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洛
陽
発
見
の
三
角
縁
神
獣
鏡
に 

奇
妙
な
錆
コ
ブ 

新 

井 
 

宏 

 

今
年
一
月
、
大
阪
で
「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
た
三

角
縁
神
獣
鏡
」
と
題
す
る
講
演
会
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

百
人
ほ
ど
が
集
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
冒
頭
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
。 

富
岡
謙
蔵
が
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
魏
鏡
で
あ
る
と
唱

え
て
か
ら
間
も
な
く
百
年
に
な
る
が
、
昨
年
は
、
「
三

角
縁
神
獣
鏡
の
製
造
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
」
が
大

き
く
進
展
し
、
「
魏
鏡
説
」
が
大
巾
に
後
退
し
て
「
国

産
説
」
が
決
定
的
と
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
。 

年
末
に
は
読
売
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
橿
考
研
の

大
講
演
会
「
三
角
縁
神
獣
鏡
研
究
の
最
前
線
」
で
、「
舶

載
鏡
」
と
「
仿
製
鏡
」
が
同
一
の
鋳
型
を
用
い
て
造
ら

れ
て
い
た
事
例
が
豊
富
に
報
告
さ
れ
、
「
仿
製
鏡
」
も

「
舶
載
鏡
」
も
同
一
地
域(

日
本
国
内)

で
製
作
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
鈴
木
勉
氏
の
工
芸
文

化
研
究
所
も
、
鏡
の
加
工
痕
の
研
究
か
ら
「
国
産
説
」

を
決
定
付
け
る
報
告
を
提
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
近
年
「
科
学
的
な
実
証
研
究
」
が
大

き
く
進
展
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
私
の
「
鉛
同
位
体

比
の
研
究
」
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。 

そ
も
そ
も
青
銅
鏡
に
は
、
複
製
す
る
方
法
が
た
く
さ

ん
あ
る
。「
同
型
鏡
」
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
中
国

な
ら
と
も
か
く
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は
「
同
型
鏡
」
ば
か

り
で
、
し
か
も
日
本
の
み
で
五
五
〇
面
も
出
土
し
た
大

流
行
の
鏡
で
あ
る
。
流
行
地
に
「
偽
物
」
が
現
れ
る
の

は
常
識
で
あ
り
、「
複
製
鏡
」
の
製
作
状
況
を
実
証
的

に
調
べ
な
い
で
、
従
来
の
よ
う
に
紋
様
、
銘
文
の
系
譜

を
精
緻
に
追
い
か
け
て
も
コ
ピ
ー
鏡
や
イ
ミ
テ
ー
シ

ョ
ン
鏡
の
製
作
地
が
分
か
る
は
ず
が
な
い
。 

実
は
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
昨
年
末
、「
遂
に

中
国
で
三
角
縁
神
獣
鏡
が
見
つ
か
っ
た
」
と
い
う
ニ

ュ
ー
ス
が
朝
日
新
聞
で
報
道
さ
れ
た
。
河
南
省
在
住

の
鏡
コ
レ
ク
タ
ー
で
研
究
者
の
王
趁
意
氏
が
「
二
〇

〇
九
年
ご
ろ
、
洛
陽
の
骨
董
市
で
白
馬
寺
付
近
の
農

民
か
ら
譲
り
受
け
た
鏡
」
で
、
実
見
し
た
西
川
寿
勝

氏
も
様
々
な
特
徴
が
日
本
出
土
の
三
角
縁
神
獣
鏡
と

一
致
し
て
い
て
、
様
式
的
に
は
間
違
い
な
く
「
三
角

縁
神
獣
鏡
」
だ
と
い
う
。
従
前
な
ら
こ
こ
で
『
魏
鏡

説
』
に
決
ま
り
と
大
騒
ぎ
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

『
国
産
説
』
が
有
力
に
な
っ
た
今
日
で
は
研
究
者
達

も
慎
重
で
あ
る
。 

私
も
一
応
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
み
た
が
、
出
土
地

不
明
で
は
あ
る
が
、
中
国
鏡
ら
し
く
直
径
が
十
八
・

三
㌢
で
日
本
で
は
珍
し
く
小
型
サ
イ
ズ
な
の
で｢

本

物｣

の
可
能
性
も
あ
る
と
の
認
識
で
あ
っ
た
。「
三
角

縁
神
獣
鏡
」
の
大
部
分
は
日
本
製
と
考
え
て
い
る
が
、

そ
の
祖
型
が
中
国
に
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
得

る
か
ら
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
西
川
寿
勝
氏
に
同
行
し
た
全
国
邪
馬
台

国
連
絡
協
議
会
会
長
の
鷲
崎
弘
朋
氏
の
プ
ロ
グ(

１)

に
詳
細
な
写
真
が
で
て
い
る
の
を
見
て
驚
い
た
。
ど

う
も
錆
の
発
生
状
況
が
不
自
然
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
西
川
寿
勝
氏
の
講
演
記
録(

２)

も
調
べ
て
み
た
。 

ま
ず
、
鷲
崎
氏
の
写
真
の
錆
の
部
分
を
拡
大
し
た

写
真
１
を
見
て
頂
こ
う
。 

金
属
の
専
門
家
と
し
て
こ
の
写
真
を
見
る
と
、
波

文
帯(

二
重
折
線)

の
両
側
の
鋸
歯
文
帯(

三
角
模
様)

に
沿
っ
て
生
成
し
た
「
濃
茶
色
の
錆
コ
ブ
」
が
気
に

入
ら
な
い
。「
錆
コ
ブ
」
の
上
面
に
は
緑
錆
が
付
い
て

い
る
の
で
銅
の
錆
ら
し
い
が
鉄
管
で
も
あ
る
ま
い
し
、

青
銅
鏡
に
濃
茶
色
の
「
錆
コ
ブ
」
は
奇
異
で
あ
る
。 
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も
ち
ろ
ん
、
銅
の
錆
に
は
酸
化
第
一
銅(

赤
褐
色)

や
酸
化
第
二
銅(

黒
色)

も
あ
り
、
濃
褐
色
を
示
す
の

で
、
専
門
家
と
し
て
う
か
つ
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、

こ
の
種
の
酸
化
物
は
表
面
に
被
膜
を
作
り
腐
食
を
防

止
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
て
、「
錆
コ
ブ
」
を
形
成
す

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
な
じ
ま
な
い
。
た
だ
し
、
西
川
氏

が
「
中
原
の
出
土
鏡
特
有
の
硬
く
て
厚
い
赤
サ
ビ
」

と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
し
、
張
懋
鎔
氏
も
、
典
型
的

な
北
方
の
土
中
で
発
見
さ
れ
た
銅
鏡
は
「
全
体
が
赤

い
斑
点
と
緑
錆
に
覆
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る(

３)

の
で
、「
錆
コ
ブ
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
の
か
も
知
れ

な
い
。 

そ
こ
で
、「
錆
コ
ブ
」
の
周
り
を
更
に
高
倍
率
で
観

察
し
た
の
が
写
真
２
で
あ
る
。
錆
の
な
い
波
文
帯
の

部
分
に
小
さ
な
孔
食
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
発
達
し
た

の
が
「
錆
コ
ブ
」
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
念

の
た
め
、
更
に
西
川
氏
の
写
真
に
よ
り
別
の
個
所
の

写
真
３
を
準
備
し
た
。
こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
小
さ
な

孔
食
か
ら
中
段
階
の
孔
食
を
経
て
「
錆
コ
ブ
」
に
至

る
過
程
が
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
、
洛

陽
鏡
に
は
孔
食
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
青
銅
鏡
の
場
合
、
合
金
成
分
に
錫
を

含
む
の
で
通
常
な
ら
、
表
面
に
茶
黒
色
の
酸
化
皮
膜

を
形
成
し
て
緑
錆
を
防
止
す
る
。
し
か
し
、
腐
食
性

の
湿
潤
環
境
に
な
る
と
、
錫
と
銅
の
酸
化
皮
膜
が
破

ら
れ
、
緑
錆
を
生
じ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
緑
錆

で
も
以
降
の
錆
の
進
展
を
防
止
す
る
効
果
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
多
く
の
三
角
縁
神
獣
鏡
が
二
千
年
近

く
経
て
も
、
ひ
ど
い
「
錆
コ
ブ
」
な
ど
な
い
の
が
普

通
な
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
湿
潤
環
境
に
塩
化
物
を
含
む
よ
う
に

な
る
と
局
所
的
な
孔
食
を
起
こ
し
て
、
小
さ
な
「
錆

コ
ブ
」
を
つ
く
り
、
そ
の
部
分
は
、
マ
ク
ロ
セ
ル
と
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い
う
現
象
に
よ
っ
て
局
所
的
に
腐
食
を
進
行
さ
せ
て

し
ま
う
。 

は
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
孔
食
が
日
本
の
青
銅
鏡

に
発
生
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
で
出
土
し
た

三
角
縁
神
獣
鏡
や
そ
の
他
の
青
銅
鏡
の
腐
食
状
況
を

カ
ラ
ー
写
真
や
ネ
ッ
ト
で
観
察
し
て
見
た
。 

ま
ず
、
樋
口
隆
康
『
三
角
縁
神
獣
鏡
綜
鑑
』(

新
潮

社)

の
カ
ラ
ー
写
真
八
面
を
見
る
が
、
茶
黒
色
皮
膜
か

緑
錆
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
金
属
光
沢
が
残
る
と
か
、

洛
陽
鏡
の
よ
う
な
典
型
的
な
「
錆
コ
ブ
」
は
み
ら
れ

な
い
し
、
孔
食
状
の
起
点
も
み
ら
れ
な
い
。『
椿
井
大

塚
山
古
墳
と
三
角
縁
神
獣
鏡
』(

京
大
博
物
館
図
録)

の
一
〇
面
を
見
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
で
、
腐
食
が
進
行

し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
は
、
錆
部
が
脱
落
し
て
虫
食

い
状
の
緑
白
色
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
一
般
的
な

青
銅
鏡
の
写
真
を
多
く
載
せ
る
田
中
琢
の
『
古
鏡
』

(

講
談
社)

の
一
〇
〇
面
余
り
を
見
る
が
状
況
は
変
わ

ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
写
真
は
印
刷
物
で
高

倍
率
の
観
察
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
見
落
と
し
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。 

そ
の
た
め
更
に
、
ネ
ッ
ト
上
で
国
立
博
物
館
の

「
e
国
宝
」(

４)

に
載
る
四
〇
面
ほ
ど
の
青
銅
鏡
を

高
倍
率
で
観
察
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
、
外
周
部

(

三
角
縁
部)

だ
け
に
、
虫
食
い
状
の
腐
食
が
進
展
し

て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
洛
陽
鏡
の
よ
う
な
「
流
れ

錆
コ
ブ
」
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。 

こ
こ
ま
で
説
明
し
た
こ
と
で
、
私
が
何
を
言
い
た

い
か
お
分
か
り
で
あ
ろ
う
。
も
し
か
し
た
ら
、「
青
銅

器
を
古
物
に
見
せ
か
け
る
贋
作
技
法
」
と
し
て
、
意

識
的
に
「
孔
食
」
を
発
生
さ
せ
た
疑
い
は
な
い
の
か
。 

も
ち
ろ
ん
、
私
が
贋
作
技
法
を
よ
く
知
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
金
属
材
料
の
耐
食
性
を
評

価
す
る
際
に
、
何
十
年
も
か
か
っ
て
い
て
は
研
究
が

進
ま
な
い
の
で
、「
加
速
試
験
」
を
す
る
の
は
ご
く
一

般
的
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
方
法
の
代
表
的
な
も
の

が
、
塩
化
物
を
含
む
環
境
で
湿
潤
と
乾
燥
を
繰
り
返

す
試
験
方
法
な
の
で
あ
る
。 

そ
の
意
味
で
は
写
真
１
～
３
に
示
し
た
よ
う
に
、

鋸
歯
文
帯
や
波
文
帯
の
部
分
に
金
属
光
沢
が
そ
の
ま

ま
残
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
も
奇
異
で
あ
る
。

更
に
は
銘
文
帯
の
部
分
は
、
孔
食
さ
え
見
ら
れ
ず
、

あ
た
か
も
の
も
銘
文
が
読
み
や
す
い
よ
う
に
配
慮
さ

れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
二
千
年
近
く
経
っ
た
の
に
、
ほ
と
ん
ど

腐
食
し
て
な
い
部
分
が
あ
る
一
方
で
、
紋
様
面
の
反

対
側
の
研
磨
さ
れ
た
「
鏡
面
」
は
な
ぜ
か
、
全
面
に

わ
た
り
濃
茶
褐
色
の
銹
が
つ
い
て
い
る
。
同
じ
加
工

表
面(

切
削
・
研
削
・
研
磨
面)

で
あ
り
な
が
ら
、
な

ぜ
か
く
も
錆
の
発
生
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

更
に
写
真
観
察
中
に
気
付
い
た
の
は
、
銘
文
帯
の

中
央
に
、
極
細
の
コ
ン
パ
ス
線
状
の
疵
が
残
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
細
い
線
を
ど
の
よ
う

な
方
法
で
ケ
ガ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

腐
食
の
一
般
論
か
ら
云
え
ば
、
孔
食
は
応
力
腐
食

割
れ
よ
り
も
厳
し
い
腐
食
環
境
で
起
き
る
。
応
力
腐

食
割
れ
と
は
素
材
に
力
が
か
か
っ
た
状
態
で
弱
い
腐

食
環
境
に
置
か
れ
る
と
錆
も
出
な
い
の
に
割
れ
て
し

ま
う
現
象
で
あ
る
。
い
ま
だ
、
考
古
学
界
で
は
青
銅

鏡
に
お
け
る
応
力
腐
食
割
れ
現
象
に
つ
い
て
理
解
が

進
ん
で
い
な
い
が
、
破
断
し
て
し
ま
っ
た
り
、
ひ
び

割
れ
し
て
い
る
青
銅
鏡
は
か
な
り
の
数
に
上
る
。 

孔
食
環
境
と
い
う
の
は
、
応
力
腐
食
割
れ
環
境
よ

り
も
厳
し
い
環
境
で
あ
る
。
従
っ
て
、
孔
食
環
境
に

千
年
以
上
も
放
置
さ
れ
て
、
銘
文
が
は
っ
き
り
読
め

た
り
、
金
属
光
沢
が
残
っ
て
い
た
り
す
る
の
は
私
に

と
っ
て
奇
異
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
贋
作
技
法
」

を
疑
う
理
由
が
あ
る
が
、
は
た
し
て
私
の
思
い
過
ご

し
で
あ
ろ
う
か
。 

以
上
で
、
洛
陽
鏡
の
不
自
然
な
「
錆
コ
ブ
」
に
つ

い
て
の
記
述
は
と
り
あ
え
ず
終
え
る
。
た
だ
、
私
が

金
属
専
門
家
の
立
場
で
、「
洛
陽
鏡
は
贋
作
か
」
な
ど

と
云
う
と
、
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
す
る
方
が
出
る
か
も

知
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
「
独
断
と
偏
見
」
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を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
『
史
遊
会
』
に
紹
介
し
て
み
た

の
で
あ
る
。 

つ
い
で
な
の
で
、
鷲
崎
氏
と
西
川
氏
の
記
述
の
中

に
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
の
で
付
記
す
る
。 

➀ 

鉛
同
位
体
比
の
測
定
用
の
サ
ン
プ
ル
採
取
を

王
趁
意
氏
に
依
頼
し
た
が
、「
も
っ
と
上
の
レ
ベ
ル
で

の
日
中
合
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
実
施
し
た
い
と
断

ら
れ
た
。 

➁ 

鏡
の
様
式
は
第Ⅱ

期
～
第Ⅲ
期
に
属
し
、
卑
弥

呼
が
貰
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
第Ⅰ

期
の
鏡
で
は
な
い
。

な
お
、
従
来
日
本
製
と
考
え
ら
れ
て
い
た
仿
製
三
角

縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
「
魏
鏡
」
と
考
え
る

研
究
者
が
増
え
て
い
る
と
の
こ
と
。 

➂
た
だ
し
『
魏
鏡
説
』
の
旗
頭
、
大
阪
大
の
福
永

伸
哉
教
授
も
「
日
本
か
ら
後
世
に
渡
っ
た
可
能
性
も

あ
る
」
と
云
っ
て
い
る
し
、
同
じ
く
『
魏
鏡
説
』
の

京
都
大
の
岡
村
秀
典
教
授
も
「
本
当
に
洛
陽
か
ら
の

出
土
品
か
分
か
ら
ず
、
確
か
な
出
土
地
の
議
論
が
今

後
必
要
」
と
、
出
所
が
不
明
の
三
角
縁
神
獣
鏡
に
は

慎
重
で
あ
る
。 

 

(
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 h
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h
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a20151
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(

３) 

張
懋
鎔
「
洛
陽
で
発
見
さ
れ
た
三
角
縁
神
獣
鏡

に
つ
い
て
」『
博
古
研
究
』33(2007) 

(

４)
 http://www.emuseum.jp/

 

  


