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先
月
号
の
銅
鏡
の
話
の
続
き
で
は
な
い

で
す
が
、私
達
の
住
む「
鏡
野
」の
地
名
に

は
ど
の
よ
う
な
由
来
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　
「
鏡
野
」
の
地
名
は
、
昭
和
二
七
年

（
一
九
五
二
）
に
芳
野
・
小
田
・
中
谷
・

大
野
・
香
々
美
南
・
香
々
美
北
の
六
か
村

が
合
併
し
た
際
に
新
た
に
作
ら
れ
た
名
称

で
、
古
く
か
ら
存
在
し
た
地
名
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
は

「
昔
、
こ
の
地
で
鏡
を
作
っ
て
い
た
か
ら
」

と
い
う
漠
然
と
し
た
答
え
が
頭
に
浮
か
ぶ

方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
昭
和
二
七
年

の
合
併
か
ら
間
も
な
く
書
か
れ
た
と
思
わ

れ
る
「
鏡
野
町
合
併
資
料
」
に
は
町
名
の

由
来
に
つ
い
て
、

上
古
の
頃
、
鏡
作
り
の
業
を
以
て
朝
廷

に
奉
仕
し
た
る
部
族
を
鏡か

が
み

作つ
く

部り
べ

と
云い

っ

た
が
、
こ
の
族
類
は
古
く
か
ら
こ
の
地

方
に
土
着
し
て
、
こ
の
地
域
の
開
発
に

当
た
っ
て
い
た
。
即す

な
わ

ち
鏡
は
苫
田
郡
開

発
の
創
始
者
で
あ
る
鏡
作
部
の
故
事
に

由
来
し
、更
に
香
々
美
北
・
香
々
美
南
・

大
野
が
往
時
「
香
々
美
荘
」
と
い
っ
て

い
た
も
の
に
ち
な
ん
で
い
る
。
鏡
野
の

「
野
」は
小
田
・
中
谷
・
芳
野
が「
野の

介け

荘
」

と
呼
ん
で
い
た
意
味
を
含
め
て
野
と
つ

け
た
も
の
で
あ
る
。

と
書
か
れ
て
お
り
、
鏡
作
り
の
伝
説
が
町

名
の
由
来
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

よ
う
で
す
。

　

こ
の
由
来
の
鏡
作
部
の
説
明
部
分
の
文

章
は
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
刊
行

さ
れ
た
『
苫
田
郡
誌
』
の
中
の
「
鏡
作
部

の
土
着
」
の
項
を
引
用
し
て
い
る
よ
う
で

す
が
、『
苫
田
郡
誌
』
の
中
で
は
こ
の
他

に
も
、
平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
古
代
の

氏
族
名
鑑
で
あ
る
『
新し

ん

撰せ
ん

姓し
ょ
う

氏じ

録ろ
く

』
の
中

で
、
鏡
作
り
に
従
事
し
て
い
た
一
族
に
鏡

作
部
・
鏡か

が
み
つ
く
り
の
む
ら
じ

作
連
・
竹
田
連
・
竹
田
川
邊

連
な
ど
の
姓
が
あ
り
、
苫
田
郡
内
に
香
々

美
・
竹
田
の
地
名
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ

し
て
鏡
作
部
の
祖
神
（
石い

し

凝こ
り

姥ど
め
の

命み
こ
と）
が
、

当
時
は
苫
田
郡
で
あ
っ
た
美
作
国
一
宮
の

中
山
神
社
（
津
山
市
一
宮
）
に
祀
ら
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
を
鏡
作
部
存
在
の
根
拠
と

し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
実
際
に
町
内
に
鏡
を
作
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
遺
跡
や
、
そ
う

し
た
事
実
を
記
録
し
た
文
献
な
ど
は
存
在

し
ま
せ
ん
の
で
、
考
古
学
・
歴
史
学
の
観

点
か
ら
鏡
作
部
が
土
着
し
て
鏡
を
制
作
し

て
い
た
こ
と
は
証
明
で
き
ま
せ
ん
。

　

立
石
盛
詞
氏
は
、
鏡
作
部
の
伝
説
は
大

正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
に
刊
行
さ
れ
た

『
中
山
神
社
資
料
』
に
あ
る
「
中
山
神
社

祭
神
考
」
が
初
見
で
、
古
く
か
ら
伝
わ
っ

て
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

「
香
々
美
」
の
地
名
は
川
の
上
流
を
意
味

す
る
「
川
上
」
か
ら
転て

ん

訛か

し
た
も
の
と
推

定
し
て
い
ま
す
。

　

香
々
美
（
＝
香
美
）
の
地
名
は
、
長
岡

京
出
土
木
簡
の
中
に
「
苫
田
郡
香
美
郷
」

の
墨
書
が
あ
る
よ
う
に
、
古
代
か
ら
あ

る
地
名
で
す
。「
香
美
」
の
漢
字
表
記
は
、

和
銅
六
年
（
七
一
三
）
の
「
諸
国
の
地
名

は
縁
起
の
好
い
漢
字
二
字
で
表
記
す
る
よ

う
に
」
と
い
う
政
策
（
好
字
二
字
令
）
に

よ
っ
て
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ

以
前
か
ら
「
か
が
み
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が

「
鏡
」「
川
上
」
の
ど
ち
ら
に
ち
な
む
の
か

は
、
現
段
階
で
は
明
確
な
答
え
は
出
せ
ま

せ
ん
。
湊
哲
夫
氏
は
、
鏡
作
部
が
こ
の
地

で
鏡
を
作
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
中
央

（
都
や
そ
の
周
辺
）
で
鏡
作
り
を
行
う
工

人
の
生
活
な
ど
を
支
え
る
た
め
の
農
民

集
団
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ

を
肯
定
す
れ
ば
「
鏡
」
が
起
源
と
な
る
で

し
ょ
う
。

　
「
か
が
み
」の
地
名
は
全
国
各
地
に
存
在

し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
名
が
ど
の
よ
う
な

場
所
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
地
名
の
由
来

が
何
で
あ
る
の
か
を
調
べ
る
こ
と
で
、
何

か
ヒ
ン
ト
が
つ
か
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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