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岡
村
秀
典
著

『
三
角
縁
神
獣
鏡
の
時
代
』

　
鏡
は
歴
史
を
語
る
魅
力
的
な
考
右
資
料
と
し
て
、

い
ま
多
く
の
人
々
の
関
心
を
集
め
て
い
る
。
一
方
、

そ
の
評
価
や
位
置
づ
け
に
つ
い
て
大
き
く
異
な
る

意
見
が
対
立
し
て
お
り
、
扱
い
の
難
し
い
資
料
で

も
あ
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
は
、
製
作
地
、

性
格
、
製
作
技
法
な
ど
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
議

論
が
あ
っ
て
と
く
に
そ
の
感
が
強
い
が
、
こ
こ
に

鏡
の
問
題
を
鮮
や
か
な
手
さ
ば
き
で
料
理
し
、
コ

ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
著
作
が
出
版
さ
れ
た
。

　
岡
村
秀
典
氏
は
中
国
考
古
学
が
専
門
。
漢
鏡
の

編
年
研
究
に
大
き
な
業
績
を
あ
げ
、
そ
の
成
果
に

も
と
づ
い
て
、
日
本
の
弥
生
・
古
墳
時
代
の
議
論

に
対
し
て
も
積
極
的
に
参
加
し
て
き
た
。
本
書
は
、

氏
が
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
て
き
た
諸
論
を
…
冊
の

書
物
に
ま
と
め
た
も
の
で
も
あ
る
。

　
ま
ず
本
書
の
目
次
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

露
国
鏡
に
み
る
倭
国
の
風
景

楽
浪
海
中
に
倭
人
あ
り

東
夷
の
王
、
大
海
を
渡
る

東
夷
の
倭
の
奴
国
王
、
使
い
を
遣
り
奉
献
す

共
に
皿
女
子
を
立
て
て
王
と
な
す

親
魏
倭
王
卑
弥
呼

倭
国
形
成
史
の
視
点
一
む
す
び
に
か
え
て

　
こ
の
構
成
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
本
書
の
力
点

は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
作
ら
れ
た
時
代
自
体
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
の
前
史
に
お
か
れ
て

い
る
。
紀
元
前
一
世
紀
に
倭
が
中
国
王
朝
と
本
格

的
な
交
渉
を
も
っ
て
以
降
、
紀
元
後
三
世
紀
、
卑

弥
呼
が
親
魏
聖
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
そ
の
関
係
が
ひ

と
つ
の
頂
点
に
達
し
、
前
方
後
円
墳
の
誕
生
へ
と

至
る
ま
で
の
時
代
を
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
時
代
」

と
し
、
ひ
と
つ
づ
き
の
流
れ
と
し
て
み
よ
う
と
い

う
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
る
。
考
古
学
的
な
時
期

区
分
と
し
て
は
、
弥
生
時
代
と
古
墳
時
代
に
ま
た

が
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
々
に
検
討
し
が
ち
な
日

本
考
古
学
へ
の
批
判
的
提
言
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
記
述
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
分
析
の

武
器
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
著
者
独
自
の
漢

鏡
編
年
で
あ
る
。
記
述
の
流
れ
は
こ
の
漢
鏡
編
年

に
よ
る
七
期
区
分
に
よ
る
。

　
各
章
の
冒
頭
で
、
魍
後
漢
書
』
、
『
三
国
志
臨
な

ど
に
記
さ
れ
た
中
国
王
朝
と
倭
と
の
交
渉
記
事
を

取
り
上
げ
た
後
、
考
古
学
的
な
検
討
に
進
む
。
墳

墓
か
ら
出
土
す
る
鏡
に
つ
い
て
、
大
小
、
鏡
式
、

数
量
、
型
式
構
成
な
ど
の
要
素
を
分
析
し
、
鏡
の

保
有
状
況
か
ら
被
葬
者
の
地
位
を
推
測
す
る
。
ま

た
同
時
期
の
鏡
出
土
墳
墓
の
比
較
検
討
か
ら
、
階

層
性
な
ど
の
社
会
的
関
係
を
読
み
と
る
。
さ
ら
に

分
布
状
況
な
ど
か
ら
、
中
国
王
朝
と
の
関
係
や
政

治
構
造
の
変
化
を
描
く
。

　
中
国
と
の
交
渉
が
本
格
化
し
た
銀
鏡
3
期
（
紀

元
前
～
世
紀
前
半
）
に
は
、
傑
出
し
た
副
葬
鏡
数

を
誇
る
福
岡
県
須
玖
岡
本
遺
跡
D
地
点
墓
と
同
県

三
雲
南
小
路
　
埋
墓
を
頂
点
と
し
、
鏡
の
大
き
さ

や
数
量
、
そ
の
他
の
副
葬
品
に
お
い
て
墓
葬
に
階

層
性
が
認
め
ら
れ
る
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
「
奴
」

と
「
伊
都
」
の
首
長
で
あ
り
、
彼
ら
は
漢
の
楽
浪

郡
に
定
期
的
に
朝
貢
し
、
鏡
を
聖
心
と
す
る
文
物

を
贈
与
さ
れ
た
。
そ
し
て
両
者
を
核
と
す
る
「
漢

鏡
分
配
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
り
、
配
下
あ
る
い
は
周

辺
の
首
長
に
も
鏡
が
も
た
ら
さ
れ
た
（
「
楽
浪
海

中
に
倭
人
あ
り
」
）
。

　
漢
鏡
4
期
（
紀
光
前
一
世
紀
後
葉
か
ら
一
世
紀

は
じ
め
）
に
は
「
伊
都
」
の
福
岡
県
井
原
鑓
溝
遺

跡
の
よ
う
に
多
数
の
漢
鏡
を
保
有
し
た
首
長
が
前

代
に
続
い
て
存
在
す
る
一
方
、
漢
鏡
の
保
有
層
が

拡
大
す
る
。
唐
津
平
野
や
佐
賀
平
野
に
お
い
て
は
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族
長
間
で
首
長
権
が
移
動
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
北
部
九
州
以
外
の
地
に
も
鏡
な
ど
の
舶
載
文

物
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
古
墳
時
代
ま
で

の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
「
伝
世
」
さ
れ
た
も
の
も

あ
ら
わ
れ
る
（
「
東
夷
の
王
、
大
海
を
渡
る
」
）
。

　
漢
讃
5
期
（
紀
元
後
一
世
紀
中
ご
ろ
～
後
半
）
。

「
漢
落
下
国
王
し
の
金
印
に
よ
っ
て
、
「
奴
」
の

首
長
が
中
国
王
朝
か
ら
外
臣
に
冊
封
さ
れ
た
こ
と

が
読
み
と
れ
る
。
鏡
出
土
の
墳
墓
と
し
て
は
「
伊

都
」
の
領
域
に
き
わ
め
て
豊
罪
な
副
葬
品
を
も
つ

平
原
一
号
墓
が
い
と
な
ま
れ
る
が
、
そ
の
被
葬
者

は
前
代
ま
で
の
蔵
長
系
譜
と
は
異
な
る
可
能
性
を

指
摘
す
る
。
一
方
、
九
州
以
東
に
も
た
さ
れ
る
漢

鏡
の
数
は
増
大
し
、
北
陸
・
東
海
ま
で
分
布
域
が

拡
大
す
る
。
こ
の
地
域
的
ひ
ろ
が
り
が
「
倭
国
王

帥
卑
語
」
に
お
け
る
「
倭
」
の
範
囲
を
示
す
可
能

性
を
述
べ
る
（
「
東
夷
の
倭
の
奴
国
王
、
使
い
を

遣
り
奉
献
す
」
）
。

　
漢
鏡
6
期
（
紀
元
後
一
一
世
紀
前
半
）
か
ら
7
期

（
紀
元
後
二
世
紀
後
半
～
三
世
紀
は
じ
め
）
に
か

け
て
の
記
述
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
化
を
描
い
て

生
彩
に
富
む
。

　
ま
ず
漢
鏡
6
期
に
は
漢
鏡
を
大
黒
に
副
葬
す
る

墳
墓
が
み
ら
れ
な
く
な
り
、
全
体
の
出
土
数
が
漸

減
し
分
布
域
も
縮
小
す
る
。
出
土
数
の
減
少
は
楽

浪
墳
墓
で
も
同
様
で
あ
り
、
史
書
に
記
述
さ
れ
た

「
倭
国
大
乱
」
や
楽
浪
郡
の
混
乱
な
ど
の
社
会
状

況
を
反
映
し
た
も
の
と
み
る
。

　
漢
鏡
7
期
は
三
角
縁
神
獣
鏡
が
配
布
さ
れ
る
直

前
の
段
階
に
あ
た
る
。
著
者
は
こ
の
時
期
に
鏡
の

出
土
数
が
激
増
す
る
こ
と
、
と
く
に
分
布
の
中
心

が
北
部
九
州
か
ら
近
畿
地
方
へ
と
移
る
こ
と
を
重

視
し
、
そ
こ
に
邪
馬
台
国
を
盟
主
と
す
る
倭
政
権

の
誕
生
を
み
る
。
こ
の
胃
鏡
7
期
の
鏡
群
の
ま
と

ま
り
を
指
摘
し
、
そ
の
意
義
を
取
り
上
げ
た
の
は

岡
村
氏
の
重
要
な
研
究
成
果
で
あ
る
（
「
共
に
～

女
子
を
立
て
て
王
と
な
す
」
）
。

　
そ
し
て
い
よ
い
よ
真
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
時
代

に
入
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製

作
地
に
つ
い
て
は
魏
鏡
説
と
呉
の
工
人
渡
来
に
よ

る
日
本
主
簿
が
対
立
し
て
現
在
に
至
る
。
岡
村
氏

は
三
角
縁
神
獣
鏡
魏
諸
説
の
代
表
的
論
者
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
論
拠
を
取
り
上
げ
て

魏
鏡
説
を
補
強
し
、
い
わ
ゆ
る
「
銅
鏡
百
枚
扁
が

三
角
縁
神
獣
鏡
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す

る
。
そ
れ
ら
は
倭
に
む
け
て
魏
が
特
別
に
製
作
し

た
特
番
鏡
で
あ
り
、
以
上
に
み
て
き
た
中
国
王
朝

と
倭
と
の
対
外
交
渉
の
歩
み
の
中
で
も
ひ
と
つ
の

頂
点
と
な
る
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
。

さ
ら
に
そ
れ
ら
は
数
次
に
わ
た
っ
て
下
賜
さ
れ
、

前
方
後
円
墳
の
形
成
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
倭
政
権

の
い
ち
じ
る
し
い
伸
長
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
と
述
べ
る
（
「
親
魏
倭
王
卑
弥
呼
」
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
た
論
述
は

明
快
で
あ
り
、
読
み
や
す
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

著
者
の
記
述
は
巧
妙
で
、
読
者
の
理
解
を
助
け
る

た
め
に
ま
ず
史
書
の
記
事
を
用
い
、
そ
れ
ら
と
考

古
学
的
な
分
析
を
交
え
な
が
ら
も
、
主
体
は
あ
く

ま
で
鏡
を
中
心
と
し
た
考
古
学
的
な
検
討
に
あ
る
。

　
中
国
王
朝
と
の
関
係
お
よ
び
鏡
の
保
有
状
況
の

変
化
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
の
時
代
の
流
れ
を
一

連
の
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
の
意
義
は
容
易
に
理

解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
鏡
を
年
代
区
分
し
て
、

そ
の
分
布
状
況
か
ら
政
治
階
層
の
動
き
を
読
み
と

る
方
法
は
、
富
岡
謙
蔵
以
来
の
伝
統
的
な
手
法
で

あ
る
が
、
本
書
で
は
そ
れ
が
よ
り
細
密
な
分
析
に

基
づ
き
、
よ
り
洗
練
し
た
形
で
示
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
、
近
畿
地
方
の
弥

生
時
代
に
お
け
る
鏡
の
「
伝
世
」
、
平
原
一
号
墓

の
年
代
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
地
な
ど
は
、
異

論
の
多
い
問
題
で
も
あ
る
。
一
般
向
け
の
書
物
と

い
う
性
格
も
あ
る
が
、
著
者
は
、
や
や
泥
沼
状
況

に
あ
る
そ
れ
ら
の
論
争
へ
の
深
入
り
を
避
け
、
自

説
の
根
拠
と
異
説
へ
の
反
論
を
簡
潔
に
述
べ
る
に

と
ど
め
た
。
専
門
的
な
関
心
を
も
つ
読
者
の
申
に
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は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
や
や
不
足
を
感
じ
る
方
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
明
快
で
～
織
し
た
論
旨
こ
そ
が
本
書
の

も
っ
と
も
優
れ
た
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
別
の

議
論
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
歴
史
像
の
レ

ベ
ル
で
の
議
論
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
論
争
を
実
り

あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
も
、
本
書
と
は
異
な
る

立
場
、
た
と
え
ば
三
角
縁
神
獣
鏡
日
本
製
説
に
よ

り
、
本
書
と
張
り
合
う
に
足
る
、
明
確
で
総
合
的

な
歴
史
解
釈
を
提
示
し
た
著
作
が
登
場
す
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。
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