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漢
鏡
と
戦
国
鏡
の
宇
宙
表
現
の
図
像
と
そ
の
系
譜

曽　

布　

川　
　

寛

は
じ
め
に

　

中
国
古
代
の
銅
鏡
は
、
長
年
の
発
掘
に
よ
っ
て
夥
し
い
数
の
遺
物
が
出
土
し
、

ま
た
伝
世
の
遺
物
も
近
年
盛
ん
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
日
本
に
お
い
て

は
富
岡
謙
蔵
、
梅
原
末
治
等
に
よ
っ
て
研
究
の
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
、
更
に
樋
口
隆

康
氏
、
中
野
徹
氏
、
岡
村
秀
典
氏
等
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ（

（
（

、
着
々
と
伝
統
が
築

か
れ
つ
つ
あ
る
。
膨
大
な
資
料
を
科
学
的
に
綿
密
に
調
査
整
理
し
て
得
た
型
式
分

類
の
成
果
は
、
編
年
や
地
域
別
研
究
に
活
か
さ
れ
、
今
や
そ
の
銅
鏡
が
い
つ
、
ど

こ
で
作
ら
れ
た
の
か
が
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
わ
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
る
に
銅
鏡
研
究
に
は
も
う
一
つ
の
方
法
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
銅
鏡
の
背
面

に
表
さ
れ
た
文
様
の
研
究
で
あ
り
、
駒
井
和
愛
、
林
巳
奈
夫
、
西
田
守
夫
氏
等
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た（

（
（

。
特
に
林
巳
奈
夫
は
専
門
の
青
銅
器
に
お
け
る
文
様
研
究
の
一

環
と
し
て
行
い
、
文
献
史
料
な
ど
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
多
く
の
成
果
を
挙
げ
た
。

し
か
し
、
研
究
の
人
員
も
少
な
く
歴
史
も
浅
い
た
め
、
今
な
お
未
開
拓
の
領
域
が

多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

本
稿
は
そ
う
し
た
状
況
に
か
ん
が
み
、
中
国
古
代
銅
鏡
の
文
様
表
現
を
、
図
像

学
の
見
地
か
ら
考
察
す
る
。
古
代
に
あ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
は
み
な
意
味
を
有

し
て
お
り
、
そ
の
文
様
が
ど
ん
な
意
味
を
も
ち
、
図
像
全
体
と
し
て
何
を
表
現
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
探
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
研
究
と
し

て
宇
宙
表
現
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
中
国
の
銅
鏡
は
一
貫
し
て
、
あ
の
鏡
背
の
円

い
形
を
伝
統
的
な
宇
宙
観
で
あ
る
「
天
円
地
方
」
の
天
に
見
立
て
て
、
そ
こ
に
何

を
如
何
に
表
現
す
る
か
を
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
取
り
組
み
の
最
も
盛
ん
な
の
が
漢
代
（
前
漢
：
前
二
〇
二
〜
後
八
、
後
漢
：

後
二
五
〜
二
二
〇
（
で
あ
り
、
そ
の
宇
宙
表
現
の
最
も
典
型
的
な
の
が
方
格
規
矩

四
神
鏡
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
宇
宙
表
現
は
早
く
か
ら
研
究
の

対
象
と
な
り
、
中
国
内
外
の
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
鏡
が
T
L
V
鏡
と
い
う
異
名
を
も
つ
の
も
、
如
何
に
研
究
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に

行
わ
れ
て
き
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
お
研
究
は
不
十
分
な
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
王
莽
の
新
（
後
八
〜
二
三
（
を
中
心
と
し
た
同
時
期
の
産
物
で
あ

り
、
同
じ
く
宇
宙
観
を
テ
ー
マ
と
し
た
内
行
花
文
鏡
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
文
様

学
的
、図
像
学
的
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
の
が
い
い
例
で
あ
る
。

こ
れ
を
併
せ
考
察
す
る
試
み
は
、
必
ず
や
研
究
の
不
備
を
補
っ
て
く
れ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
や
内
行
花
文
鏡
に
お
け
る
宇
宙
表
現
の
図

像
の
拠
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
は
、
当
然
そ
の
前
の
戦
国
時
代
（
前
五
世
紀
〜
前
二

二
一
（
に
あ
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
の
銅
鏡
の
図
像
学
的
研
究
は
、
ほ

と
ん
ど
手
つ
か
ず
の
状
態
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
か
ろ
う
。
出
土
品
の
数
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が
漢
代
と
較
べ
て
圧
倒
的
に
少
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
最

近
は
数
が
そ
ろ
い
、
ま
た
各
地
の
博
物
館
、
蒐
集
家
な
ど
に
よ
っ
て
収
蔵
さ
れ
て

き
た
作
品
も
次
第
に
公
開
さ
れ
て
、
研
究
の
準
備
状
況
は
整
い
つ
つ
あ
る
。
そ
こ

で
、
漢
代
の
宇
宙
表
現
の
系
譜
的
起
源
を
求
め
て
、
戦
国
時
代
の
四
葉
文
鏡
、
山

字
文
鏡
、
菱
形
文
鏡
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
時
代
の
鏡
の
制
作
は
、

創
業
期
の
そ
れ
を
思
わ
せ
、
ま
さ
に
暗
中
模
索
の
状
態
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
あ
ら

ゆ
る
領
域
に
資
料
を
求
め
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、他
の
分
野
の
研
究
も
必
須
と
な
る
。

そ
の
意
味
で
戦
国
初
期
の
曽
侯
乙
墓
か
ら
出
土
し
た
彩
漆
衣
装
箱
の
図
像
は
貴
重

で
あ
り
、
ま
た
漢
代
の
方
格
規
矩
鏡
の
文
様
が
双
六
に
似
た
六
博
の
局
盤
と
非
常

に
密
な
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
戦
国
銅
鏡
の
宇
宙
表
現
は
占
い
に
用
い
た
式
盤

と
密
接
で
あ
っ
た
。
多
方
面
の
研
究
が
要
求
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

本
稿
は
筆
者
が
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
古
代
美
術
の
図
像
学
的
研
究
の
一
環
で
あ

り
、
漢
代
の
銅
鏡
も
六
博
の
人
物
坐
像
銅
鎮
を
取
り
上
げ
た
際
に
関
連
問
題
と
し

て
取
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
が（

（
（

、
片
手
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
ず
、
不
備
を
補
う

べ
く
改
め
て
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
も
と
と
し
て
新
た
に
戦
国
の

銅
鏡
に
取
り
組
む
次
第
で
あ
る
。

一
、
漢
代
銅
鏡
の
宇
宙
表
現

（
一
）
方
格
規
矩
四
神
鏡

　

漢
を
代
表
す
る
鏡
と
い
え
ば
誰
し
も
が
方
格
規
矩
鏡
を
挙
げ
る
で
あ
ろ
う
。
方

格
規
矩
鏡
は
一
名
T
L
V
鏡
、
或
い
は
博
局
文
鏡
と
も
呼
ば
れ
、
方
格
規
矩
蟠
螭

文
鏡
（
図
1
a
）、
方
格
規
矩
草
葉
文
鏡
（
図
1
b
）、
方
格
規
矩
四
神
鏡
（
図

1
c
）
な
ど
に
分
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
鏡
の
背
面
に
は
中
央
の
鈕
を
囲
ん
で
方
格

を
置
き
、
そ
の
外
側
の
円
周
と
の
間
の
内
区
に
は
、
規
矩
文
、
す
な
わ
ち
T
、
L
、

V
の
字
形
を
し
た
文
様
が
各
々
四
個
ず
つ
配
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
方
格
の
各
辺

の
中
央
に
T
字
形
を
立
て
、
こ
れ
に
円
周
の
側
か
ら
L
字
形
を
対
置
さ
せ
て
、
円

周
上
の
L
字
と
L
字
の
間
に
は
V
字
形
が
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
基
本

形
と
し
て
、
蟠
螭
文
鏡
の
場
合
に
は
、
変
形
の
龍
の
帯
状
文
様
が
内
区
を
埋
め
尽

く
し
、
草
葉
文
鏡
の
場
合
に
は
、
対
置
す
る
T
・
L
字
形
の
両
側
に
草
葉
文
が
左

右
相
称
に
置
か
れ
、
四
神
鏡
の
場
合
に
は
、
内
区
に
四
神
、
即
ち
東
西
南
北
の
四

方
を
象
徴
す
る
青
龍
・
白
虎
・
朱
雀
・
玄
武
と
神
人
、
そ
の
他
の
神
獣
な
ど
が
配

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
三
種
の
銅
鏡
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
蟠
螭
文
鏡
自
体
は
戦
国
時
代
に

遡
る
が
、
方
格
規
矩
蟠
螭
文
鏡
は
前
漢
前
期
に
出
現
し
、
草
葉
文
鏡
自
体
は
前
漢

前
期
に
遡
る
が
、
方
格
規
矩
草
葉
文
鏡
は
前
漢
中
期
に
出
現
し
た
。
方
格
規
矩
文

は
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
既
に
戦
国
時
代
の
六
博
の
盤
に
出
現
し
、
そ
れ
が

前
漢
前
期
の
蟠
螭
文
鏡
や
中
期
の
草
葉
文
鏡
な
ど
に
も
採
用
さ
れ
た
が
、
新
た
に

四
神
を
伴
っ
た
方
格
規
矩
四
神
鏡
が
前
漢
後
期
に
現
れ
た
。
そ
の
後
、
簡
素
で
自

由
な
文
様
配
置
か
ら
次
第
に
精
緻
で
定
型
化
し
た
文
様
配
置
へ
と
変
遷
を
た
ど

り
、
前
漢
末
か
ら
王
莽
期
に
最
も
完
成
し
た
形
を
示
し
た（

（
（

。

　

い
ま
、
方
格
規
矩
鏡
の
図
像
（
図
2
）
を
考
察
す
る
に
当
た
り
、
こ
の
三
者
の

う
ち
で
最
も
後
に
出
現
し
て
、
集
大
成
的
な
完
成
度
を
示
す
前
漢
末
か
ら
王
莽
期

の
方
格
規
矩
四
神
鏡
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
更
に
そ
れ
を
補
完
す
る
意
味
で
、
ほ

ぼ
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
内
行
花
文
鏡
を
取
り
上
げ
、
文
様
の
図
像
学
的
意
味
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

さ
て
、
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
鈕
、
方
格
、
内
区
文
様
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
き
た（

（
（

。
そ
の
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
な

解
釈
が
生
ま
れ
た
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
文
様
が
、
遠
く
先
史
以
来
の
「
天

円
地
方
」
の
考
え
方（

（
（

に
基
づ
い
て
、
天
地
の
宇
宙
を
象
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
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図1c　王氏作方格規矩四神鏡
新　径（8.（cm　和泉市久保惣
記念美術館蔵

図1a　方格規矩蟠螭文鏡　
前漢　径（9cm　上海博物館蔵

図1b　方格規矩草葉文鏡　
前漢　径（（.（cm　五島美術館蔵

図2　王氏作方格規矩四神鏡（拓本）　新　径（8.（cm　和泉市久保惣記念美術館蔵
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大
方
の
合
意
に
達
し
て
い
る
。
即
ち
お
お
よ
そ
中
央
の
方
格
が
大
地
を
表
し
、
そ

れ
を
取
り
巻
く
円
周
が
天
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
淮
南
王

劉
安
が
編
纂
し
て
建
元
二
年
（
前
一
三
九
（
に
朝
廷
に
献
上
し
た
『
淮
南
子
』
の

原
道
訓
が
、
中
国
の
伝
統
的
な
宇
宙
観
で
あ
る
蓋
天
説
を
説
明
し
て
、

　
　

以
天
為
蓋
、
則
無
不
覆
也
、
以
地
為
輿
、
則
無
不
載
也
。

と
記
す
通
り
、
方
形
の
大
地
は
万
物
を
載
せ
て
、
そ
の
上
に
円
形
の
天
が
蓋
（
笠
（

の
よ
う
に
か
ぶ
さ
っ
て
覆
い
尽
く
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
司
馬
遷
の

『
史
記
』
天
官
書
に
、

東
宮
蒼
龍
、
房
、
心
。（
略
（
南
宮
朱
鳥
、
権
、
衡
。（
略
（
西
宮（

（
（

、
咸
池
、

曰
天
五
潢
。（
略
（
北
宮
玄
武
、
虚
、
危
。

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
方
格
と
円
周
と
の
間
、
つ
ま
り
天
と
地
の
間
の
空
間
を
表

す
区
画
で
あ
る
内
区
に
、
天
の
東
・
西
・
南
・
北
そ
れ
ぞ
れ
の
星
宿
を
総
称
し
象

徴
す
る
青
龍
、
白
虎
、
朱
雀
、
玄
武
の
四
神
が
配
さ
れ
て
、
し
か
も
大
地
の
方
格

で
は
な
く
天
を
表
す
円
周
の
側
に
足
を
置
い
て
立
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
の
位
置
も
、
方
格
の
す
ぐ
内
側
に
方
角
と
時
刻
を
示
す
十
二
支

の
文
字
が
篆
書
で
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
玄
武
は
上
辺
の
子
（
北
（、
青
龍
は
右
辺

の
卯
（
東
（、
朱
雀
は
下
辺
の
午
（
南
（、
白
虎
は
左
辺
の
酉
（
西
（
の
方
角
に
は

っ
き
り
と
表
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
よ
り
細
部
の
T
、
L
、
V
の
文
様
に
な
る
と
見
解
は
分

か
れ
る
。
最
も
厳
密
に
解
釈
を
試
み
た
林
巳
奈
夫
の
説
を
紹
介
す
る
と
、「
漢
鏡

の
図
柄
二
、
三
に
つ
い
て
」
の
論
考
の
中
で
、
方
格
規
矩
鏡
が
天
地
を
図
式
的
に

か
た
ど
る
と
し
た
上
で
、
ま
ず
T
に
つ
い
て
は
四
極
を
当
て
た（

8
（

。
即
ち
後
漢
の
王

充
の
『
論
衡
』
談
天
に
は
、
中
国
の
伝
説
の
神
々
が
登
場
す
る
創
世
記
と
も
称
す

べ
き
古
層
の
神
話
に
基
づ
い
て
、

共
工
與
顓
頊
爭
為
天
子
、
不
勝
、
怒
而
觸
不
周
之
山
、
使
天
柱
折
、
地
維
絶
、

女
媧
銷
煉
五
色
石
以　

補
蒼
天
、
斷
鼇
足
以
立
四
極
。

と
記
さ
れ
、
共
工
が
顓
頊
と
の
争
い
に
負
け
て
、
怒
り
の
余
り
不
周
山
を
突
き
、

天
を
支
え
る
柱
を
折
り
、
地
を
繋
い
だ
綱
を
切
っ
た
の
で
、
女
媧
が
大
亀
の
鼇
の

足
を
切
っ
て
立
て
た
、
と
い
う
話
に
み
ら
れ
る
四
極
を
当
て
た
。
但
し
、
四
極
と

は
無
論
東
西
南
北
の
四
方
の
果
て
に
あ
る
極
で
あ
る
が
、
そ
の
極
に
は
棟
と
か
梁

の
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
四
極
を
立
て
た
と
い
う
の
は
垂
直
の
柱
で
は

な
く
、
鼇
の
足
を
柱
に
し
て
そ
の
上
に
あ
げ
た
こ
と
だ
と
し
た
。
T
字
の
立
つ
位

置
は
、
ち
ょ
う
ど
大
地
の
果
て
を
示
す
正
方
形
の
周
辺
に
あ
っ
て
、
し
か
も
東
・

西
・
南
・
北
の
方
向
を
示
す
卯
、
酉
、
午
、
子
に
正
確
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
。

　

ま
た
L
字
文
と
V
字
文
に
つ
い
て
は
、『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
、

子
午
卯
酉
為
二
縄
、
丑
寅
・
辰
巳
・
未
申
・
戌
亥
為
四
鉤
。
東
北
為
報
徳
之

維
也
、
西
南
為
背
陽
之
維
、
東
南
為
常
羊
之
維
、
西
北
為
蹏
通
之
維
。

と
あ
る
（
図
3
）。
ま
ず
V
字
文
に
つ
い
て
は
、「
維
」
と
呼
ば
れ
る
東
北
、
西
南
、

東
南
、
西
北
の
方
角
に
あ
っ
て
、
そ
の
「
維
」
を
挟
む
よ
う
に
丑
と
寅
、
辰
と
巳
、

未
と
申
、
戌
と
亥
の
方
角
に
お
の
お
の
鉤
の
手
を
渡
す
よ
う
に
配
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
こ
で
い
う
「
四
鉤
」
の
鉤
に
当
て
た
。
次
に
L
字
文
に
つ
い
て
は
、「
子

午
卯
酉
を
二
縄
と
な
す
」、つ
ま
り
天
の
子
と
午
（
北
と
南
（、 

卯
と
酉
（
東
と
西
（

を
結
ぶ
二
本
の
線
を
縄
と
い
い
、
L
字
文
が
そ
れ
ぞ
れ
の
縄
の
末
端
に
位
置
し
て

い
る
の
で
、
大
工
道
具
の
縄
（
す
み
な
わ
（
に
関
係
あ
る
も
の
と
し
、
形
状
の
類

似
か
ら
墨
絲
の
ク
ラ
ン
ク
付
き
の
絲
巻
き
を
当
て
た
。

　

ま
た
「
中
国
古
代
に
お
け
る
蓮
の
花
の
象
徴
」
と
題
す
る
論
考
の
中
で
は
、
方

格
規
矩
鏡
の
中
央
に
位
置
す
る
鈕
の
周
り
の
い
わ
ゆ
る
「
四
葉
文
」
に
つ
い
て
、

天
体
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
天
の
中
心
に
あ
る
天
極
星
（
北
極
星
（
の
神
、
つ
ま

り
天
帝
で
あ
る
太
一
を
蓮
の
花
に
よ
っ
て
象
徴
す
る
も
の
と
し
た（

9
（

。
戦
国
か
ら
漢

代
に
か
け
て
の
器
物
に
み
ら
れ
る
、
こ
れ
ま
で
四
葉
文
、
或
い
は
柿
蒂
文
と
呼
ん
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図3　『淮南子』天文訓　方角名称図
　　  林巳奈夫による

図4　内行花文鏡　後漢　径（（.（cm

で
き
た
図
柄
は（

（1
（

、
実
は
蓮
の
花
で
あ
り
、
光
り
輝
く
も
の
と
し
て
、
天
の
中
心
、

即
ち
天
の
北
極
に
位
置
し
て
、
天
帝
の
住
ま
う
天
極
星
の
星
座
を
表
す
も
の
だ
と

い
う
。
従
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
四
葉
文
」
は
葉
文
で
は
な
く
花
柄
文
に
属
し
、
呼
称

も
四
弁
花
文
に
改
め
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
方
格
規
矩
鏡
に
関
す
る
林
巳
奈
夫
の
説
を
紹
介
し
た
が
、
部
分
的
に
受

け
入
れ
が
た
い
箇
所
が
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
研
究
が
飛
躍
的
に
進
展

し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
更
に
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
図
像
学
の
見

地
か
ら
私
な
り
の
解
釈
を
試
み
て
み
た
い
。
ま
ず
林
巳
奈
夫
は
、
鏡
背
の
中
央
の

方
格
が
大
地
を
表
し
、
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
四
弁
花
文
が
天
極
星
を
象
徴
的
に

表
す
と
し
た
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
天
極
星
と
下
方
の
大
地
と
が
オ
ー
バ

ー
ラ
ッ
プ
し
て
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
考
え
る
に
、
こ
れ
ら
の
文
様
は
、
下
に
平
ら
に
広
が
る
方
形

の
大
地
と
、
そ
の
上
に
蓋
状
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
円
形
の
天
と
を
、
天
の
外
か
ら
、

つ
ま
り
天
の
中
心
の
天
極
星
の
真
上
か
ら
俯
瞰
し
て
み
た
構
造
を
表
し
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
天
極
星
と
大
地
と

が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
理
由
も
わ
か
り
、
大
地
が
正
し
く
四
角
形
に
、
天
が
正

し
く
円
形
に
表
さ
れ
た
理
由
に
も
納
得
が
い
く
。
大
地
を
四
角
に
、
天
を
円
形
に

同
時
に
見
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
そ
れ
以
外
に
な
く
、
方
格
の
四
辺
は
大
地
の

果
て
を
、
円
周
は
天
の
周
縁
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
大
き
な
天
が
大
地
の

上
に
蓋
状
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
と
い
う
蓋
天
説
の
原
理
に
も
と
づ
け
ば
、
ま
さ
に
こ

の
よ
う
な
図
形
に
な
ろ
う
。
鏡
背
の
文
様
は
一
見
こ
ぢ
ん
ま
り
し
た
平
面
の
よ
う

に
み
え
て
、
実
は
立
体
的
か
つ
壮
大
な
天
地
の
構
造
、
ま
さ
し
く
宇
宙
を
示
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
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（
二
）
内
行
花
文
鏡

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
方
格

規
矩
四
神
鏡
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
流
行
し
た
い
わ
ゆ
る
内
行
花
文
鏡
も
、
同
様
の
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
天
地
の
構
造
を
示
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
よ
り

具
体
的
に
構
造
を
表
現
し
て
い
る
の
で
、
漢
代
銅
鏡
の
宇
宙
図
を
正
確
に
理
解
し

よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
内
行
花
文
鏡
を
補
完
的
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

最
も
典
型
的
な
内
行
花
文
鏡（

（（
（

（
図
4
）
を
例
に
と
っ
て
、
内
区
の
文
様
を
概
略

説
明
す
る
と
、
全
体
と
し
て
内
側
の
円
圏
と
外
側
の
円
圏
の
二
部
に
分
か
れ
る
。

内
側
の
円
圏
は
、
半
球
状
の
鈕
を
中
心
と
し
て
周
り
に
四
弁
花
文
を
一
つ
大
き
く

配
し
、
そ
の
周
り
に
短
い
直
線
の
輻
射
文
帯
、
更
に
そ
の
周
り
に
幅
の
広
い
無
文

の
圏
帯
を
ほ
ど
こ
す
。
ま
た
外
側
の
円
圏
に
は
、
い
わ
ゆ
る
内
行
花
文
、
即
ち
内

向
き
の
半
円
の
弧
文
八
個
を
連
環
状
に
め
ぐ
ら
し
た
連
弧
文
を
配
し
、
そ
の
弧
文

と
弧
文
と
の
境
目
に
は
、
内
側
円
圏
の
側
か
ら
半
円
の
山
形
と
そ
の
頂
き
か
ら
三

本
線
が
伸
び
る
文
様
と
、
外
側
円
圏
の
側
か
ら
結
ば
れ
た
三
本
線
の
紐
が
左
右
に

分
か
れ
て
垂
れ
る
結
び
目
文
と
を
交
互
に
四
つ
ず
つ
配
し
、
更
に
八
個
の
弧
文
と

内
側
円
圏
と
を
短
い
三
本
線
で
繋
い
で
い
る
。

　

内
行
花
文
鏡
は
上
述
の
如
く
ほ
ぼ
王
莽
期
に
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中

央
に
四
弁
花
文
を
も
ち
、
内
区
の
山
形
文
、
結
び
目
文
、
三
線
文
な
ど
を
明
確
に

備
え
た
や
や
大
型
の
鏡
が
最
初
に
制
作
さ
れ
、
そ
の
後
は
こ
れ
ら
の
文
様
が
次
第

に
不
明
確
に
な
る
と
同
時
に
簡
素
化
、
小
型
化
し
て
い
く
。
し
か
し
、
王
莽
期
に

こ
れ
ら
の
文
様
を
も
っ
た
鏡
が
突
然
に
出
現
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ

に
先
だ
っ
て
、
前
漢
中
期
頃
に
成
立
し
て
次
第
に
変
化
を
遂
げ
た
連
弧
文
銘
帯
鏡（

（1
（

（
図
5
）
が
あ
り
、
居
摂
元
年
（
後
六
年
（
の
銘
が
あ
る
連
弧
文
銘
帯
鏡
（
フ
リ

ア
美
術
館
蔵
（（
図
6
）
を
ほ
ぼ
最
後
と
し
て
、
そ
の
連
弧
文
の
外
側
の
銘
文
帯
が

雲
雷
文
帯
に
交
替
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
行
花
文
鏡
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る（

（1
（

。
従
っ
て
、
連
弧
文
銘
帯
鏡
も
内
区
に
山
形
文
、
結
び
目
文
、
三
線
文
な
ど

を
共
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
延
長
上
に
位
置
す
る
内
行
花
文
鏡
の
方
が
文
様
的
に

更
に
成
熟
し
、
か
つ
明
瞭
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
連
弧
文
銘
帯
鏡
を
参
考
に
し

つ
つ
、
内
行
花
文
鏡
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
鈕
の
周
り
の
四
弁
花
文
は
、
林
巳
奈
夫
が
考
証
し
た
よ
う
に
、
天
の
中
心

に
位
置
す
る
天
極
星
を
蓮
の
花
を
借
り
て
象
徴
的
に
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
前
漢
の
恭
王
劉
余
が
魯
国
に
建
て
た
宮
殿
を
後
漢
の
王
延
寿
が
詠
ん
だ
「
魯

霊
光
殿
賦
」
に
、

　
　

円
淵
方
井
、
反
植
荷
蕖
。

と
あ
り
、
天
井
の
円
い
淵
と
方
形
の
井
戸
（
井
げ
た
（
に
は
蓮
が
逆
さ
に
植
え
ら

れ
て
い
た（

（1
（

と
い
う
よ
う
に
、
魯
の
霊
光
殿
の
天
井
に
は
、
蓮
の
花
を
天
極
星
に
見

立
て
た
天
文
図
が
表
さ
れ
て
い
た
。
も
と
も
と
霊
光
殿
の
天
井
の
装
飾
は
、「
其

の
規
矩
制
度
、
上
、
星
宿
に
応
ず
」
と
詠
わ
れ
た
よ
う
に
、
天
上
の
星
宿
な
ど
の

天
文
に
か
な
う
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
た
。
当
時
に
あ
っ
て
は
、
地
上
の
建
築
の
装

飾
の
み
な
ら
ず
、
地
下
の
墓
室
の
天
井
装
飾
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
徐
州
に
程
近
い
安
徽
宿
県
褚
蘭
の
一
号
画
像
石
墓
で
は（

（1
（

、
前
室
の
天
井
の
画
像

石
（
図
7
）
に
、
四
弁
花
文
の
蓮
花
を
中
心
に
人
身
蛇
尾
の
伏
羲
と
女
媧
の
二
神

が
取
り
囲
ん
で
舞
う
様
が
刻
さ
れ
て
い
た
。
今
を
盛
り
と
咲
く
花
は
い
か
に
も
蓮

ら
し
く
、
中
心
の
花
托
は
蜂
の
巣
状
に
た
く
さ
ん
の
円
い
小
孔
を
開
け
て
表
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
も
天
極
星
を
蓮
の
花
に
象
徴
さ
せ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
同
じ

く
天
井
に
四
弁
花
文
の
蓮
の
花
を
刻
し
た
例
は
、
山
東
沂
南
画
像
石
墓
（
図
8
）

や
河
南
密
県
打
虎
亭
二
号
墓
に
も
認
め
ら
れ
る（

（1
（

。
鏡
背
の
文
様
に
お
け
る
現
象
だ

け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
幅
広
の
無
文
の
圏
帯
は
、
そ
の
上
に
山
形
の
文
様
が
の
り
、
天
を
表
す
外

圏
円
周
の
方
を
向
い
て
聳
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
明
ら
か
に
大
地
を
表
し
て
い
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図7　安徽宿県褚蘭（号墓前室頂蓋　伏羲女媧蓮花画像石（拓本）　後漢　（（×（00cm

図6　 連弧文銘帯鏡　前漢・居摂元年（前（年）　
径（（.（cm　ボストン美術館蔵

図5　 朝鮮平壌付近出土　連弧文銘帯鏡　前漢　
径（8.（cm
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る
。
規
矩
四
神
鏡
の
場
合
に
も
、
方
格
の
代
わ
り
に
円
圏
を
配
し
た
円
圏
規
矩
四

神
鏡
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
（（
図
9
）
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
大
地
を
円
圏
で
表

す
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。す
る
と
内
行
花
文
鏡
で
も
方
格
規
矩
鏡
と
同
じ
く
、

天
体
の
天
極
星
と
大
地
と
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
、
北
極
の
真
上
か
ら
天
と
地
を

俯
瞰
し
、
そ
れ
を
構
造
的
に
示
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
大
地
が
こ
の
よ

う
に
円
圏
で
表
象
さ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
天
体
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る

た
め
で
、
こ
の
場
合
は
大
地
の
方
形
表
象
よ
り
、
天
体
の
円
形
表
象
の
方
を
優
先

さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

因
み
に
、
中
心
の
半
円
球
状
の
鈕
は
、
鏡
を
持
つ
時
の
紐
を
孔
に
通
す
た
め
に

小
高
く
作
る
必
要
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
図
像
学
的
に
何
を
表
し
て
い
る
か
と
い

え
ば
、
こ
れ
は
方
格
規
矩
鏡
も
同
じ
で
あ
る
が
、
四
弁
花
文
の
中
心
に
置
か
れ
て

い
る
か
ら
に
は
、
円
形
の
花
托
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
半
円
球
の
山
状
に
か
た
ど
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
こ
は

大
地
の
中
央
に
当
た
り
、
中
国
神
話
に
お
け
る
崑
崙
山
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
崑
崙
山（

（1
（

は
大
地
の
中
央
に
あ
っ
て
、
天
の
中
心
の
北
極
星
め
が
け
て
一
万

一
千
里
の
高
さ
で
聳
え
る
聖
山
で
あ
る
。
天
帝
の
下
都
で
あ
る
と
同
時
に
、
天
帝

の
使
者
を
始
め
と
す
る
神
々
が
天
地
を
往
来
す
る
際
に
昇
り
降
り
す
る
天
梯
の
役

割
も
あ
り
、
ま
た
後
に
西
王
母
が
そ
の
頂
き
に
君
臨
す
る
よ
う
に
不
死
の
聖
域
と

し
て
の
機
能
も
有
し
た
。
北
極
星
の
真
上
か
ら
俯
瞰
す
れ
ば
、
ま
さ
に
天
極
星
を

象
徴
す
る
四
弁
花
文
の
花
托
と
崑
崙
山
の
山
岳
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
み
え
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
鈕
を
山
岳
形
に
か
た
ど
っ
た
連
峰
鈕
も
あ
り
、
前
漢
の

星
雲
文
鏡
（
図
10
）
で
は
、
鈕
の
中
心
の
山
岳
の
周
囲
を
六
個
な
い
し
八
個
の
山

岳
が
取
り
巻
き
、
ひ
と
き
わ
高
く
か
た
ど
ら
れ
て
い
る
。
鏡
の
場
合
は
、
天
地
の

交
通
、
あ
る
い
は
死
後
の
霊
魂
の
昇
仙
が
主
題（

（1
（

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
宇
宙
図
と

し
て
天
地
の
構
造
を
示
す
の
が
主
眼
で
あ
る
か
ら
、
山
岳
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

図9　円圏規矩四神鏡　新　径（（.（cm　京都国立博物館蔵 図8　 山東沂南画像石墓前室東間藻井
蓮花彫刻
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図10　星雲文鏡　前漢　径（（.（cm　泉屋博古館蔵

れ
て
は
い
な
い
が
、
構
造
上
、
崑
崙
山
と
み
な
し
て
も
矛
盾
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
外
側
の
円
圏
の
連
弧
文
に
も
当
て
は
ま
り
、
八
個

の
弧
文
は
上
か
ら
俯
瞰
し
た
時
の
、
天
の
八
つ
の
分
野
を
示
し
て
い
よ
う
。
単
に

天
を
幕
状
に
表
現
し
た
も
の
と
み
る
説
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
は
弧
文

の
分
割
が
大
き
す
ぎ
る
。
し
か
し
天
の
八
つ
の
分
野
と
は
余
り
聞
い
た
こ
と
が
な

く
、九
野
と
い
う
言
葉
が
思
い
当
た
る
。
そ
こ
で
改
め
て
鏡
文
を
詳
し
く
み
る
と
、

八
つ
の
弧
文
は
中
央
の
円
圏
と
短
い
三
本
線
で
繋
が
れ
、
互
い
に
密
接
な
関
係
が

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
中
央
円
圏
を
併
せ
れ
ば
九
つ
と
な
る
。『
淮
南
子
』
天
文

訓
に
は
、

天
有
九
野
、
九
千
九
百
九
十
九
隅
、
去
地
五
億
万
里
、（
略
（
何
謂
九
野
。

中
央
曰
鈞
天
、
其
星
角
・
亢
・
氐
。

東
方
曰
蒼
天
、
其
星
房
・
心
・
尾
。
東
北
曰
変
天
、
其
星
箕
・
斗
・
牽
牛
。

北
方
曰
玄
天
、
其
星
須
女
・
虚
・
危
・
営
室
。
西
北
方
幽
天
、
其
星
東
壁
・
奎
・
婁
。

西
方
曰
顥
天
、
其
星
胃
・
昴
・
畢
。
西
南
方
曰
朱
天
、
其
星
觜
雟
・
参
・
東
井
。

南
方
曰
炎
天
、
其
星
輿
鬼
・
柳
・
七
星
。  

東
南
方
曰
陽
天
、
其
星
張
・
翼
・
軫
。

と
あ
り
、
即
ち
九
野
は
九
天
と
も
い
う
よ
う
に
、
天
を
九
つ
の
分
野
に
分
割
し
て
、

中
央
を
鈞
天
、
東
方
を
蒼
天
、
東
北
を
変
天
、
北
方
を
玄
天
、
西
北
を
幽
天
、
西

方
を
顥
天
、
西
南
を
朱
天
、
南
方
を
炎
天
、
東
南
を
陽
天
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分

野
に
属
す
る
角
、
房
、
箕
な
ど
二
十
八
宿
の
星
座
の
名
前
を
後
ろ
に
掲
げ
て
い
る
。

こ
の
中
央
に
鈞
天
を
配
し
、
周
囲
に
八
天
を
配
し
た
九
天
の
形
式
は
、
内
行
花
文

鏡
の
内
側
円
圏
を
鈞
天
、
八
つ
の
弧
文
を
八
天
と
み
な
せ
ば
、
鏡
文
の
九
つ
の
分

野
の
配
し
方
と
ぴ
っ
た
り
合
致
し
、
九
天
を
真
上
か
ら
見
れ
ば
こ
の
よ
う
な
形
と

な
ろ
う
。
本
来
は
半
円
形
を
な
す
八
天
の
弧
文
が
そ
れ
ぞ
れ
ひ
し
ゃ
げ
て
低
く
表

さ
れ
て
い
る
の
も
、
蓋
状
に
半
円
の
球
体
を
な
す
天
の
円
弧
を
真
上
か
ら
見
た
か

ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
に
大
地
に
比
定
し
た
内
側
の
円
圏
も
、
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
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プ
に
よ
っ
て
同
時
に
天
の
中
央
に
位
置
す
る
鈞
天
を
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
鏡
文
で
は
（
図
11
）、
弧
文
と
弧
文
と
の
間
に
リ
ボ
ン
状
の
結
び
目
文
、

各
弧
文
と
内
側
円
圏
と
の
間
に
短
い
三
本
線
が
あ
っ
た
が
、『
楚
辞
』
天
問
篇
が

戦
国
時
代
の
楚
国
の
宗
廟
に
描
か
れ
て
い
た
図
像
に
対
し
て
、
九
天
を
問
題
に
し

て
い
る
の
は
こ
れ
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

　
　

九
天
之
際
、
安
放
安
属
。

と
あ
り
、
九
天
が
互
い
に
接
す
る
境
界
は
ど
こ
に
あ
り
、
ど
こ
に
繋
留
さ
れ
て
い

る
か
を
問
う
て
い
る
。
天
は
な
ぜ
落
下
す
る
こ
と
が
な
い
の
か
不
思
議
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
解
答
は
ま
さ
に
鏡
文
に
あ
り
、
結
び
目
文
の
あ
る
位
置
が
、
八
天

同
士
の
境
界
で
あ
る
と
同
時
に
天
の
辺
縁
に
繋
留
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
短
い
三

本
線
の
位
置
が
、
鈞
天
と
八
天
と
の
境
界
で
あ
る
と
同
時
に
互
い
を
繋
留
す
る
場

所
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
上
述
の
如
く
、
内
側
円
圏
の
大
地
の
四
方
に
は
山
形
文
が
あ
っ
て
、
上
に

三
本
線
が
伸
び
て
い
た
が
、
山
形
文
の
方
は
天
を
支
え
る
八
山
の
う
ち
の
四
つ
の

山
を
表
し
て
い
よ
う
。
八
山
と
言
っ
た
わ
け
は
、
幾
つ
か
の
内
行
花
文
鏡
や
先
行

す
る
連
弧
文
銘
帯
鏡
（
図
12
）
を
詳
し
く
観
察
す
る
と
、
四
方
の
弧
文
と
弧
文
と

の
境
目
の
み
な
ら
ず
、
四
箇
所
の
結
び
目
文
の
下
に
も
山
形
文
と
そ
の
上
の
三
本

線
を
配
し
て
お
り
、
八
山
が
十
全
の
形
式
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

八
山
は
、
八
柱
、
八
極
と
も
い
い
、『
楚
辞
』
天
問
篇
で
は
、

　
　

八
柱
何
当
、
東
南
何
虧
。

と
、
天
を
支
え
る
八
柱
は
ど
こ
に
当
た
っ
て
い
る
の
か
、
地
の
東
南
は
何
故
缺
け

て
低
い
の
か
を
問
う
て
い
る
が
、
後
漢
の
王
逸
は
八
柱
に
注
し
て
、
八
山
を
柱
と

み
な
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る（

（1
（

。
ま
た
『
淮
南
子
』
墬
形
訓
は
、
地
の
果
て
の
八

紘
の
外
に
八
極
が
あ
る
と
し
、
東
北
方
の
方
土
之
山
、
東
方
の
東
極
之
山
、
そ
し

て
西
北
方
の
不
周
之
山
、
北
方
の
北
極
之
山
な
ど
八
山
を
挙
げ
て
い
る（

11
（

。
こ
こ
で

注
目
す
べ
き
は
、
不
周
之
山
（
不
周
山
（
が
八
極
、
八
山
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
で
、

先
に
引
用
し
た
『
論
衡
』
談
天
に
、
顓
頊
と
の
争
い
に
敗
れ
た
共
工
が
怒
っ
て
不

周
山
を
突
き
、
た
め
に
天
柱
が
折
れ
、
地
維
が
断
ち
切
れ
た
と
あ
っ
た
が
、
こ
こ

で
い
う
天
柱
、
つ
ま
り
天
を
支
え
る
柱
と
は
不
周
山
自
身
の
こ
と
で
、
不
周
山
を

機
能
の
方
面
か
ら
言
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

　

で
は
地
維
、
即
ち
地
と
繋
ぐ
綱
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
不
周
山
と
関
連
が

あ
る
筈
で
、天
柱
の
不
周
山
が
折
れ
た
た
め
に
地
維
が
断
ち
切
れ
た
と
解
さ
れ
る
。

そ
こ
で
鏡
文
を
見
て
思
い
当
た
る
の
は
、山
形
文
の
上
に
伸
び
る
三
本
線
で
あ
る
。

こ
の
三
本
線
が
綱
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
八
天
の
弧
文
と
弧
文
を
結
ん
だ
結
び

目
文
に
三
本
線
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
八
天
の
各
弧

文
と
内
側
円
圏
の
鈞
天
と
を
結
ぶ
短
い
三
本
線
も
、
一
種
の
維
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
わ
か
る
。
地
維
は
天
と
地
を
繋
ぐ
綱
で
、
天
柱
が
山
岳
の
形
で
大
地
か
ら
伸

び
て
天
を
支
え
る
の
に
対
し
て
、
地
維
は
綱
の
形
で
山
上
か
ら
伸
び
て
天
に
繋
が

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
鏡
文
を
見
て
気
が
付
く
こ
と
は
、
山
形
文
と
三
本
線

は
常
に
セ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
三
本
線
は
あ
く
ま
で
山
頂
か
ら
上
に
伸
び

て
弧
文
と
弧
文
の
間
を
目
指
す
が
、
時
に
先
細
り
に
な
っ
た
り
、
末
拡
が
り
に
な

っ
た
り
、
そ
の
先
端
は
必
ず
し
も
天
の
辺
縁
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
山

岳
の
天
柱
だ
け
で
は
高
さ
が
足
り
ず
、
山
頂
か
ら
更
に
三
本
の
綱
を
伸
ば
す
が
、

そ
れ
で
も
天
に
届
い
て
い
ず
、
む
し
ろ
天
と
直
接
繋
が
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い

な
い
感
さ
え
す
る
。い
ず
れ
に
せ
よ
山
形
文
と
三
本
線
は
天
柱
と
地
維
を
表
し
て
、

地
の
側
か
ら
天
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
相
違
な
か
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

『
淮
南
子
』
天
文
訓
も
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
、

昔
者
共
工
與
顓
頊
争
為
帝
、
怒
而
触
不
周
之
山
、
天
柱
折
、
地
維
絶
、
天
傾

西
北
、
故
日
月
星
辰
移
焉
。
地
不
満
東
南
、
故
水
潦
塵
埃
帰
焉
。

と
あ
る
よ
う
に
、
天
柱
が
折
れ
地
維
が
切
れ
た
時
、
た
め
に
天
が
西
北
に
傾
い
て
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図12　朝鮮平壌付近出土　連弧文銘帯鏡（部分）　前漢　径（8.（cm

図11　内行花文鏡（部分）　後漢　径（（.（cm
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日
月
星
辰
の
天
体
が
移
動
し
、
大
地
が
東
南
で
落
ち
込
ん
で
水
や
塵
埃
が
流
れ
帰

す
と
い
う
天
変
地
異
が
起
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
天
柱
と
地
維
が
並

称
さ
れ
る
よ
う
に
、
両
者
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、
鏡
文
に
お
い
て
必
ず
地
維

が
天
柱
と
繋
が
っ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
一
対
を
な
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
鏡
文
の
中
心
に
あ
る
四
弁
花
文
が
天
極
星
を
表
象
し
、
ま
わ

り
の
無
文
円
圏
が
天
の
中
央
の
分
野
で
あ
る
鈞
天
を
表
す
と
述
べ
た
が
、
こ
の
中

央
円
圏
内
の
部
分
を
改
め
て
詳
し
く
観
察
し
て
み
る
と
、
無
文
の
円
圏
は
幅
が
そ

れ
ほ
ど
広
く
な
い
う
え
に
、
両
側
よ
り
一
段
高
く
表
さ
れ
て
、
全
体
と
し
て
中
が

う
つ
ろ
な
管
の
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て
内
側
に
あ
る
四
弁
花
文
は
、
花
弁
と
花

弁
の
間
に
「
長
宜
子
孫
」
の
四
文
字
が
篆
書
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
ち
ょ
う
ど
半

円
球
状
の
鈕
を
花
托
に
し
て
丸
く
ま
と
ま
り
、
無
文
円
圏
と
は
輻
射
圏
帯
を
境
に

し
て
は
っ
き
り
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
す
の
は
、『
楚
辞
』
天
問

篇
の
次
の
文
句
で
あ
る
。

　
　

斡
維
焉
繋
、
天
極
焉
加
。

即
ち
「
斡
維
」
は
ど
こ
に
繋
が
れ
て
お
り
、
天
極
は
ど
こ
に
設
置
さ
れ
て
い
る
の

か
を
問
う
が
、「
斡
維
」
は
古
来
懸
案
事
項
で
あ
っ
た
。
後
漢
の
王
逸
は
旋
転
す

る
綱
と
と
り（

1（
（

、
南
宋
の
朱
熹
（
一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
（
は
、
斡
を
車
の
轂
の
内

側
の
軸
を
受
け
る
管
状
の
部
分
と
し
て
、
後
句
の
車
の
軸
に
喩
え
ら
れ
る
天
極
と

対
応
さ
せ
て
い
る（

11
（

。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
北
の
夜
空
に
カ
メ
ラ
を
向
け
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
開
け
て
露
出

す
る
と
、
北
極
星
を
中
心
に
星
が
回
転
す
る
軌
跡
を
描
く
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う

に
、
天
の
中
枢
に
あ
っ
て
不
動
と
考
え
ら
れ
た
天
極
（
北
極
（
と
、
そ
れ
を
中
心

に
周
極
星
が
左
旋
（
東
か
ら
西
へ
回
転
（
す
る
天
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
事
実

で
、
朱
熹
は
天
極
と
天
の
関
係
を
構
造
的
に
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鏡
文

の
図
柄
は
朱
熹
の
解
釈
に
近
く
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
天
極
星
を
表
す
鈕
と
四
弁

花
文
が
車
輪
の
軸
を
な
し
て
、
周
り
の
轂
を
意
味
す
る
円
圏
の
中
を
貫
き
、
そ
の

轂
の
周
囲
か
ら
は
輻
（
ス
ポ
ー
ク
（
の
よ
う
に
短
い
三
本
綱
が
幾
つ
も
伸
び
て
、

車
輪
を
な
す
連
弧
文
の
八
天
に
繋
が
っ
て
い
く
が
如
く
で
あ
る
。
こ
の
短
い
三
本

綱
が
、
ま
さ
に
天
問
の
「
斡
維
」
の
維
で
あ
り
、
大
綱
を
な
し
て
車
軸
の
回
転
を

周
り
の
八
天
に
伝
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
三
本
線
は
、
隣
り
に
位
置
す
る
山

上
の
三
本
線
と
異
な
り
、
円
圏
と
八
連
弧
文
と
を
し
っ
か
り
と
確
実
に
繋
い
で
い

る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
更
に
ま
た
先
行
す
る
連
弧
文
銘
帯
鏡
を
細
か
く
観
察
す
る

と
、
鈕
の
ま
わ
り
の
四
弁
花
文
が
十
二
の
連
珠
文
の
花
柄
で
表
さ
れ
、
そ
の
連
珠

文
の
四
方
の
珠
と
円
圏
と
が
輻
射
線
文
を
介
し
て
三
本
線
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の

が
わ
か
る
。
こ
れ
は
天
極
星
の
回
転
が
円
圏
へ
と
伝
わ
っ
て
い
く
さ
ま
を
表
し
て

い
よ
う
。
ま
た
先
に
こ
の
円
圏
は
鈞
天
を
表
す
と
い
っ
た
が
、
鈞
は
陶
器
を
作
っ

た
り
す
る
轆
轤
の
意
で
、
鏡
文
で
は
中
央
に
鈞
天
の
回
転
軸
が
あ
っ
て
、
周
り
に

八
天
の
回
転
盤
を
配
す
る
構
造
を
な
し
て
お
り
、
ま
さ
に
鈞
天
の
名
称
に
ふ
さ
わ

し
い
と
い
え
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
内
行
花
文
鏡
な
ら
び
に
連
弧
文
銘
帯
鏡
は
天
地
の

構
造
を
相
当
具
体
的
に
示
し
て
お
り
、
そ
の
構
造
が
『
楚
辞
』
天
問
篇
の
内
容
と

多
く
の
点
で
共
通
性
が
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
い
ま
内
行
花
文
鏡
の
天
極
及

び
九
天
の
概
念
図
を
示
し
て
お
く
（
補
図
（
参
照
（。

（
三
）
漢
代
銅
鏡
の
宇
宙
表
現

　

前
節
で
は
、
内
行
花
文
鏡
の
文
様
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み
た
が
、
こ
れ
は
方
格

規
矩
鏡
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
に
両
者
の
基
本
的
な

違
い
を
整
理
す
る
と
、
天
体
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
大
地
を
、
内
行
花
文
鏡
は

天
体
の
表
現
の
方
に
重
き
を
置
い
て
円
圏
で
表
し
た
の
に
対
し
て
、
方
格
規
矩
鏡

は
大
地
の
表
現
を
重
視
し
て
方
格
で
表
し
て
い
た
。
ま
た
前
者
が
九
天
の
表
現
を
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重
ん
じ
、
八
天
の
八
つ
の
分
野
を
連
弧
文
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
表
現
し
て
い
た
の

に
対
し
て
、
後
者
は
九
天
を
表
現
せ
ず
、
代
わ
り
に
四
神
鏡
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

東
・
西
・
南
・
北
四
方
の
星
宿
の
分
野
と
も
い
う
べ
き
青
龍
・
白
虎
・
朱
雀
・
玄

武
の
四
神
を
表
現
し
て
い
た
。

　

し
か
し
と
も
に
大
筋
で
は
共
通
し
て
お
り
、
北
極
の
真
上
か
ら
み
て
天
と
地
を

構
造
的
に
表
し
て
い
た
の
は
最
大
の
共
通
点
と
い
え
る
。
そ
し
て
更
に
前
者
の
山

形
文
と
そ
の
上
に
伸
び
る
三
本
線
と
後
者
の
T
、
L
字
文
と
が
、
と
も
に
天
と
地

の
縦
の
関
係
を
表
し
、大
地
の
側
か
ら
天
を
支
え
る
と
い
う
構
造
を
表
し
て
い
る
。

前
者
の
山
形
文
は
地
の
果
て
に
あ
っ
て
天
を
支
え
る
天
柱
を
表
し
て
い
た
が
、
後

者
の
T
字
文
も
天
を
支
え
る
天
柱
を
表
し
て
い
る
。
但
し
後
者
が
山
岳
の
形
式
で

な
く
、
上
に
梁
を
の
せ
た
柱
の
形
式
を
と
っ
た
の
は
、
古
層
の
神
話
を
重
視
し
て
、

共
工
が
天
柱
を
折
り
地
維
を
絶
っ
た
後
に
、
女
媧
が
鼇
の
足
を
切
っ
て
立
て
た
と

い
う
一
種
の
創
世
神
話
に
則
り
、「
四
極
」
を
表
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
「
極
」
に
は
棟
と
か
梁
と
か
の
意
味
が
あ
る
が
、
上
述
の
如
く
八
極
が
八
柱

と
呼
ば
れ
た
例
が
あ
り
、
ま
た
「
四
極
を
立
て
た
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
極
は
棟

や
梁
よ
り
も
大
地
の
果
て
に
あ
る
柱
の
意
味
に
と
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
山
形
文
の
上
の
三
本
線
に
つ
い
て
は
、
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
は
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
草
葉
文
鏡
に
T
L
V
を
追
加
し
た
方

格
規
矩
草
葉
文
鏡
（
図
13
）
に
は
、T
と
L
を
三
本
線
で
結
ぶ
も
の
が
稀
に
あ
り
、

方
格
規
矩
四
神
鏡
で
は
省
略
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
も
に
天
柱
を
表
す

山
字
文
と
T
字
文
の
上
に
三
本
線
が
伸
び
る
の
は
全
く
同
じ
構
造
と
い
え
る
。
そ

し
て
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
場
合
に
は
、
こ
の
三
本
線
の
綱
が
天
の
側
に
属
す
る
L

字
文
に
引
っ
掛
か
り
、
こ
こ
に
天
と
地
は
繋
が
り
、
天
を
支
え
る
天
柱
の
T
字
文

の
役
割
も
成
就
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

但
し
こ
こ
に
ゆ
ゆ
し
き
問
題
が
発
生
す
る
。
と
い
う
の
は
T
と
L
に
よ
っ
て
天

と
地
が
実
際
に
繋
が
っ
て
し
ま
え
ば
、天
が
回
転
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、

同
時
に
大
地
も
回
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
天
動

説
の
宇
宙
観
で
は
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
L
字
文
で
注
目
す

べ
き
は
、
こ
の
天
か
ら
ぶ
ら
下
が
っ
て
、
下
か
ら
の
綱
を
引
っ
掛
け
る
一
種
の
鉤

の
役
割
を
果
た
す
四
個
の
L
が
、
常
に
左
向
き
の
一
定
方
向
を
向
い
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
天
の
左
旋
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
こ
う
す
れ
ば
天
が
左
に
回

転
し
て
も
三
本
線
の
綱
は
は
ず
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
時
に
こ
の
鉤
が
右
向
き
に

作
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、そ
れ
は
明
ら
か
に
天
の
回
転
の
法
則
に
背
い
て
い
る
。

図13　方格規矩草葉文鏡　前漢　径（（.（cm
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こ
の
よ
う
に
天
の
側
か
ら
ぶ
ら
下
が
る
L
字
文
に
は
確
か
に
天
の
左
旋
の
意
味

も
込
め
ら
れ
て
い
る
が
、
三
本
線
の
綱
が
あ
っ
て
も
こ
れ
に
連
動
し
て
大
地
が
回

転
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。恐
ら
く
こ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
、

方
格
規
矩
四
神
鏡
で
は
T
と
L
を
繋
ぐ
綱
は
表
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
内
行
花
文
鏡
の
表
現
に
お
い
て
も
、
先
に
山
の
上
に
伸
び
る
三
本
線
の
綱
が
決

し
て
天
に
届
い
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
直
接
繋
が
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
も
天
と
地
の
法
則
に
照
ら
し
て
、
繋
が
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
V
字
文
は
林
巳
奈
夫
の
考
証
の
通
り
鉤
で
あ
る
。
で
は
、
何

の
た
め
の
鉤
か
と
い
う
と
、
天
の
中
心
と
辺
縁
と
を
つ
な
ぐ
四
本
の
綱
の
た
め
で

あ
ろ
う
。
先
に
『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
従
っ
て
、
天
の
東
北
、
西
南
、
東
南
、
西

北
の
隅
を
維
と
呼
ぶ
と
述
べ
た
が
、
維
は
同
時
に
綱
で
あ
り
、
四
維
と
呼
ぶ
四
本

の
大
綱
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
維
の
方
角
に
あ
る
鉤
と
天
の
中
心
と
を
繋
ぐ
の
で

あ
る
。『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
は
、

　
　

帝
張
四
維
、
運
之
以
斗
。

と
あ
る
。
即
ち
天
の
中
心
の
天
極
星
に
住
ま
う
天
帝
が
四
本
の
大
綱
を
張
り
、
天

を
左
旋
さ
せ
る
べ
く
、
こ
れ
を
斗
、
即
ち
北
斗
七
星
に
回
転
さ
せ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。

天
文
訓
は
同
じ
こ
と
を
ま
た
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　

紫
宮
執
斗
而
左
旋
。

紫
宮
は
天
帝
の
住
ま
う
紫
微
宮
の
こ
と
で
あ
る
。「
張
る
」
と
記
さ
れ
る
か
ら
に

は
、
四
維
は
綱
で
あ
り
、
左
旋
と
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
綱
は
天
と
地
を
繋
ぐ
た

て
綱
で
は
な
く
、天
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
よ
こ
綱
で
あ
る
。
方
格
規
矩
鏡
で
は
、

V
字
文
の
鉤
は
、
中
心
の
四
弁
花
文
で
象
徴
さ
れ
た
天
極
星
の
方
を
は
っ
き
り
向

く
だ
け
で
、
綱
が
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
同
じ
く
方
格
と
T
・
L
・
V

字
文
を
備
え
た
六
博
の
局
盤
で
は
、
山
東
臨
沂
慶
雲
山
二
号
墓
の
画
像
石
棺
（
図

14
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
V
字
文
と
方
格
の
四
隅
が
四
本
の
綱
で
し
っ
か
り
結

ば
れ
て
い
る
。
方
格
規
矩
鏡
で
は
こ
の
四
維
の
綱
に
よ
っ
て
、
天
帝
の
命
を
受
け

た
北
斗
七
星
が
、
北
極
星
を
中
心
に
天
を
左
回
り
に
回
転
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
北
斗
七
星
の
働
き
を
最
も
端
的
に
示
し
た
の
が
、
漢
代
に
占
卜
に
用
い
ら

れ
た
式
盤
の
図
で
あ
る
。
式
盤
は
現
在
、
前
漢
初
期
の
安
徽
阜
陽
双
古
堆
汝
陰
侯

墓
か
ら
出
土
し
た
六
壬
式
盤
と
太
一
九
宮
式
盤（

11
（

（
前
一
六
五
年
銘
（、
王
莽
期
の

甘
粛
武
威
磨
咀
子
六
二
号
墓
か
ら
出
土
し
た
六
壬
式
盤（

11
（

の
ほ
か
、
朝
鮮
楽
浪
遺
跡

出
土
の
六
壬
式
盤
二
件
、
伝
世
の
六
壬
式
盤
三
件
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
そ
の

天
地
の
構
造
を
か
た
ど
っ
た
仕
組
み
は
上
述
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
な
ど
の
宇
宙
図

と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
り
、
鏡
文
の
解
釈
に
は
欠
か
せ
な
い
資
料
と
い
え
る
。
王

莽
期
の
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
六
壬
式
盤
（
図
15
）
を
例
に
挙
げ
る
と
、
こ
の
漆
を

塗
っ
た
木
製
式
盤
は
、
方
形
の
地
盤
（
辺
長
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
の
上
に
円
形

の
天
盤
（
直
径
六
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
が
の
り
、
回
転
す
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
。
天
盤
は
中
央
に
北
斗
七
星
を
図
示
し
、
そ
の
周
り
に
は
十
二
神
将
の
名

が
記
さ
れ
、
更
に
周
り
に
二
十
八
宿
の
名
が
逆
時
計
回
り
（
左
行
（
に
書
か
れ
て

い
た
。
ま
た
下
の
地
盤
は
二
つ
の
方
格
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
、
外
側
に
は
四
方
各

七
宿
の
二
十
八
宿
名
が
逆
時
計
回
り
に
、
中
間
に
は
四
方
各
々
三
つ
ず
つ
の
十
二

支
名
と
、
十
干
の
う
ち
戊
と
己
（
中
央
（
を
除
く
八
干
の
名
が
時
計
回
り
に
記
さ

れ
て
い
た
。
汝
陰
侯
墓
の
六
壬
式
盤
で
は
、
天
盤
の
十
二
神
将
の
名
は
一
か
ら
十

二
ま
で
の
数
字
を
記
し
て
十
二
箇
月
を
表
す
。
前
漢
初
期
に
は
ま
だ
十
二
神
将
名

が
無
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
地
盤
の
北
西
、
南
西
、
南
東
、
北
東
の

方
角
に
は
斜
め
の
帯
が
天
盤
に
向
か
っ
て
渡
さ
れ
て
、
小
さ
な
円
点
が
記
さ
れ
る

だ
け
で
あ
る
が
、汝
陰
侯
墓
の
場
合
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
「
天
豦
己
」、「
人
日
己
」、「
土

斗
戊
」、「
鬼
月
戊
」
と
書
か
れ
る
。
こ
れ
ら
は
の
ち
の
時
代
の
上
海
博
物
館
所
蔵
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図15　 甘粛武威磨咀子（（号墓 六壬式盤（模本）　
新　山田慶兒氏による

図14　山東臨沂慶雲山（号墓石棺棺底　
　　　六博博局図（拓本）　前漢

の
銅
製
六
壬
式
盤
に
よ
る
と（

11
（

、
天
門
、
人
門
、
地
戸
、
鬼
門
を
意
味
し
て
い
た
。

　

六
壬
式
盤
で
は
、
天
盤
と
地
盤
の
双
方
に
二
十
八
宿
の
名
が
あ
る
。
天
盤
の
方

は
天
上
の
二
十
八
宿
の
位
置
を
指
し
、
天
盤
が
回
転
す
る
と
そ
の
宿
が
ど
の
方
位

に
あ
る
か
が
わ
か
る
。
ま
た
地
盤
の
方
は
分
野
説
に
従
っ
て
地
上
の
二
十
八
宿
の

分
野
を
指
し
、
地
盤
は
固
定
さ
れ
て
お
り
、
天
盤
を
回
し
て
演
算
し
た
後
に
占
わ

れ
た
の
が
ど
の
地
に
当
た
る
か
が
わ
か
る
。
特
に
こ
の
式
盤
で
は
天
盤
と
地
盤
の

双
方
と
も
二
十
八
宿
名
の
外
の
縁
辺
に
小
さ
な
円
の
点
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
お
よ

そ
一
八
二
個
あ
る
。
一
つ
の
点
が
二
度
を
表
し
て
い
る
か
ら
、
一
周
は
三
六
五
度

四
分
の
一
に
相
当
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
（
星
座
（
の
天
（
の
赤
道
上
（
に
お
け
る

お
お
よ
そ
の
度
数
を
み
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
式
盤
は
、古
代
の
天
文
観
に
基
づ
い
て
天
地
の
仕
組
み
を
表
し
た
、

ま
さ
に
宇
宙
の
縮
図
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
心
に
ひ
し
ゃ
く

の
形
を
し
た
北
斗
七
星
の
図
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
極
め
て
特
徴
的
と
い
え
る
。

北
斗
七
星
は
お
お
く
ま
座
の
七
星
に
当
た
り
、中
国
で
は
七
星
を
天
枢
、璿
（
琁
（、

璣
、権
、玉
衡
、開
陽
、揺
光
と
呼
ぶ（

11
（

。
そ
の
頭
の
指
極
星
、即
ち
第
一
、二
星
（
天

枢
，
璿
（
が
北
極
星
を
指
す
の
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
が
、
北
斗
七
星
は
周
極

星
と
し
て
、
北
極
星
の
ま
わ
り
を
二
十
四
時
間
で
一
回
転
す
る
星
時
計
で
あ
り
、

指
極
星
と
北
極
星
を
結
ぶ
直
線
が
そ
の
時
針
に
な
る
。
ま
た
北
斗
七
星
の
末
端
の

柄
、
い
わ
ゆ
る
斗
柄
は
、
春
の
二
月
は
卯
（
東
（、
夏
の
五
月
は
午
（
南
（、
秋
の

八
月
は
酉
（
西
（、
冬
の
十
一
月
は
子
（
北
（
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
正

確
に
一
日
の
時
を
刻
み
、
一
年
の
十
二
箇
月
、
季
節
を
示
す
こ
と
か
ら
、『
史
記
』

の
天
官
書
は
、

斗
為
帝
車
、
運
于
中
央
、
臨
制
四
郷
、
分
陰
陽
、
建
四
時
、
均
五
行
、
移
節

度
、
定
諸
紀
、
皆
繋
於
斗
。

と
い
う
。
つ
ま
り
天
帝
を
の
せ
て
運
る
馬
車
と
し
て
、
四
方
を
制
御
し
、
自
然
の



16

複
雑
な
リ
ズ
ム
を
調
整
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
秩
序
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
自
ら
回
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
上
の
あ
ら
ゆ
る
天
体
を
動
か

し
、
ひ
い
て
は
地
上
を
含
め
た
宇
宙
全
体
の
秩
序
を
生
み
出
す
存
在
と
し
て
、
式

盤
の
中
央
を
占
め
た
北
斗
七
星
の
位
置
は
、
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、『
淮
南
子
』
に
「
帝　

四
維
を
張
り
、こ
れ
を
運
ら
す
に
斗
を
以
て
す
」

と
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
北
斗
七
星
に
回
転
を
命
じ
、
天
を
二
十
八
宿
の
分
野
に

分
け
て
、
こ
れ
ら
に
綱
（
四
維
（
を
は
り
め
ぐ
ら
し
て
左
に
回
転
（
左
旋
（
さ
せ

た
の
は
、
天
の
北
極
星
に
位
置
す
る
紫
微
宮
に
住
ま
う
天
帝
で
あ
っ
た
。
北
斗
七

星
の
働
き
に
み
え
る
が
、
あ
く
ま
で
北
極
星
を
め
ぐ
る
周
極
星
の
一
つ
で
あ
り
、

そ
の
背
後
に
は
天
帝
の
意
志
が
働
い
て
い
た
。『
論
語
』
爲
政
篇
に
、

　
　

子
曰
、
爲
政
以
德
、
譬
如
北
辰
居
其
所
、
而
衆
星
共
之
。

と
し
て
、
孔
子
は
政
治
を
す
る
際
の
道
徳
を
北
辰
（
北
極
星
（
と
衆
星
の
関
係
に

喩
え
る
。
多
く
の
星
が
そ
れ
に
向
か
っ
て
挨
拶
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
解
さ

れ
て
い
る
が（

11
（

、「
共
」
は
ま
た
天
体
運
動
に
即
し
て
「
め
ぐ
る
」
と
も
解
さ
れ
よ

う（
11
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
不
動
の
北
極
星
の
ま
わ
り
を
全
て
の
星
が
回
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
最
高
神
の
天
帝
が
君
臨
す
る
と
い
う
の
が
、
中
国
古
代
の
宗
教
的
、
天
文

暦
学
的
な
宇
宙
体
系
で
あ
っ
た
。

　

内
行
花
文
鏡
、
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
鏡
背
文
様
も
、
こ
の
宇
宙
体
系
に
則
っ
て

描
か
れ
る
。
内
行
花
文
鏡
で
は
、
中
心
に
位
置
す
る
四
弁
花
文
に
象
徴
さ
れ
た
北

斗
七
星
を
含
む
北
極
星
の
回
転
が
、
三
線
の
綱
に
よ
っ
て
円
圏
の
鈞
天
へ
と
伝
え

ら
れ
、
さ
ら
に
三
線
の
四
維
に
よ
っ
て
周
り
の
八
天
へ
伝
え
ら
れ
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
方
格
規
矩
四
神
鏡
で
は
、
天
の
回
転
の
仕
組
み
は
よ
り
穏
便
な

形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
回
転
は
四
弁
花
文
か
ら
、
大
地
と
同
時
に
鈞
天
で
も

あ
る
方
格
へ
と
伝
え
ら
れ
、
更
に
そ
の
四
隅
か
ら
外
側
円
圏
の
V
字
文
の
四
鉤
へ

と
伝
え
ら
れ
て
、
天
も
左
に
回
転
す
る
。
T
字
文
の
天
柱
と
繋
ぐ
た
め
の
鈎
で
あ

る
L
字
文
も
、
そ
の
動
き
に
合
わ
せ
て
一
応
左
向
き
に
作
ら
れ
て
い
た
。
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
、
内
行
花
文
鏡
で
は
回
転
の
表
現
が
重
視
さ
れ
た
の
に
対
し
、
方
格

規
矩
四
神
鏡
で
は
回
転
を
意
味
す
る
V
字
文
よ
り
も
天
地
の
骨
格
を
意
味
す
る
T

字
文
と
L
字
文
の
ラ
イ
ン
が
重
視
さ
れ
た
。後
者
は
更
に
四
神
ま
で
描
き
加
え
て
、

よ
く
そ
の
銘
に
「
左
龍
・
右
虎
、
四
方
を
衛
り
、
朱
雀
・
玄
武
、
陰
陽
を
順
え
る
」

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
秩
序
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
方
格
規
矩
文
す
な
わ
ち
T
L
V
文
は
、
前
漢
の
時
代
に
流
行
し
た

遊
戯
で
あ
る
六
博
の
局
盤
に
も
描
か
れ
て
い
た
。
六
博
は
武
威
磨
咀
子
漢
墓
出
土

の
木
製
六
博
俑
（
図
16
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
通
り
、
二
つ
の
盤
を
中
に
し
て
、
二

人
の
遊
戯
者
が
向
き
合
い
、
一
方
の
盤
の
上
で
骰
子
も
し
く
は
箸
と
呼
ば
れ
る
短

い
棒
を
振
り
、
出
た
目
に
応
じ
て
、
も
う
一
方
の
局
盤
の
上
で
棋
子
を
動
か
す
、

一
種
双
六
に
似
た
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
の
方
形
の
局
盤
の
上
に
方
格
規
矩
文
が
描

か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
六
博
の
遊
び
方
は
今
も
っ
て
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
の
道
具
一
式
が
前
漢
初
期
の
馬
王
堆
三
号
漢
墓
な
ど
か
ら
出
土
し
て

い
る（

1（
（

。
発
掘
品
か
ら
見
る
限
り
、
そ
の
歴
史
は
戦
国
中
期
ま
で
遡
り
、
湖
北
江
陵

雨
台
山
三
一
四
号
楚
墓
か
ら
は
三
足
を
も
っ
た
漆
器
の
局
盤
が
出
土
し（

11
（

、
河
北
平

山
の
中
山
王
族
三
号
墓
か
ら
は
石
製
の
豪
華
な
二
種
類
の
局
盤
（
図
17
a
）
が
出

土
し
た（

11
（

。
こ
れ
ら
の
局
盤
の
方
格
規
矩
文
は
ま
だ
不
完
全
で
あ
っ
た
が
、
秦
漢
の

時
期
に
は
文
様
的
に
も
完
成
し
、
そ
れ
は
秦
の
湖
北
雲
夢
睡
虎
地
一
三
号
墓
や
前

漢
初
期
の
雲
夢
大
墳
頭
一
号
墓
出
土
の
局
盤（

11
（

（
図
17
b
）
に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ

る
。
従
っ
て
よ
り
歴
史
の
古
い
六
博
局
盤
の
方
格
規
矩
文
が
先
行
し
、
鏡
の
文
様

に
も
影
響
を
与
え
た
と
す
る
説（

11
（

が
生
ま
れ
た
が
、
ま
た
別
に
、
ま
ず
天
地
を
か
た

ど
っ
た
文
様
が
あ
り
、
そ
れ
が
六
博
の
局
盤
や
鏡
鑑
に
も
影
響
が
及
ん
だ
と
す
る

説（
11
（

も
強
固
に
存
在
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
西
田
守
夫
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
、
王
莽
期
に
属
す
る
方
格
規
矩
四
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図17a　 河北平山県霊寿城中山王族（号墓　 
石製六博局盤（拓本）　戦国　（（×（0.（cm

図17b　 湖北雲夢大墳頭（号墓　 
六博局盤（模本）　前漢　（8×（（cm

図16　 甘粛武威磨咀子漢墓　木製六博俑　
後漢　高（8cm　甘粛省博物館蔵

神
鏡
の
拓
本
に
は
、

新
有
善
銅
出
丹
陽　

和
以
垠
錫
清
且
明　

左
龍
右
虎
掌
四
方　

朱
爵
玄
武
順

陰
陽　

八
子
九
孫
治
中
央　

刻
婁
博
局
去
不
羊　

家
常
大
富
宜
君
王　

千
秋

万
歳
楽
未
央

と
の
銘
文
が
書
か
れ
て
い
た（

11
（

。
西
田
は
特
に
「
刻
婁
（
鏤
（
博
局
」
の
文
句
に
注

目
し
、「
鋳
型
に
六
博
の
棊
盤
を
鏡
の
図
紋
と
し
て
彫
刻
し
た
こ
と
が
わ
か
る
」

と
し
、
方
格
規
矩
鏡
の
文
様
は
博
局
か
ら
直
接
借
り
て
き
た
も
の
で
、
従
来
の
方

格
規
矩
鏡
と
い
う
呼
称
よ
り
博
局
文
鏡
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
述
べ
た（

11
（

。
博
局
文

鏡
と
い
う
呼
称
は
、
馬
王
堆
三
号
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
実
物
の
六
博
局
盤
の
文
様

と
、
副
葬
品
リ
ス
ト
の
遣
策
に
局
盤
が
「
博
局
」
と
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注

目
し
、
こ
れ
ま
で
に
も
熊
伝
新
氏
が
提
唱
し
て
い
た
が（

11
（

、
こ
こ
に
「
刻
婁
博
局
」

の
銘
を
有
す
る
方
格
規
矩
鏡
拓
本
が
出
現
す
る
に
及
ん
で
、
六
博
影
響
説
は
益
々

確
実
性
を
増
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

い
ま
、
博
局
文
鏡
と
い
う
呼
称
の
当
否
は
問
わ
な
い
こ
と
に
し
て
、
漢
代
の
方

格
規
矩
鏡
が
戦
国
以
来
の
六
博
の
局
盤
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
含
め
て
、
次
章
で
は
戦
国
時
代
の
銅
鏡
を
め
ぐ

る
事
情
を
考
察
し
て
み
た
い
。

二
、
戦
国
時
代
銅
鏡
の
宇
宙
表
現

（
一
）
四
葉
文
鏡

　

漢
代
か
ら
遡
っ
て
戦
国
時
代
の
銅
鏡
は
、
主
に
墳
墓
か
ら
多
種
多
様
の
鏡
背
文

様
を
も
つ
も
の
が
出
土
し
、
出
土
地
の
不
明
確
な
伝
世
作
品
も
各
地
の
博
物
館
な

ど
に
数
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
数
量
は
、
も
ち
ろ
ん
漢
代
ほ
ど
で
は
な
い

に
し
て
も
、
型
式
、
編
年
な
ど
を
研
究
す
る
に
十
分
な
数
に
達
し
つ
つ
あ
る
。
し
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か
し
、
鏡
背
に
施
さ
れ
た
文
様
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
誰
し
も
が
そ
の
内
容
に

盛
ん
な
興
味
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
解
明
に
至
っ
て
は
、
未
だ
ほ
と
ん
ど
手
つ
か

ず
の
状
態
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

こ
の
章
で
は
第
一
章
で
考
察
し
た
漢
代
の
方
格
規
矩
鏡
、
内
行
花
文
鏡
な
ど
の

宇
宙
図
に
関
す
る
考
察
の
成
果
を
も
と
に
、更
に
遡
っ
て
戦
国
時
代
の
四
葉
文
鏡
、

山
字
文
鏡
、
菱
形
文
鏡
な
ど
の
図
像
学
的
解
明
を
試
み
る
と
と
も
に
、
漢
代
銅
鏡

に
反
映
さ
れ
た
宇
宙
観
が
戦
国
時
代
に
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
、
ど
こ
に
起
源

が
あ
っ
た
の
か
、
銅
鏡
以
外
の
遺
物
の
文
様
も
参
考
に
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た

い
。

　

最
初
に
四
葉
文
鏡
を
取
り
上
げ
る
。
四
葉
文
鏡
は
幾
つ
か
の
型
に
分
か
れ
る

が
、
黒
川
古
文
化
研
究
所
の
蔵
品
そ
の
他
を
も
っ
て
示
せ
ば
、
最
も
素
朴
な
型
は

（
図
18
、
口
絵
2
）、
辺
縁
の
円
形
内
部
を
細
か
な
羽
状
文
で
満
た
し
て
地
文
と
し
、

そ
の
中
央
に
小
さ
な
方
格
も
し
く
は
円
圏
を
設
け
て
中
心
に
弦
鈕
を
置
き
、
方
格

の
四
辺
の
中
央
も
し
く
は
円
圏
の
四
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
単
葉
の
葉
文
一
個
を
配
す

る
。
葉
文
は
頗
る
簡
素
な
も
の
で
、
短
い
茎
が
つ
く
場
合
と
つ
か
な
い
場
合
が
あ

る
が
、
時
に
葉
脈
が
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
花
で
は
な
く
葉
と
知
れ
る
。
そ
し

て
こ
の
文
様
は
、
次
第
に
上
に
茎
を
伸
ば
し
て
複
雑
化
し
、
茎
が
真
っ
直
ぐ
伸
び

る
場
合
も
あ
れ
ば
、
周
縁
に
達
し
て
曲
げ
る
場
合（

11
（

（
図
19
、
口
絵
4
）
も
あ
り
、

更
に
一
個
の
葉
文
を
茎
の
途
中
に
つ
け
た
り
、
先
端
に
つ
け
た
り
す
る
。
ま
た
後

述
す
る
山
字
文
鏡
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
四
葉
文
が
山

字
文
と
ペ
ア
ー
の
形
で
表
現
さ
れ
、
他
に
四
獣
文
鏡
や
四
鳳
文
鏡
に
お
い
て
も
、

神
獣
、
鳳
凰
の
傍
ら
に
配
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
前
漢
初
期
の
蟠
螭
文
鏡

（
図
20
、
口
絵
5
）
に
お
い
て
、
内
区
を
埋
め
尽
く
す
蟠
螭
文
に
ま
ぎ
れ
て
配
さ

れ
る
四
本
の
樹
木
文
も
、
四
葉
文
が
更
に
大
型
化
し
て
樹
木
と
な
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

　

で
は
、
こ
の
四
葉
文
は
何
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
に

は
、
黒
川
古
文
化
研
究
所
所
蔵
の
四
葉
四
獣
文
鏡
（
図
21
、
口
絵
1
）
が
重
要
な

手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
通
常
の
四
獣
文
鏡
（
図
22
）
は
、
長
い
尾
を
も
っ

た
熊
の
よ
う
な
獣
文
が
円
圏
の
周
囲
に
連
続
式
に
四
個
排
列
さ
れ
、
ど
れ
も
体
を

躍
動
的
に
く
ね
ら
せ
長
い
舌
を
出
し
た
り
し
な
が
ら
、
後
脚
を
円
圏
と
辺
縁
の
双

方
に
置
き
、
前
脚
の
片
方
は
周
縁
を
掴
み
、
も
う
片
方
は
前
の
獣
の
尾
を
掴
ん
で

い
る
。
し
か
し
、
四
個
の
獣
文
の
配
し
方
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
珍
し
く
獣
文

と
獣
文
の
間
に
変
形
の
四
葉
文
を
配
し
て
い
る
。
四
葉
文
は
下
部
に
三
つ
に
分
か

れ
た
単
葉
一
枚
を
つ
け
、
上
部
は
そ
こ
か
ら
茎
が
伸
び
て
、
太
く
丈
夫
そ
う
な
逆

L
字
形
に
作
ら
れ
、
一
辺
で
円
形
の
辺
縁
を
支
え
る
と
と
も
に
、
更
に
植
物
文
ら

し
く
先
端
を
く
る
り
と
巻
い
て
い
る
。
こ
の
変
形
の
四
葉
文
は
、
明
ら
か
に
円
圏

が
大
地
に
見
立
て
ら
れ
て
、
そ
の
大
地
に
生
え
た
草
木
が
天
に
見
立
て
ら
れ
た
円

周
を
支
え
る
さ
ま
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

四
獣
文
の
獣
自
体
も
、
天
と
地
の
双
方
に
脚
を
置
き
踏
ん
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
名
前
は
わ
か
ら
ぬ
が
天
を
支
え
る
役
目
を
担
っ
た
神
獣
と
考
え
ら
れ
る（

1（
（

。

そ
し
て
そ
の
神
獣
が
ペ
ア
ー
と
し
て
配
さ
れ
た
四
葉
文
の
茎
を
掴
ん
で
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
、
四
葉
文
の
天
を
支
え
る
機
能
は
傍
証
さ
れ
よ
う
。（
こ
の
よ
う
な

天
を
支
え
る
機
能
を
有
し
た
柱
は
、
紹
興
漓
渚
出
土
の
後
漢
の
神
獣
帯
鏡
で
は
、

「
銅
柱
」
と
呼
ば
れ
て
い
る（

11
（

。

　

す
る
と
、
こ
の
四
葉
文
は
先
に
方
格
規
矩
鏡
で
み
た
T
字
形
や
、
内
行
花
文
鏡

で
み
た
山
形
文
に
相
当
し
て
、
そ
の
天
を
支
え
る
天
柱
が
今
回
は
植
物
文
の
草
木

の
形
で
表
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
有
名
な
楚
帛

書
（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵
（
の
四
隅
に
描
か
れ
た
四
木
で
あ
る
。
こ
の
帛

書
は（

11
（

、
一
九
四
二
年
に
湖
南
長
沙
市
子
弾
庫
の
楚
墓
が
盗
掘
を
受
け
出
土
し
た
も

の
で
、
そ
の
後
一
九
七
三
年
に
湖
南
省
博
物
館
が
改
め
て
科
学
的
に
発
掘
し
た
と
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図19　 羽状文地四葉文鏡（拓本）　戦国　 
径（（.9cm　黒川古文化研究所蔵

図21　 羽状文地四葉四獣文鏡（拓本）　戦国　 
径（（.0cm　黒川古文化研究所蔵

図18　 羽状文地四葉文鏡（拓本）　戦国　 
径9.（cm　黒川古文化研究所蔵

図20　 四龍四葉文鏡（拓本）　前漢　 
径（（.0cm　黒川古文化研究所蔵
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こ
ろ
、
墓
主
の
霊
魂
の
昇
仙
を
描
い
た
人
物
御
龍
帛
画
が
出
土
し
た（

11
（

こ
と
で
も
有

名
で
あ
る
。
帛
書
（
補
図
２
・
3
）
は
縦
三
八
・
七
、
横
四
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
絹
の
上
に
、
中
央
の
二
区
に
は
八
行
文
と
十
三
行
文
を
楚
国
の
古
文
で
書
き
、

四
辺
に
各
辺
三
体
ず
つ
の
神
像
合
わ
せ
て
十
二
体
と
、
四
隅
に
樹
木
を
描
い
て
い

た
。
文
章
は
損
傷
が
は
げ
し
い
う
え
に
、
楚
国
独
自
の
古
文
で
書
か
れ
て
い
た
た

め
に
解
読
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
が
、
人
間
世
界
の
災
禍
と
宇
宙
秩
序
形
成
の
神

話
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
特
に
十
三
行
文
で
は
、
神
話
伝
説
中
の
神
々
で

あ
る
伏
羲
、
炎
帝
、
祝
融
、
共
工
な
ど
が
登
場
し
て
、
四
時
や
昼
夜
の
形
成
な
ど

が
講
じ
ら
れ
て
い
た（

11
（

。

　

ま
た
四
辺
の
十
二
神
は
、
三
つ
首
だ
っ
た
り
四
つ
首
だ
っ
た
り
、
或
い
は
ダ
チ

ョ
ウ
の
よ
う
な
体
躯
を
し
た
り
ア
メ
ー
バ
状
の
身
体
を
し
た
り
、
ま
さ
に
名
状
し

難
い
原
始
の
神
々
の
姿
が
彩
色
で
描
か
れ
て
い
た
。
付
さ
れ
た
榜
題
を
『
礼
記
』

月
令
や
『
爾
雅
』
釈
天
の
記
事（

11
（

に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
十
二
箇
月
の

神
々
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。南
を
上
に
し
て
右
回
り
に
、左
辺
に
春
の
一
、二
、

三
月
の
神
々
、
上
辺
に
夏
の
四
、
五
、
六
月
の
神
々
、
右
辺
に
秋
の
七
、
八
、
九

月
の
神
々
、
最
後
に
下
辺
に
冬
の
十
、
十
一
、
十
二
月
の
神
々
の
像
が
配
さ
れ
て

い
た
。
そ
し
て
そ
の
十
二
箇
月
の
神
々
の
像
を
季
節
ご
と
に
仕
切
る
よ
う
に
、
四

隅
に
枝
葉
を
茂
ら
せ
た
細
い
幹
の
樹
木
が
配
さ
れ
、北
東
（
春
（
は
青
、南
東
（
夏
（

は
赤
、
南
西
（
秋
（
は
白
、
北
西
（
冬
（
は
黒
で
そ
れ
ぞ
れ
彩
色
さ
れ
て
い
た
。

一
応
、
季
節
の
色
が
五
行
の
原
理
に
則
っ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

ま
た
八
行
文
に
は（

11
（

、
雹
戲
（
伏
羲
（
が
天
地
の
秩
序
を
形
成
し
、
そ
の
子
の
四

神
に
よ
っ
て
四
季
の
交
替
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
と
と
も
に
、
四
神
の
名

前
と
し
て
「
青

（
幹
（」、「
朱
□
單
」、「
□
黄

」、「
□
墨

（
幹
（」
が
挙
げ

ら
れ
る
。
樹
木
の
色
が
最
後
の
一
組
だ
け
食
い
違
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
四
隅
の

樹
木
（
図
23
）
は
こ
の
季
節
を
司
る
四
神
を
象
徴
的
に
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

図23　 長沙子弾庫楚墓出土　帛書（部分）　樹木　戦国 
メトロポリタン美術館蔵

図22　 羽状文地四獣文鏡（拓本）　戦国　
径（（.8cm　黒川古文化研究所蔵
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る
。
事
実
、
春
の
神
で
あ
る
「
青
幹
」
の
樹
木
は
、
左
辺
の
一
、
二
、
三
月
の
神
々

の
先
頭
に
位
置
し
て
お
り
、
他
の
樹
木
も
同
様
に
配
さ
れ
て
矛
盾
し
な
い
。
お
そ

ら
く
、
こ
の
原
理
は
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
四
葉
文
鏡
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
筈

で
、
方
格
の
四
辺
の
天
柱
が
帛
書
の
四
木
と
同
じ
く
四
葉
の
植
物
文
で
表
さ
れ
た

の
も
、
色
彩
の
痕
跡
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
四
季
を
象
徴
し
て
い
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
帛
書
の
八
行
文
の
内
容
は
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、「
炎
帝
は
乃
ち
祝

融
に
命
じ
、
四
神
を
以
て
降
り
、
三
天
を
奠
じ
、
□
思
□
、
四
極
を
奠
ぜ
し
む
」

と
、
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
乃
ち
炎
帝
の
命
令
に
よ
り
祝
融

に
率
い
ら
れ
て
天
か
ら
地
上
に
降
っ
た
四
神
が
、
四
極
を
定
め
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
祝
融
は
、
楚
の
祖
先
神
で
あ
る
帝
顓
頊
の
玄
孫
に
当
た
り
、
火
正
と
し
て
火

を
司
っ
た
が
、
こ
こ
に
祝
融
が
「
四
神
」
と
と
も
に
登
場
す
る
の
も
楚
国
の
建
国

伝
説
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い（

11
（

。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
の
四
極
と
は
、
上
引

の
『
淮
南
子
』
や
『
論
衡
』
に
い
う
天
を
支
え
る
四
本
の
柱
、
天
柱
の
こ
と
で
あ

り
、
帛
書
の
四
隅
の
四
木
が
該
当
し
よ
う
。
従
っ
て
帛
書
の
四
隅
に
描
か
れ
た
樹

木
に
は
天
柱
の
機
能
が
あ
り
、
引
い
て
は
四
葉
文
鏡
の
葉
文
も
天
柱
と
し
て
の
機

能
が
あ
っ
た
こ
と
が
、「
楚
帛
書
」
に
よ
っ
て
も
傍
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
四
葉
文
鏡
の
四
葉
文
に
は
天
柱
と
し
て
の
機
能
が
あ
り
、
漢
代

の
方
格
規
矩
鏡
の
T
字
形
文
、
内
行
花
文
鏡
の
山
形
文
の
祖
形
を
な
し
て
い
た
こ

と
が
ほ
ぼ
判
明
し
た
。
し
か
し
、
四
葉
文
は
多
く
の
場
合
、
山
字
文
鏡
に
お
い
て

山
字
文
と
ペ
ア
ー
の
形
で
表
さ
れ
て
、互
い
に
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
の
で
、

次
節
に
お
い
て
更
に
詳
し
く
見
る
こ
と
に
す
る
。

（
二
）
山
字
文
鏡

　

山
字
文
鏡
は
、
辺
縁
内
部
に
羽
状
文
を
配
し
て
地
文
と
し
、
中
央
に
方
格
も
し

く
は
円
圏
を
設
け
、
周
縁
の
円
形
に
沿
っ
て
山
字
文
を
配
し
た
も
の
で
あ
る
。
山

字
文
の
数
は
当
初
は
四
個
で
（
図
24
a
）、
そ
の
後
に
五
個
（
図
24
b
）、
六
個
と

増
え
た
が
、
い
ず
れ
も
山
字
の
中
央
の
長
棒
が
周
縁
に
直
接
附
着
し
て
、
周
縁
か

ら
ぶ
ら
下
が
る
よ
う
な
体
裁
を
な
す
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
一
様
に
左
に
傾
い
て

表
さ
れ
、
稀
に
右
に
傾
い
て
表
さ
れ
た（

11
（

。
山
字
文
だ
け
の
場
合
も
あ
る
が
、
よ
り

多
く
は
上
述
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
四
葉
文
と
ペ
ア
ー
で
配
さ

れ
（
図
24
c
、
口
絵
3
）、
葉
文
の
数
も
四
山
で
あ
れ
ば
四
個
、
五
山
で
あ
れ
ば

五
個
、
六
山
で
あ
れ
ば
六
個
と
、
必
ず
同
数
を
規
則
正
し
く
配
し
て
い
た
。

　

い
ま
、一
番
典
型
的
、か
つ
進
化
し
た
四
葉
四
山
文
鏡
（
長
沙
市
博
物
館
蔵
（（
図

25
）
を
例
に
と
っ
て
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
四
個
の
山
字
文
は
み
な
下
の
横
棒
が

中
央
方
格
の
一
辺
と
平
行
に
配
さ
れ
、
方
格
の
四
隅
か
ら
四
葉
文
の
茎
が
伸
び
て

葉
文
を
二
個
つ
け
、
先
端
は
左
に
折
れ
曲
が
っ
て
長
く
ふ
く
ら
ん
だ
水
滴
状
に
作

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
詳
し
く
見
る
と
、
四
葉
文
同
士
が
帯
で
繋
が
っ
て
お

り
、
茎
の
途
中
か
ら
横
に
伸
び
た
帯
は
、
隣
の
四
葉
文
と
の
間
に
三
角
形
を
構
成

す
る
よ
う
に
上
昇
し
て
、
頂
点
に
葉
文
を
一
つ
作
る
。
ま
た
下
降
し
て
隣
の
茎
の

途
中
に
達
し
て
お
り
、
こ
れ
を
四
回
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
四

角
形
の
絡
縄
帯
文
を
な
し
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
四
葉
文
が
天
を
支
え
る
天
柱
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た

が
、
で
は
、
山
字
文
は
何
を
意
味
し
て
い
よ
う
か
。
山
字
文
と
い
う
名
称
を
も
っ

て
い
こ
そ
す
れ
、
山
岳
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が（

11
（

、
解

明
の
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
四
葉
四
鳳
文
鏡
（
上
海
博
物
館
蔵
（（
図
26
）
を
挙

げ
る
。
こ
の
鏡
は
、
四
個
の
鳳
凰
文
を
等
間
隔
に
配
置
し
、
間
に
四
葉
文
を
配
し

て
い
る
。
冠
羽
を
つ
け
尾
羽
根
の
発
達
し
た
鳳
凰
は
、
天
帝
の
直
属
の
家
来
と
し
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図24c　 羽状文地四葉四山字 
文鏡（拓本）　 
戦国　径（（.8cm　 
黒川古文化研究所蔵

図24a　 羽状文地四山字文鏡
戦国　径（0.0cm　 
黒川古文化研究所蔵

図24b　  湖南常徳徳山出土　五山字文鏡　戦国　 
径（8.8cm　湖南省博物館蔵

図25　湖南長沙労働路（0号墓　四葉四山字文鏡（拓本）　戦国　径（（.（cm　長沙市博物館蔵
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て
、
甲
骨
文
で
も
「
帝
使
」
と
称
す
る
よ
う
に
天
帝
の
使
者
の
役
目
を
有
す（

1（
（

。
こ

こ
で
も
大
地
を
表
す
中
央
円
圏
に
脚
を
置
き
、
片
足
を
挙
げ
羽
根
を
半
ば
広
げ
て

地
上
に
降
り
立
つ
と
こ
ろ
が
表
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　

注
目
す
べ
き
は
四
葉
文
の
表
現
で
、
円
圏
の
四
方
に
配
さ
れ
た
四
葉
文
は
、
下

の
葉
文
か
ら
一
本
の
茎
が
天
に
向
か
っ
て
真
っ
直
ぐ
伸
び
、
先
端
に
は
三
叉
形
の

器
具
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
器
具
は
断
じ
て
葉
文
の
一
部
で
は
な
く
、

金
属
器
の
よ
う
に
頑
丈
で
鋭
く
作
ら
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
四
葉
文
と
器
具
が
合

体
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
叉
形
の
形
状
は
直
ち
に
山
字
文
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
。
山
字
文
も
両
側
の
短
い
棒
の
先
端
は
横
に
鋭
く
尖
っ
て
お
り
、

明
ら
か
に
金
属
器
が
天
か
ら
吊
り
下
が
っ
た
形
状
を
し
て
い
る
。
恐
ら
く
両
者
は

同
じ
物
を
表
し
て
お
り
、
四
葉
四
鳳
文
鏡
の
場
合
は
、
天
柱
と
し
て
の
葉
文
の
茎

が
天
に
向
か
っ
て
伸
び
、
天
上
か
ら
吊
り
下
げ
ら
れ
た
三
叉
形
の
鉤
に
引
っ
掛
か

っ
て
直
接
繋
が
っ
た
状
態
が
表
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

す
る
と
山
字
文
鏡
の
山
字
文
も
、
天
か
ら
吊
り
下
が
っ
た
一
種
の
鉤
と
み
な
さ

れ
る
。
天
柱
に
相
当
す
る
も
の
が
無
い
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
実
は
こ
の
場

合
も
隣
に
配
さ
れ
た
四
葉
文
が
天
柱
で
あ
り
、
鉤
の
山
字
文
と
天
柱
の
四
葉
文
は

ペ
ア
ー
で
あ
り
な
が
ら
別
々
に
離
れ
て
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
別
々
に
離
れ

て
表
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
前
章
で
方
格
規
矩
鏡
や
内
行
花
文
鏡
で
検
証
し
た

よ
う
に
、
も
し
両
者
が
一
体
と
な
り
繋
が
っ
て
い
れ
ば
、
天
の
左
旋
に
合
わ
せ
て

山
字
文
も
左
回
り
に
回
転
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
大
地
も
回
転
し
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。
要
す
る
に
山
字
文
鏡
で
は
、
既
に
天
の
左
旋
が
天
文
の
大
原
則
と
し
て

強
烈
に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
天
の
左
旋
に
合
わ
せ
て
山
字
文
の
い
ず
れ
も
が
左
方

に
傾
い
て
い
る
の
は
最
大
の
証
拠
と
い
え
る
。
ま
た
北
極
星
を
中
心
に
天
は
回
転

し
て
も
、
大
地
は
不
動
と
い
う
の
が
当
時
の
宇
宙
観
の
大
原
則
で
あ
り
、
こ
こ
で

も
そ
れ
に
則
っ
て
、
天
と
と
も
に
回
転
す
る
山
字
文
と
大
地
か
ら
立
ち
上
が
っ
た

図27　 山字文鏡部分（模本）　熊建華「楚鏡三論」
より

図26　 四葉四鳳文鏡（拓本）　戦国　 
径（（.（cm　上海博物館蔵
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四
葉
文
は
別
々
に
離
れ
て
表
さ
れ
、
両
者
が
繋
が
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
極
力

避
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
上
記
の
四
葉
四
鳳
文
鏡
で
も
、
抜
け
目
な
く

周
到
に
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
よ
く
見
る
と
四
葉
文
の
茎
の
先
に
付
い
た
三
叉
形
鉤

は
、
決
し
て
天
の
辺
縁
に
直
接
く
っ
つ
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
上
引
の
四
葉
四
獣

文
鏡
も
同
様
で
、
四
葉
文
の
逆
L
字
状
に
作
ら
れ
た
先
端
は
回
転
す
る
天
に
接
し

こ
そ
す
れ
、
直
接
繋
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

四
葉
山
字
文
鏡
で
は
も
う
一
つ
絡
縄
文
が
施
さ
れ
て
い
た
が
、
四
葉
文
の
茎
か

ら
横
に
伸
び
た
帯
は
山
字
文
に
絡
ま
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
詳
し
く
観

察
す
る
と（

11
（

、
葉
文
を
頂
点
に
三
角
を
作
る
帯
（
図
27
）
は
山
字
文
の
背
面
に
位
置

し
、
互
い
に
接
触
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
強
い
て
言
え
ば
、
山
字
文
と
四

葉
文
の
ペ
ア
ー
と
し
て
の
連
繋
組
織
を
言
わ
ん
が
た
め
に
、
両
者
が
繋
が
っ
て
い

る
か
の
如
き
重
な
っ
た
表
現
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

要
す
る
に
方
格
規
矩
鏡
と
比
較
す
る
と
、
山
字
文
鏡
の
四
葉
文
が
T
字
形
、
山

字
文
が
L
字
形
に
相
当
し
、
と
も
に
大
地
か
ら
伸
び
た
天
柱
が
天
を
支
え
、
天
か

ら
吊
り
下
げ
ら
れ
た
鉤
が
そ
れ
を
受
け
る
構
造
を
表
し
て
い
た
。
こ
の
山
字
文
に

つ
い
て
は
、
銅
鏡
の
他
に
も
、
戦
国
初
期
（
前
四
三
三
年
頃
（
に
属
す
る
湖
北
随

州
市
擂
鼓
墩
の
曽
侯
乙
墓
か
ら
出
土
し
た
衣
装
箱
に
も
描
か
れ
、
未
だ
素
朴
な
が

ら
そ
の
意
味
を
は
っ
き
り
物
語
っ
て
い
る
。

　

曽
侯
乙
墓
は
当
時
こ
の
地
方
に
割
拠
し
た
曽
国
の
乙
と
い
う
君
主
の
墓
で
、
王

墓
に
ふ
さ
わ
し
い
編
鐘
、
尊
盤
な
ど
の
大
型
青
銅
器
を
始
め
大
量
の
遺
物
が
発
掘

さ
れ
た
が（

11
（

、
そ
の
中
に
非
常
に
興
味
深
い
彩
漆
の
衣
装
箱
五
件
が
含
ま
れ
て
い

た（
11
（

。
な
か
で
も
天
文
図
衣
装
箱
（
E
・
（（
（（
図
28
）
は
、
蓋
の
表
面
に
北
斗
七
星

を
意
味
す
る
「
斗
」
字
を
中
央
に
配
し
、
そ
れ
を
二
十
八
宿
名
が
ぐ
る
り
と
囲
ん

で
、
左
右
両
端
に
は
四
神
の
青
龍
と
白
虎
の
古
風
な
図
像
が
大
き
く
描
か
れ
て
い

た
。
こ
の
衣
装
箱
の
出
現
に
よ
っ
て
、
二
十
八
宿
、
四
神
の
考
え
方
が
既
に
戦
国

初
期
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
ま
さ
に
中
国
天
文
学
上
の
大
発
見
で

あ
っ
た
。 

　

い
ま
取
り
上
げ
る
の
は
、彩
漆
狩
猟
図
衣
装
箱
と
も
呼
ば
れ
る
箱（
E
・
（（
（（
図

29
）
で
あ
る
。
発
掘
当
時
、
中
に
は
何
も
入
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
衣
装
箱
と
し

た
の
は
、蓋
の
表
面
に
「
紫

之
衣
」
の
四
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

大
き
さ
と
形
状
は
ど
の
衣
装
箱
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、
こ
れ
は
長
さ
六
九
（
把
手
を
含

ま
ず
（、
幅
四
九
、
高
さ
三
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
身
と
蓋
に
分
か
れ
、
身
は

四
角
い
箱
形
に
作
ら
れ
、
そ
の
上
に
ド
ー
ム
状
に
湾
曲
し
た
蓋
が
口
縁
同
士
で
咬

み
合
い
、
か
ぶ
さ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
身
と
蓋
双
方
の
短
側
面
に
は
そ
れ

ぞ
れ
二
箇
所
ず
つ
突
起
が
あ
っ
て
中
程
に
溝
を
作
り
、
ま
た
蓋
の
中
央
部
両
端
に

も
真
ん
中
を
彫
り
窪
め
た
低
い
突
起
が
あ
り
、
こ
れ
に
竿
を
差
し
渡
し
て
四
つ
の

突
起
に
縄
で
縛
り
付
け
担
い
だ
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
箱
は
内
外
と
も

黒
漆
を
塗
り
、
外
面
は
朱
漆
で
文
様
を
描
い
て
い
た（

11
（

。

　

興
味
深
い
の
は
蓋
の
表
面
に
描
か
れ
た
図
（
図
30
）
で
、
左
右
に
分
か
れ
、
右

側
は
中
央
の
最
頂
部
に
錨
形
の
文
様
を
三
個
ず
つ
上
下
向
か
い
合
わ
せ
に
並
べ

て
、
あ
た
か
も
最
頂
部
か
ら
錨
を
吊
し
た
よ
う
に
配
し
、
上
下
の
両
辺
に
は
枝
葉

の
茂
る
樹
木
を
二
株
ず
つ
向
か
い
合
わ
せ
に
配
し
て
い
る
。
上
下
ど
ち
ら
の
樹
木

も
み
な
、
幹
と
枝
の
先
端
に
光
芒
を
放
つ
華
状
の
も
の
が
九
な
い
し
十
一
個
つ
け

ら
れ
、
下
に
い
る
人
物
が
樹
上
に
止
ま
っ
た
神
鳥
や
神
獣
め
が
け
て
い
ぐ
る
み
を

放
ち
、
一
羽
を
絡
め
落
と
し
て
い
る
。
右
端
に
は
二
体
の
人
面
双
頭
の
蛇
形
神
獣

が
互
い
に
上
下
を
逆
に
し
て
絡
み
合
い
、
尾
は
と
も
に
五
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

ま
た
左
側
は
、
同
じ
く
錨
形
を
し
た
文
様
が
今
度
は
左
右
向
か
い
合
わ
せ
に
並
べ

ら
れ
、
左
の
三
個
に
対
し
て
、
右
は
二
個
が
吊
さ
れ
て
、
そ
れ
に
逆
向
き
の
二
個

が
絡
ん
で
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
。

　

思
う
に
、
こ
の
衣
装
箱
の
蓋
も
上
述
の
天
文
図
衣
装
箱
と
同
じ
く
、
ド
ー
ム
状
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図28　湖北随州市曽侯乙墓　彩漆天文図衣装箱（E.（（）蓋板（模本）　戦国　長（（、幅（（cm

図29　湖北随州市曽侯乙墓　彩漆狩猟図衣装箱（E.（（）戦国　長（9、幅（9cm

図30　湖北随州市曽侯乙墓　彩漆狩猟図衣装箱（E.（（）蓋板（模本）　戦国　長（9、幅（9cm
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に
湾
曲
し
た
蓋
が
蓋
天
説
の
天
に
見
立
て
ら
れ
、
天
文
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
但
し
天
文
図
の
方
は
純
粋
に
天
だ
け
の
有
様
が
表
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、

こ
ち
ら
の
図
は
両
辺
か
ら
樹
木
が
生
え
る
よ
う
に
、
上
下
の
縁
は
大
地
を
意
味
し

て
お
り
、
湾
曲
し
た
頂
上
部
の
天
と
併
せ
て
天
地
の
構
造
が
表
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
山
字
文
鏡
の
山
字
文
で
あ
る
。
確
か
に
こ

の
衣
装
箱
の
錨
形
の
文
様
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
山
字
文
と
言
え
な
く
も
な
い
。

こ
こ
で
は
天
の
円
周
が
描
か
れ
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
山
字
の
中
央
の
長
棒
の
先

端
に
横
の
棒
を
描
い
て
天
の
辺
縁
と
し
、
そ
こ
か
ら
吊
り
下
げ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
山
字
文
鏡
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
大
地
を
吊
り
下
げ
る
仕
組
み
は
四
方
に
あ
る

筈
だ
か
ら
、
右
側
の
二
列
の
錨
形
文
様
と
直
角
に
交
わ
る
形
で
、
左
側
に
も
二
列

の
錨
形
文
様
を
配
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
山
字
文
鏡
の
場
合
、
山
字
文
は
あ

く
ま
で
地
上
か
ら
伸
び
た
天
柱
に
繋
ぐ
た
め
の
一
種
の
鉤
で
あ
っ
た
が
、
衣
装
箱

で
も
左
側
の
錨
形
文
様
の
列
で
は
、
天
か
ら
吊
り
下
が
っ
た
錨
が
下
か
ら
伸
び
た

錨
と
突
起
同
士
を
絡
め
て
組
み
合
わ
さ
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
錨
形
文
様
が

天
地
を
繋
ぐ
た
め
の
一
種
の
鉤
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
知
れ
る
。

　

こ
う
し
て
衣
装
箱
の
錨
形
文
様
の
意
味
と
機
能
が
判
明
す
る
と
、
右
側
の
四
本

の
樹
木
も
お
の
ず
と
そ
の
意
味
が
わ
か
っ
て
こ
よ
う
。
従
来
、
こ
の
樹
木
に
関
し

て
は
、
幹
と
枝
の
先
に
つ
く
太
陽
文
に
似
た
九
個
か
ら
十
一
個
の
花
の
形
状
や
、

鳥
を
射
る
さ
ま
が
羿
の
十
日
を
射
る
さ
ま
を
連
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
十
日
の

太
陽
神
話
に
登
場
す
る
扶
桑
や
若
木
と
解
釈
す
る
説
が
行
わ
れ
て
き
た（

11
（

。

　

し
か
し
、
樹
木
は
上
下
二
本
ず
つ
合
計
四
本
も
描
か
れ
て
お
り
、
扶
桑
に
も
若

木
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
こ
の
図
を
見

る
と
、
四
本
の
樹
木
は
い
ず
れ
も
天
か
ら
垂
れ
下
が
る
四
個
の
錨
形
文
様
の
真
下

に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
一
番
左
の
錨
形
文
様
の
下
に
樹
木
が
描
か
れ

な
か
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
位
置
に
長
方
形
の
低
い
突
起
が
あ
り
、
描
く
ス

ペ
ー
ス
が
十
分
で
無
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
こ
の
錨
形
文
様
と
樹

木
の
配
置
は
、
山
字
文
鏡
に
み
ら
れ
た
四
葉
文
と
山
字
文
の
配
置
に
似
て
お
り
、

錨
形
文
様
が
山
字
文
に
相
当
す
る
か
ら
に
は
、
こ
の
樹
木
も
四
葉
文
に
相
当
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
四
葉
文
も
当
初
は
簡
素
な
葉
一
枚
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
茎
を

伸
ば
し
て
天
に
も
達
し
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
形
状
も
後
身
の
蟠
螭
樹
木
文

鏡
（
図
31
）
で
は
三
本
の
樹
木
へ
と
変
身
し
、
樹
上
に
は
鳥
が
止
ま
っ
て
い
る
。

四
葉
文
も
天
を
支
え
る
天
柱
で
あ
る
か
ら
に
は
、
大
地
の
中
央
に
聳
え
る
天
梯
と

し
て
の
建
木（

11
（

な
ど
と
同
じ
く
大
規
模
な
宇
宙
樹
の
一
種
で
あ
り
、
衣
装
箱
の
図
の

よ
う
に
大
樹
に
表
現
す
る
こ
と
も
当
然
あ
り
得
る
。
実
際
、
四
川
広
漢
三
星
堆
の

殷
代
後
期
の
二
号
祭
祀
坑
か
ら
は
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
青
銅
製
の
建
木

（
図
32
a
、
b
）
が
出
土
し
て
お
り（

11
（

、
参
考
に
な
ろ
う
。
ま
た
樹
木
が
四
本
描
か

れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
樹
木
が
天
柱
で
あ
れ
ば
、
上
述
の
よ
う
に
四
方
、

八
方
に
あ
る
筈
だ
か
ら
、
矛
盾
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、
左
側
の
錨
形
が
突
起
同
士
を
絡
み
合
わ
せ
て
い
る
図
に
つ
い
て
は
、
垂

れ
下
が
る
錨
形
は
天
か
ら
垂
れ
下
が
っ
た
鉤
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
方
格
規
矩
鏡

に
喩
え
れ
ば
L
字
形
に
な
り
、
下
か
ら
伸
び
た
錨
形
は
T
字
形
の
天
柱
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
下
か
ら
伸
び
た
鈎
形
が
、
山
字
の
長
棒
の
先
端
に
横
棒
を
引
い
て
恰

も
杯
の
足
の
よ
う
に
三
角
形
に
作
ら
れ
て
い
る
の
は
、
天
柱
が
大
地
に
踏
ん
張
っ

て
立
つ
様
を
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
絡
み
合
っ
た
錨
形
の
ペ
ア
ー
は
、
他

の
四
獣
図
衣
装
箱
（
E
・
（（
（（
図
33
）
の
短
側
面
に
も
見
ら
れ
、
四
獣
図（

11
（

が
描
か

れ
た
蓋
の
表
面
に
は
、
天
文
図
衣
装
箱
（
E
・
（（
（
と
同
じ
く
天
全
体
を
表
す
た

め
、
四
辺
は
天
の
辺
縁
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
絡
み
合
っ
た
錨
形
の
ペ

ア
ー
は
天
地
を
示
す
側
面
に
描
か
れ
、
天
か
ら
垂
れ
下
が
る
錨
形
は
天
の
辺
縁
で

も
あ
る
上
縁
に
く
っ
つ
い
て
垂
れ
、
そ
れ
に
下
の
大
地
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
錨
形

が
絡
み
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
狩
猟
図
衣
装
箱
の
蓋
表
面



27

図33　湖北随州市曽侯乙墓　彩漆四獣図衣装箱（E.（（）模本　戦国　長（（、幅（8cm

図32a
 四川広漢三星堆（号祭祀坑 
（号大型銅神樹　殷　高（9（cm

図32b　同右　鳥

図31　 蟠螭樹木文鏡　前漢　径（（.0cm 
梁上椿旧蔵　泉屋博古館蔵
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に
描
か
れ
た
樹
木
は
、
錨
形
文
様
や
絡
み
合
っ
た
錨
形
の
意
味
と
の
整
合
性
か
ら

も
天
柱
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、こ
こ
に
樹
木
の
天
柱
説
を
提
起
し
て
お
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、
曽
侯
乙
墓
の
衣
装
箱
の
蓋
に
描
か
れ
た
錨
形
文
様
は
、
天
か
ら

吊
り
下
げ
ら
れ
た
一
種
の
鉤
で
あ
り
、
明
ら
か
に
山
字
文
鏡
の
山
字
文
に
相
当
す

る
。
す
る
と
山
字
文
の
意
味
も
こ
れ
で
よ
り
明
確
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
山
字

文
鏡
の
山
字
文
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
下
の
四
葉
文
と
別
々
に
離
れ
て
表
現
さ
れ

て
い
た
た
め
に
、
方
格
規
矩
鏡
に
お
け
る
天
地
を
繋
ぐ
鉤
の
L
字
文
で
は
な
く
、

V
字
文
、
即
ち
天
に
お
い
て
中
央
鈞
天
と
周
り
の
八
天
を
繋
ぐ
四
維
の
綱
の
た
め

の
鉤
で
あ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
解
消
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
戦
国
時
代
に
は
銅
鏡
以
外
に
も
、
簡
単
な
宇
宙
の
構
造
を
示

し
た
図
像
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
戦
国
初
期
と
い
う
墓
の
年
代
を
考
え

る
と
、
お
そ
ら
く
天
地
を
か
た
ど
っ
た
図
が
更
に
古
く
春
秋
時
代
の
頃
か
ら
あ
っ

て
、
戦
国
初
期
の
衣
装
箱
に
受
け
継
が
れ
、
そ
れ
が
形
式
的
に
整
理
さ
れ
て
戦
国

の
四
葉
文
鏡
や
山
字
文
鏡
と
な
り
、
更
に
新
し
い
考
え
方
を
盛
り
込
み
な
が
ら
漢

代
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
も
う
一
つ
戦
国
の
折
畳

式
菱
形
文
鏡
を
取
り
上
げ
、
ど
の
よ
う
な
宇
宙
観
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
考
察
し

て
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
三
）
折
畳
式
菱
形
文
鏡

　

折
畳
式
菱
形
文
鏡
は
、
単
に
菱
形
文
鏡
或
い
は
菱
文
鏡
と
も
称
さ
れ
る
。
一
九

八
七
年
に
湖
南
長
沙
市
で
出
土
し
た
鏡（

1（
（

（
長
沙
市
博
物
館
蔵
（（
図
34
）
を
例
に
と

る
と
、
や
や
幅
の
広
い
人
字
形
凹
面
帯
を
折
り
畳
む
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
対
称
的
な
菱
形
文
九
個
を
作
り
、円
周
内
部
を
九
つ
に
分
割
し
て
い
る
。

完
全
な
菱
形
文
は
弦
鈕
の
位
置
す
る
中
央
の
一
個
の
み
で
、
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
か

ら
、
そ
の
他
は
一
辺
も
し
く
は
二
辺
を
欠
き
不
完
全
な
形
を
し
て
い
る
。
中
央
の

一
個
と
そ
れ
と
相
接
す
る
四
個
の
菱
形
文
は
中
心
に
四
弁
花
文
を
配
し
、
他
の
四

個
は
花
弁
一
枚
の
み
を
配
す
る
。

　

辺
縁
の
円
周
が
天
を
表
す
と
し
て
、
天
を
九
分
割
す
る
菱
形
は
何
を
表
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
前
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
同
じ
く
天
を
九
つ
に
分
割
し
た

内
行
花
文
鏡
で
は
、
中
央
円
圏
に
お
い
て
鈕
を
花
托
と
し
て
周
囲
に
四
枚
の
花
弁

を
め
ぐ
ら
す
形
で
表
さ
れ
、
そ
の
四
弁
花
文
は
天
の
九
天
の
う
ち
中
央
の
分
野
で

あ
る
鈞
天
内
部
の
天
極
星
を
象
徴
し
て
い
た
。
こ
こ
で
も
中
央
に
位
置
す
る
四
弁

花
文
は
完
全
な
形
の
菱
形
文
の
中
に
同
じ
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が
鈞
天
の
天
極
星
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
他
の
八
つ
の
菱
形
文
内
に

も
完
全
、
不
完
全
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
四
弁
花
文
が
儼
と
し
て
存
在
す
る
点
で
事

情
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

参
考
に
な
る
の
は
、
ギ
メ
美
術
館
の
や
や
変
形
の
四
葉
菱
形
文
鏡
（
図
35
）
で

あ
る（

11
（

。
中
央
部
分
の
作
り
方
や
菱
形
文
の
配
し
方
が
若
干
異
な
り
、
中
央
に
円
圏

を
作
っ
て
、
内
部
に
弦
鈕
を
花
托
に
し
た
四
弁
花
文
を
配
す
る
。
円
圏
の
外
側
に

は
葉
文
の
み
を
四
つ
め
ぐ
ら
し
て
簡
単
な
四
葉
文
を
表
し
、
辺
縁
の
側
に
は
や
や

細
い
帯
に
よ
っ
て
八
つ
の
菱
形
文
を
作
り
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
四
つ
の

完
全
な
菱
形
文
内
部
に
は
四
弁
花
文
の
代
わ
り
に
首
を
埋
め
て
佇
む
鳥
一
羽
を
配

し
、
他
の
四
つ
の
半
分
だ
け
の
菱
形
文
に
は
鳥
は
見
当
た
ら
な
い
。
菱
形
文
は
上

記
の
折
畳
式
菱
形
文
鏡
と
同
じ
く
、
広
角
の
頂
角
の
上
に
小
型
の
菱
形
を
置
く
形

を
採
用
し
て
お
り
、
円
周
内
部
を
九
つ
に
分
割
す
る
構
成
や
配
置
も
基
本
的
に
同

様
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
円
圏
の
表
現
で
あ
る
。
ま
わ
り
に
天
柱
の

四
葉
文
が
生
え
て
い
る
こ
と
か
ら
円
圏
は
大
地
を
表
し
、
ま
た
内
側
中
心
に
天
極

星
を
象
徴
す
る
四
弁
花
文
が
配
さ
れ
る
か
ら
、
円
圏
は
天
上
の
中
央
の
天
を
表
す

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
折
畳
式
菱
形
文
鏡
で
は
不
明
瞭
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
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は
大
地
と
天
上
の
中
央
の
天
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
天
極
星
の
上
か
ら
天
と
地
を
俯
瞰
視
し
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
る
表
現
方

法
は
、
上
述
の
如
く
、
方
格
規
矩
鏡
、
連
弧
文
銘
帯
鏡
、
内
行
花
文
鏡
な
ど
前
漢

の
銅
鏡
の
宇
宙
図
に
は
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
戦
国
鏡
と
し
て
は
こ
こ
に
始
め
て

明
確
に
そ
の
例
を
見
る
の
で
あ
る
。
菱
形
文
鏡
の
成
立
は
山
字
文
鏡
と
較
べ
る
と

遅
く
戦
国
後
期
の
こ
と
で
あ
り
、と
り
わ
け
変
則
的
な
四
鳥
菱
形
文
鏡
の
成
立
は
、

戦
国
末
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
な
ぜ
、
ま
わ
り
の
菱
形
文
内
部
に
四
弁
花
文
の
代
わ
り
に
鳥
が
配
さ
れ

た
か
と
い
え
ば
、
鳥
は
天
を
象
徴
す
る
働
き
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
天
上
を
代

表
す
る
鳥
に
は
二
種
が
挙
げ
ら
れ
、
一
つ
は
地
上
へ
の
使
者
の
役
を
果
た
す
冠
羽

を
も
っ
た
鳳
凰
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
名
前
は
不
詳
で
あ
る
が
、
天
上
の
神
々

を
地
上
へ
運
ぶ
鉤
状
の
嘴
を
も
っ
た
鳥
で
あ
る
。
後
者
は
殷
後
期
に
属
す
る
四
川

広
漢
三
星
堆
二
号
祭
祀
坑
か
ら
出
土
し
た
銅
大
型
神
樹
の
建
木
に
と
ま
っ
て
お

り
、
銅
鳥
足
羽
人
像
で
は
天
上
の
羽
人
を
頭
に
の
せ
て
運
ん
で
い
た（

11
（

。
し
か
し
、

菱
形
内
部
の
鳥
に
は
こ
の
二
種
の
よ
う
に
冠
羽
も
な
け
れ
ば
鉤
状
の
嘴
も
見
当
た

ら
ず
、
一
般
的
な
鳥
の
形
に
作
ら
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
鳳
凰
な
ど
と
は
区
別
が

な
さ
れ
て
い
る
。

　

鳳
凰
は
あ
く
ま
で
天
帝
の
側
近
と
し
て
、
天
極
星
の
紫
微
宮
に
い
る
特
別
な
神

鳥
で
あ
る
の
に
対
し
て
、菱
形
内
部
の
鳥
は
確
か
に
天
上
に
属
し
て
い
る
も
の
の
、

位
が
一
段
低
い
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
ま
わ
り
の

八
つ
の
菱
形
文
は
、
四
弁
花
文
の
あ
る
中
央
の
天
に
対
し
て
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
八

つ
の
天
を
表
し
て
お
り
、
中
央
の
天
に
鳳
凰
な
ど
の
神
鳥
が
い
る
か
ら
に
は
、
こ

の
八
つ
の
天
に
も
い
る
筈
と
考
え
、一
般
的
な
鳥
の
形
で
配
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
中
央
の
天
と
ま
わ
り
の
八
つ
の
天
が
、
漢
代

の
内
行
花
文
鏡
に
表
現
さ
れ
た
、
鈞
天
と
八
天
を
併
せ
た
九
天
を
意
味
し
て
い
る

図35　 細文地四鳥菱形文鏡　戦国　 
ギメ美術館蔵

図34　 湖南長沙市人民路（号墓　折畳式菱形文鏡
（拓本）　径（（.（cm　長沙市博物館蔵
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か
と
い
え
ば
、
躊
躇
す
べ
き
要
素
が
幾
つ
か
あ
る
。
何
よ
り
も
漢
代
の
鏡
背
文
様

の
八
天
に
は
、
内
部
に
四
弁
花
文
や
鳥
な
ど
を
配
す
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
漢
代
の
分
野
思
想
に
基
づ
く
九
天
と
は
何
か
別
の
考
え
方
が
働
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
王
立
ラ
イ
ク
ス
博
物
館
の
四
葉

四
鳥
文
鏡（

11
（

（
図
36
）
が
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
鏡
も
辺
縁
の
四
箇
所

に
鳥
と
菱
形
文
の
一
部
が
み
え
、
菱
形
文
鏡
の
一
種
と
い
え
る
。
構
成
は
、
中
央

に
円
圏
を
置
い
て
、
ま
わ
り
に
鋭
い
突
起
を
配
し
た
八
角
星
文
に
作
り
、
う
ち
四

つ
の
突
起
は
茎
と
化
し
て
先
端
に
一
葉
を
つ
け
四
葉
文
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て

他
の
四
つ
の
突
起
の
先
に
は
、
辺
縁
の
側
か
ら
対
向
し
て
、
菱
形
文
の
一
部
が
表

さ
れ
る
。
ギ
メ
美
術
館
の
四
葉
菱
形
文
鏡
で
み
た
菱
形
文
の
広
角
の
上
に
の
っ
た

小
型
菱
形
文
に
相
当
し
、
中
に
い
た
同
じ
形
の
鳥
が
こ
こ
で
は
そ
の
頂
き
に
止
ま

っ
て
い
る
。
こ
の
鏡
で
は
中
央
円
圏
の
ま
わ
り
の
空
間
は
八
角
星
文
の
長
い
突
起

に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
、
九
つ
の
天
を
表
す
意
識
は
確
か
に
働
い
て
お
り
、
菱
形
文

は
そ
の
う
ち
の
四
つ
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
の
菱

形
文
は
天
を
九
つ
に
分
割
す
る
九
天
の
分
野
と
い
う
よ
り
、
宮
殿
の
よ
う
な
建
築

物
を
連
想
さ
せ
、
天
上
に
あ
る
宮
殿
の
屋
根
の
頂
き
に
鳥
が
止
ま
っ
た
と
い
う
風

に
見
て
取
れ
る
。

　

こ
れ
は
最
初
に
取
り
上
げ
た
折
畳
式
菱
形
文
鏡
の
菱
形
文
も
同
様
で
あ
り
、
こ

こ
で
も
幅
の
広
い
人
字
形
凹
面
帯
を
折
り
畳
む
よ
う
に
重
ね
合
わ
せ
た
構
造
は
、

華
麗
な
建
築
物
を
連
想
さ
せ
、
ギ
メ
美
術
館
の
四
鳥
菱
形
文
鏡
の
円
圏
内
部
の
大

柄
で
華
麗
な
四
弁
花
文
も
、
宮
殿
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
装
飾
と
い
え
る
。
更
に
前

者
の
中
央
菱
形
文
の
中
の
四
弁
花
文
は
ま
わ
り
の
八
つ
の
そ
れ
よ
り
少
し
だ
け
大

き
く
作
ら
れ
て
お
り
、
後
者
の
中
央
円
圏
と
同
じ
く
天
帝
の
住
む
中
央
の
天
を
表

し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

更
に
考
察
の
輪
を
広
げ
て
み
る
と
、
こ
の
折
畳
式
菱
形
文
鏡
と
同
じ
く
複
数
の

四
弁
花
文
を
規
則
正
し
く
表
す
構
成
の
よ
く
似
た
も
の
と
し
て
、
曽
侯
乙
墓
出
土

の
も
う
一
つ
の
衣
装
箱
の
図
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
彩
漆
八
花
文
衣
装
箱
（
E
・

（（
（
は
長
さ
七
〇
・
五
、
幅
四
八
・
五
、
高
さ
四
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、

蓋
の
表
面
の
み
漆
彩
さ
れ
て
い
た
。
図
（
図
37
）
は
、
四
本
の
綯
文
帯
に
よ
っ
て

五
つ
の
区
画
に
分
割
さ
れ
、
天
の
頂
部
に
当
た
る
中
段
に
は
五
つ
の
区
画
を
横
断

し
て
、
四
方
を
示
す
十
字
に
四
維
の
方
角
を
加
え
た
「
八
方
文
」
が
一
つ
ず
つ
配

さ
れ
る
。
そ
し
て
中
央
の
区
画
を
除
い
て
、
左
右
両
側
の
四
つ
の
区
画
に
は
、
こ

の
「
八
方
文
」
を
挟
む
上
と
下
に
一
つ
ず
つ
、
幾
何
学
的
な
四
弁
花
文
が
配
さ
れ

る
。
内
側
の
二
つ
の
区
画
の
四
弁
花
文
は
、
二
つ
に
裂
け
た
華
麗
な
複
弁
同
士
を

対
角
線
の
棒
に
つ
な
い
で
、
棒
を
斜
め
に
交
差
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
両
端
の
二

つ
の
区
画
の
四
弁
花
文
は
単
弁
を
棒
で
つ
な
い
で
交
差
さ
せ
、
小
さ
く
簡
略
に
表

さ
れ
る
。
中
央
の
区
画
に
は
四
弁
花
文
が
描
か
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
四
弁
花

文
の
配
列
と
表
現
の
仕
方
は
折
畳
式
菱
形
文
鏡
と
よ
く
似
て
お
り
、
鏡
の
方
は
近

く
に
や
や
完
全
な
四
弁
花
文
を
四
つ
配
し
て
、
遠
い
と
こ
ろ
の
四
つ
の
四
弁
花
文

は
小
さ
く
省
略
し
て
表
さ
れ
る
。
表
現
方
式
は
同
じ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
中

段
を
横
断
し
て
並
べ
ら
れ
た
「
八
方
文
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
最
も
難
解
と

思
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
漢
代
の
式
盤
に
同
様
の
文
様
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
解

釈
の
手
掛
か
り
が
見
出
さ
れ
た
。

　

先
に
安
徽
阜
陽
双
古
堆
の
汝
陰
侯
墓
か
ら
六
壬
式
盤
と
太
一
九
宮
式
盤
の
二
つ

の
式
盤
が
出
土
し
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
太
一
九
宮
式
盤（

11
（

は
、
地
盤
に
「
七
年
辛

酉
日
中
冬
至
」
の
文
字
が
あ
り
、
前
漢
の
文
帝
七
年
（
前
一
五
七
（
の
も
の
で
あ

ろ
う
と
推
定
さ
れ
た
。
こ
の
式
盤
（
図
38
）
も
回
転
さ
せ
る
円
形
の
天
盤
と
固
定

さ
れ
た
方
形
の
地
盤
か
ら
成
り
、
天
盤
は
中
心
の
点
を
通
る
八
本
の
直
線
に
よ
っ

て
八
分
割
さ
れ
る
。
右
回
り
に
一
君
、
八
、
三
相
、
四
、
九
百
姓
、
二
、
七
将
、
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六
と
書
か
れ
、図
に
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、中
心
点
の
ま
わ
り
に
は
「
五
吏
」、「
招

揺
」
と
あ
る
。
数
字
の
下
の
君
、
相
、
百
姓
、
将
、
吏
は
、
そ
の
数
字
の
位
置
で

占
う
対
象
者
名
を
示
す
。
招
揺
は
九
宮
名
の
一
つ
で
、
中
央
の
宮
を
指
す
。
ま
た

地
盤
は
方
格
で
内
外
に
分
け
ら
れ
、
内
側
に
は
「
当
る
者
は
憂
有
り
」
と
い
っ
た

占
い
の
文
句
、
外
側
に
は
「
冬
至
、
冬
至
汁
蟄
卌
六
日
廃
明
日
」
な
ど
と
、
暦
の

八
節
名
（
二
至
・
二
分
・
四
立
（、
九
宮
名
、
日
数
な
ど
が
書
か
れ
て
い
た
。

　

こ
の
太
一
九
宮
式
盤
は
、
他
の
六
壬
式
盤
、
遁
甲
式
盤
よ
り
も
更
に
古
い
形
式

の
式
盤
で
あ
り
、使
用
方
法
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、

漢
代
の
医
学
書
『
黄
帝
内
経
太
素
』
の
九
宮
八
風
篇
の
記
事（

11
（

、
緯
書
『
易
緯
乾
鑿

度
』
巻
下
の
簡
単
な
記
事
と
そ
の
鄭
玄
注（

11
（

な
ど
を
参
考
に
す
る
と
、
北
極
星
の
紫

微
宮
に
住
ま
う
天
帝
が
、
冬
至
や
立
春
の
日
に
九
つ
の
宮
を
め
ぐ
り
、
天
盤
を
回

す
こ
と
を
何
回
も
繰
り
返
し
な
が
ら
占
う
こ
と
が
わ
か
る
。
式
盤
に
は
汁
蟄
・
天

溜
・
蒼
門
・
陰
洛
・
上
天
・
玄
委
・
倉
果
・
新
洛
の
八
宮
と
中
央
の
招
揺
宮
と
を

併
せ
九
宮
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
鄭
玄
注
で
は
『
易
』
の
八
卦
と
中
央
を

用
い
て
命
名
さ
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
天
盤
に
記
さ
れ
た
一
か
ら
九
ま
で
の
数

字
が
九
宮
の
名
前
と
方
角
位
置
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。
例
え
ば
一
宮
（
汁

蟄
宮
、
坎
宮
（
は
南
の
方
角
に
位
置
し
、
二
宮
（
天
溜
宮
、
坤
宮
（
は
西
南
の
方

角
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
図
示
す
れ
ば
図
39
の
よ
う
に
な
る
。
中
宮
（
招

揺
宮
、
中
宮
（
は
天
帝
太
一
自
ら
の
宮
で
、
天
盤
の
四
本
の
線
が
交
差
す
る
点
が

そ
の
位
置
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
易
緯
乾
鑿
度
』
巻
下
に
は
、「
太
一
は
其
数
を

取
り
、
以
て
九
宮
を
行
り
、
四
正
と
四
維
、
皆
な
十
五
に
合
す
」
と
記
さ
れ
て
い

た
が（

11
（

、
天
盤
に
記
さ
れ
た
一
か
ら
九
ま
で
の
数
字
は
、
四
正
即
ち
縦
と
横
に
、
四

維
即
ち
斜
め
に
数
え
て
も
、
そ
の
和
は
常
に
十
五
に
な
る
、
い
わ
ゆ
る
魔
方
陣
の

こ
と
を
い
う（

11
（

。

　

そ
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
曽
侯
乙
墓
の
衣
装
箱
に
描
か
れ
た
「
八
方
文
」

図37　 湖北随州市曽侯乙墓　彩漆八花文衣装箱（E.（（）
蓋板（模本）　戦国　長（0.（、幅（8.（cm

図36　 四葉四鳥文鏡　戦国　径9.8cm　 
アムステルダム　 
国立ライクス美術館蔵
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図39　 太一九宮式盤　九宮配置方式 
a 汝陰侯墓方式　b 鄭玄方式

図40　 安徽阜陽双古堆汝陰侯墓　太一九宮
式盤背面「八方図」（模本）　　 
前漢・文帝（年（前（（（年）

図38　 安徽阜陽双古堆汝陰侯墓　太一九宮式盤 
（模本）　前漢・文帝（年（前（（（年）

a b

（
図
40
）
が
、
こ
の
太
一
九
宮
式
盤
の
地
盤
背
面
一
杯
に
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
真
ん
中
に
十
字
を
書
い
て
、
そ
の
四
隅
に
直
角
の
鈎
形
を
配
し
、
そ
の
角
め

が
け
て
斜
め
上
か
ら
短
い
直
線
が
引
か
れ
て
い
る（

1（
（

。
先
に
『
淮
南
子
』
天
文
訓
を

引
い
た
よ
う
に
、十
字
の
直
線
は
「
子
午
卯
酉
を
二
縄
と
為
す
」
と
あ
っ
た
東
西
、

南
北
を
結
ぶ
二
縄
の
線
に
当
た
り
、
四
隅
の
鈎
は
「
丑
寅
、
辰
巳
、
未
申
、
戌
亥

を
四
鉤
と
為
す
」
と
あ
っ
た
四
鉤
に
当
た
る
。
ま
た
斜
め
の
直
線
は
「
東
北
を
報

徳
の
維
と
為
し
、
西
南
を
背
陽
の
維
と
為
し
、
東
南
を
常
羊
の
維
と
為
し
、
西
北

を
蹏
通
の
維
と
為
す
」
と
あ
っ
た
四
つ
の
維
を
目
指
し
て
い
る
。『
易
緯
乾
鑿
度
』

に
あ
っ
た
「
四
正
と
四
維
」
も
、
表
の
図
の
み
な
ら
ず
、
背
面
の
図
に
も
当
て
は

ま
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
の
線
も
方
角
に
関
わ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
八
方

の
方
角
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
八
方
文
」
の
名
も
当
を
得
て
い
よ
う
。
衣

装
箱
の
「
八
方
文
」
は
、
四
維
の
方
角
を
目
指
す
直
線
が
、
鈎
の
内
側
で
弧
を
描

く
点
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
四
隅
の
鈎
と
も
ど
も
八
方
は
は
っ
き
り
明
示
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
太
一
九
宮
式
盤
と
衣
装
箱
の
図
の
双
方
に
「
八
方
文
」
が
描
か
れ

て
い
る
か
ら
に
は
、
前
者
の
太
一
が
九
宮
を
め
ぐ
る
と
い
う
主
題
は
衣
装
箱
の
図

に
も
当
て
は
ま
る
筈
で
、
衣
装
箱
に
描
か
れ
た
四
弁
花
文
は
太
一
自
身
の
宮
以
外

の
八
宮
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
中
央
の
横
軸
に
沿
っ
て
五

つ
の
「
八
方
文
」
が
配
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
区
画
に
配
さ
れ
た
四
弁

花
文
の
宮
が
、
十
字
の
交
点
に
当
た
る
太
一
自
身
の
中
宮
か
ら
見
て
ど
の
方
角
に

あ
る
か
を
象
徴
的
に
示
し
、
太
一
が
八
宮
を
め
ぐ
る
際
の
道
筋
を
示
す
た
め
で
も

あ
ろ
う
。
中
央
の
区
画
が
「
八
方
文
」
を
描
く
の
み
で
四
弁
花
文
が
描
か
れ
な
か

っ
た
の
は
、
太
一
の
宮
は
「
八
方
文
」
の
中
心
、
十
字
の
交
差
す
る
丸
い
点
に
よ

っ
て
既
に
示
さ
れ
て
お
り
、
更
に
四
弁
花
文
を
描
け
ば
二
重
と
な
る
ば
か
り
か
、

重
ね
描
き
に
よ
っ
て
図
が
混
乱
す
る
こ
と
を
避
け
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。ま
た「
八
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方
文
」
の
上
か
下
か
に
別
に
描
こ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
区
画
の
上
下
に
は
運
搬
用

の
方
形
の
突
起
が
あ
っ
て
、
太
一
に
ふ
さ
わ
し
い
四
弁
花
文
を
描
く
に
は
ス
ペ
ー

ス
が
不
足
し
た
こ
と
も
一
因
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
は
「
八
方
文
」
が
太
一
九
宮
式
盤
と
家
具
の
衣
装
箱
の
双
方

に
使
用
さ
れ
た
例
で
あ
る
が
、
い
ま
一
つ
銅
鏡
に
使
用
さ
れ
た
例
を
挙
げ
て
お
こ

う
。
こ
の
方
鏡
（
辺
長
一
〇
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（（
図
41
）
は
一
九
八
七
年
に

湖
南
慈
利
石
板
村
の
戦
国
中
期
の
楚
墓
か
ら
出
土
し
た（

11
（

。
黒
漆
が
塗
ら
れ
た
鏡
背

に
は
、
方
形
区
画
の
中
央
に
幅
の
あ
る
十
字
文
を
あ
た
か
も
交
差
す
る
道
路
の
よ

う
に
描
き
、
交
差
点
の
角
を
面
取
り
し
て
菱
形
に
作
り
、
そ
の
中
心
に
鈕
を
置
い

た
。
ま
わ
り
は
縦
と
横
二
組
の
平
行
線
を
引
い
て
全
体
を
九
個
に
区
分
け
し
、
中

の
区
画
の
縦
と
横
の
幅
は
四
隅
の
区
画
の
幅
の
二
倍
と
し
て
い
た
。
四
方
を
示
す

十
字
と
と
も
に
、
四
維
の
方
角
の
四
隅
に
は
直
角
の
鈎
形
が
作
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
も
「
八
方
文
」
の
一
種
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
図
は
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
全

体
が
九
つ
の
区
画
に
は
っ
き
り
と
仕
切
ら
れ
て
お
り
、
先
に
図
式
的
に
示
し
た
図

39
a
と
構
成
方
法
が
似
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
九
宮
図
と
い
え
、
太
一
九
宮
式
盤
の

図
の
仕
組
み
を
原
理
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

石
板
村
銅
鏡
の
出
現
に
よ
っ
て
、
式
盤
、
特
に
太
一
九
宮
式
盤
が
こ
れ
ま
で
の

前
漢
か
ら
更
に
戦
国
中
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
実
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
古

い
曽
侯
乙
墓
か
ら
出
土
し
た
花
弁
文
衣
装
箱
も
、
八
方
文
と
四
弁
花
文
を
併
せ
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
天
の
九
宮
を
表
し
た
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
太
一
九
宮
式
盤
の
歴

史
は
更
に
戦
国
初
期
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
翻
っ
て
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
銅
鏡
を
み
る
と
、
四
弁
花
文
の
配
さ

れ
た
折
畳
式
菱
形
文
鏡
、
鳥
の
配
さ
れ
た
四
葉
菱
形
文
鏡
の
そ
れ
ぞ
れ
の
菱
形
文

も
、
天
の
九
宮
を
表
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
鏡
と
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
装
飾
的
意
匠
が
付
け
加
え
ら
れ
て
華
や
か
と
な
り
、
一
見
し
た
だ
け
で
は

判
り
に
く
い
け
れ
ど
も
、
中
央
の
菱
形
文
、
あ
る
い
は
円
圏
内
部
の
四
弁
花
文
で

象
徴
さ
れ
た
天
帝
太
一
が
、
ま
わ
り
に
配
さ
れ
た
八
つ
の
菱
形
文
内
の
四
弁
花
文

あ
る
い
は
鳥
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
た
八
宮
を
め
ぐ
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
菱
形
文
は
広
角
の
頂
点
に
小
型
菱
形
文
を
の

せ
、
ま
た
そ
の
頂
き
に
鳥
が
止
ま
っ
て
い
た
通
り
、
あ
た
か
も
宮
殿
を
思
わ
せ
る

よ
う
に
か
た
ど
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
九
宮
に
ふ
さ
わ
し
い
造
形
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
こ
れ
は
式
盤
の
図
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
方
格
規
矩

鏡
と
六
博
の
局
盤
と
の
関
係
に
も
比
せ
ら
れ
よ
う
。
方
格
規
矩
鏡
も
六
博
の
方
形

局
盤
の
文
様
を
円
い
銅
鏡
背
面
に
取
り
入
れ
、
更
に
四
神
の
青
龍
、
白
虎
、
朱
雀
、

図41　 湖南慈利木板村（（号墓　戦国　式図銅鏡（模本）　 
長（0.（cm
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玄
武
な
ど
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
華
麗
に
し
て
秩
序
あ
る
方
格
規
矩
四

神
鏡
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
戦
国
時
代
の
宇
宙
図
の
表
現
は
、
銅
鏡
、
式
盤
、
六
博
の
局
盤
、

或
い
は
家
具
の
装
飾
な
ど
に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
、
図
像
の
相
互
乗
り
入
れ
が
頻

繁
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
れ
ま
で
の
出
土
遺
物
を
検
証
す
る
限
り
、

曽
侯
乙
墓
の
衣
装
箱
が
最
も
古
く
戦
国
初
期
に
遡
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
天
文
学

的
知
識
、
或
い
は
神
話
伝
説
に
基
づ
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
図
像
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が

い
ろ
い
ろ
な
領
域
で
使
用
さ
れ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

中
国
の
銅
鏡
に
お
け
る
宇
宙
表
現
は
前
漢
末
期
か
ら
王
莽
期
に
か
け
て
、
図
像

的
に
も
一
つ
の
完
成
を
み
、
そ
の
代
表
が
方
格
規
矩
四
神
鏡
と
内
行
花
文
鏡
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
宇
宙
表
現
の
図
像
を
更
に
的
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

戦
国
時
代
の
銅
鏡
を
系
譜
的
に
遡
っ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
前
章
で

試
み
た
考
察
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
と
め
と
し
て
、
逆
に
戦
国
時
代
か
ら
前
漢

末
期
、
王
莽
期
に
至
る
宇
宙
表
現
の
図
像
の
辿
っ
た
跡
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

　

戦
国
時
代
の
宇
宙
表
現
を
考
え
る
上
で
、
曽
侯
乙
墓
か
ら
出
土
し
た
漆
彩
衣
装

箱
五
件
の
図
像
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
戦
国
初
期
と
い
う
年
代
は
、
現
在
私
達

が
知
る
宇
宙
表
現
関
係
の
銅
鏡
が
お
お
む
ね
戦
国
中
期
以
後
に
属
す
る
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
よ
り
も
古
く
、
そ
の
う
え
銅
鏡
に
表
現
さ
れ
る
図
像
内
容
が

ほ
と
ん
ど
す
で
に
現
れ
て
い
る
。
ド
ー
ム
形
を
し
た
蓋
の
表
面
が
天
円
地
方
の
天

に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
北
斗
七
星
、
二
十
八
宿
、
青
龍
・
白
虎
の
星
宿

を
表
し
た
天
文
図
衣
装
箱
（
図
28
）
に
見
る
通
り
で
あ
り
、
狩
猟
図
衣
装
箱
（
図

30
）
に
描
か
れ
た
錨
形
文
や
樹
木
文
は
、
戦
国
中
期
以
後
の
銅
鏡
の
山
字
文
、
四

葉
文
、
或
い
は
前
漢
の
銅
鏡
の
T
、
L
字
文
の
原
形
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
即
ち
、
衣
装
箱
右
側
の
最
頂
部
か
ら
吊
り
下
げ
ら
れ
た
錨
形
文
様
は
、
天
の

側
か
ら
大
地
を
吊
り
下
げ
る
た
め
の
一
種
の
鉤
で
あ
り
、
戦
国
の
山
字
文
鏡
で
は

そ
れ
が
山
字
文
と
な
り
、
そ
の
山
字
文
は
更
に
漢
代
の
方
格
規
矩
鏡
で
は
L
字
文

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
錨
形
に
対
向
し
て
大
地
か
ら
伸
び
た
樹
木

文
は
、
戦
国
中
期
の
い
わ
ゆ
る
「
楚
帛
書
」
八
行
文
に
よ
れ
ば
、
祝
融
と
と
も
に

天
か
ら
地
に
降
っ
た
「
四
神
」
が
建
て
た
四
極
、
即
ち
天
を
支
え
る
機
能
を
も
っ

た
天
柱
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
枝
葉
を
つ
け
た
細
い
幹
の
樹
木
と
し
て
四
隅
に
描
か

れ
て
い
た
。
そ
し
て
四
葉
文
鏡
で
は
四
葉
文
と
な
り
、
四
葉
山
字
文
鏡
で
は
そ
れ

が
天
に
ま
で
伸
び
て
、
山
字
文
と
一
対
を
な
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
狩
猟
図
衣
装
箱
の
左
側
に
は
、
二
つ
の
錨
形
文
が
上
下
に
絡
み
合
っ
た

形
で
み
ら
れ
、
天
か
ら
垂
れ
下
が
る
錨
形
の
鉤
を
、
大
地
か
ら
伸
び
た
逆
向
き
の

錨
形
が
支
え
る
体
裁
を
な
し
て
お
り
、
漢
代
の
方
格
規
矩
鏡
の
L
字
文
と
T
字
文

に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
下
か
ら
支
え
る
錨
形
は
、
上
の
錨
形
と
絡
む
た
め

の
鋭
い
突
起
を
除
け
ば
、
ま
さ
に
T
字
の
形
を
し
て
大
地
に
踏
ん
張
っ
て
お
り
、

T
字
文
の
起
源
は
こ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
狩
猟
図
衣
装
箱

の
図
像
は
、
戦
国
の
山
字
文
鏡
や
四
葉
文
鏡
、
更
に
漢
代
の
方
格
規
矩
鏡
の
図
像

の
祖
形
を
な
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

で
は
、
こ
の
衣
装
箱
の
も
ろ
も
ろ
の
図
像
は
何
に
由
来
し
た
か
と
い
う

と
、
例
え
ば
そ
の
樹
木
は
天
柱
と
し
て
天
を
支
え
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
か

ら
に
は
、
そ
れ
は
神
話
学
で
い
う
宇
宙
的
な
規
模
を
も
っ
た
一
種
の
宇
宙
樹

で
あ
り
、
そ
の
宇
宙
樹
の
最
も
典
型
た
る
建
木
は
、
更
に
遡
っ
て
殷
代
の
四

川
広
漢
三
星
堆
二
号
祭
祀
坑
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
四
メ
ー
ト
ル
も
の
高
さ

を
誇
り
、
鳥
の
止
ま
る
九
本
の
枝
を
伸
ば
し
た
偉
容
は
、
大
地
の
中
心
に
聳
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え
、
天
梯
と
し
て
天
地
溝
通
の
機
能
を
果
た
す
建
木
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。
建
木
は
『
山
海
経
』
に
説
か
れ
る
よ
う
に
神
話
に
属
し
、
衣
装
箱
の
樹
木
も

ま
た
八
柱
や
天
柱
と
し
て
『
楚
辞
』
や
『
淮
南
子
』、
或
い
は
「
楚
帛
書
」
の
八

行
文
に
説
か
れ
る
よ
う
に
神
話
に
属
す
る
神
樹
で
あ
っ
た
。
衣
装
箱
の
図
像
の
背

後
に
は
豊
饒
な
神
話
的
世
界
が
広
が
っ
て
お
り
、
祭
祀
の
場
な
ど
に
お
い
て
既
に

相
当
程
度
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
造
形
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

方
格
規
矩
鏡
の
文
様
に
関
し
て
は
、
戦
国
か
ら
漢
代
に
か
け
て
流
行
し
た
六
博

の
ゲ
ー
ム
の
局
盤
図
像
に
そ
の
由
来
を
求
め
、
博
局
文
鏡
に
名
称
を
改
め
る
べ
き

だ
と
の
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
方
格
と
T
、
L
、
V
字
文
が
両
者

に
共
通
し
、
六
博
の
方
が
方
格
規
矩
鏡
よ
り
先
行
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
そ
の

通
り
で
あ
る
。
確
か
に
六
博
の
博
局
文
の
影
響
を
受
け
て
い
る
に
し
て
も
、
方
格

規
矩
鏡
の
T
、
L
字
文
が
、
曽
侯
乙
墓
の
衣
装
箱
の
よ
う
な
装
飾
的
造
形
、
更
に

神
話
に
基
づ
く
造
形
品
に
起
源
が
見
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
六
博
の
博
局
文
も
本
来

は
同
様
の
起
源
か
ら
派
生
し
て
き
た
も
の
と
い
え
る
。

　

方
格
規
矩
鏡
の
鏡
背
文
様
に
は
六
博
の
博
局
文
に
は
無
い
も
の
、
異
な
る
も
の

が
幾
つ
か
あ
る
。
ま
ず
博
局
の
方
形
に
対
す
る
鏡
背
の
円
形
の
違
い
が
挙
げ
ら
れ

る
。
天
を
円
形
と
す
る
宇
宙
観
は
「
天
円
地
方
」
と
い
う
言
葉
を
ま
つ
ま
で
も
な

く
、
既
に
新
石
器
時
代
の
良
渚
文
化
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
玉
器
の
璧
や
琮
の
造
形

作
品
に
み
ら
れ
、
中
国
の
宇
宙
観
の
金
科
玉
条
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
以
来
ず

っ
と
陰
に
陽
に
中
国
文
化
を
支
配
し
続
け
た
観
念
で
あ
っ
た
。
こ
の
違
い
の
意
味

は
大
き
く
、
方
格
規
矩
鏡
の
場
合
は
天
が
常
に
強
烈
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
に
対

し
、
六
博
の
場
合
は
ゲ
ー
ム
と
し
て
天
地
の
間
に
棋
子
を
動
か
す
こ
と
に
意
義
が

あ
り
、
天
そ
れ
自
体
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
な
か
っ
た
。
こ
の
差
は
直

ち
に
中
央
方
格
内
に
現
れ
、
六
博
で
は
内
部
に
何
も
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
対

し
て
、
方
格
規
矩
鏡
、
と
り
わ
け
方
格
規
矩
四
神
鏡
で
は
、
円
形
突
起
の
鈕
を
花

托
と
し
て
四
弁
花
文
を
表
し
、
天
帝
の
住
む
北
極
星
を
象
徴
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
方
格
が
大
地
と
同
時
に
天
の
中
央
の
分
野
で
あ
る
鈞
天
を
も
表
す
こ
と

が
明
確
に
な
り
、
北
極
星
の
真
上
か
ら
天
と
地
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
宇
宙

を
俯
瞰
す
る
壮
大
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
成
就
に
は
、
同
時
代
の
内
行
花
文
鏡
が
大
き
く
関

わ
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
中
央
円
圏
の
内
部
に
四
弁
花
文
を
大
き
く
表
し
て
、
天

極
星
の
存
在
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
外
側
円
周
に
沿
っ
て
連
弧
文
を
八
個
並
べ

て
八
天
と
し
、
中
央
円
圏
の
鈞
天
と
と
も
に
天
の
九
つ
の
分
野
、
即
ち
前
漢
中
期

の
『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
明
確
に
定
義
づ
け
さ
れ
た
九
天
を
表
現
し
て
い
た
。
内

行
花
文
鏡
は
、
先
行
す
る
連
弧
文
銘
帯
鏡
を
含
め
、
宇
宙
の
構
造
が
細
か
く
表
現

さ
れ
、
山
形
文
と
三
線
文
に
よ
っ
て
八
柱
が
天
を
支
え
る
構
造
、
ま
た
、
短
い
三

線
文
に
よ
っ
て
、
天
帝
が
北
斗
七
星
に
行
わ
せ
た
天
の
左
回
り
の
回
転
（
左
旋
（

が
鈞
天
に
伝
え
ら
れ
、
更
に
連
弧
文
の
八
天
へ
と
伝
え
ら
れ
て
、
天
全
体
が
回
転

す
る
仕
組
み
ま
で
表
さ
れ
て
い
た
。
方
格
規
矩
四
神
鏡
の
立
体
的
な
構
造
に
は
必

ず
や
連
弧
文
銘
帯
鏡
を
含
め
た
内
行
花
文
鏡
が
影
響
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。

　

青
龍
・
白
虎
・
朱
雀
・
玄
武
の
四
神
も
六
博
に
は
無
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

も
鏡
の
背
面
が
天
地
の
宇
宙
空
間
と
し
て
立
体
的
な
構
造
を
獲
得
し
て
始
め
て
具

体
的
に
表
現
し
得
る
も
の
で
、
天
の
四
方
の
星
宿
を
象
徴
す
る
四
神
の
神
獣
は
、

他
の
神
人
な
ど
と
も
に
内
区
の
宇
宙
空
間
に
躍
動
し
て
い
る
。
四
神
が
四
体
と
も

に
完
全
に
揃
う
の
は
、
発
掘
資
料
を
見
る
限
り
前
漢
中
期
頃
の
こ
と
で（

11
（

、
特
に
亀

と
蛇
が
絡
み
合
う
玄
武
の
図
像
の
成
立
は
遅
く
、
当
初
は
亀
と
蛇
が
互
い
に
離
れ

て
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た（

11
（

。
そ
の
成
立
に
合
わ
せ
て
前
漢
後
期
頃
に
始
め
て

方
格
規
矩
鏡
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
先
に
紹
介
し
た
王
莽
期
の
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
刻
さ

れ
た
銘
文
の
内
容
で
あ
る
。「
左
龍
・
右
虎
、
四
方
を
掌
り
、
朱
爵
（
雀
（・
玄
武
、
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陰
陽
を
順
え
る
。
八
子
九
孫
、中
央
を
治
め
、博
局
を
刻
婁（
鏤
（し
て
、不
羊（
祥
（

を
去
る
」
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、こ
こ
で
は
博
局
の
不
祥
を
去
る
と
い
う
役
割
が
、

青
龍
・
白
虎
・
朱
雀
・
玄
武
の
四
神
の
四
方
を
守
り
陰
陽
の
秩
序
を
と
と
の
え
る

と
い
う
役
割
と
と
も
に
並
記
さ
れ
て
い
る
。
博
局
文
の
「
不
祥
を
去
る
」
と
い
う

役
割
は
、
六
博
が
単
な
る
ゲ
ー
ム
で
は
な
く
呪
術
的
な
意
味
合
い
を
帯
び
て
い
た（

11
（

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
付
随
的
な
要
素
で
あ
り
、

む
し
ろ
先
に
述
べ
ら
れ
る
四
神
の
役
割
が
主
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
刻
婁
博

局
」
の
銘
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
方
格
規
矩
四
神
鏡
、
更
に
は
方
格
規
矩
鏡
全

体
の
名
称
を
博
局
文
鏡
に
改
め
る
の
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
六
博
の
博
局
は
、
中
央

方
格
内
に
何
も
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
方
格
が
大
地
の
他
に
天
を

表
す
の
か
ど
う
か
も
不
明
瞭
で
、
盤
全
体
の
四
角
い
形
と
併
せ
て
、
著
し
く
平
面

的
な
印
象
を
与
え
る
。
T
・
L
・
V
の
字
文
も
、
天
地
の
構
造
で
は
な
く
、
む
し

ろ
太
一
九
宮
式
盤
の
図
形
な
ど
と
同
様
、
呪
術
的
に
八
方
の
方
角
を
表
示
す
る
た

め
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
立
体
的
な
宇
宙
の
構
造
と
秩
序
の

表
現
を
め
ざ
す
方
格
規
矩
四
神
鏡
と
は
や
や
傾
向
を
異
に
す
る
感
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
曽
侯
乙
墓
に
は
、
も
う
一
つ
八
花
文
衣
装
箱
（
図
37
）
が
あ
り
、
四

弁
花
文
を
八
つ
配
し
た
興
味
深
い
図
像
が
描
か
れ
、
戦
国
中
期
以
後
の
折
畳
式
菱

形
文
鏡
な
ど
の
図
像
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
蓋
の
中
段
に
五

つ
の
区
画
に
一
つ
ず
つ
横
に
並
べ
て
配
さ
れ
た
、
十
字
に
鈎
形
を
四
隅
に
加
え
た

独
特
の
図
形
は
、
前
漢
初
期
の
安
徽
阜
陽
双
古
堆
汝
陰
侯
墓
か
ら
出
土
し
た
太
一

九
宮
式
盤
の
地
盤
背
面
に
描
か
れ
た
「
八
方
文
」
と
よ
く
似
て
お
り
、「
八
方
文
」

と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
太
一
九
宮
式
盤
は
方
形
地
盤
と
円
形
の
天
盤
か
ら

成
り
、
天
盤
を
回
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
帝
太
一
が
冬
至
や
立
春
の
日
に
、

天
上
の
八
つ
の
宮
と
自
ら
の
住
む
中
宮
を
め
ぐ
り
、
こ
れ
を
何
回
も
繰
り
返
し
な

が
ら
占
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
天
盤
に
は
八
方
を
示
す
四
本
の
交
差
す
る
線

の
両
端
に
一
か
ら
八
ま
で
の
数
字
が
記
さ
れ
て
、
八
宮
の
名
前
と
方
角
位
置
が
表

さ
れ
、
太
一
の
中
宮
は
交
差
す
る
位
置
に
明
示
さ
れ
て
い
た
。
か
よ
う
に
こ
の
式

盤
で
は
八
方
の
方
角
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
地
盤
背
面
の
「
八
方
文
」

も
こ
の
方
角
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
八
花
文
衣
装
箱
に
描
か
れ
た
八

つ
の
四
弁
花
文
は
こ
の
八
宮
を
表
し
て
お
り
、「
八
方
文
」
は
そ
の
上
下
に
位
置

す
る
宮
の
方
角
を
示
し
、
太
一
の
中
宮
の
位
置
は
、
真
ん
中
の
区
画
の
「
八
方
文
」

の
中
央
に
明
示
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
衣
装
箱
の
図
は
九
宮
図
と
称
す
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
。　

　

そ
し
て
こ
の
図
像
が
戦
国
時
代
の
銅
鏡
に
も
採
用
さ
れ
て
、
戦
国
中
期
の
湖
南

慈
利
石
板
村
楚
墓
か
ら
出
土
し
た
方
鏡
で
は
、
全
体
を
九
つ
に
区
分
け
し
て
中
央

に
十
字
の
路
を
描
き
、
概
念
的
な
九
宮
図
の
体
を
な
し
て
い
た
。
ま
た
湖
南
長
沙

出
土
の
折
畳
式
菱
形
文
鏡
で
は
九
宮
が
菱
形
文
で
表
さ
れ
て
天
を
九
つ
に
区
分

し
、
中
に
四
弁
花
文
が
配
さ
れ
て
い
た
。
九
つ
の
四
弁
花
文
で
九
宮
を
象
徴
さ
せ

た
の
は
衣
装
箱
と
同
じ
方
式
で
あ
っ
た
。
ギ
メ
美
術
館
の
四
鳥
菱
形
文
も
九
宮
が

菱
形
文
で
表
さ
れ
、
こ
ち
ら
は
中
に
鳥
が
配
さ
れ
て
い
た
。
菱
形
文
は
い
ず
れ
も

菱
形
の
広
角
上
に
小
型
の
菱
形
文
を
の
せ
た
形
を
な
し
、
宮
殿
を
抽
象
的
に
象
っ

た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
、
九
宮
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
戦
国
初
期
の
八
花
文
衣
装
箱
に
描
か
れ
た
図
は
九
宮
図
と
判
明
し

た
が
、
衣
装
箱
に
描
か
れ
る
か
ら
に
は
太
一
九
宮
式
盤
の
歴
史
は
さ
ら
に
遡
る
こ

と
が
わ
か
り
、
そ
の
図
が
曽
侯
乙
墓
の
衣
装
箱
に
、
更
に
は
中
期
以
後
の
菱
形
文

鏡
に
宇
宙
表
現
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
漢
に
入
る
と
、
管

見
の
限
り
九
宮
図
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
。
前
漢
初
期
の
双
古
堆
淮
陰
侯
墓
で
も

こ
の
太
一
九
宮
式
盤
の
他
に
六
壬
式
盤
が
出
土
し
て
い
る
が
、
前
者
は
後
者
と
較

べ
る
と
ま
る
で
異
色
に
類
す
る
も
の
で
、
以
後
流
行
す
る
の
は
六
壬
式
盤
の
方
で

あ
っ
た
。
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さ
て
、
折
畳
菱
形
文
鏡
な
ど
に
見
ら
れ
た
九
宮
は
、
天
を
九
つ
の
区
画
に
分
け

る
と
い
う
点
で
は
、
後
の
内
行
花
文
鏡
に
お
い
て
中
央
鈞
天
と
ま
わ
り
の
連
弧
文

の
八
天
と
の
九
つ
の
分
野
に
区
分
し
た
九
天
と
同
様
で
あ
る
。
前
者
は
太
一
九
宮

式
と
い
う
呪
術
的
な
占
い
に
由
来
し
、
後
者
は
二
十
八
宿
な
ど
も
含
め
た
天
の
分

野
説
に
由
来
す
る
よ
う
に
、
お
互
い
に
性
格
を
異
に
し
て
、
直
接
の
影
響
関
係
は

見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
戦
国
の
九
宮
か
ら
前
漢
の
九
天
へ
の
転
換
に
は
、
時
代
思

潮
の
大
き
な
変
化
が
作
用
し
て
い
た
筈
で
、
宇
宙
表
現
も
呪
術
的
宇
宙
か
ら
天
文

的
宇
宙
へ
と
次
第
に
様
相
を
変
え
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
具
体
的

に
示
し
た
の
が
内
行
花
文
鏡
や
方
格
規
矩
四
神
鏡
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

な
か
で
も
方
格
規
矩
四
神
鏡
は
、「
新
有
善
銅
」
と
か
「
王
氏
作
鏡
四
夷
服
、

多
賀
新
家
人
民
息
」
の
銘
を
有
す
る
も
の（

11
（

が
あ
っ
て
、
王
莽
の
新
代
に
制
作
さ
れ

た
こ
と
を
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
文
様
表
現
は
形
式
的
に
も
一
つ
の
完
成
の
域

に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
王
莽
が
『
周
礼
』
の
制
度
を
手
本
に
儒
教
的
な
理
想
国

家
を
め
ざ
し
た
こ
と
と
全
く
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
戦
国
以
来
、
綿
々
と
制
作
さ

れ
続
け
て
き
た
銅
鏡
の
宇
宙
表
現
も
、
前
漢
に
入
る
と
そ
れ
ま
で
の
多
様
な
文
様

表
現
が
整
理
さ
れ
、
遂
に
莽
新
に
至
っ
て
、
方
格
規
矩
四
神
鏡
に
お
い
て
宇
宙
表

現
形
式
の
一
つ
の
集
大
成
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

註（（
（ 　

富
岡
謙
蔵
『
古
鏡
の
研
究
』（
富
岡
益
太
郎
、
一
九
二
〇
年
（。
梅
原
末
治
編
『
漢
以
前

の
古
鏡
の
研
究
』（
東
方
文
化
学
院
京
都
研
究
所
、
一
九
三
六
年
（。
梅
原
末
治
編
著
『
漢

三
国
六
朝
紀
年
鏡
図
説
』（
桑
名
文
星
堂
、 

一
九
四
三
年
（。
梅
原
末
治
編
『
古
鏡
図
鑑
』（
黒

川
古
文
化
研
究
所
、
一
九
五
一
年
（。
樋
口
隆
康
『
古
鏡
』『
古
鏡
図
録
』（
新
潮
社
、
一
九

七
九
年
（。
中
野
徹
編
『
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
鏡
図
録
』（
和
泉
市
久
保
惣
記
念

美
術
館
、
一
九
八
五
年
（。
岡
村
秀
典
「
前
漢
鏡
の
編
年
と
様
式
」（『
史
林
』
第
六
七
巻
五

号
、
一
九
八
四
年
（
一
〜
四
二
頁
。
岡
村
秀
典
「
前
漢
鏡
銘
の
研
究
」（『
東
方
学
報
』
京

都
第
八
四
冊
、
二
〇
〇
九
年
（
一
〜
五
四
頁
。

（
（
（ 　

駒
井
和
愛
『
中
国
古
鏡
の
研
究
』（
岩
波
出
版
社
、
一
九
五
三
年
（。
林
巳
奈
夫
「
漢
鏡

の
図
柄
二
、
三
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
報
』
京
都
第
四
四
冊
、
一
九
七
三
年
、
同
『
漢

代
の
神
神
』（
臨
川
書
店
、
一
九
八
九
年
（
所
収
（
三
〜
七
六
頁
。
西
田
守
夫
「「
方
格

規
矩
鏡
」
の
図
紋
の
系
譜
―
刻
婁
博
局
去
不
羊
の
銘
文
を
も
つ
鏡
に
つ
い
て
―
」　

（『
M
U
S
E
U
M
』
四
二
七
号
、
一
九
八
六
年
（
二
八
〜
三
一
頁
。

（
（
（ 　

曽
布
川
寛
「
六
博
の
人
物
坐
像
銅
鎮
と
博
局
紋
に
つ
い
て
」（『
古
史
春
秋
』
第
五
号
、

一
九
八
八
年
（
二
七
〜
四
九
頁
。

（
（
（ 　

岡
村
秀
典
「
前
漢
鏡
の
編
年
と
様
式
」
二
三
〜
二
八
頁
。

（
（
（ 　

研
究
史
に
つ
い
て
は
、
林
巳
奈
夫
「
漢
鏡
の
図
柄
二
、
三
に
つ
い
て
」
四
〜
一
二
頁
。

西
田
守
夫
「「
方
格
規
矩
鏡
」
の
図
紋
の
系
譜
」
二
八
〜
二
九
頁
を
参
照
。

（
（
（ 　
『
呂
氏
春
秋
』
圜
道
「
天
道
圜
、
地
道
方
、
聖
王
法
之
、
所
以
立
上
下
」。『
淮
南
子
』

天
文
訓
「
天
円
地
方
、道
在
中
央
」。
新
石
器
時
代
の
良
渚
文
化
の
玉
璧
、玉
琮
に
既
に
「
天

円
地
方
」
の
考
え
方
が
み
ら
れ
る
。
曽
布
川
寛
「
三
星
堆
祭
祀
坑
銅
獣
面
と
良
渚
玉
器
神

人
獣
面
文
」（『
泉
屋
博
古
館
紀
要
』
第
二
八
巻
、
二
〇
一
二
年
（
二
〇
、
三
〇
頁
。

（
（
（ 　
「
白
虎
」
の
名
が
無
い
が
、
こ
れ
は
後
ろ
に
「
参
を
白
虎
と
為
す
」
と
あ
り
、
二
十
八

宿
の
分
け
方
で
西
方
七
宿
の
末
尾
に
く
る
「
参
」
で
白
虎
を
代
表
さ
せ
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。
林
巳
奈
夫
「
漢
鏡
の
図
柄
二
、
三
に
つ
い
て
」
十
八
〜
十
九
頁
。
ま
た
『
史
記
』

の
こ
の
記
事
の
冒
頭
、
つ
ま
り
天
官
書
の
冒
頭
に
は
、「
中
宮
、
天
極
星
、
其
一
明
者
、

太
一
常
居
也
」
と
あ
る
。
天
の
中
心
に
は
太
一
（
天
帝
（
の
住
む
北
極
星
が
位
置
し
、
四

神
の
そ
れ
ぞ
れ
の
星
宿
は
そ
れ
を
守
る
よ
う
に
四
方
に
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
8
（ 　

林
巳
奈
夫
「
漢
鏡
の
図
柄
二
、
三
に
つ
い
て
」
四
〜
一
六
頁
。

（
9
（ 　

林
巳
奈
夫
「
中
国
古
代
に
お
け
る
蓮
の
花
の
象
徴
」（『
東
方
学
報
』
京
都
五
九
冊
、
一

九
八
七
年
（。

（
（0
（　

概
し
て
日
本
で
は
「
四
葉
文
」
と
呼
ば
れ
、
中
国
で
は
「
柿
蒂
文
」
と
呼
ば
れ
る
。

（
（（
（ 　

内
行
花
文
鏡
と
い
う
名
称
は
日
本
で
だ
け
使
わ
れ
て
、
中
国
で
は
「
長
宜
子
孫
雲
雷
連

弧
文
鏡
」
と
か
「
長
宜
子
孫
鏡
」
と
か
呼
ぶ
。
梁
上
椿
『
巌
窟
蔵
鏡
』
第
二
集
上
（
北
京
、

一
九
四
一
年
（
図
六
八
。
周
世
栄
「
湖
南
出
土
漢
代
銅
鏡
文
字
研
究
」（『
古
文
字
研
究
』

一
四
輯
（
図
一
〇
四
。

（
（（
（ 　

樋
口
隆
康
氏
の
定
義
（『
古
鏡
』
一
〇
五
〜
一
一
四
頁
（
で
は
、
連
弧
文
銘
帯
鏡
は
銘

帯
を
主
文
様
と
す
る
異
体
字
銘
帯
鏡
の
一
鏡
式
と
な
る
。

（
（（
（ 　

岡
村
秀
典
「
前
漢
鏡
の
編
年
と
様
式
」
一
〜
四
二
頁
。

（
（（
（ 　

王
延
寿
「
魯
霊
光
殿
賦
」
の
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
霊
光
殿
の
格
天
井
に
蓮
華
装
飾
が

施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
最
初
に
着
目
し
た
の
は
駒
井
和
愛
で
あ
っ
た
。
駒
井
和
愛

『
中
国
古
鏡
の
研
究
』
八
六
〜
八
七
頁
。

（
（（
（ 　

王
歩
毅
「
安
徽
宿
県
褚
蘭
漢
画
像
石
墓
」（『
考
古
学
報
』
一
九
九
三
年
四
期
（。

（
（（
（ 　

曽
昭
燏
、
蒋
宝
庚
、
黎
忠
義
『
沂
南
画
像
石
墓
発
掘
報
告
』（
北
京
、
一
九
五
六
年
（
六
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頁
、
図
版
一
八
―
（
一
（（
二
（（
四
（、
図
版
八
一
。
安
金
槐
、
王
與
剛
「
密
県
打
虎
亭
漢

代
画
像
石
墓
和
壁
画
墓
」（『
文
物
』
一
九
七
二
年
一
〇
期
（
四
九
〜
五
〇
頁
。

（
（（
（ 　

曽
布
川
寛『
崑
崙
山
へ
の
昇
仙　

古
代
中
国
人
が
描
い
た
死
後
の
世
界
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
八
一
年
（
一
五
〜
二
九
頁
。

（
（8
（　

同
右
、
四
四
〜
六
一
頁
。

（
（9
（　

王
逸
『
楚
辞
章
句
』「
言
天
有
八
山
為
柱
、
皆
何
當
值
。
東
南
不
足
、
誰
虧
缺
之
也
」。

（
（0
（ 　
『
淮
南
子
』
墬
形
訓
「
八
紘
之
外
、
乃
有
八
極
。
自
東
北
方
曰
方
土
之
山
、
曰
蒼
門
、

東
方
曰
東
極
之
山
、
曰
開
明
之
門
、
東
南
方
曰
波
母
之
山
、
曰
陽
門
、
南
方
曰
南
極
之
山
、

曰
暑
門
、
西
南
方
曰
編
駒
之
山
、
曰
白
門
、
西
方
曰
西
極
之
山
、
曰
閶
闔
之
門
、
西
北
方

曰
不
周
之
山
、
曰
幽
都
之
門
、
北
方
曰
北
極
之
山
、
曰
寒
門
」。

（
（（
（ 　

王
逸
『
楚
辞
章
句
』「
斡
、
転
也
。
維
、
綱
也
。
天
昼
夜
転
旋
、
寧
有
維
綱
、
繋
綴
其
際
、

極
安
所
加
乎
。
斡
、
一
作
筦
」。

（
（（
（ 　

朱
熹
『
楚
辞
集
注
』
巻
三
「
斡
、
説
文
曰
、
轂
端
沓
、
則
是
車
轂
之
内
、
以
金
為
筦
、

而
受
軸
者
也
。
維
、
繫
物
之
糜
也
。
天
極
、
謂
南
北
極
。
天
之
樞
紐
、
常
不
動
處
、
譬
則

車
之
軸
也
。
盖
凡
物
之
運
者
、
其
轂
必
有
所
繫
、
然
後
軸
有
所
加
、
故
問
此
天
之
斡
維
、

繫
於
何
所
、
而
天
極
之
軸
、
何
所
加
乎
」。

（
（（
（ 　
『
史
記
』
巻
八
三　

鄒
陽
伝
「
是
以
聖
王
制
世
御
俗
、独
化
於
陶
鈞
之
上
」。『
集
解
』「
漢

書
音
義
曰
、
陶
家
名
模
下
円
転
者
為
鈞
、
以
其
能
制
器
為
大
小
、
比
之
於
天
」。

（
（（
（ 　

安
徽
省
文
物
工
作
隊
、
阜
陽
地
区
博
物
館
、
阜
陽
県
文
化
局
「
阜
陽
双
古
堆
西
漢
汝
陰

侯
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
七
八
年
八
期
（。
殷
滌
非
「
西
漢
汝
陰
侯
墓
的
占
盤
和
天

文
儀
器
」（『
考
古
』
一
九
七
八
年
五
期
（。
厳
敦
傑
「
関
于
西
漢
初
期
的
式
盤
和
占
盤
」（『
考

古
』
一
九
七
八
年
五
期
（。

（
（（
（　

甘
粛
省
博
物
館
「
武
夷
磨
咀
子
三
座
漢
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
七
二
年
一
二
期
（。

（
（（
（ 　

厳
敦
傑
「
式
盤
綜
述
」（『
考
古
学
報
』
一
九
八
五
年
四
期
（
四
四
八
〜
四
五
三
頁
。
山

田
慶
兒
「
古
代
人
は
自
己
‒
宇
宙
を
ど
う
読
ん
だ
か
‒
「
式
盤
」
の
解
読
」（『
制
作
す
る

行
為
と
し
て
の
技
術
』、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
一
年
（
一
七
七
〜
二
一
三
頁
。
李
零
「
式

与
中
国
古
代
的
宇
宙
模
式
」（『
中
国
方
術
正
考
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
（
六
九
〜
一

四
〇
頁
。
式
盤
に
つ
い
て
は
以
上
の
三
著
、
特
に
山
田
慶
兒
氏
の
著
に
多
く
の
教
示
を
受

け
た
。

（
（（
（　

厳
敦
傑
「
式
盤
綜
述
」（『
考
古
学
報
』
一
九
八
五
年
四
期
（
四
四
八
〜
四
四
九
頁
、図
一
。

（
（8
（ 　
『
晋
書
』
巻
十
一　

天
文
志
上
「
北
斗
七
星
在
太
微
北
、七
政
之
枢
機
、陰
陽
之
元
本
也
。

故
運
乎
天
中
、而
臨
制
四
方
、以
建
四
時
、而
均
五
行
也
。魁
四
星
為
琁
璣
、杓
三
星
為
玉
衡
。

又
曰
、
斗
為
人
君
之
象
、
号
令
之
主
也
。
又
為
帝
車
、
執
乎
運
動
之
義
也
。
又
魁
第
一
星

曰
天
枢
、
二
曰
琁
、
三
曰
璣
、
四
曰
権
、
五
曰
玉
衡
、
六
曰
開
陽
、
七
曰
揺
光
。
一
至
四

為
魁
、
五
至
七
為
杓
。
枢
為
天
、
琁
為
地
、
璣
為
人
、
権
為
時
、
玉
衡
為
音
、
開
陽
為
律
、

揺
光
為
星
」。

（
（9
（ 　

皇
侃
『
論
語
義
疏
』「
北
辰
者
、
北
極
紫
微
星
也
。
所
猶
地
也
。
衆
星
謂
五
星
及
二
十
八

宿
以
下
之
星
也
。
北
辰
鎮
居
一
地
而
不
移
動
、
故
衆
星
共
宗
之
以
為
主
也
」。

（
（0
（ 　

朱
熹
『
論
語
集
註
』「
北
辰
、
北
極
天
之
枢
也
。
居
其
所
不
動
也
。
共
向
也
、
言
衆
星
四

面
旋
繞
而
帰
向
之
也
。
為
政
以
徳
則
無
為
而
天
下
帰
之
、
其
象
如
此
」。

（
（（
（ 　

傅
挙
有
、陳
松
長
編
著
『
馬
王
堆
漢
墓
文
物
』（
湖
南
出
版
社
、一
九
九
二
年
（
七
六
頁
図
。

（
（（
（ 　

湖
北
省
荊
州
地
区
博
物
館
『
江
陵
雨
台
山
楚
墓
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
四
年
（
一
〇

四
頁
、
図
版
六
八
―
四
。

（
（（
（ 　

河
北
省
文
物
考
古
研
究
所
『
戦
国
中
山
国
霊
寿
城
―
一
九
七
五
〜
一
九
九
三
年
考
古
発

掘
報
告
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
（
二
二
〇
頁
、
挿
図
一
六
八
、
一
六
九
、
彩
版
三

九
―
一
、
二
。
李
零
「
跋
中
山
王
墓
出
土
的
六
博
棋
局
―
与
尹
湾
《
博
局
占
》
的
設
計
比

較
」（『
中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
二
年
一
期
（
八
〜
一
五
頁
。

（
（（
（ 　

雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
編
写
組
『
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
一
年
（
五
五

頁
、
図
版
四
二
。
湖
北
省
博
物
館
、
孝
感
地
区
文
教
局
、
雲
夢
県
文
化
館
「
湖
北
雲
夢
西

漢
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
七
三
年
九
期
（
二
六
頁
、
挿
図
三
九
。

（
（（
（ 　

傅
挙
有
「
論
秦
漢
時
期
的
博
具
、
博
戯
兼
及
博
局
文
鏡
」（『
考
古
学
報
』
一
九
八
六
年

一
期
（。

（
（（
（ 　

駒
井
和
愛
『
中
国
古
鏡
の
研
究
』
一
〇
六
〜
一
二
二
頁
。
林
巳
奈
夫
「
漢
鏡
の
図
柄
二
、

三
に
つ
い
て
」
九
頁
。

（
（（
（ 　

西
田
守
夫
「「
方
格
規
矩
鏡
」
の
図
紋
の
系
譜
―
刻
婁
博
局
去
不
羊
の
銘
文
を
も
つ
鏡

に
つ
い
て
―
」三
〇
頁
。
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
実
拓
集
に
貼
ら
れ
た
拓
影
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
中
国
で
も
「
刻
婁
博
局
」
を
含
む
殆
ど
同
文
の
銘
を
有
す
る
鏡
の
拓
本
（
中
国

歴
史
博
物
館
蔵
（
が
紹
介
さ
れ
た
。
周
錚
「〝
規
矩
鏡
〟
応
改
称
〝
博
局
鏡
〟」（『
考
古
』

一
九
八
七
年
一
二
期
（
一
一
一
六
〜
一
一
一
八
頁
。

（
（8
（ 　

西
田
守
夫
「
方
格
規
矩
鏡
」
の
図
紋
の
系
譜
─
刻
婁
博
局
去
不
羊
の
銘
文
を
も
つ
鏡
に

つ
い
て
─
」
三
〇
〜
三
一
頁

（
（9
（ 　

熊
伝
新
「
談
馬
王
堆
三
号
西
漢
墓
出
土
的
陸
博
」（『
文
物
』
一
九
七
九
年
四
期
（
三
五

〜
三
六
頁
、
図
五
〜
七
。

（
（0
（ 　

こ
の
形
式
の
鏡
は
、
こ
れ
ま
で
主
文
を
鳥
文
も
し
く
は
獣
文
と
み
な
し
て
き
た
が
、
茎

が
二
つ
に
分
か
れ
て
、
長
く
伸
び
た
方
の
茎
の
先
端
に
一
葉
文
を
つ
け
た
も
の
で
、
四
葉

文
鏡
と
す
べ
き
で
あ
る
。
先
端
の
葉
文
は
孔
祥
星
、
劉
一
曼
『
中
国
古
代
銅
鏡
』（
文
物
出

版
社
、
一
九
八
四
年
（
挿
図
一
〇
の
四
葉
文
鏡
に
も
み
ら
れ
る
。
梅
原
末
治
編
『
古
鏡
図

鑑
』（
黒
川
古
文
化
研
究
所
、一
九
五
一
年
（
図
七
下
「
四
禽
式
鏡
」。
長
沙
市
博
物
館
『
楚

風
漢
韻　

長
沙
市
博
物
館
蔵
鏡
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
（
図
二
九
「
変
形
四
獣
文

銅
鏡
」。

（
（（
（ 　

こ
の
種
の
神
話
的
神
獣
と
し
て
、
広
漢
三
星
堆
二
号
祭
祀
坑
出
土
の
天
上
、
地
上
、
地

下
の
宇
宙
を
表
現
し
た
銅
神
壇
に
お
い
て
、地
下
で
大
地
を
支
え
る
四
足
獣
が
み
ら
れ
る
。
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曽
布
川
寛「
三
星
堆
祭
祀
坑
銅
神
壇
の
図
像
学
的
考
察
」（『
東
洋
史
研
究
』第
六
九
巻
三
号
、

二
〇
一
〇
年
（
三
六
二
頁
、
図
一
。

（
（（
（ 　

王
士
倫
編
『
浙
江
出
土
銅
鏡
選
集
』（
中
国
古
典
芸
術
出
版
社
、
一
九
五
七
年
（
図
二
七

説
明
。

（
（（
（ 　

林
巳
奈
夫
「
長
沙
出
土
戦
国
帛
書
考
」（『
東
方
学
報
』
京
都
三
六
冊
、
一
九
六
四
年
（、
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饒
宗
頤
、
曽
憲
通
編
著
『
楚
帛
書
』（
中
華
書
局
香
港
分
局
、
一
九
八
五
年
（。
李
零

『
長
沙
子
弾
庫
戦
国
楚
帛
書
研
究
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
（。
池
澤
優
「
子
弾
庫
楚
帛

書
八
行
文
訳
註
」（
郭
店
楚
簡
研
究
会
編『
楚
地
出
土
資
料
と
中
国
古
代
文
化
』、汲
古
書
院
、

二
〇
〇
二
年
（
五
〇
三
〜
五
六
九
頁
。

（
（（
（ 　

湖
南
省
博
物
館
「
新
発
現
的
戦
国
楚
墓
帛
画
」（『
文
物
』
一
九
七
三
年
七
期
（。「
湖
南

省
博
物
館
「
長
沙
子
弾
庫
戦
国
木
椁
墓
」（『
文
物
』
一
九
七
四
年
二
期
（。
曽
布
川
寛
『
崑

崙
山
へ
の
昇
仙
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
（
六
三
〜
六
九
頁
。

（
（（
（ 　

李
学
勤
『
東
周
与
秦
代
文
明
（
増
訂
本
（』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
年
（
三
五
二
〜

三
五
六
頁
。

（
（（
（ 　
『
爾
雅
』
釈
天　

月
陽
「
正
月
為
陬
、
二
月
為
如
、
三
月
為
寎
、
四
月
為
余
、
五
月
為
臯
、

六
月
為
且
、
七
月
為
相
、
八
月
為
壯
、
九
月
為
玄
、
十
月
為
陽
、
十
一
月
為
辜
、
十
二
月

為
涂
」。
例
え
ば
「
楚
帛
書
」
の
「
余
」
と
い
う
神
は
、『
爾
雅
』
釈
天
に
記
さ
れ
た
四
月

の
神
の
「
余
」
に
相
当
す
る
。

（
（（
（ 　

李
零
『
長
沙
子
弾
庫
戦
国
楚
帛
書
研
究
』
六
九
〜
七
〇
頁
。
池
澤
優
「
子
弾
庫
楚
帛
書

八
行
文
訳
註
」
五
四
一
〜
五
四
五
頁
。

（
（8
（ 　
『
史
記
』
巻
四
十　

楚
世
家
「
楚
之
先
祖
出
自
帝
顓
頊
高
陽
。
高
陽
者
、
黃
帝
之
孫
、

昌
意
之
子
也
。
高
陽
生
称
、
称
生
巻
章
、
巻
章
生
重
黎
。
重
黎
為
帝
嚳
高
辛
居
火
正
、
甚

有
功
、
能
光
融
天
下
、
帝
嚳
命
曰
祝
融
」。

（
（9
（ 　

鈴
木
博
司
編
『
守
屋
孝
蔵
蒐
集　

方
格
規
矩
四
神
鏡
図
録
』（
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九

六
九
年
（
図
三
三
。
樋
口
隆
康
『
古
鏡
図
録
』
図
八
一
（
京
都
・
椿
井
大
塚
山
古
墳
出
土
（。

（
（0
（ 　

山
字
鏡
の
呼
称
は
梁
廷

『
藤
花
亭
鏡
譜
』（
道
光
二
五
年
自
序　

一
八
四
五
年
（
以
来

使
わ
れ
て
い
る
が
、
梅
原
末
治
は
「
丁
字
鏡
」
と
称
し
た
。
孔
祥
星
、
劉
一
曼
『
中
国
古

代
銅
鏡
』
三
〇
〜
三
五
頁
。
梅
原
末
治
編
『
漢
以
前
の
古
鏡
の
研
究
』
一
七
〜
二
〇
頁
。

（
（（
（ 　

郭
沫
若
『
卜
辞
通
纂
』（
東
京
、
一
九
三
三
年
（
三
九
八
片
、「
于
帝
史
鳳
、
二
犬
」、
考

釈
三
九
八
片
。

（
（（
（ 　

同
じ
よ
う
な
姿
態
の
鳳
凰
は
、
湖
南
長
沙
陳
家
大
山
楚
墓
出
土
の
龍
鳳
帛
画
に
認
め
ら

れ
る
。
曽
布
川
寛
『
崑
崙
山
へ
の
昇
仙
』
六
九
〜
七
八
頁
、
図
一
五
。

（
（（
（ 　

熊
建
華
氏
が
楚
鏡
の
文
様
を
描
き
起
こ
し
て
、
山
字
文
と
「
組
帯
文
」
の
関
係
を
詳
し

く
調
べ
て
い
る
。熊
建
華「
楚
鏡
三
論
」（『
江
漢
考
古
』一
九
八
八
年
四
期
（五
八
〜
六
一
頁
。

（
（（
（ 　

湖
北
省
博
物
館
編
『
曽
侯
乙
墓
』
上
下
冊
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
九
年
（。
東
京
国

立
博
物
館
編
『
特
別
展　

曽
侯
乙
墓
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
二
年
（。

（
（（
（ 　

湖
北
省
博
物
館
編
『
曽
侯
乙
墓
』、
上
冊
三
五
三
〜
三
五
九
頁
、
下
冊
図
版
一
二
一
〜

一
二
六
頁
。

（
（（
（ 　

東
京
国
立
博
物
館
編
『
漆
で
描
か
れ
た
神
秘
の
世
界
―
中
国
古
代
漆
器
展
―
』（
ト
ヨ
タ

財
団
、
一
九
九
八
年
（
図
一
四
解
説
。

（
（（
（ 　

湖
北
省
博
物
館
編
『
曽
侯
乙
墓
』
上
冊
、
E
・
六
一
解
説
。

（
（8
（ 　
『
山
海
経
』
海
内
南
経
「
有
木
、
其
状
如
牛
、
引
之
有
皮
、
若
纓
黄
蛇
、
其
葉
如
羅
、

其
実
如
欒
、
其
木
若
蓲
、
其
名
曰
建
木
、
在
窫
窳
西
、
弱
水
上
」。『
淮
南
子
』
墬
形
訓
「
建

木
在
都
広
、
衆
帝
所
自
上
下
、
日
中
無
景
、
呼
而
無
響
、
蓋
天
地
之
中
也
」。

（
（9
（ 　

四
川
省
文
物
考
古
研
究
所
『
三
星
堆
祭
祀
坑
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
九
年
（
二
一
四

〜
二
一
九
、図
一
二
〇
、曽
布
川
寛「
三
星
堆
祭
祀
坑
大
型
銅
神
樹
の
図
像
学
的
考
察
」（『
泉

屋
博
古
館
紀
要
』
二
七
巻
、
二
〇
一
一
年
（。
殷
代
に
は
ま
だ
建
木
と
い
う
呼
称
は
な
く
、

天
梯
と
し
て
の
神
樹
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、機
能
は
同
じ
な
の
で
肯
て
建
木
と
し
て
お
く
。

（
（0
（　

こ
の
四
獣
図
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
。

（
（（
（ 　

折
畳
式
菱
形
文
鏡
は
い
わ
ゆ
る
「
楚
鏡
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
一
九
五
五
年
の
長
沙

廖
家
湾
三
八
号
墓
の
出
土
品
を
は
じ
め
、
戦
国
・
楚
の
地
で
主
に
出
土
し
て
い
る
。『
中

国
青
銅
器
全
集
』
第
十
六
巻　

銅
鏡
（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
八
年
（
図
二
九
。『
楚
風

漢
韻　

長
沙
市
博
物
館
蔵
鏡
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
（
図
一
二
、
一
三
。
高
至
喜

「
論
楚
鏡
」（『
文
物
』
一
九
五
一
年
五
期
（。

（
（（
（ 　

梅
原
末
治
編
『
漢
以
前
の
古
鏡
の
研
究
』
図
版
二
一
─
二
。
李
学
勤
、
艾
蘭
編
著
『
欧

洲
所
蔵
中
国
青
銅
器
遺
珠
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
五
年
（
図
一
五
六
。
前
者
に
掲
載
の

時
は
パ
リ
、
ダ
ビ
ッ
ド
ワ
イ
ル
の
所
蔵
で
あ
っ
た
。

（
（（
（ 　

鳥
は
本
稿
図
三
二
a
b
参
照
。
羽
人
は
四
川
省
文
物
考
古
研
究
所
『
三
星
堆
祭
祀
坑
』

一
六
九
頁
、図
八
七
参
照
。
曽
布
川
寛
「
三
星
堆
祭
祀
坑
大
型
銅
神
樹
の
図
像
学
的
考
察
」

四
〜
一
〇
、
一
五
〜
一
八
頁
。

（
（（
（ 　

同
じ
文
様
の
類
品
は
、
ベ
ル
リ
ン
東
ア
ジ
ア
美
術
館
に
も
あ
る
。
梅
原
末
治
編
『
漢
以

前
の
古
鏡
の
研
究
』
図
版
一
六
─
一
。

（
（（
（ 　

註
（
（（
（
参
照
。
厳
敦
傑
「
式
盤
綜
述
」
四
五
一
〜
四
五
二
、
四
五
七
〜
四
六
〇
頁
。

山
田
慶
兒
「
九
宮
八
風
説
と
少
師
派
の
立
場
」（『
東
方
学
報
』
京
都
五
二
冊
、一
九
八
〇
年
（

一
九
九
〜
二
四
二
頁
。
同
「
古
代
人
は
自
己
‒
宇
宙
を
ど
う
読
ん
だ
か
‒
「
式
盤
」
の
解

読
」
一
八
九
〜
一
九
六
頁
。
李
零
「
式
与
中
国
古
代
的
宇
宙
模
式
」
六
九
〜
一
四
〇
頁
。

（
（（
（ 　
『
黄
帝
内
経
太
素
』
巻
二
十
八　

九
宮
八
風
「
太
一
常
以
冬
至
之
日
、
居
叶
蟄
之
宮
四

十
六
日
、
明
日
居
天
溜
四
十
六
日
、
明
日
居
倉
門
四
十
六
日
、
明
日
居
陰
洛
四
十
五
日
、

明
日
居
天
宮
四
十
六
日
、
明
日
居
玄
委
四
十
六
日
、
明
日
居
倉
果
四
十
六
日
、
明
日
居
新
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洛
四
十
五
日
、
明
日
復
居
叶
蟄
之
宮
。
従
其
宮
、
数
所
在
、
日
従
一
処
、
至
九
日
復
反
於

一
、
常
如
是
無
已
、
終
而
復
始
」。

（
（（
（ 　
『
後
漢
書
』
巻
五
十
九　

張
衡
伝　

注
所
引
易
乾
鑿
度
「
太
一
取
其
数
以
行
九
宮
」、
鄭

玄
注
云「
太
一
者
、北
辰
神
名
也
。
下
行
八
卦
之
宮
、每
四
乃
還
於
中
央
。
中
央
者
、（
地
神
（

［
北
辰
］
之
所
居
、故
謂
之
九
宮
。
天
数
大
分
、以
陽
出
、以
陰
入
。
陽
起
于
子
、陰
起
於
午
、

是
以
太
一
下
九
宮
、
従
坎
宮
始
、
自
此
而
従
於
坤
宮
、
又
自
此
而
従
於
震
宮
、
又
自
此
而

従
於
巽
宮
、
所
以
（
従
（［
行
］
半
矣
、
還
息
於
中
央
之
宮
。
既
又
自
此
而
従
於
乾
宮
、
又

自
此
而
従
於
兌
宮
、
又
自
此
而
従
於
艮
宮
、
又
自
此
而
従
於
离
宮
、
行
則
周
矣
、
上
游
息

於
太
一
之
星
而
反
紫
宮
。
行
起
従
坎
宮
始
、
終
於
离
宮
也
」。

（
（8
（ 　

厳
敦
傑
「
式
盤
綜
述
」
四
五
三
頁
、
図
五
。『
黄
帝
九
宮
経
』「
戴
九
履
一
、
左
三
右
七
、

二
四
為
肩
、
六
八
為
足
、
五
居
中
宮
、
総
御
得
失
」。

（
（9
（ 　

易
緯
乾
鑿
度
（
安
居
香
山
、
中
村
璋
八
編
『
緯
書
集
成
』
上
冊　

易
編
（
巻
下
「
故
太

一
取
其
数
、
以
行
九
宮
、
四
正
四
維
、
皆
合
於
十
五
」。

（
（0
（ 　

宋
学
で
は
数
の
こ
の
配
列
を
洛
書
と
呼
ぶ
。
山
田
慶
兒
「
九
宮
八
風
説
と
少
師
派
の
立

場
」
二
〇
三
頁
、
図
二
。

（
（（
（　

厳
敦
傑
「
式
盤
綜
述
」
四
五
二
頁
。
李
零
「
式
与
中
国
古
代
的
宇
宙
模
式
」
一
〇
四
頁
。

（
（（
（ 　

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
等
「
湖
南
慈
利
石
板
村
三
六
号
戦
国
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』

一
九
九
〇
年
一
〇
期
（
三
七
〜
四
七
頁
。
李
零
「
跋
石
板
村
〝
式
図
〟
鏡
」（『
文
物
天
地
』

一
九
九
二
年
一
期
（
三
一
〜
三
四
頁
。

（
（（
（ 　

陜
西
興
平
市
の
漢
茂
陵
附
近
で
出
土
し
た
前
漢
中
期
の
白
虎
・
朱
雀
・
玄
武
文
磚
が
早

い
例
で
あ
る
。
咸
陽
市
文
管
会
、咸
陽
市
博
物
館
「
咸
陽
市
空
心
磚
漢
墓
清
理
簡
報
」（『
考

古
』
一
九
八
二
年
三
期
（。

（
（（
（ 　

興
平
市
茂
陵
附
近
出
土
玉
鋪
首
。『
中
国　

王
朝
の
至
宝
』（
N
H
K
等
、
二
〇
一
二
年
（

図
七
二
。

（
（（
（ 　

李
零
「
跋
中
山
王
墓
出
土
的
六
博
棋
局
─
与
尹
湾
《
博
局
占
》
的
設
計
比
較
」。

（
（（
（ 　
「
新
有
善
銅
」
方
格
規
矩
四
神
鏡
銘
「
新
有
善
同
（
銅
（
出
丹
陽
、

治
銀
錫
清
且
明
、

尚
方
御
竟
（
鏡
（
大
毋
傷
、
左
龍
右
虎
辟
不
羊
（
祥
（、
朱
鳥
玄
武
順
陰
陽
、
子
孫
備
具

居
中
央
、寿
敝
金
石
如
侯
王
」（
鈴
木
博
司
編
『
守
屋
孝
蔵
蒐
集　

方
格
規
矩
四
神
鏡
図
録
』

カ
ラ
ー
図
版
三
（。「
王
氏
作
」
方
格
四
神
鏡
銘
「
王
氏
作
竟
（
鏡
（

（
四
（
夷
服
、
多

賀
新
家
民
息
、
胡
虜

（
殄
（
滅
天
下
復
、
風
雨
時
節
五
穀
孰
（
熟
（、
長
保
二
親
子
孫
力
、

官
位
尊

蒙
禄
食
、
傳
告
後
世
楽
毋

（
極
（、
大
利
兮
」（
中
野
徹
編
著
『
和
泉
市
久
保

惣
記
念
美
術
館
蔵
鏡
図
録
』
図
二
〇
（。

図
版
出
典

図
1
a　

陳
佩
芬
編
『
上
海
博
物
館
蔵
青
銅
鏡
』
図
二
七
。

図
1
b　

樋
口
隆
康
『
古
鏡
図
録
』
図
四
五
。

図
1
c　

中
野
徹
編
著
『
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
鏡
図
録
』（
一
九
八
五
年
（
図
二
〇
。

図
（　

中
野
徹
編
著
『
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
鏡
拓
影
』（
一
九
八
四
年
（
図
二
〇
。

図
（　

林
巳
奈
夫
「
漢
鏡
の
図
柄
二
、
三
に
つ
い
て
」
挿
図
一
〇
。

図
（　

梁
上
椿
『
巌
窟
蔵
鏡
』
第
二
集
上
、
図
一
五
。

図
（　

水
野
清
一
編
『
世
界
美
術
全
集
』
第
十
三
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
六
二
年
（
図
七
八
。

図
（　

樋
口
隆
康
『
古
鏡
図
録
』
図
六
一
。

図
（　

湯
池
主
編
『
中
国
画
像
石
全
集
四
』（
山
東
美
術
出
版
社
等
、二
〇
〇
〇
年
（
図
一
五
四
。

図
8　

 

南
京
博
物
院
、山
東
省
文
物
管
理
処
編『
沂
南
古
画
像
石
墓
発
掘
報
告
』図
版
一
八
―
四
。

図
9　

鈴
木
博
司
編
『
守
屋
孝
蔵
蒐
集　

方
格
規
矩
四
神
鏡
図
録
』
カ
ラ
ー
図
版
二
。 

図
（0　

廣
川
守
編
『
泉
屋
博
古　

鏡
鑑
編
』（
泉
屋
博
古
館
、
二
〇
〇
四
年
（
図
二
三
。

図
（（　

梁
上
椿
『
巌
窟
蔵
鏡
』
第
二
集
上
、
図
六
八
。

図
（（　

水
野
清
一
編
『
世
界
美
術
全
集
』
第
十
三
巻　

図
七
八
。

図
（（　

梁
上
椿
『
巌
窟
蔵
鏡
』
第
二
集
上
、
図
一
五
。

図
（（　

 

臨
沂
市
博
物
館
「
臨
沂
的
西
漢
甕
棺
、磚
棺
、石
棺
墓
」（『
文
物
』
一
九
九
八
年
一
〇
期
（

図
一
二
。

図
（（　

山
田
慶
兒
「
古
代
人
は
自
己
‒
宇
宙
を
ど
う
読
ん
だ
か
‒
「
式
盤
」
の
解
読
」
図
九
。

図
（（　
『
中
華
人
民
共
和
国
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
文
物
展
』（
読
売
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
（
図
五
七
。

図
（（
a　

 

東
京
国
立
博
物
館
等
編
『
中
国
戦
国
時
代
の
雄　

中
山
王
国
文
物
展
』（
日
本
経
済
新

聞
社
、
一
九
八
一
年
（
図
四
四
。

図
（（
b　

 

湖
北
省
博
物
館
、
孝
感
地
区
文
教
局
、
雲
夢
県
文
化
館
漢
墓
発
掘
組
「
湖
北
雲
夢
西

漢
墓
発
掘
簡
報
」
図
三
九
。

図
（8　

黒
川
古
文
化
研
究
所
資
料
。

図
（9　

黒
川
古
文
化
研
究
所
資
料
。

図
（0　

黒
川
古
文
化
研
究
所
資
料
。

図
（（　

黒
川
古
文
化
研
究
所
資
料
。

図
（（　

黒
川
古
文
化
研
究
所
資
料
。

図
（（　
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図
（（
a　

黒
川
古
文
化
研
究
所
資
料
。

図
（（
b　
『
中
国
青
銅
器
全
集
』
第
一
六
巻　

銅
鏡　

図
二
四
。

図
（（
c　

黒
川
古
文
化
研
究
所
資
料
。 

図
（（　

 
長
沙
市
博
物
館
編
『
楚
風
漢
韻　

長
沙
市
博
物
館
蔵
鏡
』
図
一
〇
。

図
（（　

陳
佩
芬
編
『
上
海
博
物
館
蔵
青
銅
鏡
』
図
一
一
。

図
（（　

熊
建
華
「
楚
鏡
三
論
」
図
四
。

図
（8　

 

湖
北
省
博
物
館
、
北
京
工
芸
美
術
研
究
所
編
『
戦
国
曽
侯
乙
墓
出
土
文
物
図
案
選
』（
長

江
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
四
年
（
九
頁
上
。
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図
（9　

 

東
京
国
立
博
物
館
編
『
漆
で
描
か
れ
た
神
秘
の
世
界
―
中
国
古
代
漆
器
展
―
』
図
一
四

―
三
。

図
（0　

 

湖
北
省
博
物
館
、
北
京
工
芸
美
術
研
究
所
編
『
戦
国
曽
侯
乙
墓
出
土
文
物
図
案
選
』
九

頁
下
。

図
（（　

梁
上
椿
『
巌
窟
蔵
鏡
』
第
一
集
、
図
七
九
。

図
（（
a　

 
四
川
省
文
物
考
古
研
究
所
、
三
星
堆
博
物
院
、
三
星
堆
研
究
院
編
『
三
星
堆
出
土
文

物
全
記
録　

青
銅
器
』（
天
地
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
（
図
一
四
六
―
一
。

図
（（
b　

 『
三
星
堆　

中
国
五
千
年
の
謎
・
驚
異
の
仮
面
王
国
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
（

図
四
七
。

図
（（　

 

湖
北
省
博
物
館
、
北
京
工
芸
美
術
研
究
所
編
『
戦
国
曽
侯
乙
墓
出
土
文
物
図
案
選
』
八

頁
上
。

図
（（　

長
沙
市
博
物
館
編
『
楚
風
漢
韻　

長
沙
市
博
物
館
蔵
鏡
』
図
一
二
。

図
（（　

 

梅
原
末
治
編
『
漢
以
前
の
古
鏡
の
研
究
』
図
版
二
一
―
二
。

図
（（　

 

李
学
勤
、
艾
蘭
編
著
『
欧
洲
所
蔵
中
国
青
銅
器
遺
珠
』
図
一
五
八
。

図
（（　

 

湖
北
省
博
物
館
、
北
京
工
芸
美
術
研
究
所
編
『
戦
国
曽
侯
乙
墓
出
土
文
物
図
案
選
』
八

頁
下
。

図
（8　

殷
滌
非
「
西
漢
汝
陰
侯
墓
的
占
盤
和
天
文
儀
器
」
図
二
―
二
左
。

図
（9　

厳
敦
傑
「
式
盤
綜
述
」
図
五
。

図
（0　

殷
滌
非
「
西
漢
汝
陰
侯
墓
的
占
盤
和
天
文
儀
器
」
図
二
―
二
右
。

図
（（　

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
等
「
湖
南
慈
利
石
板
村
三
六
号
戦
国
墓
発
掘
簡
報
」
図
一
〇
。

補
図
（　

川
見
典
久
氏
整
図
。

補
図 

（　

饒
崇
頣
、
曽
憲
通
『
楚
帛
書
』
図
一
。

補
図
（　
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Rear Cover Poket.

補図１　内行花文鏡の天極及び九天概念図　川見典久氏整図
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補図2　長沙子弾庫楚墓出土　帛書　戦国　（8.（×（（㎝　メトロポリタン美術館蔵

補図3　同（模本）


