
　

弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の

遺
跡
で
発
見
さ
れ
る
遺
物
の
一
つ
に
銅
鏡

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
名
の
と
お
り
、青せ

い

銅ど
う（
銅

と
錫す

ず

の
合
金
）で
作
ら
れ
た
鏡
で
、多
く
は

特
徴
的
な
背は

い

文も
ん（
鏡
の
裏
面
に
あ
る
文
様
）

を
持
ち
ま
す
。
そ
の
文
様
に
よ
り
内な

い

行こ
う

花か

文も
ん

鏡き
ょ
う

、方ほ
う

格か
く

規き

矩く

鏡き
ょ
う

、三さ
ん

角か
く

縁ぶ
ち

神し
ん

獣じ
ゅ
う

鏡き
ょ
う

な
ど
に

分
類
さ
れ
ま
す
。

中
国
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
銅
鏡

　

当
時
の
銅
鏡
は
現
在
の
よ
う
な
姿
見
と

し
て
の
用
途
よ
り
も
、呪じ

ゅ

具ぐ

・
祭さ

い

具ぐ

と
し
て

の
意
味
合
い
が
強
い
も
の
で
し
た
。
東
ア
ジ

ア
社
会
の
中
心
国
家
だ
っ
た
中
国
王
朝（
漢か

ん

や
魏ぎ

な
ど
）へ
の
貢み

つ

ぎ
物
の
見
返
り
と
し
て

授
与
さ
れ
た
銅
鏡
は
、中
国
と
の
関
係
性
や

そ
の
後
ろ
盾
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、地

域
の
首
長
が
自
身
の
地
位
や
権
力
の
証あ

か
し

と

し
て
保
有
し
て
い
ま
し
た
。
銅
鏡
は
数
世
代

に
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
た
後
、有
力
者
の

墓
に
遺
体
と
と
も
に
納
め
ら
れ
た
た
め
、副ふ

く

葬そ
う

品ひ
ん

と
し
て
古
墳
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
で
す
。

　

ま
た
、同
じ
鋳い

型が
た

で
作
ら
れ
た
と
み
ら
れ

る
そ
っ
く
り
な
銅
鏡
が
日
本
各
地
の
古
墳

温
故
知
新 

～
う
と
学
だ
よ
り
～

問 

文
化
課 
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係
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鏡
か
ら
見
え
る
古
墳
時
代
の
宇
土

第 123 回

か
ら
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
銅
鏡
の
分
布
状

況
か
ら
は
、日
本
列
島
に
お
け
る
地
域
間
の

流
通
や
、ヤ
マ
ト
王
権
を
介
し
た
銅
鏡
の
分

配
な
ど
が
垣
間
見
え
、当
時
の
社
会
構
造
を

知
る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
り
ま
す
。

宇
土
で
発
見
さ
れ
た
銅
鏡

　

宇
土
市
内
で
も
、複
数
の
銅
鏡
が
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。
県
内
最
古
の
前
方
後
円
墳
と

い
わ
れ
る
栗
崎
町
の
城じ

ょ
う

ノの

越こ
し

古
墳（
三
世
紀

後
半
）で
は
、直
径
約
22
㎝
の
三
角
縁
神
獣

鏡
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
の
名
の
と
お
り
、

縁
の
断
面
が
三
角
形
に
見
え
る
特
徴
的
な

銅
鏡
で
、邪や

馬ま

台た
い

国こ
く

の
女
王
卑ひ

弥み

呼こ

が
中
国

の
魏
か
ら
贈
ら
れ
た「
銅
鏡
百
枚
」も
こ
の

種
類
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
邪
馬
台
国
を

中
心
と
す
る
政
治
連
合
で
あ
る
ヤ
マ
ト
王

権
と
の
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
貴
重
な
発

見
と
い
え
ま
す
。

　

松
山
町
の
向む

こ
う

野の

田だ

古
墳（
四
世
紀
後
半
）

で
は
、中
国
製
と
み
ら
れ
る
三
面
の
銅
鏡
が

出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、埋
葬
さ
れ

た
遺
体
の
頭
部
を
囲
む
よ
う
に
置
か
れ（
写

真
）、そ
の
種
類
は
、内
行
花
文
鏡
、方
格
規

矩
鏡
、鳥ち

ょ
う

獣じ
ゅ
う

鏡き
ょ
う

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
数

種
の
銅
鏡
に
よ
っ
て
頭
部
を
囲
む
配
置
状

況
か
ら
魔
除
け
の
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
銅
鏡
が
宇
土
に
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、中
国
か
ら
銅
鏡
を
受
け
取
っ
た

人
物
や
集
団
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
人
物

が
宇
土
周
辺
に
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

ま
す
。
銅
鏡
の
最
初
の
持
ち
主
や
、宇
土
の

古
墳
に
納
め
ら
れ
た
経
緯
は
不
明
で
す
が
、

今
回
紹
介
し
た
わ
ず
か
四
面
の
宇
土
の
銅

鏡
の
背
景
に
は
、日
本
や
中
国
を
め
ぐ
る
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
な
歴
史
が
隠
れ
て
い
ま
す
。

城ノ越古墳出土の三角縁神獣鏡（宇土市指定有形文化財）
中央の鈕

つまみ
の周りに人

ひと
形
がた

の神と霊獣（中国における空想上の動物）が
４体ずつ描かれている。

【
お
知
ら
せ
】

　

現
在
、熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館（
山
鹿
市
）

で
企
画
展「
鏡
の
か
が
や
き
」が
開
催
さ
れ

て
い
ま
す（
2
月
9
日
ま
で
）。
宇
土
市
城
ノ

越
古
墳
の
三
角
縁
神
獣
鏡
を
は
じ
め
熊
本

県
内
で
発
掘
さ
れ
た
銅
鏡
30
面
が
一
堂
に

公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
出
か
け
く
だ

さ
い
。

内行花文鏡
内に張り出す連続した
弧（曲線）が特徴的な鏡。
連弧文鏡とも呼ばれる。

鳥獣鏡

頭部を囲むように配置さ
れた３面の鏡（向野田古
墳 国指定重要文化財）

方格規矩鏡
方形の区画とＴ・Ｖ・Ｌに
似た文様で構成される鏡。
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