
?龍鏡とその性格

言語: jpn

出版者: 明治大学考古学専攻講座創設二十五周年記念会

公開日: 2017-02-06

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 小林, 三郎

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/18456URL



電
ニ金二

屯

鏡

と

そ

の

'性

格

林

良日

は
じ
め
に

龍
竜
鏡
の
名
称
に
ヴ
い
て

語
竜
鏡
の
成
立
過
程
に
つ
い
て

電
電
鏡
の
性
格

倣
製
鏡
出
現
の
意
義

竃
竜
鏡
の
年
代
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』ま

じ

め

古
墳
の
副
葬
鏡
と
し
て
、
き
わ
め
て
特
殊
な
存
在
を
示
す
も
の
に
、
「
愚
竜
鏡
」
が
あ
る
。
古
培
出
土
鏡
は
、
古
墳
の
数
に
比
例
し
て

か
な
り
多
量
に
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
臨
竜
鏡
の
発
見
例
は
す
く
な
い
。
そ
L
て
そ
れ
な
副
葬
し
て
い
る
古
墳
の
年
代
に
さ
ほ
ど
の
差
が

な
い
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
倣
製
鏡
と
し
て
の
内
容
が
全
く
不
明
な
点
が
多
か
っ
た
。

四
神
鏡
や
内
行
花
文
鏡
が
舶
載
鏡
と
し
て
古
墳
の
副
葬
品
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
中
国
三
国
代
に
鋳
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
一
一
一
角

縁
神
獣
鏡
が
、
や
は
り
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
発
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
間
盟
国
鏡
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
倣
製
鏡
と
総
称
さ
れ
る
も
の

と

は

、

同

じ

古

墳

の

副

葬

鏡

と

し

て

も

、

自

ら

そ

の

性

格

の

上

に

差

異

を

み

と

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

，

す
な
わ
ち
、
既
成
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
副
葬
品
と
す
る
方
法
と
、
自
ら
の
手
で
創
出
し
、
母
型
の
消
化
試
行
の
中
か
ら
、
必
然
的
に
嬰

求
さ
れ
た
技
術
と
、
そ
れ
を
生
か
す
べ
き
組
織
、
あ
る
い
は
技
術
者
集
団
の
形
成
と
い
う
、
社
会
的
動
向
を
含
む
も
の
と
の
差
異
で
あ



る
。
こ
う
し
た
社
会
的
動
向
を
具
体
的
に
把
握
す
る
方
法
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
あ
ろ
う
が
、
古
墳
時
代
に
お
け

る
工
人
集
団
の
実
体
を
追
求
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
意
識
的
な
埋
葬
儀
礼
、
そ
れ
が
か
な
り
階
級
的
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
古
墳

の
副
葬
鏡
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
制
作
し
た
人
々
の
存
在
を
肯
定
し
、
更
に
は
、
広
く
国
産
車
育
銅
器
一
般
に
関
す
る
工
人
集
団
の
存
在
を
確

認
す
る
方
向
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
当
然
、
一
つ
の
段
落
と
し
て
、
日
本
古
代
社
会
に
お
け
る
「
部
」
の
問
題
に
ま
で
到

達
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
現
段
階
で
は
、
ま
だ
資
料
の
分
析
が
不
完
全
で
お
り
、
個
別
的
分
野
の
詳
細
な
研
究
成
果
を
ま
だ
ね
ば
な
ら
な

こ
こ
で
は
、
瞳
竜
鏡
の
す
べ
て
の
資
料
を
網
羅
で
き
な
か
っ
た
が
、
従
来
、
あ
い
ま
い
な
存
在
と
し
で
あ
っ
た
罷
竜
鏡
に
つ
い
て
、

く
つ
か
の
間
題
提
起
を
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。

電
竜
鏡
の
名
称
に
つ
い
て

L 、

「
量
竜
」
と
い
う
名
称
の
起
源
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
置
が
鰐
の
一
種
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
理
竜
や
抽
竜

と
同
様
に
架
空
の
動
物
で
あ
り
、
か
な
り
マ
ジ
カ
ル
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
博
古
図
」
の
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
盤
竜
鏡

を
指
し
て
瞳
竜
鏡
と
し
て
い
る
と
と
ろ
か
ら
み
る
と
、
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
瞳
竜
が
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

置
竜
鏡
に
つ
い
て
の
説
明
を
、
い
ま
ま
で
の
例
か
ら
み
て
み
る
と
、
「
韓
竜
鏡
の
系
統
を
担
え
る
も
の
に
富
岡
謙
蔵
『
古
鏡
の
研
究
b
、

「
竜
の
一
種
で
あ
る
左
か
、
ワ
ニ
に
似
た
動
物
で
あ
る
と
か
考
証
さ
れ
て
い
る
が

l
中
略
|
怪
獣
文
鏡
と
よ
び
か
え
て
も
よ
か
ろ
う
に
小

林
行
雄
『
古
鏡
』
)
、
「
四
乳
を
繰
る
頭
の
長
い
婚
竜
と
、
そ
れ
L
」
頭
を
一
つ
に
し
た
神
像
を
配
し
た
も
の

l
後
略

l
」
(
樋
口
隆
康
「
鏡
』

新
版
考
古
学
講
座
5
)
と
い
う
説
明
が
付
さ
れ
て
お
り
、
共
通
し
た
見
解
を
得
が
た
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
明

確
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
し
、
中
国
で
も
本
来
の
量
竜
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
か
も
明
ら
か

で
な
い
。

畠
竜
鏡
の
説
明
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
共
通
し
た
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
瞳
竜
鏡
は
、
い
わ
ゆ
る
「
倣
製
鏡
」
で
あ
り
、

す
べ
て
わ
が
国
で
鋳
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
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間
福
竜
鏡
と
呼
ば
れ
て
い
る
一
群
の
鏡
を
み
て
み
る
と
、
彊
竜
に
相
当
す
る
主
文
様
は
、
い
ず
れ
も
「
巨
」
を
衡
ん
で
い
る
。
こ
の
現
象

は
、
い
わ
ゆ
る
神
獣
鏡
系
統
の
鏡
群
の
中
の
、
獣
形
が
示
す
普
遍
的
な
姿
で
あ
り
、
同
じ
鏡
群
に
付
せ
ら
れ
た
銘
文
の
中
に
あ
る
「
・
:
・
:

上
有
神
守
及
竜
虎
身
有
文
章
口
街
巨
・
:
:
・
」
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
神
仙
思
想
の
表
現
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
口
街
巨
」

に
つ
い
て
は
す
で
に
先
学
の
諸
説
が
あ
り
(
駒
井
和
愛
『
中
国
古
鏡
の
研
究
』
)
い
ま
こ
こ
で
触
れ
る
こ
と
も
な
い
が
、
竜
虎
が
街
ん
だ

日
が
、
神
仙
思
想
に
関
連
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
髄
竜
が
街
ん
だ
巨
は
全
く
不
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
全
く
形
式
化
し
た
も
の
と
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
中
国
鏡
の
中
に
み
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
獣
形
文
鏡
・
四
獣
鏡
・
六
獣
鏡
・
獣
帯
鏡
の
よ
う
に
、
内
区
主
文
様
が
す
べ
て
獣
形

文
明
、
満
た
さ
れ
る
鏡
群
で
は
、
そ
の
獣
が
巨
・
右
衛
む
例
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
、
題
竜
鏡
が
、
中
国

に
お
け
る
思
想
的
裏
付
け
の
全
く
な
い
状
態
で
図
案
化
さ
れ
、
鋳
造
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
明
ら
か
に
神
像
を
加
え
た
由
竜
鏡
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
京
都
府
東
寧
塚
古
墳
出
土
例
(
第
一
図
)
・
山
口
県
柳
井
町
水
口

代
田
例
(
第
二
図
)
・
奈
良
県
佐
味
回
宝
塚
古
墳
例
(
第
三
図
)
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
東
車
塚
古
境
例
は
、
い
わ
ゆ
る
三
角
縁
二
神
二
獣
鏡

の
類
で
あ
る
が
、
そ
の
獣
形
は
も
は
や
、
い
わ
ゆ
る
歯
竜
と
呼
ぶ
に
何
ら
抵
抗
を
感
じ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
水
口
代
田
例
・
佐
味
回
宝
塚

古
墳
例
は
、
い
ず
れ
も
倣
製
鏡
で
あ
り
、
四
乳
を
繕
っ
た
置
竜
が
配
さ
れ
、
そ
の
中
間
に
合
計
四
躯
の
神
像
が
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

量
竜
鏡
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
に
神
獣
鏡
と
し
て
の
形
式
を
保
持
す
る
も
の
と
、
瞳
竜
が
単
独
に
主
女
様
と
し
て
萱
場
す
る
も
の
と
の

二
種
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
両
者
を
同
一
に
考
え
る
こ
と
は
や
め
て
、
神
像
表
現
の
欠
如
す

る
も
の
、
つ
ま
り
、
閣
竜
が
独
立
し
て
鏡
背
文
様
の
主
要
素
を
占
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
呼
称
と
し
た
い
。
そ
し
て
、
瞳
竜
鏡
と
い
う
名

称
も
一
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

置
竜
鏡
と
い
う
名
称
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
小
林
行
雄
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
、
「
怪
獣
文
鏡
」
と
し
て
統
一
し
て

も
よ
い
が
、
怪
獣
を
表
現
し
て
い
る
鏡
群
は
ほ
か
に
も
あ
り
、
他
の
怪
獣
と
呼
称
の
上
で
ど
の
よ
う
よ
う
に
区
別
し
た
ら
よ
い
か
、
こ
の

点
で
、
か
え
っ
て
分
類
区
分
を
煩
雑
に
し
て
し
ま
い
そ
う
な
気
が
す
る
。
髄
竜
が
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
表
出
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る

と
、
他
の
怪
獣
で
あ
る
熔
購
・
播
竜
・
抽
出
竜
・
馳
竜
な
ど
の
も
の
と
は
混
同
す
る
恐
れ
も
な
い
が
、
問
題
は
也
竜
鏡
の
全
て
が
倣
製
鏡
で

あ
る
点
で
あ
る
。
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倣
製
鏡
の
中
に
は
、
四
獣
鏡
・
獣
形
文
鏡
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
大
体
に
お
い
て
中
国
製
の
四
獣
鏡
・
獣
帯
鏡
を

模
倣
し
て
お
り
、
そ
の
母
型
が
比
較
的
明
確
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
「
変
形
四
獣
鏡
」
・
「
変
形
獣
帯
鏡
」
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、
明
ら
か
に
倣
製
鏡
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
う
る
が
、
題
竜
鏡
の
場
合
に
は
、
そ
の
母
型
と
な
る
中
国
鏡
す
ら
明
確
で
な
い
有
様
で
あ

り
、
「
変
形

O
O鏡
」
と
い
う
名
称
も
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
来
の
姿
が
未
確
認
な
が
ら
一
応
、
由
竜
鏡
と
い
う
暖
昧

な
方
法
で
表
現
し
て
き
た
。

し
か
し
、
先
述
の
ご
と
く
、
罷
竜
鏡
の
中
に
も
二
つ
の
姿
が
あ
っ
て
、
一
つ
は
神
獣
鏡
と
し
て
の
形
式
を
保
持
す
る
も
の
と
、
も
う
一

ウ
は
神
像
を
欠
い
た
四
獣
鏡
と
し
て
の
題
竜
鏡
で
あ
っ
た
。
そ
と
で
、
未
確
認
な
が
ら
、
問
噛
竜
に
は
本
来
的
な
意
味
が
あ
り
，
、
他
の
四
獣

鏡
や
獣
帯
鏡
類
と
区
別
し
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
あ
え
て
「
罷
竜
鏡
」
と
い
う
名
称
を
用
い
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
神
獣
鏡
形
式
を
保
つ
瞳
竜
鏡
は
、
い
わ
ゆ
る
瞳
竜
鏡
か
ら
除
外
し
て
、
そ
れ
に
は
「
変
形
神
獣
鏡
」
と
い
う
名
称
で
呼
び
、
同
種
の

神
獣
鏡
と
同
列
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。
一
方
、
神
像
を
欠
い
た
瞳
竜
鏡
は
、
そ
の
ま
ま
「
趨
竜
鏡
」
と
し
て
言
い
表

わ
し
、
鏡
式
名
と
し
て
も
、
ま
た
倣
製
鏡
で
あ
る
と
い
う
意
味
も
ふ
く
め
て
お
き
た
い
と
思
う

0

・
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電
竜
鏡
の
成
立
過
程
に
つ
い
て

瞳
串
砲
を
表
現
し
な
が
ら
、
神
獣
鏡
形
式
を
保
持
す
る
鏡
群
の
あ
る
こ
と
を
前
節
で
の
ベ
た
。
鳥
取
県
馬
山
(
橋
津
)
第
四
号
墳
第
一
主

体
出
土
例
(
第
四
国
)
・
同
第
二
主
体
出
土
例
(
第
五
図
)
(
佐
々
木
古
代
文
化
研
究
室
記
録
第
ニ
『
馬
山
古
墳
群
』
一
九
六
二
年
)
・
山
口

県
宮
洲
出
土
例
(
第
六
図
)
(
後
藤
守
一
『
古
鏡
果
英
』
上
篇
一
九
四
二
年
)
・
山
口
県
水
口
代
田
出
土
例
(
後
藤
守
一
、
同
前
)
・
奈
良

県
佐
味
回
宝
塚
古
墳
出
土
例
(
梅
原
末
治
『
佐
味
田
及
新
山
古
墳
研
究
』
一
九
一
二
年
)
・
京
都
府
東
車
塚
古
墳
出
土
例
(
梅
原
末
治
『
久

津
川
古
墳
研
究
』
一
九
二

O
年
)
・
岡
山
県
鶴
山
丸
山
古
墳
出
土
例
(
第
七
図
)
(
梅
原
末
治
「
備
前
和
気
郡
鶴
山
丸
山
古
墳
」
日
本
古
文

化
研
究
所
報
告
・
第
九
一
九
三
八
年
)
な
ど
が
そ
の
代
表
的
例
で
あ
る
。
こ
の
種
の
神
獣
鏡
形
式
を
保
持
す
る
も
の
の
中
に
も
、
大
別

し
て
二
種
類
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
一
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
系
統
の
も
の
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
平
縁
画
文
帯
神
獣
鏡
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
系
統



の
も
の
は
、
鳥
取
県
馬
山
(
橋
津
)
第
四
号
墳
、
第
二
主
体
出
土
例
・
京
都
府
東
車
塚
古
墳
出
土
例
・
山
口
県
宮
洲
出
土
例
が
そ
の
顕
著

な
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
山
口
県
宮
洲
出
土
例
が
そ
の
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
山
口
県
宮
洲
出
土
例
は
、
舶
載
三
角
縁
神
獣

鏡
の
類
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、
平
藤
画
文
帯
神
獣
鏡
系
統
の
も
の
は
、
比
較
的
数
も
多
い
が
、
さ
き
に
挙
げ
た

よ
う
に
、
鳥
取
県
馬
山
(
橋
津
)
第
四
号
墳
・
第
一
主
体
出
土
例
・
山
口
県
水
口
代
田
出
土
例
・
奈
良
県
佐
味
田
宝
塚
古
墳
出
土
例
・
岡

山
県
鶴
山
丸
山
台
墳
出
土
例
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
山
口
県
官
洲
出
土
例
が
、
舶
載
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
の
類
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
、
わ
れ
わ
れ
が
間
聖
地
と
呼
ん
だ
怪
獣
文
様
は
、
「
博
古
図
」
の
中
の
盤
竜
と
は
異
な
り
、
乳
を
祷
る
よ
う
に
弧
を
描
く
晶
眠
状
の
文
様

を
指
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
瞳
竜
と
呼
ぶ
も
の
が
、
す
で
に
三
角
縁
神
獣
鏡
の
中
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
方
、

平
縁
画
文
帯
神
獣
鏡
系
統
の
中
に
は
、
南
斎
建
武
五
年
銘
画
文
帯
神
獣
鏡
(
篠
原
末
治
『
漢
三
国
六
朝
紀
年
鏡
図
説
』
一
九
四
三
年
所
収
)

に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
乳
を
繰
る
電
電
様
の
文
様
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
建
武
五
年
は
西
暦
四
九
八
年
で
あ
る
か
ら
、
中
国
鏡
と

し
て
は
年
代
的
に
は
若
干
下
降
す
る
例
と
思
わ
れ
る
が
、
わ
が
古
墳
の
年
代
主
比
較
し
て
み
る
と
全
く
そ
の
差
が
な
い
。

瞳
竜
文
様
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
が
、
中
国
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
中
に
み
ら
れ
、
そ
の
年
代
も
一
般
に
中
国
三
国
代
、
と
く
に
現
に
そ

の
中
心
が
考
定
さ
れ
て
い
て
、
わ
が
国
の
古
墳
へ
の
副
葬
鏡
に
き
わ
め
て
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
と
と
も
、
す
で
に
説
か
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

倣
製
鏡
の
多
く
は
、
そ
の
母
型
の
存
在
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
し
、
た
し
か
に
中
国
鏡
の
模
倣
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
は
事
実

と
し
て
否
め
な
い
。
四
神
鏡
・
内
行
花
文
鏡
の
倣
製
に
関
し
て
は
、
そ
れ
な
り
に
意
味
を
持
た
せ
た
鋳
遣
が
お
こ
な
わ
れ
、
三
角
縁
神
獣

鏡
に
い
た
っ
て
は
、
意
識
的
と
も
思
わ
れ
る
同
箔
鏡
の
鋳
造
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
竃
竜
鏡
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
先
決
の
鋳
造
技
術
さ
え
消
化
し
て
あ
れ
ば
充
分
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
残

る
問
題
は
何
故
の
文
様
で
あ
り
、
何
故
の
鋳
造
で
あ
っ
化
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

倣
製
の
神
獣
鏡
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
三
角
麓
神
獣
鏡
が
そ
の
多
く
を
占
め
て
お
り
、
平
藤
画
文
帯
神
獣
鏡
が
そ
れ
に
続
い
て
い
る
。

三
角
縁
神
獣
鏡
は
、
先
述
の
よ
う
に
中
国
三
悶
代
に
そ
の
中
心
的
年
代
を
お
き
、
そ
の
鋳
造
期
間
も
あ
ま
り
永
く
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
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よ
い
。
し
か
し
、
一
方
、
平
縁
神
獣
鏡
の
類
は
、
中
国
で
は
す
で
に
後
漢
代
初
期
の
段
階
に
そ
の
璃
芽
が
あ
り
、
素
文
藤
の
も
の
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
画
文
帯
神
獣
鏡
へ
と
発
展
す
る
過
程
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
画
文
帯
神
獣
鏡
は
、
わ
が
国
の
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
は
、
き
わ

め
て
初
期
の
段
階
か
ら
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
副
葬
鏡
と
し
て
は
「
伝
世
鏡
」
と
し
て
の
性
格
の
強
い
も
の
が
多
い
。
(
た
と
え
ば
、
京

都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
・
岡
山
市
四
御
神
率
塚
古
墳
例
な
ど
)
。

そ
の
後
に
も
、
平
縁
画
文
帯
神
獣
鏡
が
、
古
墳
副
葬
鏡
と
し
て
、
か
な
り
大
き
い
位
置
を
占
め
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
推
定
に
難
く
な

い
が
、
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
ほ
ど
一
時
期
に
多
量
に
移
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
の
移
入
が
停
止

す
る
段
階
で
、
わ
が
国
で
の
倣
製
鏡
出
現
を
迎
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
時
点
で
模
倣
す
べ
き
中
国
鏡
の
多
く
は
四
神
鏡
で
あ
り
、
内
行

花
文
鏡
で
あ
り
、
三
角
縁
・
平
縁
神
獣
鏡
で
あ
っ
た
と
解
し
う
る
。
同
様
に
そ
の
時
点
で
、
協
定
を
ふ
く
む
平
縁
神
獣
鏡
が
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

実
際
に
、
題
竜
を
ふ
く
む
神
獣
鏡
群
の
中
で
は
平
藤
画
文
帯
系
統
の
も
の
が
三
角
縁
系
統
の
も
の
を
凌
駕
し
て
お
り
、
不
明
確
な
が
ら

倣
製
鏡
の
一
つ
の
画
期
を
一
示
す
も
の
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

協
竜
文
様
の
オ
リ
ジ
ン
が
、
中
国
鏡
の
中
の
何
者
で
あ
っ
た
か
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
先
述
の
山
口
県
宮
洲
例
は
、
四
神
四
獣
鏡
で
あ

っ
た
。
三
角
縁
四
神
間
獣
鋭
の
一
群
は
、
三
角
藤
神
獣
鏡
群
中
で
は
最
古
式
の
鏡
群
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
説
い
た
こ
と
で
あ

る
(
小
林
三
郎
『
前
期
古
墳
終
末
期
に
お
け
る
様
相
と
関
東
地
方
に
お
け
る
古
墳
の
成
立
に
つ
い
て
』
駿
台
史
学
第
十
三
号
、
一
九
六

一
一
一
年
)
。
し
か
し
、
コ
一
角
縁
神
獣
績
の
倣
製
鏡
に
は
三
神
三
獣
鏡
が
多
く
を
占
め
て
お
り
、
四
神
四
獣
鏡
の
倣
製
鏡
は
き
わ
め
て
少
な
か

っ
た
。
同
時
に
、
先
述
の
山
口
県
宮
洲
例
が
舶
載
鏡
で
あ
り
、
京
都
府
東
寧
塚
古
墳
出
土
例
が
同
式
鏡
の
倣
製
で
あ
る
と
い
う
と
と
は
、

全
く
置
竜
文
の
成
立
と
は
無
関
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
量
竜
文
を
ふ
く
む
神
獣
鏡
の
形
式
は
む
し
ろ
平
縁
神
獣
鏡
系
統
に
多
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
例
か

ら
だ
け
、
そ
の
原
型
を
求
め
る
の
も
不
合
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
平
縁
神
獣
鏡
群
の
中
に
、
題
竜
文
の
原
型
を
求
め
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

平
縁
神
獣
鏡
の
中
で
、
画
文
帯
神
獣
鏡
と
称
す
る
一
群
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
縁
に
画
文
帯
(
飛
合
走
獣
文
を
表
出
す
る
も
の
)
が
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あ
り
、
内
区
主
文
様
と
の
中
聞
に
半
円
・
方
形
文
を
交
互
に
鋳
出
し
た
文
様
待
が
あ
り
、
銘
文
の
多
く
は
そ
の
半
円
・
方
形
文
帯
に
刻
入

さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
特
徴
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
二
種
に
大
別
す
る
と
、
内
区
文
様
の
区
画
に
用
い
ら
れ
る
乳
が
、
通
常
の
円
錐
形

の
も
の
と
環
状
乳
の
も
の
と
に
区
分
さ
れ
る
。
前
者
の
代
表
例
と
し
て
は
大
阪
府
黄
金
塚
古
墳
出
土
の
「
景
初
三
年
」
銘
神
獣
鏡
が
知
ら

れ
て
い
る
。
環
状
乳
の
神
獣
鏡
の
中
に
も
紀
年
銘
を
有
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
漢
元
興
元
年
(
西
暦
一

O
五
年
)
、
延
素
二
年
(
西
暦
一
五

九
年
)
、
岡
三
年
銘
の
神
獣
鏡
が
知
ら
れ
て
い
る
(
梅
原
末
治
『
漢
三
国
六
朝
杷
年
鏡
悶
説
』
前
出
)
。
と
れ
ら
の
資
料
を
分
析
し
て
み
る

と
、
円
錐
形
乳
を
持
つ
も
の
は
、
乳
が
内
区
主
文
様
の
区
画
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
お
り
、
環
状
乳
の
も
の
は
、
乳
そ
れ
自
身
も
内
区
主

文
様
の
一
部
と
し
て
獣
文
の
躯
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。

平
縁
画
文
帯
神
獣
鏡
系
統
の
罷
竜
文
を
も
っ
神
獣
鏡
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
環
状
乳
を
表
現
し
て
い
る
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
、
逆
に

置
竜
文
の
一
部
と
し
て
環
状
の
乳
を
必
要
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
題
竜
文
を
持
つ
平
縁
神
獣
鏡
の
中
で
、
菌
竜
文
が
著
し
く
発
達
し

て
、
も
は
や
神
像
の
退
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
奈
良
県
佐
味
田
宝
塚
古
墳
出
土
例
の
加
き
も
の
は
、
乳
が

環
状
の
も
の
で
は
な
く
な
り
、
円
錐
形
の
乳
と
な
っ
て
い
る
。
環
状
乳
と
円
錐
形
乳
と
を
同
一
の
内
区
に
使
用
し
て
い
る
例
は
か
な
り
多

く
み
ら
れ
る
が
、
環
状
乳
神
獣
鏡
を
比
較
的
忠
実
に
倣
製
し
て
い
る
も
の
に
、
京
都
府
久
津
川
車
塚
古
墳
出
土
例
が
あ
る
(
第
八
図
)
。
(
梅

原
末
治
『
久
津
川
古
墳
研
究
』
前
出
)
。
こ
の
界
津
川
率
塚
古
墳
例
は
、
環
状
の
乳
が
ま
だ
明
ら
か
に
文
様
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
好

例
で
あ
り
、
超
電
文
の
原
型
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
罷
竜
文
は
、
一
一
一
角
縁
神
獣
鏡
系
統
の
中
か
ら
も
求
め
ら
れ
る
が
、
主
と
し
て
環
状
乳
画
文
帯
神
獣
鏡
の

系
統
の
中
か
ら
引
き
出
し
た
方
が
合
理
的
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
邑
竜
鏡
と
呼
ば
れ
て
き
た
鏡
群
は
、
そ
の
九
割
以
上
が
平
縁
・
平
円

方
形
帯
の
神
獣
鏡
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
ま
た
変
化
を
と
げ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
題
竜
鏡
が
画
文
帯
神
獣
鏡
の
模
倣
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
す
る
見
解
は
か
な
り
古
く
か
ら
あ
る
が
(
た
と
え
ば
、
後
藤
守
一

『
古
鏡
車
内
芙
』
上
篇
)
、
現
在
で
も
一
般
的
見
解
と
し
て
正
し
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
(
樋
口
隆
康
『
鏡
』
前
出
)
。
こ
れ
ら
の
こ
と

を
ま
と
め
て
模
式
的
に
表
わ
し
て
み
る
と
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う
↓
倣
製
神
獣
鏡
「
平
縁
)
量
竜
鏡

↓
(
付
翠
竜
文
)
戸
三
角
縁
」

三
角
縁
神
獣
鏡

と
な
っ
て
、
竃
竜
文
を
も
っ
倣
製
神
獣
鏡
は
や
は
り
一
般
的
に
『
変
形
神
獣
鏡
』
の
名
で
呼
ぶ
方
が
よ
い
と
考
え
ら
.
れ
る
。
変
形
神
獣
鏡

の
神
像
が
更
に
欠
如
す
る
段
階
で
、
は
じ
め
て
『
量
竜
鏡
』
と
い
う
名
称
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

鎚
っ
て
、
題
意
鏡
の
意
味
は
、
変
形
神
獣
鏡
の
変
化
の
最
終
点
で
あ
り
、
あ
る
い
は
次
の
段
階
で
『
倣
製
四
獣
鏡
』
を
生
み
出
す
母
胎

と
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
節
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

環
状
乳
神
獣
鏡

町
出
竜
鏡
の
性
格

倣
製
鏡
出
現
の
意
義

巨
を
衡
む
闇
豆
電
文
は
、
神
獣
鏡
に
お
け
る
獣
形
の
変
形
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
神
像
の
欠
落
し
て
し
ま
う
段
階
で
、

竃
竜
文
が
巨
を
街
む
こ
と
は
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
、
日
本
最
大
の
倣
製
鏡
は
こ
の
瞳
竜
鏡
で
あ
り
、
第
二

位
の
大
鏡
も
盟
国
竜
鏡
で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
偶
然
の
結
果
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
の
で
あ
る
。

山
口
県
水
口
代
田
出
土
例
が
最
大
で
あ
り
、
出
土
地
未
詳
な
が
ら
三
十
数
種
を
は
か
る
大
鏡
も
瞳
竜
鏡
で
あ
っ
た
。

瞳
竜
文
が
変
形
神
獣
鏡
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
段
階
は
、
倣
制
統
一
一
一
角
縁
地
仲
獣
鏡
と
接
触
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
田
竜
文

が
独
立
し
て
主
文
様
と
な
る
時
点
は
、
わ
が
国
の
青
銅
鋳
造
技
術
の
発
展
段
階
に
一
つ
の
画
期
を
も
た
ら
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
鏡
の
大
形
化
が
一
つ
の
顕
著
な
現
象
と
し
て
具
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

量
竜
鏡
以
外
で
、
鏡
の
大
形
化
が
み
ら
れ
る
の
は
大
阪
府
紫
金
山
古
墳
出
土
の
勾
玉
文
帯
神
獣
鏡
で
あ
り
、
奈
良
県
柳
本
大
塚
古
墳
出

土
の
内
行
花
文
鏡
で
あ
る
。
直
径
三
十
糎
内
外
の
大
形
鏡
は
別
と
し
て
も
、
二
十
五
糎
J
三
十
糎
の
直
径
を
持
つ
倣
製
鏡
の
出
現
は
、
置

竜
文
を
持
つ
神
獣
鏡
と
接
触
を
も
っ
時
期
で
あ
る
。

倣
製
鏡
の
出
現
に
つ
い
て
は
、
中
国
鏡
の
模
倣
か
ら
出
発
し
て
、
倣
製
鏡
を
鋳
造
す
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
た
段
階
を
正
確
に
捉
え
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る
こ
と
か
ら
作
業
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
伝
世
鏡
を
も
ふ
く
め
た
中
国
鏡
が
、
舶
載
鏡
と
し
て
古
墳
の
副
葬
鏡
と

な
り
、
舶
載
さ
れ
た
の
ち
、
い
く
ば
く
か
の
年
数
を
経
過
し
て
、
そ
の
多
く
が
古
墳
に
副
葬
さ
れ
て
し
ま
い
、
鏡
の
絶
対
数
の
減
少
と
い

う
原
因
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
中
国
鏡
の
模
倣
を
は
じ
め
た
と
い
う
よ
う
に
一
方
的
に
見
倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
舶
載
鏡
が
古
墳
の
副
葬
鏡
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
そ
の
古
墳
の
被
葬
者
と
副
葬
鏡
と
の
関
係
は
、
基
本
的
に
全
く
切
離
さ
せ
て
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
鏡
を
入
手
す
る
方
法
や
経
路
に
つ
い
て
も
充
分
に
考
慮
す
る
必
饗
が
あ
る
。
た
'
と
え
ば
、
古
墳
時
代
社
会

の
中
の
、
有
機
的
な
つ
な
が
り
の
上
に
立
っ
て
配
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
各
地
の
古
墳
の
被
葬
者
連
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
立
場

と
政
治
的
手
腕
に
よ
っ
て
彼
地
か
ら
入
手
し
た
で
あ
ろ
う
と
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

舶
載
鏡
の
古
墳
に
お
け
る
分
布
の
実
態
は
、
い
わ
ゆ
る
同
箔
鏡
理
論
(
小
林
行
雄
『
古
墳
時
代
の
研
究
』
一
九
六
一
年
・
青
木
書
庖
)

に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
「
配
布
」
と
い
う
政
治
的
手
段
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
古
墳
出
現
当
初
の
舶
載
鏡
の
分
有
関
係
は
、
中
国
か
ら
鏡
を
移
入
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
消
極
的
な
方
法
が
根
本
的
に
は
介

在
し
て
お
り
、
.
自
ら
の
手
で
そ
の
配
布
経
路
を
も
開
拓
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
心
的
な
姿
は
や
は
り
呪
術
的
手
段
を
と
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
た
と
え
、
中
国
鏡
の
模
倣
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
力
で
、
自
ら
の
手
で
鏡
を
鋳
造
す
る
と
い
う
こ
と

に
、
明
術
的
な
力
以
外
の
何
者
か
を
表
現
せ
ん
と
し
て
い
た
こ
左
は
想
像
に
難
く
な
い
。
舶
載
鏡
を
集
中
的
に
保
有
し
え
た
中
心
的
人
物

が
、
中
間
墳
築
造
と
い
う
歴
史
的
変
革
を
具
現
す
る
中
で
果
し
た
役
割
を
、
古
墳
の
副
葬
鏡
群
の
分
析
を
も
と
に
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る

試
み
は
、
伝
世
鏡
や
同
位
鏡
の
位
置
づ
け
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。

古
墳
時
代
に
お
け
る
初
期
倣
製
鏡
群
の
中
に
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
を
中
心
と
す
る
同
箔
鏡
群
を
も
ち
、
伝
世
鏡
と
し
て
用
い
ら
れ
た
中

国
鏡
を
模
倣
し
た
倣
製
鏡
群
を
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
倣
製
鏡
の
開
始
は
、
鏡
の
絶
対
数
の
不
足
と
い
う
こ
と
や
、
中
国
か
ら
の
移
入
が
何
ら
か
の
事
情
で
途
絶
え
た
と
い
う
こ
と
も
考

慮
さ
れ
る
。
し
か
し
、
倣
製
鏡
の
出
現
は
、
自
ら
の
手
で
創
造
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
義
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
鏡
保
有
の
数
で
あ
る

と
か
、
移
入
手
段
の
欠
落
と
い
う
と
と
は
さ
し
た
る
問
題
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
倣
製
鏑
の
当
初
の
姿
が
三
角
縁
神
獣
鏡
を
主
体
と
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す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
自
ら
の
手
で
創
出
し
た
同
箔
鏡
に
大
き
い
意
味
を
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

伝
世
鏡
の
倣
製
が
、
三
角
経
神
獣
鏡
に
一
歩
お
く
れ
て
出
現
す
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
(
小
林
三

郎
「
前
期
古
墳
終
末
期
に
お
け
る
様
相
と
関
東
地
方
に
お
け
る
古
墳
の
成
立
に
つ
い
て
」
前
出
)
。
こ
の
現
象
は
、
伝
世
鏡
よ
り
も
、
よ

り
三
角
縁
神
獣
鏡

l
!と
り
わ
け
そ
の
問
箔
鏡
が
重
要
視
さ
れ
、
そ
の
分
有
あ
る
い
は
分
配
と
い
う
樵
力
や
階
級
に
か
か
わ
り
の
あ
る
ひ

ろ
が
り
を
ま
ず
求
め
よ
う
と
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
う
。
そ
し
て
、
伝
世
鏡
類
の
倣
製
は
、
第
二
段
階
と
し
て
伝
世
鏡
本
来
の
意

義
を
と
り
除
き
、
よ
り
複
雑
な
中
国
鏡
の
伝
統
的
姿
へ
と
逆
戻
り
す
る
傾
向
に
よ
っ
て
、
生
じ
た
こ
と
と
理
解
し
う
る
。
こ
れ
は
単
に
、
伝

世
鏡
の
鏡
式
を
模
倣
す
る
と
い
う
意
識
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
中
国
鏡
へ
の
古
墳
時
代
社
会
の
対
抗
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
何
故
な

ら
ば
、
大
形
倣
製
鏡
群
の
出
現
は
、
古
墳
築
造
と
い
う
社
会
変
草
が
や
っ
と
一
段
落
を
遂
げ
、
第
二
期
と
し
て
ま
さ
に
発
展
段
階
に
突
入

せ
ん
と
す
る
時
期
の
所
産
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
伝
世
鏡
類
の
倣
製
と
い
う
一
つ
の
技
術
的
展
開
は
、
そ
れ
が
単
な
る

技
術
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
集
中
的
な
工
人
集
団
の
組
織
化
を
必
須
な
条
件
と
し
、
そ
れ
を
な
し
う
る
社
会
的
基
盤
を
も
構
築
し
な

け
れ
ば
な
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
、
き
わ
め
て
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

大
形
の
題
竜
鏡
の
出
現
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
社
会
的
な
背
景
を
ふ
ま
え
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
り
、
奈
良
県
柳
本
出
土
と
伝
え
る
大

形
内
行
花
文
鏡
や
櫨
竜
鏡
、
山
口
県
柳
井
大
塚
古
墳
出
土
と
伝
え
る
同
種
鏡
・
大
阪
府
紫
金
山
古
墳
出
土
の
勾
玉
文
帯
神
獣
鏡
な
ど
は
、

そ
れ
ら
を
裏
付
け
る
資
料
で
あ
ろ
う
。
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鑑
竜
鏡
の
年
代

電
電
鏡
及
び
喧
竜
文
を
も
っ
神
獣
鏡
類
を
副
葬
鏡
と
し
て
保
有
す
る
古
墳
は
、
奈
良
県
佐
味
田
宝
塚
古
墳
(
梅
原
末
治
『
佐
味
回
及
新

山
古
墳
研
究
』
一
九
一
二
年
)
・
京
都
府
東
車
塚
古
墳
(
梅
原
末
治
『
久
津
川
古
墳
研
究
』
前
出
)
・
山
梨
県
銚
子
塚
古
墳
(
第
九
図
)
(
銚

子
域
古
墳
」
文
部
省
史
蹟
調
査
報
告
5
、
一
九
三

O
年
)
な
ど
比
較
的
古
式
古
墳
の
中
に
お
い
て
み
と
め
ら
れ
る
。
三
角
藤
神
獣
鏡
群
色

併
存
し
、
同
時
に
画
女
帯
神
獣
鏡
と
も
接
触
を
も
っ
こ
れ
ら
の
例
は
、
鳥
取
県
馬
山
古
墳
第
四
号
墳
第
一
主
体
出
土
鏡
の
ご
と
く
、
出
竜

文
を
も
っ
変
形
神
獣
鏡
と
し
て
の
第
一
歩
を
印
し
て
い
る
か
の
如
き
感
を
与
え
る
。



画
文
帯
神
獣
鏡
が
、
い
わ
ゆ
る
伝
世
鏡
類
と
同
居
す
る
よ
う
な
格
好
で
、
古
墳
の
副
葬
鏡
と
な
っ
て
い
る
例
は
、
古
墳
と
し
て
最
古
の
部

類
に
比
定
さ
れ
て
い
る
京
都
府
椿
井
大
塚
山
古
墳
(
第
十
図
)
(
樋
口
隆
康
「
山
城
国
相
楽
郡
高
麗
村
椿
井
大
塚
山
古
墳
調
査
略
報
」
史
林

第
三
六
巻
第
三
号
一
九
五
三
年
)
や
、
岡
山
市
四
御
神
草
塚
古
墳
(
第
十
一
図
V

(

近
藤
義
郎
・
鎌
木
義
昌
「
備
前
車
塚
古
墳
」
考
古

学
研
究
第
一
四
巻
第
四
号
一
九
六
八
年
〉
な
ど
に
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
、
一
ニ
角
縁
神
獣
鏡
の
年
代
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
左
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
画
文
帯
神
獣
鏡
が
後
漢
か
ら
コ
一
国
・
六
朝
に
至
る
か
な
り
長
期
間
、
中
国
本
土
で
製
作
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ

と
は
、
ほ
ぽ
誤
り
の
な
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
京
都
府
大
塚
山
古
墳
や
岡
山
県
車
塚
古
墳
に
み
ら
れ
る
画
文
帯
神
獣
鏡
は
、
伝
世

鏡
と
し
て
で
は
な
く
む
し
ろ
新
式
の
鏡
群
と
し
て
古
墳
時
代
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
一
ニ
角
縁
神
獣
鏡
と
同
様
に
、
早
速
、
倣
製
の
対
象
と
な

り
え
た
の
で
あ
る
。
と
の
こ
と
は
、
奈
良
県
大
塚
新
山
古
墳
発
見
の
倣
製
方
格
四
神
鏡
(
第
十
ニ
図
)
(
梅
原
末
治
『
佐
味
田
及
新
山
古
墳

研
究
』
前
出
)
が
、
内
区
主
文
様
を
方
格
四
神
鏡
式
と
し
な
が
ら
、
外
区
の
全
体
が
画
文
帯
神
獣
鏡
に
通
有
な
方
式
を
採
用
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
新
式
鏡
群
と
し
て
の
画
文
帯
神
獣
鏡
に
対
す
る
意
識
の
強
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
意
識
を
前
提
条
件
と
す
れ
ば
量
竜
文
を
も
っ
神
獣
鏡
の
出
現
は
、
当
然
、
=
一
角
縁
神
獣
鏡
の
倣
製
の
開
始
と
年
代
的
に
接

点
を
持
つ
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
し
、
古
式
古
墳
か
ら
の
出
主
倒
か
ら
も
充
分
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
原
型
に
近
い
画
文
帯
神
獣
鏡
の
倣
製
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
量
竜
文
を
ふ
く
む
わ
が
国
独
自
の
鏡
式
と
し
て
登
場
し
た
。
こ

の
段
階
で
も
、
画
文
帯
神
獣
鏡
は
中
国
本
土
巳
お
い
て
も
か
な
り
盛
行
し
た
鏡
式
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
倣
製
す
る
必
要
が
な
く
な

り
、
直
棲
、
中
国
か
ら
の
移
入
品
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
四
神
鏡
や
内
行
花
文
鏡
は
、
古

墳
時
代
で
は
、
中
国
で
は
ず
で
に
、
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た
鏡
式
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
そ
の
伝
世
鏡
の
意
味
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

段
階
で
、
そ
れ
ら
の
倣
製
鏡
を
造
り
、
伝
世
鏡
の
意
義
の
失
わ
れ
た
時
、
そ
れ
ら
の
倣
製
鏡
も
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

瞳
竜
文
を
ふ
く
む
神
獣
鏡
の
倣
製
の
お
こ
な
わ
れ
た
時
期
は
、
従
っ
て
、
伝
世
鏡
類
を
模
倣
す
る
必
要
の
な
い
段
階
、
そ
し
て
三
角
縁

神
獣
鏡
の
同
箔
鏡
が
か
な
り
多
量
に
鋳
造
さ
れ
た
直
後
の
、
し
か
込
新
式
鏡
の
一
部
と
し
て
、
法
世
鏑
の
持
ち
得
な
か
っ
た
革
新
性
を
表

現
し
よ
う
と
し
て
鋳
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

量
竜
文
を
ふ
く
む
鏡
群
の
き
わ
め
て
少
な
い
と
い
う
実
体
は
、
わ
が
国
独
自
の
鏡
式
と
し
て
発
展
さ
せ
る
意
味
を
探
索
す
る
段
階
で
発
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生
し
、
中
国
本
土
で
の
伝
統
的
神
獣
鏡
の
再
度
の
渡
来
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
を
失
っ
た
、
生
命
の
短
か
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
そ
し
て
、
次
の
段
階
で
は
、
き
わ
め
て
単
純
な
構
図
訟
も
つ
倣
製
四
獣
鏡
の
一
部
、
さ
ら
に
は
退
化
形
式
と
し
て
の
摂
女
鏡
へ
と
変

化
す
る
途
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

勿
輪
、
四
獣
鏡
自
体
は
、
そ
の
原
形
を
中
国
鏡
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
半
肉
刻
手
法
の
四
獣
鏡
の
倣
製
が
技
術
的
に
閏
難
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
四
獣
鏡
本
来
の
姿
か
ら
隔
絶
し
た
一
群
の
鏡
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
四
獣
鏡
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
中
国
に
お
け
る
四
獣
鏡
や
、
ま
た
、
他
の
獣
形
文
鏡
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
製
作
技
法
・
分

布
・
鏡
式
分
類
な
ど
、
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
日
、
稿
を
改
め
て
論
及
し
た
い
と
念
願
し
て
い
る
。

な
お
、
本
輸
は
、
昭
和
四
十
一
日
一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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