県
玉
島
古
墳
例

大
阪
府
塚
廻
古
墳
例
(
411

)
、

兵
庫
県
丸
山
古
墳
例
(
鵬
)
、

茨
城
県
常
陸
鏡
塚

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る。

こ
の

中
で
、

佐
賀
県
着
目
野
口
古
墳例

は
獣
首
五
個
の
表

古
墳
例
(
鵬
)
、

は

同
形、

同
大
で

あ
る
。

こ
の

中
で
、

兵
庫
県
丸
山
古
墳
例
と

現
が
み
え
る
も
の
で
特
異
で
あ
る
。

ま
た、

滋
賀
県
新
開
古
墳
例、

佐
賀
県
玉
島

茨
城
県
常
陸
鏡
塚
古
墳
例
は
同
箔
の
可
能
性
が
強
い
。

さ
ら
に
、

こ
の
類
の
も
の

一

古
墳
例
は
、

六
獣
文
の
三
重
県
向
山
古
墳
出
土
例
と
同
様
に
獣
文
が
変
形
し
て、

と
し
て

52

振
形
文
の

祖
形
を
示
す
よ

う
な
も
の
に

な
っ

て
い

る
こ

と

に

注
目

し

て.

お

き

た

奈
良
県
天
神
山
古
墳
出
土
例、

宮
崎
県
持
田
25

号
墳
例、

宮
崎
県
持
田
34

号
墳

一

い
。

ま
た、

石
獣
鏡
の

中
に
は
擬
錦
帯
を
表
わ
す
も
の
が
比
較
的
多
数
存
在
し
て

例、
"
ロ
崎
県
持
田
古
墳
排
中
幽
上
例、

奈
良
県
マ
エ

塚
古
墳
例

い

る
。

こ
の
こ

と
は、

舶

載鏡

の

原
型
の
…

般
的
な
様

式
が
か
な

り
根

強
く

残
存

が
あ
っ

て
、

偶

然
か
も
知
れ
な
い

が、

}

古
墳
中
に

ま
と
ま
っ

て

副
葬
さ
れ
て
い

し
た
現
象
と
患
わ

れ
る
。

原
型
は
半
三
角
縁
(
斜
線)

あ
る
い

は

平
塚
神
獣
鏡

る
例
が
目
立
っ

て
い

る
の

が
特
徴
で

あ
る。

(
二

神
二

獣
鏡
類)

と
推
定
さ
れ、

六
獣
鏡
よ
り
も
む

し
ろ
、

倣
製
鏡
の
場
合
は

四
獣
鏡
に
近
い
と
考
え
た
い
。

O
倣
製
獣
形
文
鏡
類

四
獣
鏡
B
型

画
文
帯
神
獣
鏡
の
外
縁
文
様
帯
を
モ
デ
ル
と
し、

菱
雷
文
・

半
円
方
形
帯
文
を

3

倣
製
獣
形
文
鏡
類

四
獣
鏡

と

り
入
れ
た
も

の
で

あ
る
。

こ

の

型
の

特
徴
は、

腿

韻
文
を

採
用
し
た

も
の
が

多

四
獣
鏡
は
獣
形
文
鏡
類
の
中
で
は、

最
も
多
い
出
土
例
を
示
し
て
い
る。

四
獣

く
み

ら
れ
る
こ

と
で、

さ

ら
に
も

う
一

つ

の

特
徴
は
、

外
区
幅
が

内
区
主

文
様
幅

文
を
原
則
と
す
る
が、

主
文
様
の
獣
形
の
ほ
か、

外
区
の
文
様
帯
の
構
成
な
ど
か

を
大
き
く

凌
一
し
て
い
る

点
で

あ
る
。

ら
み
て
、

お
よ
そ
三

種
類
に

分
類
す
る
こ

と
が
可
能
で

あ

ろ
う
。

長
野
県
卒
業
古
墳
例
(
……
)
、

奈
良
県
宝
塚
古
墳
例
(
囎
)
、

奈
良
県
都
介
野
拙

上
例、

愛
知

県
車
塚
古
墳
例
(
911

)
、

波
阜

県
陵

山
白
山
古

墳
例、

長
野
県
更

圃

級
郡
内
出
土

例、

兵
庫
県
大
塚
古
墳
例、

大
阪
府
弁
天
山
C

1

号
壇
例
(
021

)
、

●
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奈
良
県
丸
塚
古
墳
例、

京
都
府
園
部
垣
内
古
墳
例、

愛
知
県

豊
橋

付
近

出
土

を
に
ぎ
っ

て
い

る。

例、

三
重
県
伊
予
之
丸
古
墳
例、

静
岡
県
東
坂
古
墳
例、

奈
良
県
馬
々
崎
出
土

C

1
1

型
の

例
と
し
て
は
、

例、

宮
崎
県
持
田
古
墳
群中

出
土
例

岡
山
県
焼
山
古
墳
例、

岡
山
県
総
社
出
土
例、

兵
庫
県
乗
車
塚
古
墳
例、

大
阪

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る。

府
玉
手
西
山
古
墳
例、

宮
崎
県
持
田
古
墳
群
中
出
上
例、

兵庫

県
高
木
古
墳
例

ほ
か
に、

き
わ
め
て
特
徴
的
な
例
と
し
て
愛
知
県
東
之
宮
古
墳
例
の
四
面
(
皿

岐
阜
県
龍
門
寺
15
号
墳
例、

山
U
県
赤
妻
古
墳
例
、

兵
庫
県
御
旅
山1

号
墳
例

～
捌
)

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る。

四
例
と
も
に
外
縁
部
を
輻
広
い
画
支
帯
の
変

広
島
県
御
旅
古
墳
例、

長
野
県
殿
村
1

号
墳
例、

大
阪
府
大
鳥
塚
古
墳
例

化
形
で
飾
り、

西
区
に
も
羅
龍
文
や
他
の
獣
文
を
配
し
た
も
の
で

あ
る。

か
な
ら

群
馬
県
赤
堀
16
号
墳
例、

奈
良
県
新
沢
千
塚
田
号
墳
例、

大
阪
府
高
安
出
土
例

ず

し

も

四

獣

と

は

断

定
で

き

な

い

が
、

乳

が

四

乳

の

も

の

三

面

(
1

9」06～?
ピー1
)

と

三

京
都
府
西
山
2

号
墳
例、

京
都
府
幡
枝
古
墳
例、

愛
知
県
東之

宮
古
墳
例
(
521

)

乳
の

も
の

(
421

)

が

あ
っ

て、

い

ず
れ
も
乳
に
よ
る

内
区
の

区
画
を
意
識
し
て
い

東
京
都
宝
莱
山
古
墳
例、

奈
良
県
新
沢
千
塚
鵬
号
墳
例
(
621

)
、

愛
知
県
味
銃

な
い
。

し
た
が
っ

て
獣
形
文
の
数
も
不
規
則
な
配
列
に
よ
る
た
め
が
判
然
と
し
な

神
社
古
墳
例、

滋
賀
県
雲
雀
山
2

号
墳
例、

奈
良
県
近
内
4
号
墳
例、

愛
知
県

い
。

こ
の

他
に
C

型
の
四
獣
鏡
が
一

面
伴
出
し
て
い
て、

四
獣
鏡
の
バ

ラ
エ

テ
ィ

お
つ

く
り
山
古
墳
例、

長
野
県
兼
清
塚
古
墳
例、

佐
賀
県
森
の
上
古
墳
例、

京

一
の

豊
富
さ
を

物
語
っ

て
い

る
。

都
府
美
濃
山
王
塚
古
墳
例、

京
都
府
大
畠
古
墳
例
、

静
岡
県賎

核
出
一

本
松
塚

古
墳
例、

岐
阜
県
篠
ケ
谷
古
墳
例、

静
岡
県
大
門
大
塚
古
墳
例、

大
分
県
玉
津

一

O
倣
製
獣
形
文
鏡
類

四
獣
鏡
C
型A型・B型の第二次的な倣製鏡

と
理
解
し
て
よ
い
。

中
に
は
平
縁
神
獣
鏡

町
出
土
例、

宮
崎
県
陣
ケ
平
古
墳
例、

熊
本
県
江
田
船
山
古
墳
例、長野県鳥屋場古墳出土例、福岡県沖の島遺跡出土例、

54
一

の

模
倣
か
と
思
わ
れ
る
も
の

も
含
む
が
、

実
際、

分

類
す

る
こ
と

が
き
わ
め
て

困難である。倣製鏡として独自に完成されたものであろうか。A型.B

福
岡
県
日
ノ
岡
古
墳
例、

福
岡
県
漆
生
出
土
例、

広
島
県
三
王
原
古
墳
例、兵庫県久斗古墳例、宮崎県古城鼻古墳例、宮崎県西都原60号墳例

、

型
が
近

畿
地

方
を

中
心
と
し
た
分
布
を
示
し
、

と
く
に
B

型
は
そ

の
傾
向
を
強
く示すが、C型は全国的な分布を示す点で特徴がある。四獣鏡C型は、主文様の表現方法と、外庭の文様帯の種類によって、さらに3種類に分類が可能である。C-1型・肉刻の四獣文を表現していて、四獣鏡A型・B型の二次的な模倣と考えられるもの。C-2型・細線で四獣文を表現するもの。

佐
賀
県女

山
1

号
墳
例、

奈
良
県
上
井
足
米
山
古
墳
例、
福
井
県
西
塚
古
墳
例
、大分県日田出土例、茨城県稲荷神社古墳例、大分県法恩寺古墳例、大阪府奥坂古墳例、奈良県鳥見領例、福岡県神の島遺跡例、和歌山県山内城山古墳例(721)、岐阜県亀山古墳例、静岡嗅海蔵寺古墳例、静岡県平川大塚古墳例(821)、静岡県松林山古墳例(鵬)、・岐阜県前山古墳例、鳥取県福岡古墳例、鳥取県上神古墳例、岐阜県御嵩古墳例、大分県灰土山古墳例(㎜)、静岡県三池平古墳例(m)、

C

1
3

型
・

経
文
と
し
て
三

角
入

組
文
・

候
文
を
と
り

入
れ、

主

文
様
も

振
文化したもの。

岡
山
県
四
つ

塚
13
号
墳
例、

京
都
府
作
り
山
1

号
墳
例、
福
井
県
狐
山
古
墳例

、三重県山室古墳例、岡山県金田丸山古墳例、神奈川県真土大塚山古

㎎

の….一

群
で
、

特
に
C

-
3

型
は
後
続
の

振
文
鏡
の

祖
形
の
一

部
と
し
て
重
要
な
鍵

墳
例、

福
島
県
会
津
大
塚
山
古
墳
例、

群
馬
県
元
島
名
将
軍
場
古
墳
例、

e
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愛
知
県
白
山
籔
古
墳
例、

大
分
県
臼
塚
古
墳
例

な
ど
が

あ
げ

ら
れ
よ

う。

群
馬
県
眉
鼻
古
墳
例、

宮
崎
県
大
坪
横
穴
墓
患
土
例、
福
岡
県
妙
原
町
出
土
例、

C

-
3

型
鏡
群
は
、

前
述
の
よ
う
に
縁
文
に
特
徴
が
あ
り、

三
角
入
組
文
や
振

大
分
県
丸
山
古
墳
例、

福
岡
県
下
鶴
古
墳
例、

香
川
県
山
根
古
墳
例、

文
を
用
い
て

お

り、

西
区
の

主

文
様
に
は
二

種
類
の

も
の
が

見
ら
れ
る
。

兵
庫
県
十
善
森
古
殿
例、

佐
賀
県
朝
四
古
墳
例、

熊
本
県
向
野
田
古
墳
例、

そ
の
一

は、

獣
形
が
悩
能

文
を
呈
す
る
も
の
と、

そ
の
二

は
、

獣
形
が

振
形
文

広
島
県
三.原

市
患
上
例、

福
井
県
石
ケ
谷
古
墳
例、

静
岡
県
議
場
古
墳
例、

に
近
い
も
の
と
で
あ
る。

換
形
文
を
主
文
と
す
る
振
文
鏡
は
こ
の
両
者
の
特
徴
を

三

重
県
一

の

宮
山
上
例、

群
馬
県
大

胡
6

号

墳
例、

広

島
県
尾
立

山
古
墳
例、

.

混
用
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ、

わ
が
国
独
自
の
倣
翼
鏡
と
し
て

岡
山
県
高
野
古
墳
例、

岐
阜
県
出
目
地
山
出
土
例、

長
野
県
鎧
塚
古
墳
例、

は
四
獣
鏡
と
と
も
に
最
初
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

岐
阜
直、

龍
門
寺
12

号
墳
例、

京
都
府
宇
治
丸
山
古
墳
例
、

京
都
府
鏡
山
古
墳
例、

奈
良
県
小
山
古
墳
例、

京
都
府
久
津
川
青
塚
古
墳
例、

千
葉
県
山
王
山
古
墳
例、

⑧

撰
文
鏡
類

山
口
県
亀
山
古
墳
例、

香
川
県
冨
丘
山
古
墳
例、

千
葉
県
塚
の
越
古
墳
例、

振
文
鏡
類
は、

内
医
生
文
様
が
涙
紐
状
に
見
え
る
と
こ
ろ
が
ら
こ
の
名
が
つ

け

宮
崎
県
小
木
原
古
墳
例、

宮
崎
県
下
北
方
書
壇
例、

奈
良
県
新
沢
娼

号
墳
例、

ら
れ
て
い
る
。

早
く
富
岡
謙
蔵
氏
が

茨
城
県
佐
倉
出
土
例、

愛
知
県
岩
津
古
墳
例、

栃
木
県
文
珠
山
古
墳
例

「
文
様
一

種
の

振
形
状
を
呈
せ
る

も
の
」
(
富
岡
謙
蔵
・
一

九
二

〇
年)

な
ど
が

知
ら
れ
て
い

る。

と
述
べ

て

「
振

文
鏡
」

の

提
唱
を
お
こ
な
っ

た。

[

C

1
2

型
の

類
例
と
し
て

は

そ
の
後、

振
文
鏡
に
つ
い
て
は、

体
系
的
な
論
文
が
な
か
っ

た
が、

小
野
勝年

56

岡
山
県
押
撫
古
墳
例
(
331

)
、

宮
崎
県
西
都
原
船
堀
古

墳
例、

福
岡
県
月
の

岡

氏
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
長
野
県
姥
ケ
懐
山
古
墳
出
土
鏡
に
つ
い
て
の
論
考
中
に

一

古
墳
例
(
……
)
、

鳥
取
県
宇
部
神
社
古
墳
例
、

大
阪
府
御
旅
山
古
墳
例、

「
…
…

鉦
を
め

ぐ
っ

て
、

四
本
宛
が
一

組
と
な
っ

た
組
縄
文
が
四
つ

あ
り
…
…

中

岐
阜
県
金
池
古
墳
例
(【
a31

)
、

千
葉
県
佐
介
市

出
土

例、

(
伝)

福
岡
県
楠
名
古

略
…
…
'.

龍
鏡

か
ら
便
化
し

た

も

の

…
…
」

(
小
野
勝
年
・
一

九
五

三

年)

と
み

墳
例、

千
葉
県
七
廻
塚
古
墳
例
(
631

)
、

奈
良
県
新
沢
干
塚
鵬

号
墳
例、

え
る
。

擾
文
鏡
の

原
型
を
求
め
た
も
の
と
し
て
は
最
初
の

も
の

で
あ
ろ

う。

群
馬
県
榛
名
神
社
伝
世
品、

京
都
府
物
集
女
恵
美
須
山
古
墳
例、

ま

た、

久

永
春
男
氏
は、

「
換
文
鏡
」

の

年

代
論
を
展

開
し
て

い

る

が、

仮
製

岡
山
県
久
米
三
成
古
墳
例、

神
奈
川
県
岡
津
古
久
古
墳
例

鏡
と
し
て
の

系

譜
に
つ

い
て

は
一

切
触

れ

て

い

な
い

(

久
永
春
男
・

一

九

六
〇

な
ど

が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に

年
)
。

C

-
3

型
鏡
と
し
て
は、

伊
藤
植
樹
氏
は、
「
振
文
鏡
」

の
型
式
分
類
を
お
こ

な

い、

全
体
を
三
型
式
に

兵

庫
県
黒
髪

山
古
墳
例
(
73董

)
、

宮
崎
県
持
田
古
墳
群
中

出
上
例
(
鵬
)
、

佐
賀

区
分
し
て
い
る
も
の
の
そ
の
発
生
に
つ

い

て

は

「
こ
の
撰
文
鏡
の
起
源
を
特
定

県
横
田
下
古

墳
例
(
931

)、

広
島
県

掛
迫
6

号
墳
例
(
幽
)
、

静
岡
県
議
塚
古
墳

の

鏡

式
に

求
め

る
と

す
れ
ば、
・
、

韻

鏡
は
確
か
に

鼓
有
力
で

あ
ろ
う
」

と
し
、

さ

例、

大
阪
府
奥
坂
古
墳
例、

群
馬
県
後
閑
天
神
山
古
墳
例、

福
岡
県
桜
ケ
丘
古

ら
に

「
盤
龍
境
の

獣

形
文
を
そ
の
ま

ま
模
写
し
た
の
で

は

な

く、

そ
の
い

部
要

墳
例、

香
川
県
茶
臼
山
古
墳
例、

岡
山
県
楢
原
下
丸
山
古
墳
例、
(
伝)
奈
良
県

素
を

借
り
出
し

て、

再
栴
成
し
た

も
の
…
…
」

と

述
べ

て
、

倣
製
鏡
が、

単
な

川

都・介

野
出
土
例、

丘ハ

庫
県
カ
ン
ス

塚

古
墳
例一、

群
馬

県
錐
埴

塚
古
墳
例、

る
一

載
鏡
の
模
倣
だ
け
で
な
く、

新
た
に
鏡
式
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
意
識
の
過

【.
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程
を
論
じ
た

(
伊
藤
植
樹
・
一

九
六
七

年)
。

1
型

環
状
乳
を
も
つ
も
の

た

し
か
に

静
岡
県
陣
座
ケ

谷
古
墳
例
(
i41

)

や
、

出
土
地

不
明
例
(
燭
)

の

よ

五
型

1
の

41
で

環
状
乳
の
な
い

も
の

う
に
、

龍
虎
鏡
(
盤
韻
鏡)

特
有
の
鱗
状
文
を
表
m
し
た
も
の
が
な
い
わ
け
で
は

皿
型

縦
紐
二

条
が
獣
点
を
結
ぶ
形
を
と
る
も
の

な
く、

龍
虎

鏡
と
の

接
触
も

求
め

ら
れ
る
で

あ
ろ

う。

W
型

獣
躯
が
紐
結
部
で
分
離
し
た
も
の

樋
口
隆
康
氏
は、

振
文
鏡
の
源
流
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

す
な
わ

V
型

タ
ー
ビ
ン
の

羽
根

車
様
の

文
様
の

も
の
と
な
っ

て
い

る
。

ち、

「振

文

鏡
の

祖
型
は
、

環
状
乳
神
獣
鏡
と
考
え
て
い

る
」

と
し
て
、

振
文

樋
口
隆
康

氏
の
い

う
「
1

型
」

は、

本

稿
で
は
四

獣
鏡
C

i
3

型
の

41
に

組
み

鏡
を
丑
群
の
型
に
分
類
し
て
い
る
。

そ
の
「
1
型
」

に
四
乳
と
環
状
乳
を
躯
の
中

入
れ
て
あ
る
。

た

と

え
ば

香
川
県
茶
臼
山
古
墳
例、

岡
山
県
楢
原
下
丸
山
古
墳

央
に

も
つ

獣
形
文
(
振
文)

を
指
摘
し

た
(
樋
口

隆
康
・
一

九
七

九
年)
。

し
か

例、

福
岡
県
桜
ケ
丘
古
墳
例、

群
馬
県
後
閑
天
神
山
古
墳
例
な
ど
が
あ
る
。

樋
口

し、

環状

乳
神
獣
鏡
を
ふ
く
む
一

連
の
固
文
帯
神
獣
鏡
の
倣
製
鏡
に
対
す
る
影
響

隆
康
氏
の
い
う、

「
皿
型
・

皿
型
」

に
属
す
る
も
の
ま
で
を
本
稿
で
は
四
獣
鏡
と

カ
は
強
く、

四
獣
鏡
の
変
化
形
の
中
に
も
充
分
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
節
で

・

し
て

独
立
さ
せ

て
い

る。

同
時
に
、

こ

れ
が

四
獣
鏡
か
ら
擾

文
鏡
へ

の
転
化
の
過

も
す
で
に

触
れ
た
。

程
を
示
す
も
の

と
し
た
の
で

あ
る。

換
文
鏡
を
本
稿
で

は
A

型
・

B

型
・

C

型
に

涙
文鏡

の

文
様
構
成
を
分
析
し
て
み
る
と
、

四
乳
を
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
が

分
類
し
た
。

わ
か
る
。

乳
を
も
た
な
い
涙
文
鏡
を
別
に
し
て
み
る
と、

四
乳
以
外
の
も
の
は
八

換
文
鏡
A
型
は、

四
獣
鏡
か
ら
の
過
渡
的
な
変
化
の
段
階
を
示
す
も
の
と
し
て
.

}

乳
の
も
の
一

例
(
岡
山
県
焼
山
古
墳
例)
、

六
乳
の

も
の
二
例
(
京
都
府
棚
倉
出

捉
え、

B

型
は

龍
虎
鏡
か
ら
の

影
響
に
よ
る
も
の

と
考
え
て
み
た
。

そ
の

結

果、

58 .

土
側
目

奈
良

県
南
住

駒
出
土
と

も
い

う
(
341

)
、

神
奈
川
県

白
山
古
墳
例)
、

王

乳

B

型
の
更
に

変
形
し
た
も
の
、

つ

ま

り
C

型
を
設
定
す
る
こ

と
が
よ

り、

そ
の

変

一

の
も
の
一

例
(
大
分
県
赤
塚
古
墳
付
近
出
土
例)

が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ

化
の
過
程
を
理
解
し
や
す
い
も
の
と
考
え
た
。

か
る
。

ま
た
、

小
野、

伊
藤
両
氏
の

説
く
よ

う
に

盤
龍
鏡

(
龍
虎
鏡)

に

そ
の
源

流
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

盤
龍
鏡
(
龍
虎
鏡)

は
本
来、

乳
を
も
た
な
い
も
の
で
あ

○
振
文
鏡

A
型

る
か
ら、

四
乳
を
原
則
と
す
る
振
文
鏡
は、

西
区
主
文
様
の
構
成
上、

大
い
に
異

A
型
は、

獣
形
文
の
結
紐
が
直
線
的
で、

獣
文
一

躯
を
構
成
す
る
刻
文
が
長
い

な
っ

た

現
象
と
み
る
べ

き
で

あ
ろ
う。

も
の
で
あ
る
。

ま
た
、

こ
の

類
は、

先
述
の

四
獣
鏡
C

i
3

型
の

も
の

と
近
い

関

前
述、

四
獣
鏡
の

中
で
、

と
り
わ
け
C

1
3

型
の

項
で

述
べ

た
ご

と

く、

振
文

係
を

示
し
て
い

る
。

韻
士

例
と
し
て
、

鏡
の
祖
型
を
四
獣
鏡
に
求
め
る
こ
と
は、

そ
の
文
様
構
成
上
の
流
れ
か
ら
み
て
も

大
分
県
築
山
古
墳
例
(
141

)
、

高
知
県
戸
内
古
墳
例、

岡
山
県
天
神
山
古
墳
例

自
然
で
あ
ろ
う。

た
と
え
ば
、

大
阪
府
弁
天
山
C
1

号
墳
例
で
は、

外
縁
部
文
様

(
241

)
、

奈
良
県
都
介
野
山
土
例、

京
都
府
棚
倉
出
土
例

(
奈
良
県
南生

駒
市
出

帯
の
き
わ
め
て
近
似
し
た
獣
形
文
鏡
と
の

伴
出
関
係
が
知
ら
れ
て
お
り、

ま
た
、

土
と

も
い

う)

(
341

)
、

奈
良
県
都
祁
村
(
都

介
野)

白
石

出
土

例、

佐
賀
県
谷
口

福
島
県
会
津
大
塚
山
古
墳
で
も、

振
文
鏡
に
近
い
四
獣
鏡
と
の
伴
出
も
知
ら
れ
る

古
墳
例、

大
分
県
赤
塚
古
墳
付
近
出
土
例、

熊
本
県
小
坂
大
塚
古
墳
例、

岐
阜
県

よ

う
に
、

両
者
の

関
係
は
き
わ
め
て
近
い

も
の
と

判
断
さ

れ
よ

う。

行
基
寺
北
古
墳
例、
(
伝)
群
馬
県
内
出
土
例
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

搦

換
文
鏡
を
五
型
式
に
分
類
し
た
樋
口
康
隆
氏
の
説
明
に
よ
る
と、
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分
布
状
態
を
み
る
と、

畿
内
地
方
に
分
布
が
稀
薄
で
、

東
海
地
方
西
部
に
濃
い

○
振
文
鏡

B

型

分
布
を
示
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る。

ま
た
、

関
東
地
方
や
東
北
地
方
南部

B

型
は、

龍
虎
鏡
か
ら
の

変
形
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、

歎
願
が
結
紐
部
で
分.離した形をとるものである。しかも、文様表現が肉厚で乳閾に二躯づ

の
初
期
古
壌
の
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
て
、

小
形
の
倣
製
鏡
と
し
で
、

特
異
な
性
質をもっていることが推測される。倣製三角縁神獣鏡とも伴出閣係を示

つ
の

獣
文
が
配
置
さ
れ
る
も
の

で
あ
る。

す
も
の

が
あ
る
こ

と
も
暗
示
に

富
む。

龍
虎
鏡
か
ら
の
変
化
形
を
最
も
よ
く
表
わ
す
も
の
と
し
て
、

静
岡
県
陣
座
ケ
谷

古
墳
例
(
塁41

)
、

出
土
地

不
明
例
(
蛸
)

の
二

例
が
あ
り
、

い

ず
れ

も
獣
躯
と
し

た
部
分
に
鱗
状
文
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

㈹

乳
文
鏡
類

鱗
状
文
の
な
い
も
の
と
し
て
B

型
の
擬
文
鏡
は、千葉県丸塚古墳例、神奈川県白山古墳例、

群
馬
県
長
瀞
西
古
墳
例、佐賀県春日古墳車糖例、大分県重光古墳例、福島県会津大塚山古

墳例、鳥取県郡家1号横倒、群炉県本郷出土例、兵庫県大塚古墳例、愛知県車塚古墳例などがみられる。

鏡
背
の
文
様
帯
を
区
画
す
べ
き
乳
が
、

鏡
背
の
主
文
様
と
し
て
採
用
さ
れ
て
いるものを一括してみた。乳だけが単独で主文様となる例はきわめて少数で、多くの場合には渦文を乳の周囲にめぐらせたり、乱座文様を大きく展開させたりしている。また、珠文と乳文とを共に配している例も見受けられるが、原則として王乳以上で珠文を地文としているもの

一

O
換
文
鏡

C
型

を

乳文

鏡
と
し
て

取

扱
い
、

四
乳
文
以
下
の

も
の

は、

む
し
ろ
珠

文
が
主

体
と
なっているので、これは珠文鏡として取り扱うことにした。

60一

C
型
は、

獣
躯
の
結
紐
部
が
完
全
に
分
離
し
て
し
ま
っ

た
も
の
で
、

結
紐
部
が

以
下、

類
例
に
つ

い
て

概
観
し
て

み
よ

う。

粥

大
き

く
轡.

曲
し
て
、

樋
口

隆
康
氏
の
い

う
「
タ
ー
ビ

ン

羽

根
状
」

の

文
様
を
呈
す

、

る
も
の
で
あ
る
。

出
土
例
を
あ
げ
る
と愛知県出川大塚古墳例(64至)、出

土
地
不
明
例
〔
燭
)
、

山
口
県
赤
妻
古
墳例(741)、千葉県丸塚古墳例、岡山県焼山古墳例、三重県千歳浅問山古墳例、鳥取県小波古墳例、愛知県大高出土例、三重県岸岡山古墳例、佐賀県米の隈古墳例、大阪府弁天山C1号墳例、岐阜県前山古墳例(841)、福井県灘ケ岡古墳例、兵庫県万籟山古墳例、長野県姥懐山古墳例、群馬県稲荷塚古墳例、長野県川柳将軍塚古壇例、大阪府北玉山古墳例、大阪府大蔵司兜山古墳(大阪府弁天山C1号墳と同じものか)、熊本県畑中古墳例などがあげられる。

熊
本
県
鞍
掛
塚
古
墳
例
(
94玉

)

は、

小
乳
を
め
ぐ

ら
せ

る

円
座
乳

を
四
個
配し、各糺問に小さな円座をもつ各二乳を配したもので、地文として各乳をめぐる円国文(同心円文)で埋める。乳文鏡としては大形で、かつ文様も整美である。乳文を中心として、円圏・満文を地文として表現している乳文鏡の例としては、

41

三
重
県
千
歳
浅
間
山
古
墳
例、

静
岡
県
広
野
古
壇
例、

静
岡
県
薪
貝
古
墳
例、夏知県東田古墳例、広島県二塚古墳例、干葉県会鈴塚古墳例馬静岡県高根森古墳例、広島県須賀谷古墳例、栃木県桑57号墳例、島根県薬師山古墳例、大阪府土保山古墳例(051)、愛知県岡崎出土例(1屠り一)、長野県新井頂7号墳例、長野県川柳将軍塚古墳例(塒)、
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福
井
県
花
堂
山
古
墳
例

・

文
様
帯
の
中
で
、

か
な
り
大
き
い

比

率
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ

て
く
る
。

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

F

「

奈
良
県
佐
味
田
古
墳
出
土
例
は
四
弧
を
四
乳
の
間
に
配
し
て
、

渦
文
を
地
文
と

㎝

斑
文
鏡
類

し
て
い
る
。

こ

う
し
た
例
は
本
例
以
外
に
類
例
が
な
い
が、

乳
文
鏡
と
し
て
は
熊

珠
文
鏡
と
乳
文
鏡
と
は、

元
来、

同
一

の
系
統
の
鏡
群
と
考
え
て
よ
い
。

し
か

本
県
鞍
掛
塚
古
墳
例
に
次
い
で
面
径
は
大
き
い
。

し、

乳
文
鏡
の
場
合
に
は、

乳
に
よ
っ
て
鏡
背
文
様
を
区
画
す
る
と
い
う
意
識
が

珠
文
を
地
文
と
し
て
い
る
例
と
し
て
は

残
存
し
て
い

る
。

一

方、

珠
文
鏡
は、

鏡
背
文
様
を

区
画
す
る
意
識
を
も
た
ず、

長
野
県
金
鎚
山
古
墳
例
(
251

)
、

長
野
県
七
瀬
双
子
塚
古
墳
例、

岐
阜
県
陽
徳

む
し
ろ
鏡
背
全
体
を
斑
文
で
埋
め
つ

く
す
よ
う
な
意
匠
を
み
せ
る
。

寺
古
墳
例、

千
葉
県
浅
間
山
1

号
墳
例、

大
阪
府
経
塚
古
墳
例、

宮
崎
県
六
野

乳
文
は、

あ
く
ま
で
も
乳
座
を
残
存
さ
せ
て
い
て
内
区
の
珠
文
帯
を
区
画
す
る

原
出
土
例、

佐
賀
県
惣
原
北
1

号
墳
例、

宮
崎
県
六
野
原
10
号
墳
例

乳
の
役
割
を
も
う

て
い
る
。

珠
文
鏡
は
、

西
区
文
様
帯
を
区
画

す
る

意
識
が
な

な
ど
が
あ
り、

地
文
と
し
て
珠
文
を
用
い
て
、

乳
に
蕨
手
文
を
四
葉
付
け
た
も
の

く、

ま
た
そ
の

必
要
性
も
う

す
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う。

し
た
が
っ

て
、

乳
に
よ
っ

に
滋

賀
県

野
洲
出
土
例
(
651

)

が
あ
る
。

て
区
画
さ
れ
た
珠
文
を
も
つ

も
の
を
乳
文
鏡
と
し
て
区

分
し
て

お
い

た
。

た
だ

同
様
な
蕨
手
文
な
ど
を
地
文
と
し
た
り、

乳
に
付
け
て
装
飾
を
ほ
ど
こ
し
た
も

し、

乳
座
を
も
た
な
い

乳、

正

確
に

表
現
す
れ
ば、

珠
支
帯
の

中
の
、

や
や

太
き

の
に、

愛
知
県
岡
崎
出
土
例、

愛
知
県
白
亀
塚
古
墳
例、

静
岡
県
根
本
山
古
墳
例

目
の
珠
文
が
乳
の
残
存
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
も
あ
る。

「

岐
阜
県
南
山
出
土
例
(
韮51

)、

福
岡
県
沖
の
島
遺
跡
出
土
例、

群
馬
県
白
石
出
土

斑
文
鏡
は
大
別
し
て
二

種
類
の
も
の
が
あ
る
。

そ
の
一

は、

珠
文
が
内
区
文
様

62

例
(
551

)
、

佐
賀
県
立
薗
町
出
土
例、

滋
賀
県
毛
刈
古
墳
例、

佐
賀
県
大
野
古
墳例、栃木県若旅古墳例などがある。

帯
の

中
で
、

整

然
と
一

列、

あ
る
い
ば
二

列
に
並
べ

ら
れ、

そ
れ
ぞ
れ
円
圏
で

区分された状態のもので、その二は、斑文が内区文様帯の中に、雑然と

一

神
奈
川
県
下
田
横
穴
墓
出
土
例、

広
島
県
二

塚
古
墳
例
、

千
葉
県
金
鈴
塚
古
墳

配
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

前
者
を
A

型
と

呼
び
、

後
者
を
B

型
と

呼
ん
で

お
く
こ

例
な
ど
は
地
文
と
し
て
は
不
定
形
な
細
線
文
様
を
表
出
し
て
い
る
し、

栃
木
県
桑

と

に

し

よ

う
。

㌃

「.

57

号
墳
例
の
よ
う
な
直
線
と
弧
文
と
の
単
純
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
文
様
帯
を
構

成
す
る
も
の
も
あ
る
。

ま
た、

広
島
環
三
王
大
塚
古
墳
例
の
よ
う
に、

鉦
を
め
ぐる素支帯の外側に四乳をもち、外向鋸歯文で埋めるものや、神奈川県横須賀付近出土例、兵庫県北浦18号墳例などのように放射状に棒線文 .で区画をつくるもの、乳を各区画に配したものや、広島県永松古墳出

0
珠
文
鏡

A
型長野県岩窟出土

例、

熊
本
県
竹
ノ
上
古
墳
例、

岡
山
県
長
谷
古
墳
例
(
751

)岐阜県前山古墳例(851)、山梨県桜井1号墳例(圏)、岐阜県龍門寺

」、.

14

号
墳
例、

徳
島
県
谷
口
山
上
古
墳
例、

鳥
取
県
国
信
神
社
古
墳
例、

佐
賀
県

上
例
の
よ
う
に
櫛
歯
文
帯
の
中
に
乳
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

関
行
丸
古
墳
例
(
061

)、

福
島
県
土
橋
古
墳
例、

千
葉
県
新
里
塚
古
墳
例、

大

い
ず
れ
に
し
て
も、

鏡
背
文
様
と
し
て
舶
載
鏡
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

阪
府
御
旅
山
古
墳
例、

広
島
県
四
拾
貫
小
原
1

号
墳
例、

福
島
県
中
田
横
穴
墓

動
物
文
様
を
排
し
て、

幾
何
学
的
な
文
様
の
み
を
用
い
よ
う
と

す
る

傾
向
は

強

例、

兵
庫
県
円
応
寺
古
墳
例、

長
野
県
川
柳
将
軍
塚
古
墳
例
(
3

面)
、

兵
庫

……

く、

結
局
は、

本
来
外
縁部

に
付
け
ら
れ
て
い
た
文
様
帯
が、

倣
製
鏡
で
は
内
区

県
大
田
谷
古
墳
例、

兵
庫
県
大
塚
古
墳
例
(
2

面)、

広
島
県
小
池
古
墳
例、
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愛
知
県
味
銃
神
社
古
墳
例、

群
馬
県
南
原
古
墳
例、

福
岡
県
恵
子
若
山
遺
跡
出

田
古
墳
例、

三
重
県
高
猿
王
塚
古
墳
例、

福
岡
県
乙
植
木
3

号
墳
例、

福
岡
県

土
例、

千
葉
県
船
戸
古
墳
例、

群
馬
県
下
高
田
古
墳
例、

石
川
県
和
田
山
5

号墳B榔例(2面)、福岡県野方塚原出土例などがあげられる。これらの中でも珠支帯が一重のものと二重のものとがある。斑文鏡A型は、別稿にも述べてあるが(小林三郎・一九七九年)、重圏文鏡との関係を無視することができない。関東地方では、初期古墳の副葬鏡としてみられるが、畿内地方の古墳に皆無であることも、きわめて暗示に富んでいる。大阪府御旅山古墳に一例だけみえるが、同じく大阪府鷹塚山遺跡出土の重圏文鏡との関係がきわめて大きく、別節、重圏文鏡の項で述べることにしよう。

平
原
古
墳
例、

福
井
県
金
ケ
崎
古
墳
例、

神
奈
川
県
白-
田
古
墳
例、

兵庫

県
八千代山1号墳例、埼玉県下小坂3号墳例、福岡県戒屋形遺跡出土例、長野県殿垣外4号墳例、宮崎県西都原m号墳例、広島県三ツ城古墳例、埼玉県小原出土例、兵庫県亀山古墳例、福岡県月の岡古墳例、奈良県池ノ内5号墳例、福島県高野峰(建鉾山遺跡)出土例、奈良県巨勢山2号墳例、佐賀県金谷古墳例、福岡県名木野11号横倒(2面)、島根県植田町出土例、栃木県稲荷山古墳例、,栃木県幸岡古墳例、愛知県弁天塚古墳例、佐賀県BS工場内古墳出土例、宮崎県西都原地下式4口75墳例などがある。珠文鏡B型は、古墳副葬鏡としては伴出鏡のあることが少ない。多

○
珠
文
鏡

B

型珠文を整然と二
重
に
し
て
同
一

文
様
帯
の
中
に
配
列
し
た
も・
の
と、

斑
文
を不規則に地文的な扱いで配列したものとの二者がみえる。整然とした珠文帯をもつものの方が、より珠文鏡A型に近いつくりを示すものと

く
の

場
合
に
は
単
独
で
出
土
す
る。

分
布
上
か
ら
み
る
と、

畿
内
地
方
に
は
き
わめて少数例しか知られていないのが目立つ。斑文鏡A型と共に、古墳時代倣翼鏡の製作地推定について暗示に富んでいる。今後の検討を必要とする鏡群である。

一64「

考
え
ら
れ
る
が、

両
者
間
に
は
基
本
的
に
差
異
が
な
い
だ
ろ
う
。

不
規
則
な
珠
文
を
配
す
る
珠
文
鏡
の
中
に
は
外
区
に
変
形
花
文
様
を
も
つ

福
岡県沖の島遺跡出土例(161)、外区に弧文をもつ出土地不明(明治大学蔵)例(1)などがあったり、内区を放射線状に区画した奈良県あやめ池古墳例、広島県仙人塚1号墳例のようなものなどの変化形もある。また、.三重県布海苔上村古墳例、福岡県金比羅山古墳例、広島県

㎝

重
圏
文
鏡
類重圏文鏡という名

称
は、

早
く
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

窟
岡
謙
蔵氏(富岡謙蔵・一九一八年)や高橋健自氏(高橋健自・一九二二年)らもすでに用いている。それらは「重圏素文鏡」と「重圏清白鏡」との二者を指している。後藤守一氏も両者の存在を肯定しながらも(後

三
王
大
塚
古
墳
例
な
ど
は
斑
文
鏡
と
い
う
よ
り
も
乳
文
鏡
の
部
類
に
属
す
る
も
のとしてよい」。

藤
守
一
・
一

九
二

六
年、

七
七
頁
～七

九
頁)
、

三
重
県
向
山
古
墳
例
を
も
そ
の一群に含めて、古墳時代の重圏文鏡を設定した。

慨

珠
文
鏡
の

出
土
例
は
多
い
が、

列
記
す
る
と岡山県月の輪古墳中央榔例、群馬県八

幡
原
若
宮
古
墳
例、

佐
賀
県
関
行丸古墳例A鵬)、兵庫県鶏塚古墳例、鳥取県名戸古墳例、大分県有

早
く
か
ら
富
岡
謙
蔵

∴u同

橋
健
自
氏
ら
の
よ
っ

て
提
唱
さ
れ
て
い
た
重
圏
文
鏡は、福岡県三雲遺跡出土のものや、『巌窟蔵鏡』(梁上椿・一九四〇年)所収のものを指しており、それは、やや幅広い円圏を二重あるいは三



罵

重
に

め
ぐ
ら
し
て

西
区
の
主
文
様
を

構
成
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ

た。

し
か
も

て
お
き
た
い
。

同
様
な

例
と
し
て
は
、

兵
庫
県
城
の

山
古
墳
例
が
あ
る。

重
圏
文

そ
れ
ら
の
重
圏
文
鏡
は、

中
国
戦
国
時
代末

葉
か
ら
前
漢
代
に
か
け
て
の
編
年
的

の
問
を
西
区
で
は
斜
行
櫛
歯
文
と
櫛
歯
文
で
埋
め
、

外
区
を
変
形
唐
草
支
帯
で
飾

位
置
づ

け
の
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
っ

た
か
ら、

日

本
出
土
例
は、

弥
生

時代

,

・

る。

唐
草
文
帯
に
は
八
乳
を
配
し
て
い

る
の
で、

も
と
は

獣
帯
鏡
類
の

模
倣
で
あ

の
も
の
に
そ
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
で
あ
っ

た
。

弥
生
時
代
後
期
に
み
ら
れ
る
小

つ

た
の
か
も
知

れ
な
い
。

面
径
も
掴「
㎝

と
例
外
的
で
あ
る
。

銅
鏡
群
の

中
に

も
重
圏
文
鏡
が

み
ら
れ
る
こ
と
は、

す
で

に
指
摘
さ

れ
て

お
り、

Kゆ式磯鏡鰍代時醐

そ
れ
ら
が、

古
墳
時
代
の
初
期
に
か
け
て
集
落
跡
内
か
ら
発
見
さ
れ
る
も
の
が
あって、古墳副葬鏡との間に若干の差異がみとめられるごとなどについては、すでに論じたことがある(小林三郎・一九七九年)。ここでは、弥生時代後期から、古墳時代初期にかけて発見される小形の重圏文鏡を抽出して、概観してみようと思う。集落趾出土例としては、兵庫県溝平遺跡例、大阪府鷹塚山遺跡例、和歌山県北田井遺跡例石川県田中A遺跡例(561)、神奈川県梶山遺跡例、東京都武蔵伊興遺跡例、千葉県戸張遺跡例(661)などが知られる。一方、古墳出土の例としては、大分県亀の甲山古墳例、福岡県鬼の首古墳例、福岡県老司古墳例大阪府御旅山古墳例、鳥取県古郡家1号墳例、広島県池下山2号墳例、兵庫県城の山古墳例、岡山県忠明古墳例、大阪府板持3号墳例、三重県向山古墳例、茨城県勅使塚古墳例(761)、群馬県采女塚古墳例、滋賀県下見古墳例

㈹

変
形
文
鏡
類鏡式あるいは一連

の
系
譜
を
た
ど
れ
な
い
も
の
が
あ
る。

も
ち
ろ
ん
、

西
区主文様にも一定の方向性が示されないもので、それらを変形文鏡類として一括してみた。各群では、それぞれ共通する様相をみせるのが特徴であり、画数も少ないので、副葬古墳にも特徴があるのではないかと思われる。岡山県長福寺双つ塚古墳例(……)、佐賀県米の隈古墳例、大分県野間3号墳例、兵庫県十善森古墳例、福岡県老司古墳例以上の五例は、外縁幅を広くとり、複線波文をめぐらす。外因区境界に突帯を一条めぐらして内側に斜行櫛歯文をあらわす。西区の主文様は、蝸蟷文のさらに変形したものと思われる文様を表出している。おそらく獣形文であろう。獣躯中央で交差する双頭渦文様のものを表現している。細線式四獣鏡の変化形とも思われるがその原型を特定しがたいρ面径はそれぞれ微妙にくい違っているが(おそらく同鋳型によるものと推定される。鋳型に.よって二群があるらしい。①岡山県長福寺双つ塚古墳、佐賀県米の隈古墳

一65 .
【

な
ど
が
あ
り、

こ
の
他
に
東
京
都
宇
津
木
向
原
遺
跡
出
土
例
の
案
文
鏡
や
鹿
児
島

②

大
分
県
野
間
3

号
墳、

兵
庫
県
十
善
森
古
墳、

福
岡
県
老
司
古
墳

県
永
山
地
下
式
板
石
積
石
室
墓
例
の
繁
文
鏡
が
あ
っ
て
、

い
ず
れ
も
小
形
で
重
圏

こ
れ
ら
は、

千
葉
県
七
廻
塚
古
墳
例、

奈
良
県
新
沢
千
塚
鵬

号
墳
例
と
接
触
を
も

文
鏡
と
の
接
触
が
あ
り
そ

う
で
あ
る。

っ

も
の

か
も
知
れ
な
い
。

福
岡
旧
法…
川
町
出
土
例
は
、

櫛歯

文
と
波
文
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で、

重

福
岡
県
乙
植
木
3
号
墳
出
土
例
(
861

)、

宮
崎
県
下
北
方
5

号
噴
出
上
例

固
文
鏡
と
は
言
い
難
い
が、

波
文
を
線
で
表
現
し
て
い
る
の
で
、

鋸
歯
文
鏡
な
ど

・

の
二
例
は、

案
文
縁
で
縁
を
や
や
肥
厚
さ
せ
、

内
外
区
境
界
に
櫛
歯文

を
め
ぐ
ら

の
部
類
に
も
入
れ
ら
れ
な
い
。

乳
を
も
た
な
い
の
で
変
形
の
重
圏
文
と
し
て
扱
っ

せ
て
い

る
ら
し
い

が
明
瞭
で
は
な
い
。

円

圏
の

銀
座
を
め
ぐ
っ

て
三
獣
を
表
現
し
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痂

た
と
推
定
さ

れ
る
が
、

全
く

文
様
の

原
体
が

不
明
で

あ
る。

龍
虎
鏡
の

第.
一

次

的

せ
、

地
文
と
し

て

珠
文
を
用
い
る
。

三

葉
文
に

も

珠文

を
配
し
て
い
る
。

同
様
な

な
摸
倣
と

も
考
え

ら
れ
る
が、

い

ず
れ
に
し
て
も

原
型
を

特
定
で

き
な
い
。

も
の
の
例
に
さ
ら
に
佐
賀
県
瓢
塚
古
墳
例
が
あ
る
。

肉
付
花
文
鏡
と
し
て
理
解
し

.

大
阪
府
奥
坂
古
墳
例
(
961

)
、

鳥
取
県
末
吉
古
墳
例、

(

伝)

佐
賀
県
内
出
土
例

て
よ
い

も
の
で

あ
ろ

う。

岡
山
県
田
邑
丸
山
古
墳
例

岡
山
県
桶
内
池
西
遺
跡
出
土
例
(
861

)

は、

弥
生時

代
終
末
期
の
土
器
と
の
伴

の
四
例
は、.

平
縁
を
幅
広

く

と

り、

変.
形
し
た

唐
草
文

(
渦
文
か)

を

あ

ら

わ

出
関
係
が
知
ら
れ、

い
わ
ゆ
る
小
銅
鏡
と
の
閣
係
を
考
え
て
み
る
必
要
があ

る。

し、

西
区
に
櫛
歯
文
帯
を
も
っ

て
変
形
文
を
お
ぐ
。

四
～
三
獣
を
牛
肉
刻
で
表
現

重
圏
文
鏡
類
と
と
も
に困

弥
生
時
代
と
古
墳
時
代
と
を
連
ら
ね
る

材
料
で

あ

ろ

し
た
も
の
の
よ

う
に

思
わ
れ
る
が、

獣
形
と
し
て

も
明
瞭

で
は
な
い
。

う。

案
文
縁
で、

縁
が
や
や

肥
厚
し、

粗
い

櫛
歯
文、

二

重
の

四
顧
の

内
側、

内

佐
賀
県
関
行
丸
古
墳
例
は、

縁
に
波
形
文
を
表
現
し
て
い
る
の
が
わ
ず
か
に

見

区
に
三
角
入
組
文
を
も
つ
。

銀
孔
か
ら
一

線
に
内
区
を
二
分
す
る
よ
う
に
平
行
線

え
る
だ
け
で、

内
区
の

文
様
が
は
っ

き
り
し

な
い
。

を
ひ
き
,

櫛
歯
文
を
充
指ハ
す
る
。

特殊

な
文
様
で
あ
る
が、

外
区
文
様
と
し
て
は

Kゆ

福
岡
県
沖
の

島
遺
跡
出
土
例
(
171

)

は、

四
葉
文
鏡
と

も
い

う
べ

き

も
の
。

外向鋸掬文を二重にした縁文をもち、三角縁を模倣した例である喝内区に向か.って渦文を入れた半円形を配しており、四葉文銀座の.内側に鳳

古
墳
疇.
代
倣
翼
鏡
に
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
文
様
で
あ
る。

あ
る
い
は
、

銅
鐸
の鐸身や鰭に付けられている文様との関係を重視すべきなのだろうかゆ奈良県宝塚古墳出土例は、いわゆる「家屋文鏡」である。平縁形式

式鏡

風
文
を
入
れ
て、

内
主
文
様
を
菱
鳳
文
で
表
わ
す。

倣
製
鏡
と
し
て
は
鋳
上
り
も

で
外
向
鋸歯

文
・.
複
線
波
文
・

外
向
鋸
歯
文
で
縁
を
構
成
し、

擬
似
固
文
帯
(
飛

一

鋤鞭代

よ
ぐ、

銀
座
に
沿
っ
て
銘
文
が
あ
る
が、

一

部
分
は
踏
み

返
し
の

可
能
性

も
ある。原田大⊥ハ氏によると次の三点から倣翼鏡と断定した。すなわち①文様の平面削り出しがみとめられない。

禽
走
獣
文
帯)
・

外
向
鋸
歯
文
・

半
円
方
形
帯
と
続
い
て
内
区
に
い

た
る
。

内
区は高床の建物二棟と、入母屋造りの平地住居と思われる建物二棟を表わす。鉦をめぐって円贋文鉦座があり、さらに、四乳とそれをかこむ

67一

時墳

②
縁
を
三
角
縁
に
し
て
い
る
こ

と

.

よ
ヶ
に
し
た
方
形
格
が
み
え
る。

内
区
の
家
屋
文
を
除
け
ば、

鉦
を
か
こ
む
方
形

古

③
外
区
文
様
帯
に
外
向
鋸
歯
文
を
用
い
る
こ
と

格
文、

半
円
方
形
帯
文、

擬
似
画
文
帯
な
ど、

宝
塚
古
墳
の
副
葬
鏡
中
に
見
ら
れ

と
説
明
し
た
く
原
研
大
六
・
一

九
六
一

年)
。

る
位
の
倣
銀
鏡
と
も
共
通
す
る
文
様
要
素
で
あ
る
か
ら、

家
屋
文
だ
け
が
飛
び
抜

奈
良
県
池
ノ
内
1

号
墳
例
(
271

)

は、

外
区
に

三

重
の

外
向
鋸
歯
文
帯

を

も

け
た
図
案
と
な
っ
て
い
る
。

画
文
帯
神
獣
鏡
の
影
響
が
強
く
の
こ

る

も
の

で

あ

ち、

内
外
区
に
一

実
帯
を
も
っ

て
櫛歯

文
帯
を
表
出
す
る。

西
区
は
銀
座
か
ら
派

る
。

生
す
る
放
射
状
の
文
様
に

よ・
っ

て

四
分
さ
れ、

各
々

に
変

形
文
様
が
配
さ
れ
る
。

群
馬
県
八
幡
原
古
墳
出
土
例
は、

い
わ
ゆ
る
「
狩
猟
文
鏡
」

と
呼
ば
れ
る
も
の

文
様
の
原
型
は
特
定
で
き
な
い
。

、

℃

'で
あ
る
。

面
径
㎜
㎝
外
縁
に
弧
を
重
ね
た
簡
単
な
文
様
帯
が
あ
る
が、

不
規
則
で

京
都
府
宇
治
二
子
山
1

号
墳
例
は、一

因
区
に
四
乳
を
も
つ
。

銀
座
の
四
葉
文
が

あ
る
。

外
区
に
は
楯
を
持
ち、

槍
・

大
刀
を
ふ
り
か
ざ
し
た
人
物
が
十
名
分
ほ
ど

内外

区
境
界
の
櫛
歯
支帯

を
接
続
し
て
い
て
、

そ
れ
が
内
区
を
四
分
し
、
.

断
乳
を

描
か

れ
て
い

る
。.

地
文
と
し
て

渦
文
が
と
こ

ろ
ど
こ

ろ
に
み
え
る
が
一

貫
し
た

配

中
心
と
す
る
細
線
文
で
内
区
を
充
填
す
る
。

同
じ
様
な
手
法
は、

奈
良
県
マ
エ

塚

列
は

示
し
て.
い

な
い
。

震
圏
を
お
い

て

内
区
が
あ
る
が、

西
区
に
は
楯
を
持
ち
両

古
墳
例
に
も
み
ら
れ
る。

内
外
区
境
界
か
ら
三
葉
文

を
六
個
所
内
区」
に

突
出
さ

手
を
挙
げ
た
入
物
四
体
分
と、

そ
の
中
間
に
槍
状
の
も
の
を
つ
き
出
し
た
人
物
四



体
分
が
み
え
る
。

内
外
区
の
周
縁
に
ば
縁
と
同
様
に
内
向
重
弧
文
が
不
規
則

4ぐっている。外区の人物豫が、・縁をめぐるように配列ざれているト対して、西区の人物像は鉦を中心にして内向き放射状に配されてい

八
区
画
.

内
区

四

区
画
と
な
っ

て
い

て
、

内
行
花
文
鏡
匹
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
。

へ
い.ずれも大形鏡で、他の大形鏡とともに、・わが国の倣製鏡としては初期.のものといわれる。

る
。

「
狩
猟
文
鏡
」

と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
が、

獲
物
ら
し
き
動
物
文
が

描
か

れ

て
お
ら
ず、

楯
や
槍
・

大
刀
な
ど
を
も
つ

人
物
像
群
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろをみると、これはむしろ戦闘状態か兵士の行列を表現しているのかも知れない。文様は平面的で、家屋文鏡と並んで具象的な文様鏡として価値が高い。兵庫県小松原出土例は、採土中に偶然発見されたといい、古墳らしき遺構はなかったという。面荏田㎝で狩猟文をあらわしているという(鎌谷木三次・{九七三年)。外向鋸歯文をもつ縁は、縁端で高く肥厚

㈲

鈴
鏡
類・
.鈴鏡は早くか

ら
学
界
の
注
意
に
の
ぼ
り、

高
橋
健
自
氏
が
、

そ
の
類
品
の
中国にないこと、主文様の朦朧どしていること、日本の古代人が鈴を愛用していることなどから、鈴鏡を日本翼鏡と考えた(高橋健臼∵一九一一年)。次.いで、富岡謙蕨氏(梅陳米治民稿)は高橋健自説をとり、さらに加えて

し
て
三
角
縁
様
を
呈
す
る
。

西
区
は
櫛
歯
文
と
重
圏
と
を
お
き、

蛇
行
す
る
動
物文様四躯と馬それにはさまれて両手を挙げた人物らしき文様と、四足獣が表わされている。四足獣文は鹿のようにもみえるが、他め動物かも知れない。入物像は手に何かを持っているが、楯のようなものなのか、大刀・剣の類なのかは判然としない。群馬県八幡原初にはみられない動物文の表現のあるところがら、狩猟文鏡と名付けてもよいように思われる。

「
本
邦
出
土
の

鈴
鏡
類
が、

鏡
背
文
様
の
種
類
の
多
様
な
る
に
係
ら
ず、

原
型と認むべき手法として示すものなく、何れも模造の特徴を現はせるより:::中略・:…鈴鏡の日本製なるを認めむとずゆ」と説いて、鈴鏡は鈴の数による分類がよいか、または、西区主文…様に従うべきか、と問題を投げかけた(富岡謙蔵・一九二〇年)。この富岡論文は、同誌に掲載された喜田貞吉氏の論文(喜田貞吉・一九二〇年)に対する反論にもなっている。

一
68

}

奈
良
県
新
山
古
墳
例
は、

い
わ
ゆ
る
「
直
弧
文
鏡
」

と
呼
ぶ
三
例
の
鋼
鏡
で
あ

喜
田
貞
吉
氏
は
、

そ
の

中
で
い
わ
ゆ
る
「
七
子
鏡
」

は
七
鈴鏡

で
は
な
い
か
と

る。

直
弧
文
を
二

重
に
表

出
す
る

手
法
が

共
通
し
て
い
る
。
=

直
弧

文
鏡
・

そ
の
一

述
べ

な
が
ら
『
宇
治
拾
遺
』

に
み
え
る、

平
安
時
代
に
大
和
長
谷
寺
に
あ
っ

た
と

は、

外
縁
部
に
藏
弧
文
を
配
し、

内
行
花
文
帯
(
八
花
文)

を
お
い
て
、

再
び
直

い
う
鈴
鏡
ハ
鏡
式
不
明)

が、

新
羅
后
よ
り
贈
ら
れ
た
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い

弧
文
を
重
ね
る。

四
葉
座
鉦
が
あ
っ

て、

本
来
は
西
行
花
文
鏡
を
原
型
と
し
た
ら

る
記
事
を
と
り

上
げ
て、

し
い
β

直
弧
文
鏡
・

そ
の
2

は、

前
者
と
酷
似

す
る
が、

内
行
花
文
間
に
三

条
の

「
果
し
て
新
羅
に
鈴
鏡
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば、

百
済
貢献

の
七
子
鏡
が、

七
鈴

実
線
を
も
つ

点
と馬

四
葉
座
間
に
も
同
様
に
三
条
の
実
線
を
沿
わ
せ
て
い
る
こ
と

鏡
だ

と
い

う
こ

と
の

上
に
、

一

の

有
力
な
傍
証
を

与
ふ

る

も
の
」

で
若
干
の
相
違
が
あ
る
。

直
弧
文
鏡
・

そ
の
3
は、

前
二
者
か
ら
内
行
花
文
帯
を

と
し
て
、

鈴
鏡
の
臼

木
製
鏡
説
に

対
し
て

疑
問
を
投
げ
か
け
て
お
り、

む
し
ろ
、

と
り
除
い
た
も
の
で
、

直
弧
文
を
二
重
に
重
ね
て
お
り、

重
圏直

弧
文
鏡
と
も
い

喜
田
説
に
対
す
る
反
論
を
富
岡
氏
に
依
頼
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
っ

た
。

鰯

う
べ
き
文
様
配
置
を
と
る
。

三
者
と
も
直
弧
文
の.
表
現
上
の
相
違
は
な
く、

外
区

富
岡
氏
は
し
か
し
、

鈴
鏡
の
日
本
堤
説
を
信
じ
な
が
ら、

　

方
に
お
い
て
は
朝



断

鮮
起源

説
を
考
古
学
的
な
方
法
で
立
証
し
よ
う
と
し
て
い
た
ら
し
い
、

こ
の
論
は

鏡
の
歴
史
に
お
け
る
鈴
鏡
の
位
置
を
求
め
る
た
め
に
鈴
鏡
の
背
文
を
再
検
討
し
て

中
断
し

て
い

て
白
75
結
し
て
い

な
い

の

が
惜
し

ま

れ
て
な

ら

な
い

(
常
岡
謙
蔵、℃
ム

み
よ
う。

獣
文
鏡
は
古
墳
文
化
前
期
か
ら
後
期
ま
で
ひ
き
続
い
て
倣
製
さ
れ、

倣

九
二
四
年
未
定
稿)
。

製
鏡
の
中
で
も
最
も
多
数
の

出
土
例
を
示
す
の
で
う
な
づ

け
る
が、

蕨
手
文
鏡
の

.後
藤
寺
一

民
も
『
演
式
鏡
』
(
後
藤
守
一

・
一

九,
二

六
年
)

の

中
で、

資

料
の

場
合、

鈴
を
つ
け
な
い

蕨
手
文
鏡
は
倣
製
鏡
中
で
も
最
も
出
土
例
が
少
な
い
。

…

集
成
に

努
め
な
が
ら
富
岡
・

高
橋
説
を
採
っ

た
。

蕨
手
文
を
背
文
と
し
た
鈴
鏡
を
中
心
と
す
る
一

系
列
の
鈴
鏡
を
製
作
し
た
工

匠
は

匠ゆ式磯鱗鰍時墳

次
い
で
森
本
六
両
氏
の
研
究
(
森
本
六
爾
・

.一

九
二
六
年)

が
出
さ
れ
る
の
だが、森本.氏は、鈴鏡は、鏡と鈴の複合形式であるから、鈴を付けた他の銅器との関係を考慮して、その分布、伴出遺物を注意して、日本鋳造説を採り、鈴鏡の起源は、馬鈴・錆付馬具・鈴什装身具の出現をみた時代の影響暗示があるものとした。'森本六両氏は、さらに・その論を進め(森本⊥ハ爾・.一九二八年)、一九二八年(昭和三年)までに発見された鈴鏡五八例を集成して、その分布状態に偏りのあること、つまり東日本に圧倒的な分布の中心があること、五鈴・六鈴鏡が最も一般的な形式であること、・鈴鏡の鈴の数は鏡径と比例し、鏡背主文様の整粒もまだ鏡径に比例すると論じた。また、伴出遺物として多く馬具をみとめることができること、古墳時代の前期と後期の過渡期に出現していることなどを指摘して、現在の

鈴
を
つ

け
な
い
乳
文
鏡
や
珠
文
鏡
を
も
っ

ぱ
ら
製
作
し
た
工
匠
と
は
集
団
(
部)を異にしたのではなかろうかとも推測される。…鈴鏡の製作年代が一時点において、擾文鏡の製作年代と交叉している。…また、他の鏡式を伴出した場合も、大形倣翼鏡類(内行花文鏡・四神鏡・羅龍鏡、三神三獣獣帯鏡)や舶載三角縁神獣鏡との同伴例は存しない。…銅鍛や碧玉製腕飾類を出土した例が存しないことから推すと、鈴鏡の製作は珠文鏡よりもわずかながら遅れて開始された可能性がないわけでもない」と論じた。分布論については、森本六両氏以来、その結果についての変動はない。鈴鏡は、久永春男氏の研究の時点以来、ことさらその出土例を増し.ているわけでもないから、大勢において従来の研究結果を大幅に改編することはないように思われる。

「69「

古

鈴
鏡
研
究
の
段
階
ま
で
到
達
し
て
い
た
。

ま
た
、

古
墳
時
代
初
期
の
倣
製
鏡
が
、

畿
内
を
中
心
と
す
る
三
角
縁
神
獣
鏡
に

三

木
文
雄
氏
は
、

大
体
に
お
い
て
森
本
六
両
説
を
採
り
な
が
ら、.

さ
ら
に
新
資料を加えて、伴出鏡とともにその関係を論じた。(三木文雄ポ一九四〇年)。それによると、舶載鏡を伴出する例、倣.製鏡を伴出する例の

対
し
て
、

周
辺
地
域
の
小
形
倣
銀
鏡
の
よ
う
に
、

対
立
す
る
鏡
作
り
を
想
定
し
ながら鈴鏡をみると、あらたな視点が生まれてくるものと思われる。いままでの出土資料を集成し、その中から問題点を摘出しよう。

二
者
を
あ
げ
て
、

前
期
～
後
期
の
過
渡
期
の
も

の
で
、

後
期
に
そ
の

中
心
を
お
く

と
論
じ～

馬

具
・

武
具
の

伴
出.例

の

多
さ
を

あ
わ
せ
て

指

摘
し
た
。

1

四

鈴
鏡

・

鈴
鏡 .
の
研
究
は、

そ
の
後
停
滞
を
続
け
て
い
た
が
、

久
永
春
男
氏
の
研
究
で
や

愛
媛
県
金
子
山
古
墳
例、

群
馬
県
内
出
土
例、

栃
木
県
牛
塚
古
墳
例
(
3

面)
、

や
そ
の

進
展
の
ぎ
ざ
し
が

み
え
は
じ

め
た
.
(

久
永
春
男
・
」

九
六
三
年
)
。

福
島
県
横
山
台
古
墳
例、

「
倣
製
鏡
の

中
で

も
最
も

数
多
く
発
見
さ
れ
る

鏡
式
の
一

つ

で

あ
る
。

現
在・・

2

五

鈴
鏡、

発
見
例
は
71
面
に
達
す
る
。

内
訳
は
玉
鉾
章
と
六
鈴
鏡
と
が
最
も
多
い
。

…
倣
製

福
島
県
愛
宕
山
古
墳
例、

福
島
県
石
川
町
出
土
例、

干
葉
県
戸
崎
古
墳
例



奈
良
県
新
沢
千
塚
田

号
墳
例、

山
梨
県
右
左
口
出
上
例、

愛
知
異
志
段
味
大
塚

6

十
鈴
鏡

古
墳
例、

三
重
県
泊
山
古
墳
例
(
志
段
味
大
塚
古
墳
例
と
同
箔)
、

群
馬
県
八

群
馬
県
玉
村
小
泉
超
上
例

幡
観
音
塚
古
墳
例、

奈
良
県
内
出
土
例、

兵
庫
県
園
田
大
塚
山
古
墳
例
、

群
馬

県
藤
岡
付
近
出
土
例、

長
野
県
正
清
寺
古
墳
例、

岐
阜
県
天
神
ケ
森
古
墳
例、長野県金鐙山古墳例、群馬県化粧坂3号墳例、静岡県御山塚古墳

鈴
鏡
は
、

鈴
数
も
こ
と
の
ほ
か
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
が、

む
し
ろ
背
文
が
その鏡式を決定するであろう。五、六鈴鏡は出土例も多いから、その鏡

例、.

栃
木
県

東
原
笹
塚
古
墳
例、

栃
木
県

中
塚
古
墳
例、

岐
阜
県
后
川

古
墳

背
文
に
バ

ラ
エ

テ
ィ

ー
の

あ
る
の
は

当
然
で
あ
る
。

四、

七、

八

鈴
鏡
の

中
に

鈴

例、

愛
媛
県
道
後
出
土
例、

福
岡
県
こ
う
も
り
塚.
古
墳
例、

滋
賀
県
山
津
照
神

鏡
の
出
現
か
ら
終
末
ま
で
の
問
題、

分
布
の
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思

'

祉
古
墳
例、

和
歌
山
県
岩
橋
千
塚
古
墳
難
中
出
土
例、

奈
良
県
朝
和
村
萱
生
出

え

る
。

上
例、

栃
木
県
励
声
十
二
天
塚
古
墳
例、

埼
玉
県
新
里
出
土
例、

島
根
県
上
島

出
土
例
を
概
観
し
て
気
付
く
こ
と
で
は
あ
る
が、

古
墳
例

⑦
乳
文
鏡
の
な
い
こ
と

3

六
鈴鏡

②
珠
文
鏡
B
型
は
五
鈴
鏡
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と

静
岡
県
猪
谷
神
社
古
墳
例、

三
重
県
千
歳
浅
間
山
古
墳
例、

静
岡
県
上
神
増
田

③
珠
文
鏡
A
型
は
四
鈴
鏡
に
の
み
み
ら
れ
る
こ
と

土
例、

兵
庫
県
天
神
山
古
墳
例、

兵
庫
県
東
阿
保
古
墳
例、

宮
城
県
台
町
30

号

④
獣
形
文
鏡
類
(
四
・

五
・

六
獣
鏡)
・

獣
帯
鏡
類
の

半
肉
刻
、

肉
刻め

も
の

は、

「

墳
例、

大
阪

府

太

秦
出
土
例、

茨
城
県
上
野
古
墳
例、

静
岡
県
賎
機
山
古
墳例、福岡県飯氏出土例、奈良県帯解出土例、、石川県和田山1号墳

六
・

七・・

八
・

十
鈴
鏡
に
み

ら
れ、

面
径
の
比
較
的
大
き
い

も
の
に

集
中
していること

70一

例、

愛
知
県
笹
ケ
根
8

号
墳
例.

長
野
県
神
送
り
塚
古
墳
例、

埼
玉
県
大
谷
庚

⑤
細
線
獣
帯
鏡

類
は

(
従
来、

蕨
手
文、・曜
S

字
形

文、

乳
文

鏡
と

呼
ん
で.
い

た

塚
古
墳
例、

山
口
県
上
ノ
山
古
墳
例、

群
馬
県
兵
庫
塚
古
墳
例、

兵
庫
県
佐
礼

.

も
の
)

は
五
鈴
鏡
に
集
中
し
て
み
ら
れ、

そ
の
分
布
は
東
海
地
方
の
西
部
以

.

尾
古
墳
例、

群
馬
県
玉
村
小
泉
出
土
例、

群
馬
県
大
屋
町
出
土
例、

群
馬
県
大

東
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と

泉
町
古
海
出
土
例、

群
馬
県
八
幡
原
町
若
宮
出
土
例、

群
馬
県
東
矢
島
原
出
土

⑥
鈴
鏡
の
鈴
は、

内
区
主
文
様
帯
の
区
画
と
は
全
く
無
関
係
に
付
け
ら
れ
て
い

例

る

こ

と

'

4

七
鈴
鏡

⑦
鈴
の
付
け
方
に
は
二
通
り
の
現
象
が
み
ら
れ、

鈴
が
鏡
体
に
く
い
込
ん
だ
も

東
京
都
御
岳
山
古
墳
例、

愛
知
県
羽
根
古
墳
例、

群
馬
県
上
佐
野
出
土
例、

の
と、

縁
外
側
面
に
付
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
り、

鈴
数
の
少
な
い
も
の
に
は

群
馬
県
内
出
土
例、

奈
良
県
手
洗
池
古
墳
出
土
例、

長
野
県
婚
嫁
古
墳
例、

.

前

者
が、

鈴

数
の

多
い

も
の
に
は

後
者
の

現
象
が

顕,
著
で

あ
る
こ

と」

兵
庫
県
平
田
山
古
墳
例、

千
葉
県
横
間
東
出
土
例

.

.

⑧
鈴
鏡
の
鏡
背
主
文
様
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
は」

い
ず
れ
も
第
二
次

5
.

八
鈴
鏡

的
な
倣
翼
鏡
の

枠
を
由
な
い
。

す
な
わ
ち、

原
型
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
も

群
馬
県
東
矢
島
原
出
土
例、

京
都
府
弁
財
天
1

号
墳
例、

宮
崎
県
鈴
鏡
塚
古
墳

の

に

限定

さ

れ

る
。・

し

た

が
っ

て
、.

鏡

式

に

も

限

度 .

が

あ

る

こ

と
。

そ

れ

旧

例、

(
伝)

奈
良
県
内
出
土
例
11

十
鈴
鏡
か。

は、

労
務
規
矩
文
鏡
類
・

内
行
花
文
鏡
類
・

獣
帯
鏡
類
・

獣
形
文
鏡
類
・

振



㎜

文
鏡
類
(
C
型
に
限
る
こ
と
)
・

珠
文
鏡
な
ど
で
あ
り、

倣
製
鏡
の

Φ
心
的
な

と
ん

ど
で

あ
る

に

も
か
か
わ

ら
ず、

他
の

鏡
式
の

も
の

は、
・
い

く
つ

か
の

中
国
鏡

鏡
式
を
用
い
て
い
る
こ
と

に
お
け
る
文
様
の
要
素
を
混
用
し
て
一

面
の
倣
製
鏡
を
作
り
あ
げ
て
い
る。・

両
者

な
ど

を
指
摘
し
う
る
。

は
そ
の

製
作
時
期
に
さ
ほ
ど
の
差
が
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の

現
象
は
お
よ
そ

鈴
鏡
類
は、

そ
の
分
布
の
偏
り
と
、

鏡
式
に
お
け
る
限
定
が
み
ら
れ
る
か
ら
、

次
の
よ

う
な
こ

と
を

示
し
て
い

る
と

考
え
ら
れ
る
。

今
後
の
研
究
の
方
向
は、

各
鏡
式
問
の
つ
な
が
り
と
、

出
土
古
墳
と
の

関連

が
重

す
な
わ
ち、

銅
鏡
は
き
わ
め
て
政
治
的
な
意
味
を
も
っ

て
配
布
さ
れ
た
。

初
期

要
性
を
も
つ

だ
ろ

う。

に
は
中
国
か
ら
舶
載
さ
れ
た
も
の
の
み
で
あ
っ
た
が、

中
国
か
ら
の
舶
載
が
中
断

W

ま

と

め

す
る
と、

に
わ
か
に
銅
鏡
の
国
産
化
を
必
要
と
し
た
。

中
国
鏡
の
舶
載
の
中断

の原因や、国産化のときの青銅原料についての問題は、なお未解決であ

古
墳
時
代
の
倣
製
鏡
は、

中
国
鏡
を
モ

デ
ル
と
し
て
製
作
さ
れ
た
日
本
製
鋼
鏡

る
が、

い

ず
れ
に
し
て
も、

銅
鏡
を
保
有
す
る
こ
と
の
政
治
的
な
意
味
は
、

倣
製

て

で

あ

る
。

鏡
開
始
の
段
階
で
は
、

ま
だ
十
分
に
残
存
し
て
い
た
と
患
わ
れ
る。

む
し
ろ、

国

いゆ式鏡動

倣
製
鏡
と
中
国
鏡
と
の
相
違
を
指
摘
し
た
の
は
三
宅
米
吉
氏
で
あ
っ

た
が、

日本製説として具体的に像型鏡を指摘したのは高橋健自氏である。「隅田八幡宮鏡」の発見が倣製鏡の研究を進展させることとなったが、倣製鏡を体系的に研究したものはなかった。

産
で
あ
る
が
故
に
そ
の
重
要
性
が
さ
ら
に
大
き
か
っ

た
と
も
解
釈
さ
れ
る
。

倣
製三角縁神獣鏡と他の鏡式の倣製鏡とは、その鋳造時期にさほどの時間差があっ.たとは考えられないが、倣製鏡の場合には、鏡式の差が大和政権と地方首長層との結びつきの度合を示すものとして配布されたも

一
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そ
の
後、

富
岡
謙
蔵
・

梅
原
末
治
・

後
藤
守
一
・

森本

六
両
氏
ら
の
研
究
が
あ

の

で
は

な
い

だ

ろ
う
か
。

一

代時

っ

て
、

舶

載
鏡、

と
り
わ
け

中
国
鏡
の

研
究
が
進
め

ら.
れ

た。

そ

の

過
程

の

中

こ

れ
ら
の

推論

が
、

そ
の

可
能

性
を

も
っ

た

も
の

だ
と

す
る

と、

画
一

性
の

高

醐

で
、

舶
載
鏡
と
の
関
係
が
論
ぜ
ら
れ、

倣
翼
鏡
と
原
型
(
中
国
鏡)

と
の
対
比
なども試みられた。踏み返し技法、同箔鏡の存在などの発見は倣製鏡研

い
三

角縁

神
獣鏡

以
外
の
倣
製
鏡
に
つ
い
て
は、

そ
の
変
化
に
富
ん
だ
鏡
式
を
整理し、それを系統的に細分してみる必要が生ずるであろう。,倣製鏡の

究
を
一

段
と

進
展
さ
せ
た
。

こ

と
に
、

三

角
縁
神
獣
鏡
は、

画
一

的
な

鏡
式
で

あ

い

く
つ

か
の

鏡
式
の
も
の
を
保
有
し
え
た
首
長
(
古
墳
の
被
葬
者)

と、

単
一

な

る
か
ら、

踏
み
返
し
や
同
範
に
よ
る
も
の
が
比
較
的
朋
確
で
あ
り、

そ
れ
を
保
有

鏡
式
の
も
の
を
保
有
し
た
首
長
と
の
相
違
を、

大
和
政
権
と
の
結
び
つ
き
の.
差
と

す
る
古
墳
間
の
有
機
的
関
連
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た。

し
て

理

解
し
て

み
よ

う
と
い

う
こ
と
に

も
連
な
る
。

こ
の

場

合
に
は
さ

ら
に

同
一

古墳

時
代
の
研
究、

と
く
に
古
墳
発
生
時、

前
半
期
古
墳
時
代
の
研
究
に
太
き

鏡
式
内
に
お
け
る
変
化
の
様
相
を
把
握
す
る
必
要
も
生
じ
て
く
み
。

く
寄与

し
た

の

は、

同
箔
鏡
を
用
い

た

小
林
行
雄
氏
の
「
国
籍
鏡
論
」

で
あ
っ・

倣
製
鏡
に
は、

舶
載
鏡
を
き
わ
め
て
忠
実
に
模
倣
し
た
一

群
の
も
の
と
、
.

舶
載

た。

弥
生
時
代
に
み
ら
れ
る
倣
製
鏡
は
別
と
し
て、

古
墳
時
代
の
倣
製
鏡
が、

三

鏡
の

模倣

か
ら
脱
し
て
倣
製
鏡
独
自
の
鏡
式
を
構
成
す
る
も
の

と.
の

二
者
が

あ

「

角
縁神

獣
鏡
か
ら
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
も
小
林
行
雄
氏
で
あ
h

た
。

る
。

そ
の
中(

舶
載鏡

の
模
倣
の
忠
実
度
に
よ
っ

て
い
く
つ
か
の
鏡
式
設
定
が
可

三

角
縁
神
獣
鏡
か
ら
開
始
さ
れ
た
古
墳
時
代
の
倣
製
鏡
は
(
.
や
が
て
他
の
中
国

能
な
も
の
と
、.

舶
載
鏡
の
原
型
を
推
定
し
う
る
が
原
型
と
は
か
け
は
な
れ
た
様
相

鏡
が
そ
の

対
象
と
な
っ
た。
・
三

角
縁神

獣
鏡
の
場
合
に
は
原
型
に
近
い
も
の
が
ほ

を
呈
す
る
も
の
、

更
に
そ
の
変
化
形
と
し
て
把
握
し
う

る

も
の

と
の

三

種
が
あ



る
。

舶
載
鏡
-

舶
載鏡

の
忠
実
な
模
倣
鏡
(
第
一

次
倣
製
鏡)

1
第
」

次
的
倣
製

の
で
あ
る
。

重
圏
文
鏡
類
が
、

舶
載鏡

の
中
に
そ
の
原
型

を直

接
的
に
求
め
え
煎

鏡
の

模
倣
鏡
・(

第
二
次
的
倣
製
鏡)

-
第
二

次
的
倣
製
鏡
の
模
倣
鏡
(
第
三
次
的

い
こ
と
も
こ
の
解
釈
を
有
利
に
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

古
墳
副
葬
鏡
と
し
で
の

倣
翼
鏡
)

と
い

う
よ

う
に
、

原
型
か

ら
の.
変
化

形
を

追
求

し
う
る

も
の

と、

舶

載

重
圏
文
鏡
と『

集
落
跡
か
ら
発
見
さ
れ
る
重
圏
文
鏡
と
を、

同
じ
性
格
を
も
つ

も

鏡
を
モ
デ
ル
と
し
て
独
自
な
文
様
構
成
を
み
せ
る
も
の
、

た
と
え
ば
少
数
で
は
あ

の
と
し
て
取
扱
う
こ

と
は
危
険
で
あ
り、

両
者
間
め

根
本
的
な
相
違
を
追
求
す
る

る
が
直
弧
文
鏡
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
な
ど
の
一

群
の
も
の
と
の
」

二
つ
の

太
き

必
要
が
あ
ろ
う
っ

い
ま
の
と
こ
ろ
、

鏡
式
上
の
大
き
な
差
を
み
と
め
る
こ

とが

難

な

流
れ
が
み

と
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。・

か
し
い
が(

詳
細
な
今
後
の

検
討
課
題
で
あ
る
。

い
ま、

舶
載
鏡
の
原
型
を
求
め
う
る
倣
翼
鏡
群
を
あ
げ
て
み
る
と
(
三
角
縁
神

舶
載
鏡
の
中
に
原
型
を
求
め
う
る
倣
翼
鏡
群
の
巾
で
は、

獣
形
文
鏡
類、

と
く

獣
鏡
類
を
除
い
て
)

に
四
獣
鏡
が
最
も
変
化
形
と
出
土
量
が
多
い
。

し
か
も、

単
純
な
文
様
構
成
の
為

1
方
格
規
矩
文
鏡
類

2
西
行
花
文
鏡
類

3
画
支
帯
神
獣
鏡
類

が、
・

原
型
の
構
成
文
様
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
も
少
な
い
。

獣
形
文
に

対
す

4

平
縁
神
獣
鏡
類

5

画
像
鏡
類

6

獣
帯
鏡
類

る
認
識
が
必
ず
し
も
深
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

と
は
い
う
も
の
の
面
径
に
あ

7

龍
虎
鏡

類

8

獣
形

文鏡

類

,.

る
程
度
の

統
一

性
が
み
ら
れ
た
り、

そ
の
分
布
に
か
な
り
の
普
遍
性
が
み
ら
れ
た

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
各
々
そ
の
変
化
形
が
求
め
ら
れ
た。

一

方、

舶

り
し
て
お
り、

倣
翼
鏡
と
し
て
は
最
も
一

般
的
に
鋳
造
さ
れ
る
よ
う
な
背
景
を
考

載鏡

の
中
に
そ
の
原
型
を
求
め
難
い
倣
翼
鏡
群
と
し
て
は

蔵
す
べ

き
で

あ

ろ

う。

一

r
振
文
鏡
類

2

乳
文
鏡
類

3

駄
文
鏡
類

内
行
花
文
鏡
類
も、

そ
の
意
味
で
は
普
遍
性
を
も
つ
も
の
の
一

群
で
あ
る
が
、

72

4
重
圏
文
鏡
類

5

変
形
文
鏡
類

6

鈴
鏡
類

5

外
区
文
様
帯
を
除
く
西
区
の

文
様
に
変
化
が
乏
し
い
。・、

文
様
と
し
で
幾
何
学
的
で

「

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
中
で
は
、

振
文
鏡
類
が
舶
載
獣
形
文
鏡
類、

舶
載
龍

あ
る
が
故
に、

変
化
を
求
め
難
い
も
の
で
あ
る
か
ら、

鏡
式
の
変
遷
過
程
を
追
求

虎
鏡
類
と
の
接
触
が
求
め
ら
れ
る
第
二
次
・

三
次
的
な
倣
製
鏡
と
考
え
ら
れ
る
。

す
る
場
合、

基
準
を
ど
こ
に

求
め
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
、

そ
の
意
味
で
は
森
浩

ま
だ、

鈴
鏡
類
は、

鈴
を
付
し
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
舶
載
鏡
か
ら
の

変
化
形

}

氏
の
論

考
は

示
唆
に

富
ん
だ

も
の

と
い

え
よ

う
(
森
浩
}
・
}

九
七

〇
年)
。

を
求
め
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。

そ
の
点
か
ら
み
る
と
鈴
鏡
は
舶
載
鏡
の
原
型
を
求

獣
形
文
鏡
類
や
内
行
花
文
鏡
類
と
こ
と
な
っ

て
、

細
部
に
わ
た
る
変
化
を
み
せ

め
う
る
文
様
意
匠
が
中
心
で
あ
る
か
ら、

乳
文
・

斑
文
鏡
類
と
同
列
に
取
扱
う
べ

、

'
.

る
方
格
規
矩
文
鏡
類
は
、

内
区
の
四
神
文
・

獣
形
文
の

変
化
が、

比
較
的
緩
慢
で

き
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

あ
り、

大
形
の
舶
載
鏡
模
倣
の
忠
実
度
の
高
い
も
の
と、

そ
う
で
な
い
も
の
と
の

,

重
圏
文
鏡
類
・

斑
文
鏡
類
・

乳
文
鏡
類
は
一

連
の
変
化
形
と

し

て

捉

え
て

み

較
差
が
き
わ
め
て
著
し
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る。

こ
の

現
象
は、

田
中
琢
氏
の
論

た
。

そ

し
て
、

こ

れ
ら
の
一

群
は
、

畿
内
地

方
を
中
心
と

し
て

鋳
造
さ
れ、

配

布

ず
る
よ
う
に
(
田
中
琢
・
一

九
七
八
年)

鏡
径
の
画
一

化
の
中
で
生
じ
た
省
略
の

さ
れ
た
一

群
の
倣
製
鏡
と
は
こ
と
な
う

た
性
格
を
も
つ

も
の
と
考
え
て
み
た
。

す

為
か
も
知
れ
な
い
。

な
わ
ち
、

重
圏
文
鏡
の
弥
生
時
代
終
末
期
か
ら
古
墳
時
代
初
期
に
か
け
て
み
ら
れ

倣
製
鏡
の
小
形
化
は、

政
治
的
な
背
景
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

換

鵬

る
現
象
か
ら、

そ
れ
が
畿
内
地
方
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
周
辺
地
域
に
分
布
の
偏
りがあるとし、倣翼鏡の開始について二系統の起源を考えようとするも

言
す
れ
ば、

鏡
の
も
つ

政
治
的
意
義
の
欠
落
と
も
い
え
よ
う
か。

伝
統
的
な
銅
鏡を保有しつづける、つまり「伝世」の意味が再認識される時期でもあ



皿

つ

た
の
だ
ろ
う
か、

大
形
倣
銀
鏡
は
伝
世
ざ
れ
た
可
能
性
を
も
っ

て
い
る。

舶
載鏡よりも倣製鏡の伝世に意義を見出す時期に到達しているらしい。と

さ
ら
に
.

学
外
諸
研
究
機
関、

先
学
諸
氏
に
資
料
収
集、

研
究
上
の
ご

助
言
をいただいた。各々ご芳名を記しえないが感謝の意を表したい。

は
い

う
も
の
の

舶
載
鏡
に
は
そ
の
数
に
限
度
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
し
、

そ
の
保

な
お
、

紙
面
の
都
合
で
本
論
・

図
版
お
よ
び
参
考
文
献
目
録
を
か
な
り
割
愛
せ

有
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の

中
に
は、

政
治
的
な
背
景
は
大
き
い
も
の
で

あ
っ

た
だ
ろ

ざ
る
を
え
な

か
っ

た
こ

と
を
、

お
わ
び
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。

う。

こ .
ご
で

は、

鏡
式
に
よ

る
差
よ

り
も、

舶
載
か
倣

製
か
の

差
が
か

な
σ
意

識されたにちがいない。

参
考
文
献
目
録

固
文
帯
神
獣
鏡
の
国
籍
鏡
を
分
有
す
る
膚
墳
に
は
馬
具
を
中
心
と
す
る
副
葬
品

福
山
敏
男
・
一

九
三
四
年
「
江
田
発
掘
大
刀
及
び
隅
田
八
幡
神
社
鏡
製
作

年
代
に
つ

い

硬つに式鏡の鏡製倣

の

伴
出
例
が
多
い
。

前
半
期
古
墳
に
み
ら
れ
る
画
支
帯
神
獣
鏡
と
は
異
な
っ

た
時期に中国で鋳造されたものであろう。しかし、その倣製鏡を特定することはできない。そればかりか、その時期の古墳の副葬鏡餅には、画支帯神獣鏡系と思われる倣製鏡はふくまれていない。この段階では、おそらく倣製鏡の鋳造は終りを告げていたので情ないだろうか。横穴式石室の開始は、古墳の性格を一変させた。単独葬から複葬への変化である。同時にそれは(・古墳被葬者層の変質を・も意味しており、古墳副葬品の内容と質的変化とも一致しているp錨鎖を副葬品の

て
」

考
古
学
雑
誌
24

1
1
・

昭
和
九
年後藤守一・一九二〇年「鋸鎌に就て」考古学

雑
誌
-o

1
1
・
2
・

3
・

5
・

6
・9・大正九年.・一九二六年『漢式鏡』雄山閣大正一五年・.一九三九年『静岡県磐田郡松林山古墳発掘調査報告』昭和…四年・一九四二年『古鏡聚英』上篇昭和一七年横目隆康・一九五六年「古墳編年に対する.副葬鏡の再活用」考古学雑誌覗一

.2昭和三一年・一九六〇年「画支帯神獣鏡と古墳文化」史林43-5昭和三五年

一
73一

搬

中
心
と
す
る
前
半
期
古
墳
と
の
ち
が
い
が
明
確
に

示
さ
れ
て
い
る
。.

・
一

九
七
九
年
『古

鏡
・

古
鏡
図
録』

新
潮
社

昭
和
五
四
年

脚

倣
製
鏡
の

古
墳
時
代
に
お
け
る
生
命
は、

そ
の

政
治
的
な
意
味
あ
い
を
失
っ

た

久
永
春
男
・
一

九
五
六
年
「鏡

」
(
後
藤
守
一

編
「
臼
木
考
古
学
講
座
5
」

古
墳
文
化

古

と
き
に
、

そ

の

終
焉
を

告
げ
る
。

そ

れ
は、

か
な

り
急
激

な
終

末・
で

あ
っ

た

ら
し

河
出
書
房)

昭
和
三
一

年

い
。

そ
し
て、

そ
の
時
期
は
お
そ
ら
く
「
倭
五
玉
」

時
代
を
想
定
し
て
も
よ
い
だ

・
一

九
六
〇
年
「
鋸
鎌
と
鏡」
(
近
藤
義
郎
編
『
月
の

輪古

墳』
)

昭
和
三
五
年

ろ

う
。

・
一

九
六
三
年

「守

山
市内

の
古
墳
か
ら
発
見
さ
れ
た
鏡
」

(
守
山
市教

育
委

お
わ
り
に本研究を進

め
る
に

あ
た
っ

て、

研
究
の
端
緒
を
与
え
て
下
さ
っ

た
故
後
藤
守一先生をはじめ、考古学研究室の杉原離弁先生、大塚初重先㍍、.戸沢充則先生にはいろいろとご指導をいただいた。また、斎藤忠先生には、日常の研究面でご指導とご便宜をはかっていただいた。学友安蒜政雄譜をはじめ明大の考古学専攻生諸君および0・B諸氏にも多大の

員

会編

『守

山
の
古
墳
』).
昭
和
三
八
年原田大六げ一九六一年「十七号遺跡の遺物」(

鏡山

猛
編
『続

・

神
ノ
島
』)

昭
和三六年伊藤禎樹・一九六七年「涙文鏡小論」考古学研究1412昭和四二年喜田貞吉.・一九一九年「我が鏡作部製作の大湊式鏡]民族と歴史111大・正八年.・一九二〇年「七子鏡考」民族と歴史312大正九年

協
力
と
援
助
を
受
け
た
。

と
も
ど
も
深
く
虐
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

小
林
行
雄
・
一

九
五
六
年
「
前
期
古
墳
の
副
葬
品
に
あ
ら
わ
れ
た
文
化
の
二

相」

京
都
大



学
文
学
部
五
十
周
年
記
念
論
集

昭
和
三
一

年

杉
原
荘
介
・
一

九
七
二
年
『
日
本
青
銅
器
の

研究

』

昭
和
四
七
年

中
央
公
論美

術
出
版

『古

墳
時
代
の
研
究』

所
収

昭
和
三
六
年

青
木書

店

・

社

小
林
三
郎
・ .

一

九
六
二
年
「
古
墳文

化
の
形
成
」

(
岩
波
講
座
「
日
本
歴
史」

1
原
始
および古代1)昭和三七年。一九六五年『古鏡』昭和四〇年学生社・一九七九年「三角縁波文帯神獣鏡の研究」辰馬考古資料館考古学研究紀要1.昭和五四年一九七一年「竈韻鏡とその性格」駿台史学28昭和四六年.一九七八年「四獣文鏡・六獣文鏡の韻士例について」(斎藤忠編『弘法由古墳』所収)昭和五三年.一九七九年「古墳時代初期倣製鏡の一側面」駿台史学46昭和五

高

橋
健

自
・富岡謙蔵・

一

九
〇
八
年
「
本
邦
鏡
鑑
沿
革
老者

」

考
古
界

明
治
四
一

年・一九一一年『鏡と剣と玉』明治四四年,一九}四年「在銘最古日本鏡」考古学雑誌512大
正
三
年一九二二年「銅剣・銅鉾考」考古学雑誌認一4大正一叫年一九一八年「九州北部に於ける銅剣・銅鉾及び弥生式土器を伴

幽する古鏡の年代にういて」考古学雑誌819大正七年.}九二〇年「鈴鏡の研究」民族と歴史3i3大正九年.一九二〇年「日本海製古鏡に就いて」(『古鏡の研究』所収)大正九年

四年

.
一

九
二
〇
年
『
古
鏡
の
研
究』

大
正
九
年

堅

田

直
・

一

九
六
七
年
「
弁
天
山
B
2

号
墳」

(
大
阪府

教
育
委
員
会
編

『弁

天
山古

艦

.
一

九
二
四
年
「
鈴
鏡
に
就
い
て
の
二
三
の
考察

(上

)
」

歴
史
と
地
理
13
-
2

墳
群
の
調
査
』

大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
第
17
輯〉

昭
和
四
二
年

大
正
一

三
年

一

近
藤
喬
一
・
一

九
七
三
年
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
倣
製
に
つ
い
て
」

考
古
学
雑
誌
59

-
2

高
倉
洋
彰
・
一、
九
七
二
年
「
弥生

時
代
小
形
伍
裂
寛
に
つ
い
て
」

考
古
学
雑
誌
58
1
3

74

昭
和
四
八
年

昭
和
四
七
年

一

鎌
谷
木
三
次
・
一.
九
七
三
年.
『幡

磨
出
土漢

式
鏡
の
研
究』

昭
和
四
八
年

田

中

琢
・

臼

一

九
七
八
年
『
鐸
・

剣
・

鏡』

(
目
木
原
始
美
術
大
系
4
)

昭
和
五
三
年

森本

六
爾
・
一

九
二
六
年
『
金
鎖
山
古
墳
の
研
究』

大
正
一

五

年

ρ

講
談
社
刊

二

九
二
八
年
「鈴

鏡
に
就
て
」

考
古
学
研
究
2
1
3

昭
和
三
年(『日本考古学研究』所収)

梅
原
末
治
・

「

一

九
二
一

年
『佐

味
田
及新

山
古
墳
概究

』

大
正
一

〇
年・㎝九二三年「支那古鏡の彷製に就いて」芸文14-

6

大
正

=
}
年

三
宅
米
吉
・
一

八
九
七
年
「古

鏡」

考
古学

会
雑
誌
1

1
5

明
治
三
〇
年

(
『
鑑
鏡
の
研
究
』

所
収)

大
正
一

四
年

三
木
文
雄
・
一

九
四
〇
年
「
鈴
鏡
考」

考古

学
雑
誌
30
-
1

昭
和
一

五
年

・
一

九
三
九
年
『紹

興
古
鏡
聚
英』

昭
租
一

四
年

森

浩
「
・
…

九
七
〇年

「
古
墳出

土
の
小
型
内だ41

花
文
鏡
の

再
吟
味」

(
橿
原
考
古
学

.
一

九
四
〇
年
「
上
代
古
墳
出
土
の
古
鏡
に
就
い
て
」

(考

古
学
全
編

『
鏡
劔

研
究
所
編
『
目
木
古
文
化
論教

』

所
収)

昭
和
四
五
年

及
玉
の
研
究』

所
収

昭
和
一

五
年
『
日
本考

古
学
論破

』

所
収

曜
和
一

小
野
勝
年
・
一

九
冗
三
年
「
中
野
市
小
田
中
姥
懐
山
古
墳
」
(『
下
高
井
』

所
収)

昭
和
ニ

ヨ

ぐ

五
年)

＼.E

「ノノ」

・
一

九
四
三
年
『漢

三
国
六
朝
紀
年
鏡
図
説
』

昭
和
一

八
年

2

梁

上
椿
・佐藤小春・
一

九
四
〇
卑
『
巌
窟
蔵
鏡』一九一九年.「磯城郡柳本

村
大
字
大
塚
所
在大

塚
発
掘
古
鏡」

(奈

良
県

・
一

九
四
四
年
「
上
代
鋳
鏡
に
つ
い
て
の
一

所見

」

考
古
学雑

誌
34

臥
2

昭和一九年

16

史
蹟
勝
地
調
査
会
報
告

第
6
回〉

大
正
八
年

・
一

九
四
六
年
「
本邦

古
墳
吊
上
の
局
萢
鏡
に
就
い
て
の

コ.一
の
考
察」

史
林

「

」
、



騰

30

1
3

聯想

一
一

年

(
16
)

後
藤…

守二

駆俣

武

鑑
』

(
一

九
二

六
如†
〉

・
一

九
五
九
年
「
上
古
初
期
の
彷
翼
鏡」

(
読
史
会
創立

五
十
年
記
念

『
国
史

パ
ー7
)

松
尾
禎
作
「
横
田
下
古
墳
」

佐
賀
県
教
2
(
一

九
三
〇
年)

,
、

調

集
』

所
収
)

昭

和
三

四

年

(
18
)

佐
賀
県
立
博
物
館
『
椛
島
山遺

跡
調
査
報
告』

(
一

九
七
七
年)

・
一

九
六
四
年
『椿

井大

塚
山
古
墳』
(
京
都
府
文
化
財
調
査
報
告

第
23

冊)

(
19
)

鏡

山
猛

編

『

続
・,

沖
ノ

島
』

(
一

九

六
一

年)

昭
和
三
九
年

(
器
)

児
島
隆
人
「
福
岡
県
か
つ
て
塚
古
墳
調
査
報
告」

考
古学

雑
誌
52

1
3

(
一

九
六

八
木渠
・

三
郎
・
一

九
〇
二

年
「
鏡」

(『
増
訂
日
本考

古
学
』

所
収)

明
治
三
五
年

七
年)

・
一

九
〇
二
年
「
鏡
鑑
説
」
(『
考
古
便
覧』

所
収)

明
治
三
五
年

(
21
)

所佼

藤
守
一

罷
渓
式
鰭首

(
一

九
二⊥
ハ
年)

山
田
孝雄

二

九
一

四
年
「
隅
田
八
幡
宮
蔵
古
鏡
に
就
い
て」

考
古
学
雑
誌
5
-
5

大

(
22
)

五
島
美
術
館
『古

鏡
・

古
陶
磁
名
品
展
』

図
録
(
一

九
六
〇
年)

正
三
年

(
23
)

『高

槻
市
史』

6
・

考
古
編
(
一

九
七
三
年〉

〔
註〕
・

本文

中
の
図
版
番
号
と
一

致
す
る

〈
別
)

藤
井
治
左
衛
門
「
岐
阜
県
不
破
郡
青
葉
村
夫
道
長
塚
古
墳」

考
古
学
雑
誌
19
1
6

ていつに式鏡の鏡膿例時墳古

(
1)

∴
2
)

石
田
茂
輔
「
口
業
酢
媛
命
御
陵
の
資
料
に
つ
い
て
」

書
陵
部
紀
要
19
(
一九六七年)(3)杉崎彰他「愛知県白山平東之宮古墳」日本考古学年報26(一九七五年)(4)貼横山浩一「加悦丸山古㎞墳」山尿都府報22(一九六一年・)(5)内藤晃・大塚初重『三池平古墳』(一九五八年)(6)梅原末治「物集女ノ群集墳」京都府報1(一九一九年)(7)梅原末治『佐味田及新山古墳研究』(一九二一年)(8)菅谷浩之「聖天塚古墳」みさと広報47号(一九七四年四月)(9)梅原末治『梅仙居蔵目木出土漢式鏡図録』二九二三年)(10)梅原末治「伽前鶴山村丸山古墳」日水吉文化研究所報告9(一九三八年〉(11)富岡謙蔵『古鏡の研究』(一九二〇年)・後藤守一『演式混』(一九二六年)

(
25
)(26)ハ27)(%)(29)(30)(31)(32)(33)(艇)(35)

(
一

九
二
九
年)梅原末治「備

前
鶴
山
村
丸
山古

墳
」
(
前
出)南山大学編『白山籔古墳』(一九七七年)後藤守一『吉原市の古墳』(一九五八年)群馬県立博物館『群馬の古鏡』(一九八0

年)後藤守一他『静岡県磐田郡松林山古墳発掘調

査
報告

』
(
一

九
三
九
年)海原末治「周防国玖珂郡柳井町水口茶臼山古墳調査報告」考古学雑

誌11-8・9(一九二〇年)鏡山猛編『軌・沖ノ島』(前出)後藤守一『漢武鑑』(前出)群馬県立博物館『群馬の古鏡』(前禺)松尾禎作「葛溜古墳」佐b県報8(一九四九年)鏡山猛編『続・神ノ島』(前田)

一
75一

(
12
)

梅
原
末
治
「
乙
訓
郡
寺一
11
大
塚
古
墳」

京
都
府
報
4

(
一

九
二
三
年)

京
都
府
報21(一九五五年)

(
36
).(37)

後
藤
守
一

『
模
式
鏡』

(
前
出),梅原末治「周防国玖珂郡柳

井
町
水
月
茶
臼
山
古
墳
調
査
報告

」
(
前
出)

(
13)

坪
倉
利
正
・

杉
原
和
雄
・

林
和
広
『
カ
ジ
や
古
墳
発
掘
調
査
報答

書
』

(
一

九
七

(
38
)

上
原
甲
子
郎
『菖

蒲
池
古
墳
』

巻
町
双
書
3
(
一

九
六
一

年)

二
年)

(
39
)

梅
原
末
治
叩
久
津
川
古
墳
研
究』

(
一

九
二
〇
年)

(
14)

梅原

末
治
『
佐
味
田
及
新
山
古
墳
研
究』

(
一

九
二
一

年)

(
Olf

)

鏡
山
猛
編
『続

・

神
ノ
島』

(
前
出)

(
15
)

梅
原
末
治
「
美
濃
山
ノ
古
墳」

京
都
府
報
2

(
一

九
二

〇
年)

(
41
)

梅
原
末
治
「
備
前
鶴
山
村
丸
山古

墳
」
(
前
出)



(
42
)

梅原

末
治
『
佐
昧
田
及
新
山
古
墳
研
究』

(
前
患)

(
67
)

後
藤
守
一

[、
上
野
佐
波
郡
赤
堀
村今

井
茶
臼
山
古
墳』

(
一

九
三
三
年)

(

3婁ご
)

島
田
寅
次
郎
「
丸
隈
山
古
墳
」

福
岡
県報

1
(
一

九
二

五
年)

(
68
)

唐
笛
閏
謙
蔵
『
古
鏡
の
研
究』
(
前
出〉

(
44
)

梅
原
末
治
「
美
作
郷
村
観
音
山
古
墳」

日
本古

文
化
研
究
所
報
告
4

(
一

九
三
八

(
69
)

房
総
風
土
記
丘
資
料
館
『
房
総
の

古
鏡』

(
一

九
八
0
年)

年〉

(
70
)

『奈

良
市
史』

考
古
編
(
一

九
六
八
年)

(
45
)

梅
原
末
治
『
久
津
川
古墳

研
究』
(
前
出)

(
71
)
・
(

72
)

梅
原
末
治
「
備
前
鶴
山
村
丸山

古
墳」
(
前
出)

(

61∠
)

後
藤
守
一

『演

式
鏡』
(
萌
出)

(
73
)

西
岡
・

鈴
木
・

金
関
「
新
開
古
墳」

滋
賀県

報
12

(
一

九
六
一

年)

(
47
)

富
岡
謙
蔵
『古

鏡
の
研
究』

(
前
出)

(
74
)

樋
U
隆
康
『
古
鏡
・

古
鏡
図
録』
(
…

九
七
九
年)

(
48
)

弘
津
史
文
『
燭
防
態
毛
郡
上
代
遺
跡
遺物

発
見
地
調
査
報
告
書』

ハ
一

九
二
七
年V

(
75
)

佐
々
木
謙
・

大
村
雅
夫
『
馬
山
古墳

群』
(
一

九
六
二
年)

弘
津
吏
文
『
防
長
漢
黄
鐘
の
研
究』
(
}

九
二
八
年)

(
76
)

『富

山
県
史』

考
古
編
(
一

九
七
二
年)

(
49
)

富
岡
謙
蔵
『古

鏡
の
研
究』
(
前
出V
・

後
藤守

一

『
摸
式
鏡』
(
前
鵬)

(
77
)

大
和
久
帆
平
『
桑
57
号
墳
発
掘
調
査
報
告
書
』
(一

九
七
二
年)

(
50
)

梅
原
末
治
「飯

ノ
岡
ノ
古
墳
」

京
都
府
報
2
(
一

九
二

〇
年)

(
78
)

西
岡
・

鈴

木
・

金

関

「新

開

古

墳
」

(

前
出)

(
51
)

後
藤
守
一

『摸

式
鏡』
(
前
出)

(
79
)

鏡
山

猛

編

『

続
・

沖
ノ

島
』
(

前

出)

(
52
)

末
永
雅
雄
・

森
浩
一

『
眉
山
周
辺
の
古
墳』

徳
島
県
報
9

(
一

九
六
六
年)

(
80
)

梅
原
末
治
「
栗
太
・

野
洲
両
部
に
お
け
る
二
三
の
古式

墳
墓
の
調
査
報
告」

考
古

(
53
)

大
和
久
震
平
『
崔
宮
牛
塚
古
墳
』
(
一

九
六
九
年)

学
雑

誌
12

-
3

(
一

九
二
一

年)

一

(
重5

)

斎
藤
忠
・

大
塚
初
重
・

川
上
博
義
『
三
昧
塚
古
墳』
(
一

九
五
五
年)

(
81
)

海
原
末
治
・

小
林
行
雄
『
筑
前
国
嘉興

部
王
塚
装
飾
古
墳』

京
大
報
告
15
(
一

九

76

(
55
)

鳥
居
龍
威
『
下
伊
那
の
先
史
及
原
史
時
代』
(
一

九
二

四
年)

三
九
年)

一

(
56
)

八
幡
一

郎
・

米
山
一

政
・

岩
崎
卓
也
『
長
野
県
森
将
軍
塚
古
墳
』
(一

九
七
四
年)

(
82
)

梅
原
末
治
『
佐
味
田
及
新
山
古
墳
研
究
』
(
一

九一
一
一

年)

(
57
)

後
藤
守
一

『古

鏡
聚
英』

(
一

九
四
二
年)

(
83
)

同
志
社
大
学
『
園
部
垣
内
古
墳
調
査
概
報』
(
一

九
七
三
年)

(
58
)

『
川
越
市
吏』

ω
(
一

九
七
二
年)

(
84
)

富
岡
謙
蔵
『
古
鏡
の
研
究
』
(前

出V
・
『
岐
阜
県
史』
(一

九
七
二
年)

(
59
)

平
野
和
男
「
磐
田
市
一

木
松
か
ぶ
と
塚
古
墳
出
土
遺
物
に
つ
い
て
」

古
代
学
研
究

(
85
)

寺
田
貞
次
「
西
植
田
村
川
東
の
古
墳」

香
川
県
報
11

(一

九
四
〇年

)

26

(
一

九
六

〇

年)

(
86
)

梅
原
末
治
「
備
前
鶴
山村

丸
山
古
墳」
(
前
出)

(
60
)

『
静岡

県
史』

1

(
一

九
三
〇
年)
・

後
藤
守
一

『古

鏡
聚
英』

(
前
出)

(
87
)

『宮

山
古
墳
発
掘
調
査
既
報』
(
一

九
七
〇
年)

(
61
)

滝
口
宏
・

平
野
元
三
郎
『
上
総
金
鈴
塚
古
墳』

(
一

九
五
一

年)

(
88
)

梅
原
末
治
「
乙
訓
郡
に
て
新
に
発
掘
せ
ら
れ
た
る
二
古
墳」

京
都
府
報
12
(
一

九

(
62
)

後
藤
守
一

「
伊勢

一

志
郡
豊
地
村
の
二
古
式
墳」

考
古
学
雑
誌
14
-
3

(
一

九一 .一

三
一

年)

'

三
年)

(
89
)

伊
藤
玄
三
『
裏
町
古
墳
発
掘
調
査
報
告
書』

(
一

九
七
四
年)

(
63
)

島
田
寅
次
郎
「丸

隈
山
古
墳
」
(
前
出)

(
90
)

後
藤
守
一

『
古
鏡
聚
英』

(
前
出)

(
64
)

西
谷
虞
次
・

鎌
木
義
昌
『
金
蔵山

古
墳』

(
一

九
五
九
年)

(
91
)

藤
森栄

一
・

宮
坂
光
昭
「
諏
訪
上
社
フ
ネ
古
墳
」

考
古
学
集
刊
3
1
1

(
一

九
六

4

(
65
)

後
藤
守
一

「
鏡を

伴
ひ
し
古
墳」

考
古
学
雑
誌
10
1
2

(
一

九
二
〇
年)

五
年)

16

(
66
)

『
静岡

県
史』

-

(前

世

(
92
)

木
下
之
治
『小

城
町
史』
(
一

九
七
四
年)



鵬

(
93
)

群
馬
県
立
博物

館
『
群
燭
の
古
鏡
』
(
前
出)

(

⑪21
)

『
弁
天
山
古
墳
群
の
調
査
』

大
阪
府
報
17

(
一

九
六
七
年)

(

韮己9
)

後
藤
守
一
・

相
川
龍
雄
「
多
野
郡
平
井
村
白
石
稲
荷
山
古
墳」

群
馬
県
報
3
(
一

(
121)

～
(
坊
)

杉
崎
彰
他
「
愛
知
県
白
山
平東

之
宮
古
墳
」
(
前
出)

九
三
七
年)

廟)

『
新
沢
千
塚
古墳

群
』

奈
良
県
報
39

(
一

九
八
一

年)

(
95
)

鏡山

猛
「
帯
隈
山
古
墳
と
そ
の
周
辺
」

佐
賀
県
教
16

(
一

九⊥
ハ
六
年)

(
撚
)

後
藤
守
一

『
漢
式
鏡
』
・

後藤

守
一

『
古
鏡
聚
英
』
(
前
出)

(
96
)

『
静
岡
県
史』

1

(
一

九
三
〇
年〉
・

後
藤
守
一

『
古
鏡
聚
英』

(
前
出)

(
鵬
)

『
静
岡
県
史
』

1

(
一

九
三
〇
年)

(
97
)

梅原

末
治
「
保
津
村
保
津
山
古
墳
」

京
都
府
報
18

(
一

九
三
八
年〉

(
921

)

後
藤
守
一
・

相
川
龍雄

『
磐
田
郡
松
林
山
古
墳
発
掘
調
査
報
告
書
』
(
前
出)

(
98
)

斎
藤
・

大
塚
・

川
上
『
三
昧
場
古
墳』
(前

出)

(
㎜
〉

河
野
清
史
「
豊
後
国
西
国

東
都

田
原

村
灰
土
山
の
古
鏡
」

考
古
学雑

誌
5

-
11

(
99
)

富
岡
謙
蔵
『古

鏡
の
研
究
』
(
前出

)

(
}

九
一

五

年V

(
m
)

『
磐
余
・

池
ノ
内
古
墳
群』

奈
良県

報
28

(
一

九
七
三
年)

(

一31
)

内
藤
晃
・

大
塚
初
重
『
三
池
平
古
墳
』
(
前
出)

(
m
)

京
都大

学
文学

部
『
考
古
資
料
目
録
』

2

(
田
)

富
樫
卯一
二
即
値
『
向
野
田
古
墳
』
(
一

九
七
八
年)

て

(
201

)

後藤

守
一

『漢

式
鏡
』
(
前
出)

(
331

)

遠
山
荒
治
「
岡
山
県
の
古
墳
(
其
二V
」

考
古
学雑

誌
15

-7

(
一

九
二
五
年V

いつ

爾)

両角

守
一

「
諏
訪
郡
湊
村
糠
塚
発
見
の
大
戦
鏡」

信
濃
4

1
7
(
一

九
三
五
年)

( 一
331

)

『岐

阜
県
史
』
(
前
出)

に式

(

ユ0玉
)

富
岡
謙
蔵
『古

鏡
の
研
究
』
(
前
出)

( 、k
り奪1

)

『
千
葉
市
史
』

史
料
編
1

(
一

九
七
六
年)

鏡の鏡

爺
)

(
鵬
)

後
藤
守
一

『
摸
式
鏡』
(
前
出)
・
『
岐
阜
県
史
』
(
前
鑑)『岐阜県史』(前出)

(
㍑
)(娚)

松
本
正

信
氏
の
ご
教
示
に
よ
る。梅原末治『持田古墳群』(一

九
六
九
年)

一

77

畷

(
餅
)

柴
田
常
恵
・

保
坂
三
郎
『
日
吉
矢
上
古
墳
』
(
一

九
四
三

年)

(
囎
)

松
尾
禎
作
「
横
田
下
古
墳」
(
前
幽V

「

側

(

80玉
)

富
岡
肇
蔵
『
古
鏡
の
研
究
』
(
前
出)
・
『
三
重
考
古
図
録
』
(
一

九
五
四
年)

(
蜘
)

広
島
県
立
府
中
高
校
『
古
代
吉
備
品
治
国
の
古
墳
に
つ
い
て
』
(
一

九
六
七
年)

時鎖

(
901

)

後
藤
守
一

『
漢
式
鏡』
(
前
出)

(
141

)

賀
川
光
夫
『
大
分
県
の
考
古
学』
(
一

九
七
一

年)

弓r

(
m
)

赤
星
直
忠
『
伊
勢
原
町
登
尾
山
古
墳
』
(
}

九
七
〇
年)

痂)

鎌
木
義
昌
『
一

宮
町
天
神
山
前
方
後
円
墳
』
(
一

九
六
七
年)

(
M
)

尾綺

喜
左
雄
・

保
坂
三
郎
『
上
野
国
八
幡
観
音
塚
古
墳
調
査
報
告
書
』
(
一

九

六

(
恥
)

樋
口
隆
康
『
古
鏡
・

古
鏡
図
録』
(
前
出)

三

年)
.

(
傾
)

『
縫
岡
県
史
』

1
(
前
出)

漉)

梅原

末
治
『
久
津
川
古
墳
研
究
』
(
前
出)

(
衛
)

後藤

守
一

『
古
鏡
聚
英
』
(
前
出)

(
311

)

梅原

末
治
「
美
作
郷
村
観音

山
古
墳
」
(
前
掲)

(
鴎
)

富
岡
謙
蔵
『古

鏡
の
研
究』
(前

出)

(
411

)

富
岡
謙
蔵
『
古
鏡
の
研
究』
(
前
出)

(
瑠
)

弘
津
史文

「
周
防国

赤
妻
古
墳
並
茶
臼
山
古
墳
0
」

考
古
学
雑誌

18

i
4
(
一

九

(
51董

)

梅
原
末
治
「
神
戸
市
夢
野
丸
山
古
墳
」

兵
庫
県
報
2
(
一

九
二
五
年)

二
八
年)

愈)

大
場
磐雄

・

佐
野
大
和
『
常
陸
鏡
塚
』
(
一

九
五
六
年)

(
酩
)

後藤

守
一

『漢

式
鏡
』
(
前
出)

(
m
>

目
木
民
俗
資
料
館
編
『
信
濃
の

古
墳
文化

展
』

目
録
(
一

九
七
五
年)

(
田
)

富
岡
謙
蔵
『古

鏡
の
研
究』
(
前
出)

・

(
811

〉

梅
原
末
治
『
佐
味
田
及
新
山
古
墳
研
究
』
(
前
出∀

(
蜘
)

『
高
槻
市
史』

6
・

考
古
編
(
一

九
七
三
年〉

(
m
)

後
藤
守
一

『
摸
式
鏡』
(
前
掲)

(
慨
)

後藤

守
一

『古

鏡聚

英
』
(前

出V



(

?4P■ワ

)

森
木
六
溺
『
金
鍔
山
古
墳
の
研
究』
(
一

九
二
六
年)

(

3Fぴ一
)

森
木
六
爾
『
川
柳
村
将
軍
塚
の
研
究』・
(
一

九
二
九
年)

(
1r31

)

『
岐阜

県
史』

1

(一

九
七
二
年)

(
燭
)

富
岡
謙
蔵
『
古
鏡
の
研
究』
(
前
出〉

(
鵬
)

樋
口
隆
康
『
古
鏡
・

古
鏡
図
録』
(
前
出)

(

75且
)

『
岡
山
県
の
原
史
・

古
代
展
』

目
録
(
一

九
七
四
年)

(

85隻
)

富
岡
謙
蔵
『
古
鏡
の
研
究』
(
前
出)

(

9一、U鼠
)

甲
斐
古
墳
笥
査全

編
『
甲
斐
の
古墳

・

f
一
(
一

九
七
四
年)

(
061

)

渡
辺
正
気
『
佐賀

市
関
行丸

古
墳』

佐
賀県

報
7

(
一

九
五
八
年)

(
m
)

鏡
山
猛
編
『
坤
ノ
島』

(
一

九
五
八
年)

(

哩

出
土
地
不
明
・

明
治
大
学
蔵
品

(
361

)

渡
辺
正
気
『佐

賀市

関
行
丸
古
墳h
(
前
出)

(
剛
)

『
北

九
州

古

文

化
圏

鈷
・

2
」

(
一

九
五
一」

年)

(

㊥

橋
本澄

夫
.「

金
沢
市
田
中
A
・
B

遺
跡」

金
沢
バ
イ
挿
ス
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査

㎜

(

∂51
〉

報
告
(
一

九
七
一

年)戸張{番割遮跡調査

会
「
千
葉
県
戸
張

「番

割
遺
跡
」

日
本
考
古
学
年
報
32

78
一

(
一

九

八
一

年)

(
761

)

大
塚
初
重
・

小
林
三
郎
「
茨
城
県

勅
使
塚

古
墳
の
研
究
」

考
古
学
実
刑
2

1
3

(
一

九
六
四
年)

(

麓1
)

石
山
勲
「
乙
植
木
三
号
墳」

九
州
縦
貫
自
動
車
道
関
係
埋.
反
文
化
財
調
査
綴
音
X

(
一

九
七
七
年)

(
961

)

後
藤
守
一

『演

式
鏡』

(
前
掲)
・
『高

槻
市
史』

6
・

考
古
編
(

前

出)

(
071

)

謙

本
義
目
口
・

間

壁

忠

彦

『
長

福・寺

裏-川

⊥
肖…墳

群
』

(
一

九
山
ハ一
二

年)

・
曜

(
171

)

鏡山

猛
糾
『続

・

神
ノ
島』
)

前
出)

(
翅
)

『
磐
余
・

池
ノ
内
山
古
墳
群
』
(
前
出)

鵬

「



AstudyonthetypeofJapaneseimmitativebronze ■
mirrorsinTumulusage.

,

.

SaburoKoもaya曲i 」
B6selkyo一 徹 製 鏡1-Japaneseimmitativebronzemirrorswererepr6ductedfrom・Chinese

models.

Atfist,Dr.YonekichiMiya辰eand・Dr.1くenjiTakahashiwerepointedoutofJapanese

ilhm茎tativebronzem{rrorsinl900A,D.andMr.Kεnz6Tom{oka,Dr.Sueji'Umeharaand

Dr, ShuichiGotoh.werecontinuedandadvancedthestudyofCbineseorJapanesebronze
o

mirrors.But,aftertheirstudies,wehavenosys吐ematic.studyonJapanesei㎡ 皿itat三vebronze

o

1n蔓rrors,

ThisessaytriedtocollectofJapaneseimmitativebronzemirrorswhicbfountoutfrom

Tumulusasfullerahreasures.Ontheresults,IcanclearupthreedifferentgroupsofJapanese
o

lmmitativebronzemirrors.

GroupA:faithfulcopiesofChinesemirrors.

GroupB:secondaryandvarletycopiesofGroupA.

GroupC:originaldesignsofJapanesepattern.

GroupAcontainsninetypesofmirrors

1Triangler量mmirrorwith日gureoffabulousbeastsanddeities一 一Sankal(uen.shinju-kyo

一三角縁神獣鏡'

2.MirrorwithT.L.V.lettersandcosmograph{caldesign-HokakuKikumon-Kyo一 方 格

規矩文鏡

3.Mirrorwithpetaloiddesign-NaikoKamonK}・o一 因 行 花 文 鏡

4.Fratrimmirrorswithfigure:offabulousbeastsanddeities.一Hei-enShinj嚢 一Kyo一 一平

縁神獣鏡

5.FriezeofgenreFiguresrimmirrorswithfigureoffabulousbeastsanddeities-Ga一

montaiSh{njuKyo一 一一画 支 帯 神 獣 鏡

6.Mirrorwithgenrefigures-Gaz6Kyo一 画 像 鏡
一

7.Mirrorwithfigureofdragonandtiger.一RyukoKyo一 一龍 虎 鏡

8.Mirrorwithwidebandofbeastfigure.一JutaiKyo一 ・・獣 帯 鏡

9。Mirrowith負guresoffabulousbeasts-JllkeimonKyo一 獣 形 文 鏡

Group Bcontains丘vetypesmirrors

1.MirrorwithspiralP訓 電ern・・一一NejhnonK:yo一 振 文 鏡

2.MirrorwithraisednipPlcspattern-NyumonKyo一 一乳 文 鏡

3.Mirrorwithringofsmallraisedbeads-ShumonKyo一 抹 文 鏡

4.M{rrorwithmultiple(bands)rings一 頭kenmQnKyo一 重 国 文 鏡

5。MirrorwithornamentalDells-RdKyo一 鈴 鏡
P

GroupCcontain:twotypeslnirrors
.

一79一
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ユ68 古墳時代倣製鏡の鏡式について

1。Mirrorwithpictorialpattern

2.Mirrqr、withgeometricpattern .1. P∫.ヒ ," ■

r' 「 'P:' .

On

S1

GrQupA,wecandevldetwo ・
'

9ns・Copyingmorefaithfu垂degree

kindof
;5
l

gro"P

smallg蓋'oupsby .

:'h

asmanyLarge

faithful
'

ぎ

.

degree

Horrors,on the

ofilnmitativede.

other,onmore

gro叩contalnalmostsmallm三rrors.

TheproductperiodofGroup AIS betweenlater hallof 4thCentury A.D.tomiddle

5 thcentnryA.D.InKinkidistrict there weredistributed 1arge
.

mirror group, and蓋not}1er

districts,sma垂1 .mirrorgroup.were distributed.

Thisphenomenaisappeared thatKlnk5 1distr量ctkceps more politlca玉 predominantthanthe

other .districts.OnGroup[3,it
口

CQntam
,

manys卑aUmirr・rs
■

and pr。ducted .・n～…x生stepof・Group

・A
, thelrperiodwereinmiddle5th Century A.D.1ater
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