
漢
鏡
規
矩
文
の
意
匠
に
つ
い
て

漢
鏡

規
矩
文

の
意
匠

に

つ
い
て

高

田

克

己

漢
代
の
儒
教
社
会
で
は
、

「
礼
」

の
思
想
に
よ
る
形
式
主
義
が
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
は
造
形
的
記
念
物
を
は
じ
め
、
小
文
物
の
文
様

に

い
た
る
ま
で
、
そ
の
象
徴
的
性
格
が
表
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
象
徴
形
は
単
に
具
体
的
物
象

の
表
現
に
と
ど
ま
る
の
み

で
は
な
く

て
、
抽
象
的
形
体
を
も
創
り
出
し
た
。
古
代
人
の
生
活
的
体
験
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
感
覚
的
表

現
と
も
み
ら
れ
る
、
円
と
方
形
に
は
じ
ま
る
。
す
な
わ
ち
天
円
地
方
で
あ
る
。

正
円
と
方
形
の
描
画
器
具
で
あ
る
規

(
両
脚
器
)
と
矩

(矩
尺
)
は
、
創
造
生
産
の
男
女
神
、
伏
義
と
女
蝸

の
所
有
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
い
る
。
後
漢
代

の
画
象
石
を

は
じ
め
唐
代
の
南
画
な
ど
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
陽
神
の
象
徴
と
し
て
の
伏
義
の
手
に
は
陰

の
象
徴
で
あ
る
矩
を
、
陰
神
で
あ
る
女
蝸
の
手
に
は
陽

で
あ
る

規
が
握
ら
れ
て
い
る
。
陰
陽
合
体

の
姿
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
規
と
矩

の
具
体
物
を
記
標
に
し
て
鏡
背
の
文
様
に
配
し
た
の
が
規
矩
文
鏡

で
あ
る
。

こ
こ
に
は
そ
の
背
文
の
規
矩
と
鏡
体
と
の
関
係
を
古
代
規
矩
法
研
究
の

一
端
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
と
く
に
そ
の
資
料
は
京
都
博
物
館
刊
行

の

『守
屋
孝
蔵
蒐
集
方
格

規
矩
四
神
鏡
図
録
』
①
に
依

っ
た
。
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日
本

で
中
国

の
銅
鏡
研
究
の
初
期
に
は
、
同
心
円
を
は
じ
め
四
神
や
動
植
物
文
な
ど

の
曲
線
状
の
図
柄
の
中
に
、
突
如
と
し
て
直
線
状
図
柄
で
T
と
L
と
V
字
型
が
加

わ

っ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
意
味
が
判
ら
な
い
ま
ま
に
、
俗
に
T
L
V
鏡
と
称
え
た
。
し
か
し
後
に
原
田
淑

人
博
士
は
、

こ
れ
を
規
矩
鏡
と
し
た
。

こ
の
T
L
V
の
も

つ
意
味
に
つ
い
て
、

駒
井
和
愛
博
士
は
、

漢
代
に
盛
行
し
た
六
博

の
局
面
や
漢
測
日
暑
、

漢
厭
勝
銭
に
も
同
種
の
も
の
が
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
推
論
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
T
L
が
地
の
四
方
、
天

の
四
方
を
表
わ
し
、
V
は
天
の
四
維
を
示
し
隅
角

を
表
わ
し
た
も
の
の
よ
う
だ
と
し
、
天
円
地
方

の
思
想

に
も

と
ず
い
た
装
飾
文
様
で
あ
る
と
し
た
。
②

さ
ら

に
鈴
木
博
司
氏
は
、
内
区
外
側
を
め
ぐ
る
円
形

の
帯
は
天
を
表
わ
し
、
中
央

の
方
格
は
地
を
表
わ
し
て
い
て
、
規
矩
は
方
位

の
観
念
を
表
現
し
た
も
の
と
い
え
よ

う
、
と
解
説
し

て
い
る
。

そ
し
て
T
L
を
規

(
コ
ン
パ
ス
)
な
り
矩

(
か
ね
ざ
し
)
に
見
た
て
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
③
そ
の
他

の
書
に
お
い
て
も
同
様

の
記
述
が
あ

る
が
、

い
ず
れ
も
T
L
V
の
各

々
に
つ
い
て
は
確
実
な
名
称

の
指
示
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

前
漢

で
は
、

は
じ
め
統
治
法

の
正
統
思
想
が
法
術
で
あ
り
、
中
央
集
権
的
な
秦
の
旧
制
に
な
ら

っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
古
礼
を
秦
制
に
よ

っ
て
折
衷
す
る
と

い
う
積
極

的
な
意
味
か
ら
で
あ

っ
た
。
し
か
し
後
に
中
国
の
統

一
に
成
功
し
た
漢
朝
で
は
、
儒
術
を
用

い
よ
う
と
す
る
復
古
的
な
改
革
説
が
台
頭
し
て
、
儒
家
は
礼
教
主
義
的
改
革

論
を
唱
え
た
が
、
保
守
勢
力
に
妨
げ
ら
れ
て
容
易
に
実
行
で
き
な
か

っ
た
。
し
か
し
よ
う
や
く
そ
れ
を
実
行
し
た

の
が
王
葬

で
あ

っ
た
。
④
規
矩
鏡
は
、
こ
の
時
代
に
生

産
さ
れ
た
も
の
が
多

い
。
し
か
し
旧
新
に
か
か
わ
ら
ず
典
を

「
礼
」

に
求
め
よ
う
と
し
た
。
社
会
秩
序
す
な
わ
ち
礼
制
の
核
が
こ
こ
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
孟
子
』

「
離
婁
」

に

聖
人
既
端
目
力
焉
、
継
之
以
規
矩
準
縄
、
以
為
方
員
平
直
、

不
可
勝
用
也
…
以
六
律
正
五
音
…
継
之
以
不
忍
人
之
政
、
而
仁
覆
天
下
莫
。

と
あ
る
よ
う
に
、
規
矩
や
準
縄
が
あ

っ
て
、
物

の
造
作
は
そ
の
基
準
に
し
た
が

っ
て
成
り
、
人
の
行
為
思
想
に
は
、
準
拠
す
べ
き
も
の
、
物
事
に
は
互
に
法
る
べ
き
規

則
が
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
準
は
水
平
を
測
る
た
め
の
水
も
り
で
、
縄
は
垂
直
を
作
る
す
み
な
わ
で
あ

っ
て
、
転
じ
て
人
の
本
性
が
平
と
直

で
あ
り
、

そ
の
行
為
や
社
会
道
徳
に
は
規
範
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
は
、
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。

漢
鏡
規
矩
文
の
意
匠
に
つ
い
て

一一51-一



漢
鏡
規
矩
文
の
意
匠
に
つ
い
て

＼
ノ

第一 図

径12.2cm璃玉象眼金銅装鏡

52



漢
鏡
規
矩
文
の
意
匠
に
つ
い
て

fAl

6

5・

4

3

2

1

ア A
,一

ノ

　

～

一

N

/＼

Aノ

o/二 郷 、 ＼ ＼
＼1」 猛 N/

＼

「

冒

1

・a

.一 は3尺

AB'は1尺2寸

abは3寸

ノ＼

ab=0-1-2-3… 円 周の 売

第二 図(A)方 格規矩蠕蠣文鏡

個 圭 壁 規 画 図

そ墨18.45cm

lBl

一53一



漢
鏡
規
矩
文
の
意
匠
に
つ
い
て

第

一
図
に
と
り
あ
げ
た
戦
国
鏡
の
外
縁
は
、
白
玉
で
絡
縄
文
を
表
わ
し
て
い
る
。
第

二
図
の
秦
末
か
ら
漢
代
初
期
の
も

の
と
み
ら
れ
る
幡
蟷
文
鏡

に
も
、
内
外
区
の
境

に
細
目
の
縄
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
。
後
に
説
く
規
矩
鏡
の
外
縁
部
を

一
段
高
く
し
て
、
放
射
状

の
鋸
歯
文

(
日
月
光
文
か
)
や
雲
文
を
お
く
こ
と
で
、
こ
れ
を
天
の
象
徴

部
分
と
見
る
な
ら
ば
、

一
段
低
く
し
た
内
区
の
櫛
歯
文
は
す
な
わ
ち
絡
縄
文
で
、
そ
れ
か
ら
内
方
は
人
部
と
解
し
、
方
格
を
地
部
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が

っ

て
こ
の
場
合
、
櫛
歯
状

の
文
様
は
絡
縄
文
を
装
飾
的
に
便
化
し
た
も

の
と
考

え
て
よ
い
。
さ
き
に
も
あ
げ

た
よ
う
に
縄
は
人
性
の
直
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
人
倫
社
会
の

秩
序

の
覇
絆
と
し
て
、

つ
ま
り
規
範
内
に
人
は
活
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
す

べ
て
鏡
背

の
約
束
さ
れ
た

一
定

の
場
に
あ
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
証
で

あ
ろ
う
。

ま
た
方
格
に
T
字
状
を
必
ず
接
着
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
が
準
で
あ
る
。
造
作
の
施
工
に
は
基
本
的
な
工
具

の
水
準
器
、
す
な
わ
ち
水
盛
器
が
必
要
で
あ
る
が
、
地

の
平

で
あ
る
こ
と
か
ら
国
の
泰
平
を
、

そ
し
て
人
間
社
会

の
平
和
で
あ
る
こ
と
を

願
う
意
味

に
な

っ
て
い
る
と

解
す
る
。

こ
の
T
型
の
水
準
器
は
、
後
世
に
な
る
が

宋
代

の

『営
造
法
式
』
⑤
に
は
同
じ
原
理
か
ら
進
歩
し
た
と
思
わ
れ
る
T
型
器
具
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
準
器
は
水
を
容
れ
る
平
軸
の

一
字
型
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。

次
に
L
型
が
矩
で
あ
る
こ
と
は
、
画
象
石
や
畠
画

に
見
ら
れ
た
伏
義
の
手
に
持

つ
も

の
か
ら
わ
か
る
の
で
あ
り
、
V
型
は

こ
の
場
合
両
脚
器
で
あ

っ
て
、
女
嫡

の
手
に

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
了
解
で
き
る
。

こ
れ
に
は
二
種

の
規
型
が
あ

っ
て
、
両
脚
で
鋏
状
の
も

の
と
、
他
方
は
'
型

の
も
の
と
で
あ
る
。
羽
は
中
心
軸
に

」
形

の
支
針
を
差
し
込
む
装
置
で
、
そ
の
差
し
込
み
の
巾

の
加
減
で
半
径
の
大
小
を
つ
く
る
具
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
半
径
の
限
度
が
小
さ
く
、
主
と
し
て
小
工
作
に
使
用

す
る
か
、
粘
土
や
板
盤
上
な
ど
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
規
矩
術
の
原
図
に
考
案
試
行
す
る
に
は
適
当
し
た
と
思
わ
れ
る
。
現
代
で
も
伝
統

工
芸
の
漆
芸
家
の
所
有

す
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。

一
五
ー

二
〇
糎
程
度
の
軸
長
の
も

の
で
あ

っ
た
。
ま
た
こ
の
型
は
木
工
具
と
し
て
の
金
属
製

の
つ
ぼ
錐
に
も
あ
る
。

規
矩
文
鏡

の
規
の
配
置
は
四
隅
に
あ
る
が
、
例
え
ば
第
四
図
に
み
る
よ
う
な
図
柄

で
は
円
半
径

の
中
心
位
置
で
あ
る
。
そ
の
他
で
も
規
矩
意
匠
上
で
は
要
点
に
な
る
。

以
下
各
図
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

第

一
図

破
璃

玉
象

眼
金
銅
装

鏡

青

銅

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

フ
オ
ッ
グ
美
術
館

(世

界
美
術
全
集

12

角

川
)

戦

国
中

期

の
も

の
と
さ
れ

て
い
る
。

洛
陽

金
村

発
掘

と

伝
え
る
。

鉦
は
ト

ン
ボ
玉

の
ガ
ラ

ス
、
鉦
座

は

白

玉
、
内

区
も

ト

ン
ボ
玉
を
な
ら

べ
た
ガ
ラ

ス
、

縁
は
白
玉
で



絡

縄
文

を
表
わ

し

て

い
る
。
内

区
も

鉦
座
も

、

こ
の
同

心

円

区
劃

に
し

た
が

っ
て
嵌
入

し
た

も

の

で
、

寸

法
を
合

わ

せ
る
た

め
に
は
、

正
確

な
規
画

が

な
さ
れ

て

い
る
わ

け

で
あ

る
。
内

区
は

絡
縄

を
表
わ

し

た
外
縁

に
内
接

し

た

方
形

に
さ
ら

に
内
接

し

た
規

円
か

ら

で
あ
る

。

こ
の
よ
う

に
内

外
接

し

て
鉦

の
核

に

い
た
る

ま

で
繰

返
さ
れ

る

こ
と
が

九
回
を
数

え

る

の
で
あ
る
。

(
九
重

の
象
数

に
あ

た

る
)
こ
れ
に

は
鉦

の
機
能

は
な

い
。

王
者

の

象
徴

的
意
味

を
も

っ
て

い
る
。

こ
れ

を
比
例

に

よ

っ
て
み
れ
ば
、

全

鏡
円

の
半
径

を

10
と
し

た
と
き
、

内

区
と

の
境

の

7
、
a
で
あ

り
、

中

心
位
置

の
5
、
b
と

舗
、
c
の
鉦

座

に
な

り
、

%
、
d

か
ら

順

次
内
方

に
進
み
、

幡
、
e

が

紐

の
ト

ン
ボ
玉

に
な
る
。
単

純
な

円
方

の
構

成

で
あ

る
。

第

二
図
囚

方
格
規
矩
婚
蟷
文
鏡

東

京

博

物

館

秦
末
漢
初
年
代

の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
第

一
図
は
、
絡
縄
文
が
そ
の
ま
ま
外
縁

で
あ
る
が
、

こ
れ
は
縁
の
内
側
、

つ
ま
り
内
区
を
細

い
縄
で
囲
を

つ
く

っ
て
い
る
。

こ
の
縄

の
外
側

に
は
細
溝
を

つ
け
て
い
る
。

こ
の
内

区
は
全
鏡
円
に
内
接
し
た
六
稜
形
に
内
接
す

る
円
で
あ
る
。

(
象
数
と
象
形
を
も

つ
)
そ
の
円
内
に
内
、
外
接
す
る

円
と
方
と
に
よ

っ
て
区
画
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
方
格
を
定
め
て
い
る
。
規
と
矩
と
準
と
が
そ
の
中

に
割
付
け
ら
れ
て
い
て
、

こ
こ
に
容
易
に
図
読
で
き
る
と
お
り

で
あ
る
。

さ
き
の
戦
国
鏡

に
み
る
よ
う
な
単
純
さ
で
は
な
く
、
円
の
四
分
乃
至
八
分
割

に
よ
る
規
画
と
六
分
割
規
画
と
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
鉦
座
は
そ
の
輪
郭
が
明
瞭

で
は
な
い

が
、
準

器
の
水
平
軸
の
長
さ
が
ほ
ぼ
そ
の
直
径
に
等
し
く
見
え
る
。

こ
れ
を

一
定
の
巾

に
し

て
鏡
円
上
に
十
字
帯
状
に
矩
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
巾
長
を
円
周
上

に
と
れ
ば
円
周
は
十

八
分
し
巾

の
半
分
で
は
三
十
六
分
さ
れ
る
。
三
百
六
十

は
上
古
の
年
周

の
日
数
を
意
味
す
る
が
、

こ
れ
は

『
考
工
記
』

「
輪
人
」

に
み
て
き
た
輪
や

蓋

の
分
割
数
が
象
徴
数
に
な

っ
て
い
る
意
味
と
同
じ
で
あ
る
。
⑥
そ
し
て
そ
の
十
字
帯
形
は
第

二
図
個
の
よ
う
に

『爾
雅
』
に
記
さ
れ
た
圭
壁
の
形
を
規
定
し
た
規
画
法

と
も

一
致
す
る
。
⑰
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第
三
図

素
文
縁
方
格
規
矩
渦
文
塗
金
四
神
光
似
日
月
鏡

図
録

カ
ラ
ー
1

縁
に
は
文
様
を
も
た
な
い
平
ら
な
も
の
で
あ
る
。
内
区
を
同
心
円

で
二
分
し
て
お
り
、
そ
の
外
円

の
帯
は
渡
金
さ
れ
て
金
色
、
内
側
円
は
錆
銀
色
で
、
い
ま
は
錆
に
よ

ご

れ
て
い
る
が
、
も
と
は
す

こ
ぶ
る
美
し
い
鏡

で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
内
側

の
円
内

に
規
、
矩
、
準
、
を
配
置
し
て
い
る
が
、

こ
れ
に
は
縄
文

の
形

(
櫛
歯
文
)

漢
鏡
規
矩
文
の
意
匠
に
つ
い
て
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漢
鏡
規
矩
文
の
意
匠
に
つ
い
て

は
無

い
。
そ
し
て
日
月
光

(鋸
歯
文
)
も
も
た
な
い
。
規
、
矩
、
準

の
文
様
も
方
格
も
単
凸
線
で
あ
る
。
前
漢
後
半

の
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
他
の
文
様

そ
の
他
に
つ

い
て
は
鈴
木
氏
に
よ
る
図
版
解
説
に
詳
し
い
。

規
画
の
順
序
を
示
せ
ば
、
ま
ず

こ
の
全
鏡
円
は
、

3
:
4

:
5
の
比
を
持

つ
直
角

三
角
形
、
す
な
わ
ち
勾
股
玄
の
比
に
よ

っ
て
、
玄
長
を
10
、

a
と
し
た
半
径
に
よ
る

規
円
か
ら
な
る
。
⑧

こ
れ
を
第

一
次
比
円
と
す
る
。

こ
の
と
き
股
長
は
8
、
b
で
あ
る
。
次
に
全
鏡
円
に
内
接
正
方
形
を
と
る
。
そ
れ
に
内
接
し
た
円
の
半
径
7
、

c
が

内
区
線
に
な
り
こ
れ
が
第
二
次
比
円
で
あ
る
。

そ
の
差
が
内
、

外
区
の
巾
帯
に
な
る
。

内
区
は
縁
か
ら
斜
面
を
な
し
て
低
く
な
る
。

つ
ま
り
8
と
の
差
1
が
斜
面
巾
帯

で
あ
る
。
以
下
内
、
外
接
に
交
互
に
で
き
る
接
点
か
ら

二
重
円
周
と
し
て
進
む
が
、
ま
ず
内
区
の
二
分
帯
を
規
画
す
る
。

そ
し
て
規
、
矩
、
準
の
配
置
も
、
方
格

の
形
も

以
下
図
読
に
よ

っ
て
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

(
以
下
次
比
円
は
暑
し
て
次
円
と
す
る
)

さ
て
鉦
の
円
周
に
内
接
し
た
方
形

の

一
辺
長
は
、
準
と
矩

の
水
平
巾
長
に
等
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
や
は
り
圭
壁
型
を
内
蔵
し
た
企
画
と
み
ら
れ
る
。
C
円
周

で
二
十
八
分
割

に
な
る
。
列
星
の
象

で
あ
る
。

第
四
図

唐
草
文
縁
方
格
規
矩
四
神
鏡

図

録

45

八
乳
八
像
式

で
あ
る
。
後
漢
中
期

の
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
描
線
の
整

っ
た
佳
鏡
で
あ
る
。
文
様
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
図
版
解
説
に
詳
し

い
。

こ
れ
の
絡
縄
文
は
、
や
や
装
飾
風
に
形
式
化
し
て
い
わ
ゆ
る
櫛
歯
文

に
近
く
な

っ
て
い
る
。

(
し
か
し
斜
線
で
あ
る
こ
と
に
注
目
)
形
式
化
の
過
程
が
見
ら
れ
る
も

の

で
あ
る
。
規
、
矩
、
準
、
や
方
格
の
す

べ
て
に
小
溝

を
も

っ
て
二
重
線
を
現
わ
し
て
い
る
。

第
三
図
と
同
様
に
3
;
4
:
5
比

(古
来
神
聖
数
比
と
し
て
い
る
)

に
よ
る
円
周
が
つ
く
ら
れ
る
。

(
古
く
は
こ
れ
か
ら
五
稜
に
し
た
も

の
か
)
全
半
径
を

10
、

a
と

し
て
、
そ
の
股
は
比
8
、
b
で
あ
る
。

こ
れ
が
第

一
次
円
で
あ
る
。

次
に
全
鏡
円

の
内
接
正
方
形
か
ら

c
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
内
接
す
る
円
を
第

二
次
円

に
と
り
、
以
下
順
次
そ
の
繰
り
返
し
を
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
各
円
と
方
形
と
が
主

要
位
置
を
と

っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
こ
に
前
図

の
よ
う
に

二
重
円
の
規
画
が
あ
る
。

ま
た
全
鏡
規
円
の
半
径

で
円
周
を
分
割
規
画
の
と
き
、
最
初
に
6
分
割

の
各
点
が
で
き
る
。

そ
れ
に
よ

っ
た

六
稜
形

の

一
辺
に
内
接
し
た
円
の
d
か
ら
第

三
次
円

に



な
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
鏡
背
文
は
、
同
心
で
三
重
に
発
し
た
円
周
か
ら
展
開
し
た
意
匠
で
あ
る
。
そ
し
て
八
乳
の
位
置
も
定
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
に
は

円
周
を
四
、
五
、
六
、
八
分
す
る
よ
う
な
基
本
的
分
割
線
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
準
と
矩

の
巾
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
鉦
を
中
心
に
十
字
帯

の
交
叉
に
よ
る
正
方
形
が
、
鉦
内
方
形
と
合
致
す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
巾
長
が
絡
縄
文

(
櫛
歯
文
)
帯

の

外
円
周
を
三
十

分
す
る
。
こ
れ
は
ま
た
月

の
三
十
日
の
数
を
象
ど

っ
て
い
る
。
(
『
考
工
記
』

「
輪
人
」

の
輪
輻

に

一
致
す
る
数
で
あ
る
)

第
五
図

四
神
唐
草
文
縁
円
圏
規
矩
四
神
新
興
辟
雍
鏡

図
録

カ
ラ
ー
2

銘
帯

に
あ
る
主
銘
文
に

『前
漢
書
』

「
王
葬
伝
」

の

一
部
分
が
記
さ
れ

て
い
る
。
か
ね
て
か
ら
注
目
の
良
質

の
白
銅
鏡
で
あ
る
。
通
例
鉗

の
区
を
か

こ
む
方
格
が
、

こ

れ
で
は
円
圏
で
あ
る
。
ま
た
四
葉
座

の
外
に
九
箇
の
小
円
座
乳
が
あ
り
、
さ
ら
に
大
き
い
方
格

に
相
当
す
る
と
こ
ろ
も
円
圏

で
あ
る
。
そ
の
外
側
の
大
円
座
乳
は
八
箇

で

あ
る
。

こ
う
し
て
同
心
円
を
多
く
も

っ
た
鏡

で
あ
る
が
、
外
縁
の

一
部
に
錆
に
よ
る
は
み
出
し
箇
所
が
目
だ

っ
て
い
て
、
な
お
反
り
に
よ
る
面
も
見
え

て
い
る
。
円
圏
が

幾
重
も
あ

っ
て
複
雑
で
あ
る
だ
け
に
、
思
い
つ
き
で
適
宜
に
同
心
の
円
分
が
な
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、

こ
こ
に
規
矩
法
の
分
析
図
で
わ
か
る
よ
う
に
、
す

べ
て
有
機
的
連
繋
の
も
と
に
あ
る
。

第

一
次
円
周

は
、
や
は
り
3

:
4

:
5
比
に
よ
る
積
矩
法

の
玄
長

a
で
、
全
鏡
円
半
径
比

10
を
と
れ
ば
、
股
長
8
、
ざ
が
内
鋸
歯

(光
芒
)
文

の
外
側
線
に
あ
た
る
。

　

次
に
こ
の

(
半
径
比
10
)
円
に
内
接
す
る
方
形
の

一
辺
の
中
点
げ

(比

7
1

つ
)
は
、
さ
ら
に
内
接
し
た
円
の
半
径
に
等
し
い
が
、
そ
れ
は
絡
縄

(
櫛
歯
)
文
帯

の
外

7

側
で
斜
面
帯
を
ふ
く
む
縁
文
帯
と

の
境
で
あ
る
。

こ
れ
を
第
二
次
円
と
す

る
。
外
区
は
天
の
縁
部
と
、
内
区
の
人
界
部
と
の
境
界
圏
線
に
な
る
。

こ
こ
で
は
第

二
次
円
は

こ
れ
だ
け
で
止
ま

っ
て
い
る
。

次
い
で
第
三
次
円
は
全
鏡
円
を

12
分
し
た

c
、
す
な
わ
ち
十

二
稜
形
の

一
辺
中
点
♂
に
内
接
し
た
円
周
で
あ
る
。

そ
こ
の
縁
文

の

外
側
に
は

細
線

を

つ
く

っ
て
い
る

(外
鋸
歯

(
光
芒
)
文
の
外
線
)
。
そ
の
円
に
内
接
の
六
稜
辺

の
中
点

d
I
♂

に
内
接
し
た
円
周
は
、
縁
文

の
中
に
あ
る

(
縁
文
様

の
単
位
分
割
用
か
)
。
以
下
内
接
方
円

は
銘
文
帯
内
側
線
か
ら
、
大
乳
座

の
中
心
位
置
、
さ
ら
に
は
方
格
に
か
わ
る
大
円
圏
の
内
側
線
、
そ
し
て
四
葉
と
鉦
座
を
か
こ
む
円
圏
と
な
り
鉦
に
い
た

っ
て
い
る
。

第
四
次
円
は
、
全
鏡
円
周
の
8
分
割
、
す
な
わ
ち
八
稜
形
辺
の
中
点

e
ー
♂

に
内
接

の
円
か
ら
は
じ
ま
る
。
外
鋸
歯
(光
芒
)
文

の
内
側
線
で
あ
り
、
さ
ら
に
櫛
歯

(
絡

漢
鏡
規
矩
文
の
意
匠
に
つ
い
て
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漢
鏡
規
矩
文
の
意
匠
に
つ
い
て

縄
)
文

の
内
側
線
に
い
た

っ
て
、
そ
の
あ
と
規
脚
の
位
置
に
な
る
。

次
に
第
五
次
円
が
あ
る
。
円
周

の
分
割

で
は
外
大
八
乳
座
の
た
め
に
は
、
す
で
に
規
画
線
が
あ
る
が
、
内
小
乳
の
九
座
に
い
た

っ
て
は
9
分
割
規
画
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
は
♂
円
周
を
9
分
し
た
♂
ー

f
間
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
内
外
接
は
進
ん
で
規
脚
の
分
岐
部
の
内
側
に
い
た
る
。

そ
の
他
細
部
も

図
読

で
き
る
よ
う
に

順
次
規
、

矩
、
準

の
位
置
が
決
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
規
矩
鏡
は
、
五
次

の
円
に
よ
る
構
成
か
ら
な

っ
て
い
て
複
雑
さ
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
鏡
円
の
円
周
分
割
と
内
、
外
接

の
究
極
に
お

い
て
は
、
前
鏡
と
同
様
に
矩
と
準

の
巾
長
が
基
準
に
な

っ
て
、
圭
壁
型
を

つ
く
り
象
徴
的
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
。

げ
円
周
を
三
十
分
す
る
。

¶

四

規
矩
鏡
の
意
匠
は
形
状
的
特
質
に
、
同
心
円
の
区
画
と
円
周
と
角
度

の
分
割

が
あ
る
。

て
検
討
し
て
き
た
集
約
を
第
六
図
に
掲
げ
る
。

す
な
わ
ち
割
円
の
法
が
あ

っ
た
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
規
画
法
に

つ
い

一62一

 

第
六

図

V
i
Ψ

、

H
ー
甘

軸

に
よ

っ
て
便
宜
上
、

規
円
を

四
区

に

分
ち
S

・
賜

・
馬

・
哉

区
と
す

る
。

ま
ず

定
円

を
、

そ

の
定
円

半
径

に
よ
る
規

で
四
等

分
割
す

る
。

そ

の
円

に
内

接
、
外

接
す

る
正
方
形

の
規
画

法
か
ら

は
じ
ま

る
。

　

　

S

区

$

軸
か

ら
理

軸
上

に
奇
数

尺
度
比

に
よ

る
規

画
例
を

あ
げ

る
。

内
、
外

接
す

る
円

方

の
関

係

か
ら
定
円

10

の
内
方

に

7
剛

・
5

・
調

・
%

・
弼

晒
と
縮
少

く

く

し

て
い
く
。
占
代

中
国

(
日
本

に
伝

え
ら
れ

て
)
の
意

匠

で
は

陽
数
と

さ
れ

て
賀

の
意
味

を
も

つ
象

徴
数

で

あ

る
。

そ

の
例
は

『礼

記
』

に
多

く
記

さ
れ
る
数

が
、

七

・五

・

三
で
あ

る
。
本
論

に
み

て
き
た

よ
う
に
戦

国
末
か
ら

前
漢
初

期

に
か

け

て
は
、

こ
の
規

画
が
単
純

に
用

い

ら
れ

て

い
る
。

し
か

し
、

こ
こ
に
三

の
数

比
は
出

て

こ
な

い
。

亀

区

そ

こ
で
縮

少
率

は
理
が
同

じ

で
あ

る
か
ら

12

・
胆

・
6

・
把

・
3
に
と

る
の
で
あ

る
。
㌦

軸

か
ら
甘

軸

上

で
あ

る
。

こ
の
場
合

は
定

円
比

10
を
延

長
し

て

12
と
す

る
。
十

と
十

二
数
は

五
対

六

の
比

で
あ
り
、

象
数

と

し

て
貴

ば

れ
た
数
値

で
あ

る

(十

干
十

二
支

)
。
ま

た

亀
軸

か
ら
W

軸
上

に
は

8

・
錨

・
4

・
爲

・
2

・
M



・
1
と
な
り
甘
軸
と
双
方
で
、
奇
と
偶
数
比
は
と
れ
る
こ
と
に
な
る
。

亀

区

最
初
の
規

の
操
作
過
程
で
、
規

の
軌
跡
は
定
円
周
を
6
等
分
、

12
等

分
す
る
。
さ
ら
に
順
次
そ
の
印
し
た
円
周
上
に
基
点
を
移
し
て
い
け
ば
、
円
周

の
偶

数
分
割
が
続
け
ら
れ
る
。
そ
の
点
間

の
辺
を
結
ぶ
こ
と
で
多
角
形
な
ら
び

に
多
く
の
矩
形
が
得
ら
れ
る
。

そ
れ
を
示
し
た
の
が

翫

に
も
か
か
る

矩
形
形
成
の

線
分
で
あ

る
。

こ
れ
ら
の
円
規
の
軌
跡

に
よ
る
弧
線
条

の
構
成
図
は
、
古
今
洋
の
東
西
で
装
飾
的
意
匠

の
要
因

に
な

っ
て
い
る
。

前
報
論
文
の

『考

工
記
』
か
ら
考
察

の

「
規
矩
考
」

で
は
、
三

・
四

・
五
比
の
勾
股
玄
算
法
に
よ

っ
た
奇

.
偶
数
の
規
画
を
集
約
図
に
示
し
た
が
、

に
み
れ
ば
、
む
し
ろ
本
図

の
方
が
古
法

で
は
あ
る
ま

い
か
と
思
え
る
。

規
矩
法
を
始
原
的

本
稿
で
は
規
矩
鏡

の
古
式
か
ら
、
順
次
に
五
例
を
解
折
図
と
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
規
矩
鏡

の
形
式
が
以
上
の
比
例
法
式

で
意
匠
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
資
料
の
図

録

の
す

べ
て
に
適
当
で
き
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

次
表
に
は
比
例
尺
度
を

10
と
し
た
各
部
位
に
つ
い
て
任
意
抽
出
の
こ
二
例
を
比
較
検
討
し

て
み
る
。

も

っ
と
も

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
細
部

の
差
異
が
あ
り
、
各
個
に

つ
い
て
は
計
測
の
誤
差

(製
作
、
生
産
時
の
過
程
を
も
ふ
く
め
て
)
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
第
四
図
第
五

図

の
よ
う
に
、
後
年
代
に
も
な
れ
ば
組
合
わ
さ
れ
た
規
円
を
も

つ
よ
う
な
場
合
も
あ

っ
て
、
す

べ
て
画

一
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
こ
と
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

　
　

こ
こ
で
面
径
の
最
短
は

L

㎝
最
長
は

L

㎝
で
あ
る
。

ぼ　

　

お
よ
そ
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
比
例
値
に
近
似

の
数
字
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
規
矩
法
式

の
存
在
が
確
証
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

縮
少
拡
大

の
た
め
に
は
基
準
寸
法
が
あ
る
。
小
は
工
芸
品
か
ら
建
築
や
都
城
計
画
に
ま
で
及
ぶ
形
跡
が
見
出
さ
れ
る
。

そ
の
計
算
法
は

こ
こ
に
省
い
た
が
、
古
算
経
に

表
わ
れ
た
矩
法
算
法

で
す

べ
て
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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規
矩
文
の
比
例表

紐か ら縁までの断面軸

は第六図のS1に あたる。

文様巾の内より外にab

cの 位置とする。

JC

7

E

8

G

9 資料

カ1

漢
鏡
規
矩
文

2

筐

ξ

讐

鉦 鉦 四 小 方
葉 方 乳 格座 座

格^
A

N讐 貸
稜

C

L

ぎ
∠

銘

帯
t文

酬
「

諾
文

1

L

縁 縁

文

r・
// ∠ ＼ ＼

,ー-

1

く

区 l
U

a

壱

ab

1

参

l

G

ab

r
AA'H a.bc

準

be

矩

レ 膠

tii

個数 直径cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 資料

1 11.5
(1.5)
A Ca V VL。 E G カ1

2 11.?
(1.5)
A C Vb Gb 12

3 11.8
(1.7)

A cQ Da Ea ℃a H H 2

4 13.85 A C,Tl VQLQ Eb 45

5 13.9
(1.5)
A CaTb Vゐ Eb Gb 40

6 14.4 A Td C。 Lb Gb Hヰ, 10

7 14.7
(t.s>
A Ta C。 Ub Ea GQ 1

S 16.1
(2.2)
A 晃 C。Tb VaL'a Vb Gb H。 11

9 16.3
(1.8)
A Ta C。Tl Lb D GQ Gb 23

10 16.4
(1.4)
A Ta 陽 VdLQ Ea G中 38

11 16.6 A B円 CFl V D。 Eb Gb カ2

12 16.6 A' CQTb VbLb Dα Ea .Ga 8

13 16.6 A B Tb Lc UbLb Eb Gb 43

14 16.7
(1.5)
A 鳴 Lゐ Db Ga Gb H中 7

15 17.1
(1.5)
A B TQ 鳴 VaLQ

,r

D
6

GQ Gb 3

16 18.3 g Ta LbD Ga Gb カ3

1? 18.3
(1.25)
A Ba B Tb LQ VL, Eb Gう 6

18
..

(z.$)
B Ta VbLb D Eb Gb 5

19 18.9 B Ta Cb 穐Lδ D Ga Hα 2?

20 20.8 Ba B T。 VQLa Da Eb Gう 4

21 20.9 B TQ 鳴 VQLQ DQ Eb Gb 30

22 21.1 A B CaTb VbLb Eb Gb 42

一64一



五

以
上
規
矩
鏡

の
意
匠
規
画
に

つ
い
て
考
察
を
加

え
て
き
た
。

こ
の
世
界

の
何
処
に
お
い
て
も
古
代
人
類
社
会

で
は
、
原
始
信
仰
的
内
容
を
も

つ
象
徴

の
芸
術
が
芽
生
え

た
。
中
国
で
は
殴
周
を
経
て
秦
漢
代

に
な

っ
て
も
、
そ
の
名
残
と
も
言
え
よ
う
陰
陽
五
行
の
信
仰
や
、
根
強
い

「
礼
」

の
思
想

の
も
と
で
芸
術
は
産
ま
れ
て
い
る
。
礼
制

社
会

に
憧
れ
て
礼
器

の
生
産
に
は
厳
格
な
規
格
が

つ
く
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
中
に
規
矩
法
が
造
形
的
思
考

の
も
と
で
育

っ
た
の
で
あ
る
。
以
来
中
国
特
有

の
幾
何
学
的
文

様
の
発
達
も
、

そ
の
影
響
下
に
成

っ
た
の
で
あ
る
。

礼
器
の
性
格
を
も

っ
た
銅
鏡
に
、
天
地
人
の
三
分
法
が
規
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
然

の
こ
と
と
い
え
る
。
鏡
背

に
人
界
の
部
が
存
在
し
て
い
る
の
は
、
銘
帯
を
は

じ
め
四
神
、
仙

人
、
禽
獣
、
花
文
な
ど
の
文
様
が
置
か
れ
る
こ
と

で
も
物
語

っ
て
い
る
。
そ

の
中
に
方
位
観
念

の
象
徴
や
、
人
間
生
活
の
基
調
に
な
る
道
徳
的
な
意
味

へ

の
転
化
の
表
現
と
し
て
規
矩
準
縄
を
配
し
、
国
家
社
会

の
平
穏
、
家

の
富

、
子
孫
繁
栄
な
ど
を
願
う
銘
文
は
、

人
界
の
こ
と
と
し
て
あ
る
の
だ
と
い
え
る
。
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漢
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規
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文
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意
匠
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つ
い
て

〔註
〕

④

守
屋
孝
蔵
蒐
集
方
格
規
矩
四
神
鏡
図
録

京
都
国
立
博
物
館

昭
四
五

・
二

②

駒
井
和
愛

-
中
国
古
鏡
の
研
究
第
八
節

岩
波
書
店

一
九

五
三

・
七

富
岡
謙
蔵

-
古
鏡
の
研
究

シ
ナ
古
鏡
図
説

(大
正
六

・
稿
)
丸
善

大
正
九

・
二

原
田
淑
人

・.古
鏡
の
図
紋
に
就
い
て

(昭
五

・
一
一
東
京
帝
博

・
講
集

・
第
九
冊
)
東
亜
古
文
化
研
究
所
収

⑧

前
掲
京
博

-
方
格
規
矩
四
神
鏡
図
録

・・鈴
木
博
司
総
説
及
び
図
版
解
説

後
藤
守

一
:
漢
式
鏡

(日

・
考
古

・
大
系
)
雄
山
閣

大

正
十
五

・
四

,
Q①

中
山
平
次
郎
博
士
説
の
紹
介
か
ら
画
象
石
に
み
る
棋
局

(六
博
)
図
で
西
域
的
要
因
が
あ
ろ
う
と
す
る
。

④

藤
川
正
敏

:
漢
代
に
お
け
る
礼
学
の
研
究

第
二
節
漢
の
時
代
相

風
間
書
房

昭
四
三

・
二

⑤

李
誠
撰

:
営
造
法
式
日
巻
二
十
九
商
務
印
書
館

こ
れ
に
水
平
真
尺
と
真
尺
を
あ
げ
る
。
竹
島
卓

一
-
営
造
法
式

の
研
究
に
も
載
せ
る
。

⑥

『考
工
記
』

「輪
人
」
に
輪
に
三
十
輻
を

つ
く
る
こ
と
を
、

『後
漢
書
」

「
輿
服
志
」

に
の
せ
る
ど
こ
ろ
で
は
輿
方
法
地

・
蓋
圓
象
天

・
三
十
輻
已
象
日
月
、

と
あ
る
。

⑦

高
田
稿

:

「規
矩
」
と
玉
型

昭
三
六

・
一
〇
日

・
建

・
学

・
論
集
第
69
号

⑧

高
田
稿

・・規
矩
考

大
手
女
大
論
集
第
七
号

鵠
密

蓋
弓

二
十
八
、
已
象
列
星

・.


