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甲
骨
は
龍り

ゅ
う

骨こ
つ

だ
っ
た
か

　
中
国
古
代
の
「
幻
の
王
朝
」
発
見
の
き
っ
か
け
は
漢
方
薬
だ
っ
た
と
聞
い
た
ら
ど
う
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

突
拍
子
の
な
い
話
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
殷い

ん

王
朝
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
そ
う
い
う
話
が
語
ら
れ
て

き
た
。

　
事
の
お
こ
り
は
清
朝
末
期
、
一
種
の
名
誉
職
で
あ
る
国こ

く

子し

監か
ん

祭さ
い

酒し
ゅ

の
地
位
に
あ
っ
た
王お

う

懿い

栄え
い

に
は
瘧お

こ
り（

マ
ラ
リ

ア
）
の
持
病
が
あ
っ
た
。
そ
の
治
療
の
た
め
に
北
京
の
達た

つ

仁じ
ん
ど
う堂

と
い
う
薬
局
か
ら
「
龍
骨
」
と
呼
ば
れ
る
漢
方

薬
を
買
い
求
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
「
龍
骨
」
に
原
始
的
な
文
字
ら
し
き
も
の
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
に
気
付
き
、

食
客
で
あ
る
劉り

ゅ
う

鶚が
く

と
い
う
学
者
と
と
も
に
「
龍
骨
」
を
買
い
集
め
、
研
究
に
励
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
「
龍

骨
」
の
正
体
は
殷い

ん
き
ょ墟

か
ら
得
ら
れ
た
甲
骨
を
砕
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
甲
骨
文
発
見
の
経
緯
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
近
代
中
国
に
お
い
て
夏か

王
朝
や
殷
王
朝

は
実
在
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
「
幻
の
王
朝
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
甲
骨
文
の
発
見
が
殷
王
朝
の
実
在
の
証
明
に
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つ
な
が
っ
た
こ
と
と
併
せ
て
、
学
校
の
歴
史
の
授
業
で
耳
に
し
た
と
い
う
読
者
も
多
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
甲
骨
文
の
発
見
は
一
般
に
一
八
九
九
年
、
当
時
の
年
号
で
光こ

う

緒し
ょ

二
五
年
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
そ
の
翌
年

に
義
和
団
事
件
が
発
生
し
、
そ
の
鎮
圧
の
た
め
に
八
カ
国
連
合
軍
が
入
城
す
る
と
、
王
懿
栄
は
国
難
に
殉
ず
る

と
い
う
こ
と
で
自
害
し
た
。
甲
骨
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
そ
の
研
究
は
劉
鶚
に
引
き
継
が
れ
、
一
九
〇
三
年
に
甲

骨
文
の
拓
本
の
図
録
『
鉄て

つ

雲う
ん
ぞ
う蔵

亀き

』
を
出
版
し
（
鉄
雲
は
劉
鶚
の
字あ

ざ
な）、
甲
骨
文
の
存
在
が
中
国
で
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
王
懿
栄
が
甲
骨
文
を
見
出
し
た
経
緯
は
、
実
際
は
少
し
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。『
鉄
雲
蔵
亀
』
の
劉
鶚

に
よ
る
自
序
に
は
、
河
南
省
で
掘
り
出
さ
れ
た
甲
骨
が
范は

ん

と
い
う
者
の
手
に
渡
り
、
彼
が
北
京
に
甲
骨
を
持
ち

込
ん
だ
と
こ
ろ
、
王
懿
栄
が
狂
喜
し
て
こ
れ
を
高
値
で
買
い
求
め
た
と
あ
る
。
こ
の
范
と
い
う
の
は
山
東
省
の

骨
董
商
で
あ
っ
た
范は

ん
い維

卿け
い

と
い
う
人
物
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
王
懿
栄
は
瘧
の
治
療
の
た
め
の
「
龍
骨
」

と
し
て
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
骨
董
品
と
し
て
甲
骨
を
買
い
求
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
甲
骨
文
の
発
見
以
前
よ
り
、
古
い
時
代
の
漢
字
で
あ
る
古こ

文も

字じ

の
存
在
は
既
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
後
漢
の

時
代
に
許き

ょ

慎し
ん

が
編
纂
し
た
字
書
『
説せ

つ

文も
ん

解か
い

字じ

』
に
は
、
秦
の
時
代
に
制
定
さ
れ
た
と
さ
れ
る
小し

ょ
う

篆て
ん

、
戦
国
期
の

文
字
と
さ
れ
る
籀ち

ゅ
う

文ぶ
ん

や
古こ

文ぶ
ん

と
い
っ
た
書
体
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
し
、
殷
周
時
代
の
金き

ん

文ぶ
ん

（
青
銅
器
の
銘
文
）
の

研
究
は
宋
代
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
。
金
文
や
石せ

っ
こ
く刻

を
研
究
す
る
金き

ん
せ
き
が
く

石
学
の
素
養
が
あ
っ
た
王
懿
栄
や
劉
鶚
は
も
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ち
ろ
ん
の
こ
と
、
骨
董
商
の
范
維
卿
に
も
甲
骨
に
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
が
文
字
で
あ
る
と
察
し
が
つ
い
て
も
お

か
し
く
は
な
い
。

　
王
懿
栄
と
劉
鶚
が
瘧
の
薬
と
し
て
買
い
求
め
た
「
龍
骨
」
か
ら
甲
骨
文
を
発
見
し
た
と
い
う
の
は
、
後
に
な

っ
て
流
布
し
た
伝
説
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
一
八
九
九
年
、
王
懿
栄
に
よ
っ
て
買
い
取
ら
れ
る
よ
り
少
し
前
に
、
范
維
卿
は
当
時
の
清
朝
の
有
力
者

で
あ
っ
た
端た

ん
ほ
う方

に
甲
骨
を
献
上
し
、
甲
骨
文
字
一
字
あ
た
り
銀
二
両
五
銭
で
買
い
取
ら
れ
た
と
か
、
更
に
そ
れ

よ
り
以
前
の
一
八
九
八
年
に
、
同
じ
く
范
維
卿
が
、
後
に
著
名
な
甲
骨
学
者
と
な
る
天
津
の
王お

う

襄じ
ょ
うの

も
と
に
甲

骨
を
持
ち
込
み
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
友
人
の
孟も

う

定て
い
せ
い生

と
い
う
人
物
が
「
こ
れ
は
古
代
の
簡か

ん

策さ
く

（
文
献
）
で
あ

る
」
と
鑑
定
し
た
と
か
、
甲
骨
文
の
発
見
に
関
し
て
は
い
く
つ
か
異
説
が
存
在
す
る
。

　
実
の
と
こ
ろ
本
書
で
取
り
扱
う
中
国
古
代
史
は
様
々
な
神
話
や
伝
説
に
彩
ら
れ
て
お
り
、
甲
骨
文
の
発
見
の

経
緯
と
さ
れ
て
き
た
話
が
伝
説
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
何
や
ら
象
徴
的
で
あ
る
。

本
書
の
目
的
と
構
成

　
本
書
で
は
こ
の
中
国
古
代
史
に
関
す
る
発
見
や
研
究
の
成
果
を
追
っ
て
い
く
。

　
高
校
の
世
界
史
教
科
書
な
ど
で
は
、
新
た
な
発
見
や
研
究
の
進
展
を
踏
ま
え
た
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
充
分
に
で
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き
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
と
え
ば
殷
王
朝
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
夏
王
朝
の
都
城
の
跡
で
は
な
い

か
と
注
目
さ
れ
て
い
る
二に

里り

頭と
う

遺
跡
〔
→
65
ペ
ー
ジ
〕
や
、
そ
の
二
里
頭
遺
跡
に
代
表
さ
れ
る
二
里
頭
文
化
は
、「
仰

ぎ
ょ
う

韶し
ょ
う

文ぶ
ん
か化

」「
龍り

ゅ
う

山ざ
ん

文ぶ
ん
か化

」「
殷
墟
」
な
ど
と
並
ん
で
教
科
書
に
ゴ
シ
ッ
ク
で
記
載
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も

の
だ
が
、
ゴ
シ
ッ
ク
に
な
る
ど
こ
ろ
か
記
載
す
ら
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
本
書
は
学
校
の
授
業
、
兵へ

い

馬ば

俑よ
う

展
な
ど
の
中
国
古
代
史
に
関
係
す
る
博
物
館
・
美
術
館
の
特
別
展
、
あ
る
い

は
小
説
・
コ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
メ
の
よ
う
な
エ
ン
タ
メ
作
品
を
き
っ
か
け
と
し
て
中
国
古
代
史
に
興
味
を
持
っ
た

読
者
に
、
基
礎
的
な
知
識
、
そ
し
て
新
た
な
発
見
や
研
究
の
成
果
を
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
こ
こ
で
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
く
と
、
第
１
章
で
は
殷
王
朝
や
そ
れ
以
前
の
夏
王
朝
、
そ
し
て

「
縦た

て

目め

仮か

面め
ん

」
な
ど
独
特
な
形
状
の
青
銅
器
で
知
ら
れ
る
三さ

ん
せ
い
た
い

星
堆
遺
跡
に
関
係
す
る
発
見
・
研
究
を
取
り
上
げ

る
。
第
２
章
で
は
殷
の
次
の
西
周
期
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
殷
と
周
の
戦
い
は
藤ふ

じ

崎さ
き

竜り
ゅ
うに

よ
っ
て
コ
ミ
ッ
ク

化
さ
れ
た
『
封ほ

う

神し
ん

演え
ん

義ぎ

』
の
題
材
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
第
３
章
は
春
秋
期
に
つ
い
て
。
宮み

や

城ぎ

谷た
に

昌ま
さ

光み
つ

の
小
説
『
重
耳
』
や
『
晏
子
』
な
ど
の
題
材
と
な
っ
た
時
代
で

あ
る
。
第
４
章
で
は
戦
国
期
と
始
皇
帝
の
秦
、
そ
し
て
司し

馬ば

遷せ
ん

の
『
史し

記き

』
が
書
か
れ
た
前
漢
の
武
帝
の
頃
ま

で
の
発
見
や
研
究
を
取
り
上
げ
る
。
原は

ら

泰や
す

久ひ
さ

の
コ
ミ
ッ
ク
『
キ
ン
グ
ダ
ム
』
は
戦
国
末
期
の
秦
を
描
い
た
作
品

で
あ
る
。
ま
た
始
皇
帝
や
項
羽
と
劉
邦
の
戦
い
を
題
材
と
し
た
中
国
映
画
・
ド
ラ
マ
も
多
く
制
作
さ
れ
て
い
る
。
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終
章
で
は
中
国
古
代
史
研
究
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

　
本
書
で
扱
う
年
代
は
、
前
二
一
世
紀
頃
か
ら
前
一
世
紀
頃
ま
で
で
あ
る
（
後
出
の
年
表
を
参
照
）。
日
本
の
歴
史

で
は
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
ま
で
に
あ
た
り
、
文
献
に
よ
る
記
録
が
残
ら
な
い
先
史
時
代
に
属
す
る
。

　
各
章
の
冒
頭
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
概
要
や
教
科
書
的
な
通
説
な
ど
、
読
む
進
め
て
い
く
う
え
で
頭
に

入
れ
て
お
い
て
欲
し
い
基
礎
知
識
を
ま
と
め
て
あ
る
。
各
章
や
節
は
一
定
の
文
脈
に
沿
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
が
、
文
中
に
さ
き
ほ
ど
出
て
き
た
よ
う
な
〔
→
×
ペ
ー
ジ
〕
と
い
う
標
識
が
何
箇
所
も
現
れ
る
。
こ
れ
は
そ
こ
で

述
べ
て
い
る
内
容
に
関
連
す
る
箇
所
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
読
者
の
興
味
に
沿
っ
て
参
照
し
て
欲
し
い
。

出し
ゅ
つ

土ど

文ぶ
ん
け
ん献

と
伝で

ん
せ
い世

文ぶ
ん
け
ん献

　
古
代
中
国
を
研
究
す
る
た
め
の
史
料
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
し
か
も
現
在
進
行
形
で
新
し
い
も
の
が
ど
ん
ど

ん
と
出
現
し
て
い
る
。

　
ま
ず
は
、
さ
き
ほ
ど
出
て
き
た
甲
骨
文
と
金
文
。
こ
の
ほ
か
細
長
い
竹
片
に
文
章
な
ど
が
書
か
れ
た
竹ち

く
か
ん簡

や
、

絹
の
布
に
書
か
れ
た
帛は

く
し
ょ書

な
ど
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
古
学
的
な
発
掘
や
盗
掘
な
ど
に
よ
っ
て
土
の
中
か
ら

出
て
き
た
、
主
に
文
字
に
よ
る
資
料
を
「
出
土
文
献
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
ら
の
出
土
文
献
は
古
文
字
と
総
称
さ
れ

る
漢
字
の
古
い
形
で
書
か
れ
て
お
り
、
読
解
に
は
古
文
字
学
の
知
識
が
必
要
と
な
る
。
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現
在
我
々
が
使
っ
て
い
る
漢
字
は
、
図
序
‐
１
の
「
樂
」（
楽
）
字
の
例
に
示
し

た
よ
う
に
、
古
文
字
か
ら
段
階
的
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
日
本
人
は
現
在

こ
の
「
樂
」
を
簡
略
化
し
た
「
楽
」
の
字
体
を
用
い
る
が
、
中
国
人
は
更
に
簡
略

化
し
た
「
乐
」
の
字
体
を
用
い
、
台
湾
人
や
香
港
人
は
昔
の
ま
ま
の
「
樂
」
の
字

体
を
現
在
で
も
用
い
て
い
る
。

　
こ
の
出
土
文
献
と
い
う
の
は
中
国
や
台
湾
で
使
わ
れ
て
い
る
用
語
で
あ
る
。
竹

簡
に
書
か
れ
た
書
物
や
帛
書
な
ど
は
よ
い
と
し
て
、
甲
骨
文
や
金
文
も
文
献
と
言

っ
て
し
ま
う
に
は
違
和
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
「
伝
世
文
献
」
と
対

比
す
る
た
め
の
呼
称
で
あ
る
。
日
本
で
は
「
出
土
文
字
資
料
」
と
か
、
図
像
類
も

含
め
て
「
出
土
資
料
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
本
書
で
は
中
国
や
台
湾
に

な
ら
っ
て
「
出
土
文
献
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
伝
世
文
献
と
は
『
史
記
』
や
『
春し

ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

左さ

氏し

伝で
ん

』『
戦せ

ん

国ご
く
さ
く策

』『
論
語
』『
老
子
』

『
孫
子
』『
山せ

ん
が
い海

経き
ょ
う』

と
い
っ
た
伝
統
的
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
漢
籍
を
指
す
。
こ

れ
ら
は
も
と
も
と
戦
国
秦
漢
期
に
お
い
て
、
竹
簡
や
帛
書
に
古
文
字
で
書
か
れ
て

い
た
の
が
、
何
度
も
書
写
を
重
ね
ら
れ
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
書
写
媒
体
が
紙

殷 西周

西周 春秋 漢 楷書 戦国　  小篆

図序 -1　「樂」字の変化
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に
変
化
し
、
当
時
通
行
し
て
い
た
書
体
に
書
き
改
め
ら
れ
、
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
文
献
を
歴
史
学
の
史
料
と
し
て
用
い
る
場
合
、
甲
骨
文
や
金
文
が
殷
周
時
代
の
同
時
代
史
料
、
一

次
史
料
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
に
対
し
、
伝
世
文
献
に
つ
い
て
は
二
次
的
な
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
古
の
王
侯
の
命
令
や
訓
戒
な
ど
を
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
『
尚し

ょ
う

書し
ょ

』（『
書し

ょ

経き
ょ
う』）
や
、
西

周
王
朝
の
官
制
に
つ
い
て
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
『
周し

ゅ

礼ら
い

』
と
い
っ
た
文
献
が
一
次
的
な
史
料
と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
も
ま
ま
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
が
は
ら
む
問
題
に
つ
い
て
は
本
文
中
で
取
り
上
げ
て
い
く
。

歴
史
学
と
考
古
学

　
本
書
で
は
出
土
文
献
の
ほ
か
、
殷
墟
や
秦
の
兵
馬
俑
の
よ
う
な
考
古
学
に
よ
る
発
掘
の
成
果
も
取
り
上
げ
る
。

伝
世
文
献
・
出
土
文
献
の
よ
う
な
文
献
を
史
料
と
し
て
過
去
の
こ
と
を
研
究
す
る
の
が
歴
史
学
、
そ
の
中
で
も

特
に
文
献
史
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
考
古
学
は
、
遺
跡
や
遺
物
を
通
し
て
過
去
の
こ
と
を
研

究
す
る
学
問
で
あ
る
。

　
歴
史
学
と
考
古
学
は
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
文
献
に
よ
る
記
録
が
残
っ
て

い
る
歴
史
時
代
を
研
究
の
対
象
と
す
る
場
合
、
こ
の
二
つ
が
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
（
歴
史
時
代
を
対
象
と

す
る
考
古
学
を
、
先
史
考
古
学
に
対
し
て
歴
史
考
古
学
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
）。
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こ
の
歴
史
学
と
考
古
学
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
歴
史
学
の
研
究
者
が
発
掘
の
成
果
を
文
献
の
記
述
を
解
釈

す
る
た
め
の
補
助
と
し
て
用
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
逆
に
考
古
学
者
が
文
献
の
記
述
を
参
照
し
て
発
掘
の
成
果

を
歴
史
的
な
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
あ
る
。「
日
本
考
古
学
の
父
」
と
さ
れ
る
濱は

ま

田だ

耕こ
う

作さ
く

（
青せ

い

陵り
ょ
う）
は

『
通
論
考
古
学
』
の
中
で
、
考
古
学
は
歴
史
学
の
一
分
野
で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
学
は
考
古
学
の
一
部
分
で
も

あ
り
、
こ
の
両
者
が
助
け
あ
い
、
両
方
面
の
研
究
を
総
合
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
人
類
の
過
去
の
研
究
を
全

う
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
歴
史
学
と
考
古
学
の
関
係
を
示
す
具
体
例
と
し
て
、
濱
田
耕
作
は
、
志
賀
島
で
発
見
さ
れ
た
「
漢
委
奴

國
王
」
の
金
印
が
、
そ
の
形
式
か
ら
漢
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
一
方
で
、『
後
漢
書
』
の
記
述
に

よ
り
金
印
が
後
漢
の
初
代
光こ

う
ぶ武

帝て
い

の
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
当
時
日
本
列
島
と
中
国
と

の
間
で
往
来
が
あ
っ
た
事
実
が
示
さ
れ
る
と
い
う
事
例
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

　
そ
の
一
方
で
彼
は
ま
た
、
文
献
の
力
を
借
り
る
の
は
収
集
し
た
資
料
に
よ
っ
て
考
古
学
の
方
面
か
ら
の
研
究

を
ひ
と
通
り
や
り
終
え
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
考
古
学
の
研
究
の
最
中
に
文
献
の
援
助
を
仰
ぐ
の
は
、
考
古

学
的
資
料
を
文
献
の
奴
隷
や
脚
注
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
だ
と
釘
を
刺
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
中
国
古
代
史
の
研
究
に
お
い
て
は
、
歴
史
学
と
考
古
学
と
の
助
け
あ
い
や
双
方
の
研
究
の
総
合
は

ど
の
よ
う
な
形
で
進
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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中
国
で
の
古
代
史
の
研
究
史
は
こ
の
歴
史
学
と
考
古
学
と
の
間
、
そ
し
て
先
に
触
れ
た
伝
世
文
献
の
記
述
と

出
土
文
献
の
記
述
と
の
関
係
を
ど
う
結
ん
で
い
く
か
に
腐
心
し
た
苦
闘
の
歴
史
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
研
究
の

最
前
線
に
立
つ
学
者
た
ち
が
そ
の
両
者
の
狭
間
で
ど
の
よ
う
な
中
国
古
代
史
像
を
描
き
出
し
て
き
た
か
と
い
う

軌
跡
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　　
本
書
に
お
い
て
出
土
文
献
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
だ
け
通
行
の
字
体
に
改
め
、
か
つ
あ
ら
か
じ
め

通つ
う

仮か

字じ

（
音
通
に
よ
っ
て
代
用
さ
れ
る
文
字
）
に
変
換
し
た
寛か

ん
し
き式

表
記
を
用
い
る
。
引
用
文
中
の
□
は
欠
字
あ
る
い
は

不
明
字
を
、﹇
　
﹈
は
そ
の
欠
字
の
部
分
に
補
っ
た
文
句
を
、
…
…
は
省
略
部
分
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
ま
た
、
本
書
で
引
用
す
る
出
土
文
献
の
図
録
類
の
略
称
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

合
集
『
甲
骨
文
合
集
』

集
成
『
殷
周
金
文
集
成
』

近
出
『
近
出
殷
周
金
文
集
録
』

二
編
『
近
出
殷
周
金
文
集
録
二
編
』
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銘
図
『
商
周
青
銅
器
銘
文
暨
図
像
集
成
』

銘
図
続
『
商
周
青
銅
器
銘
文
暨
図
像
集
成
続
編
』
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代
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代

事
　
件

対
応
す
る
章

前
2
0
7
0
年
頃
？

夏

夏
王
朝
が
成
立
。

第
１
章

前
1
6
0
0
年
頃
？

殷

殷
王
朝
が
成
立
。

前
1
3
0
0
年
頃
？

殷
墟
へ
遷
都
。

前
11
世
紀
後
半
？

西
周

牧
野
の
戦
い
で
周
が
殷
を
滅
ぼ
し
、
西
周
王
朝
が
成
立
。

第
２
章

前
11
世
紀
後
半
？

周
が
殷
の
遺
民
に
よ
る
三
監
の
乱
を
鎮
圧
す
る
。

前
10
世
紀
後
半
？

昭
王
の
南
征
失
敗
。
以
後
西
周
王
朝
は
次
第
に
衰
退
。

前
8
4
1
年

厲
王
が
追
放
さ
れ
、
共
和
の
政
が
開
始
。

前
7
7
1
年

西
周
王
朝
が
滅
亡
。

第
３
章

前
8
世
紀
中
盤

春
秋

周
の
東
遷
（
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
）。

前
6
5
1
年

覇
者
・
斉
の
桓
公
が
葵
丘
の
盟
を
開
く
。

前
6
3
2
年

晋
の
文
公
が
城
濮
の
戦
い
で
楚
を
破
り
、
覇
者
と
な
る
。

前
5
0
6
年

呉
が
柏
挙
の
戦
い
で
楚
を
破
り
、
楚
都
の
郢
を
一
時
占
領
。

前
4
9
7
年

晋
で
范
氏
・
中
行
氏
の
乱
が
勃
発
。

前
4
7
9
年

春
秋
／
戦
国

孔
子
が
没
す
る
。

前
4
7
3
年

越
が
呉
を
滅
ぼ
す
。

前
4
5
3
年

戦
国

晋
で
韓
・
魏
・
趙
の
三
氏
が
知
氏
を
滅
ぼ
す
。

前
4
0
3
年

韓
・
魏
・
趙
が
周
よ
り
諸
侯
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。

第
４
章

前
3
5
9
年

秦
の
孝
公
が
商
鞅
を
登
用
し
、
変
法
を
開
始
。

前
3
4
1
年

斉
の
田
忌
・
孫
臏
が
馬
陵
の
戦
い
で
魏
の
龐
涓
を
破
る
。

前
2
6
0
年

秦
の
白
起
が
長
平
の
戦
い
で
趙
を
大
敗
さ
せ
る
。
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前
2
4
7
年

趙
政
（
後
の
始
皇
帝
）
が
秦
王
と
し
て
即
位
。

前
2
2
1
年

秦

秦
王
政
に
よ
り
中
国
全
土
統
一
。
始
皇
帝
と
な
る
。

前
2
1
0
年

始
皇
帝
が
五
度
目
の
巡
幸
中
に
没
す
る
。

前
2
0
9
年

陳
勝
・
呉
広
の
乱
が
お
こ
る
。
劉
邦
や
項
梁
・
項
羽
が
挙
兵
。

前
2
0
6
年

秦
が
滅
亡
。
劉
邦
が
漢
王
と
な
る
。

前
2
0
2
年

前
漢

劉
邦
が
垓
下
の
戦
い
で
項
羽
を
破
り
、
前
漢
王
朝
が
成
立
。

前
1
9
5
年

劉
邦
が
没
し
、
恵
帝
が
即
位
。

前
1
8
8
年

呂
后
が
少
帝
を
擁
立
し
、
政
権
を
掌
握
。

前
1
8
0
年

呂
后
が
没
す
る
。
呂
氏
一
族
が
誅
殺
さ
れ
、
文
帝
が
即
位
。

前
1
5
4
年

呉
楚
七
国
の
乱
が
お
こ
る
。

前
1
4
1
年

武
帝
が
即
位
す
る
。

前
99
年

司
馬
遷
が
宮
刑
を
受
け
る
。

前
93
年
？

『
史
記
』
が
ほ
ぼ
完
成
す
る
。

前
91
年

巫
蠱
の
乱
に
よ
り
戾
太
子
劉
拠
と
そ
の
一
族
が
誅
殺
さ
れ
る
。

前
87
年

武
帝
が
没
し
、
昭
帝
が
即
位
す
る
。

前
74
年

昭
帝
が
没
し
、
昌
邑
王
劉
賀
が
一
時
即
位
す
る
が
廃
さ
れ
る
。

終
　
章

宣
帝
が
即
位
す
る
。

後
8
年

新

王
莽
が
即
位
し
て
前
漢
を
滅
ぼ
し
、
新
王
朝
が
成
立
。

23
年

王
莽
が
殺
害
さ
れ
、
新
王
朝
が
滅
亡
。

25
年

後
漢

光
武
帝
が
即
位
し
、
後
漢
王
朝
が
成
立
。
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中
国
の
王
朝
は
夏
よ
り
始
ま
る
と
さ
れ
る
。
伝
世
文
献
に
よ
る
と
、
夏
の
初
代
の
王
の
禹う

は
、
大
洪
水
の
治

水
な
ど
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
時
の
君
主
で
あ
る
舜し

ゅ
んか

ら
後
継
者
に
指
名
さ
れ
、
王
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は

血
統
に
よ
ら
ず
に
す
ぐ
れ
た
人
物
を
次
の
君
主
と
す
る
禅ぜ

ん
じ
ょ
う

譲
に
よ
っ
て
王
位
が
受
け
継
が
れ
た
が
、
以
後
は
禹

の
子
孫
に
よ
っ
て
王
位
が
継
承
さ
れ
、
最
後
の
桀け

つ

王お
う

に
至
る
。

　
中
国
で
は
河
南
省
偃え

ん
し師

市
の
二
里
頭
遺
跡
が
こ
の
夏
王
朝
の
都
城
の
跡
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
祭
祀
儀
礼

に
用
い
ら
れ
た
爵し

ゃ
く・

鼎か
な
えと

い
っ
た
青
銅
の
礼れ

い

器き

や
武
器
も
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
里
頭
文
化
の
頃
か
ら
中

国
の
青
銅
器
時
代
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
二
里
頭
遺
跡
か
ら
は
、
殷
墟
の
甲
骨
文
に
相
当
す
る

よ
う
な
文
字
資
料
が
出
土
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
従
来
日
本
の
研
究
者
は
二
里
頭
遺
跡
を
夏
王
朝
の
王
都
と

見
な
す
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。

　
夏
王
朝
を
滅
ぼ
し
た
の
は
殷
で
あ
る
。
初
代
の
湯と

う

王お
う

（
成せ

い

湯と
う

）
は
名
臣
伊い

尹い
ん

の
輔
佐
を
得
て
暴
君
と
さ
れ
る
桀

王
を
征
伐
し
、
新
た
な
王
朝
を
建
設
し
た
。
殷
王
朝
の
創
建
は
前
一
六
〇
〇
年
頃
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

　
夏
・
殷
の
時
代
は
、
世
界
史
で
は
、
エ
ー
ゲ
海
で
ク
レ
タ
文
明
や
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
の
発
掘
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
ミ
ケ
ー
ネ
文
明
が
栄
え
た
時
期
に
あ
た
る
。

　
当
時
の
国
家
の
基
本
単
位
は
、
邑ゆ

う

と
呼
ば
れ
る
集
落
で
あ
っ
た
。
大
規
模
な
邑
と
も
な
る
と
、
宮
殿
区
な
ど

を
取
り
囲
む
内な

い
じ
ょ
う

城
や
、
更
に
そ
の
外
側
を
取
り
囲
む
外が

い
か
く郭

（
外
城
）
を
備
え
た
城
郭
都
市
の
形
態
を
と
る
も
の
も
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あ
っ
た
。
殷
は
商し

ょ
うと

呼
ば
れ
る
大
邑
が
他
の
邑
を
服
属
さ
せ
る
邑ゆ

う
せ
い制

国こ
っ
か家

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
そ
の
た
め

殷
王
朝
は
商
王
朝
と
も
呼
ば
れ
る
）。
邑
制
国
家
の
時
代
は
春
秋
期
頃
ま
で
続
く
。

　
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
よ
る
と
、
殷
は
後
期
の
王
で
あ
る
盤ば

ん

庚こ
う

の
時
代
ま
で
に
五
度
都
を
遷
し
た
と
さ
れ
る
。

河
南
省
安あ

ん

陽よ
う

市
の
殷
墟
は
こ
れ
ま
で
盤
庚
か
ら
最
後
の
紂ち

ゅ
う

王お
う

ま
で
の
都
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
そ
の
殷
墟
で
発
見
さ
れ
た
甲
骨
文
は
、
盤
庚
よ
り
三
代
後
の
武ぶ

丁て
い

以
後
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
多
く

が
殷
王
に
よ
る
占
卜
の
記
録
で
あ
っ
た
。
殷
王
は
占
卜
の
結
果
を
も
と
に
政
治
を
行
い
、
ま
た
歴
代
の
殷
王
の

霊
な
ど
神
霊
に
対
す
る
祭
祀
が
最
も
重
要
な
任
務
と
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
祭
政
一
致
の
国
政
の
あ
り
方
は
神し

ん

権け
ん

政せ
い
じ治

と
呼
ば
れ
た
り
す
る
。

　
一
方
、
蜀し

ょ
くな

ど
の
地
方
で
は
、
こ
う
し
た
中
原
の
王
朝
と
は
別
に
地
方
王
国
の
存
在
が
語
り
伝
え
ら
れ
た
。

独
特
の
形
状
の
仮
面
な
ど
で
知
ら
れ
る
三
星
堆
遺
跡
や
金き

ん

沙さ

遺
跡
は
、「
古こ

蜀し
ょ
く

王お
う
こ
く国

」
の
実
在
を
示
す
遺
跡
と

し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
本
章
で
は
、
甲
骨
文
な
ど
の
出
土
文
献
の
読
解
や
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
文
献
上
の
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た

こ
れ
ら
「
幻
の
王
朝
」
の
実
在
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
動
き
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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第
１
節　

殷
墟
の
発
見
と
甲
骨
学
の
発
展

甲
骨
文
発
見
の
反
響

　
劉
鶚
が
甲
骨
文
の
最
初
の
図
録
『
鉄
雲
蔵
亀
』
を
一
九
〇
三
年
に
出
版
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
反
響
を
呼
び
、

翌
一
九
〇
四
年
に
は
、
清
末
の
大
学
者
孫そ

ん

詒い

譲じ
ょ
うが

甲
骨
文
の
最
初
の
研
究
書
と
し
て
『
契け

い
ぶ
ん
き
ょ
れ
い

文
挙
例
』
を
出
版
し

た
。
彼
は
『
墨ぼ

く

子し

間か
ん

詁こ

』『
周し

ゅ

礼ら
い

正せ
い
ぎ義

』
な
ど
伝
世
文
献
の
注
釈
・
研
究
で
知
ら
れ
る
一
方
で
、
金
文
の
注
釈
書

で
あ
る
『
古こ

籀ち
ゅ
う

拾し
ゅ
う

遺い

』
を
出
版
す
る
な
ど
、
金
石
学
の
分
野
で
も
有
名
な
学
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
伝
世
文
献

や
金
文
の
知
見
を
駆
使
し
て
甲
骨
文
の
読
解
に
取
り
組
ん
だ
が
、
甲
骨
学
は
研
究
の
当
初
か
ら
伝
世
文
献
と
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
甲
骨
そ
の
も
の
を
求
め
る
動
き
も
活
発
化
し
た
。
甲
骨
の
出
土
地
に
つ
い
て
は
、『
鉄
雲
蔵
亀
』
の
劉
鶚
に
よ

る
自
序
で
は
、
河
南
省
湯と

う

陰い
ん

県
の
古こ

牖ゆ
う

里り

城じ
ょ
うと

さ
れ
て
い
た
。
周
の
文
王
が
殷
の
紂
王
に
よ
っ
て
幽
閉
さ
れ
た

羑ゆ
う
り里

の
故
地
と
い
う
伝
承
の
残
る
地
で
あ
る
（
な
お
、
湯
陰
は
南
宋
の
武
将
岳が

く
ひ飛

の
出
身
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
）。
詳
細

な
出
土
地
に
つ
い
て
は
、
甲
骨
の
取
り
引
き
を
担
う
骨
董
商
ら
が
秘
密
に
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
不
明
と
さ
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れ
て
い
た
。
学
者
た
ち
は
こ
う
し
た
骨
董
商
を
介
し
て
甲
骨
を
入
手
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
当
地
で
は
甲
骨
文
を
偽
作
し
て
売
り
つ
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
後
章
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
偽
作
の
流
通
は
出
土
文
献
に
つ
き
ま
と
う
問
題
で
あ
る
〔
→
1
1
4
・
２
３
８

ペ
ー
ジ
〕。

　
甲
骨
学
の
当
初
の
課
題
は
、
甲
骨
の
出
土
地
を
突
き
止
め
る
こ
と
と
、
甲
骨
文
が
い
つ
の
時
代
の
資
料
な
の

か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
甲
骨
文
の
時
代
に
つ
い
て
、
当
初
文
字
に
原
始
的
な
象
形
字
が
多
い
こ
と
や
、
甲
骨
文
中
に
祖そ

乙い
つ

・
祖そ

辛し
ん

な

ど
、『
史
記
』
殷い

ん
ほ
ん本

紀ぎ

に
登
場
す
る
殷
王
の
名
と
同
様
の
十じ

っ
か
ん干

に
よ
る
人
名
が
見
え
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し

て
、
殷
代
の
も
の
、
あ
る
い
は
も
っ
と
大
雑
把
に
周
以
前
の
夏
・
殷
の
時
代
の
も
の
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
き
た
。

　
日
本
の
中
国
古
代
史
学
者
林は

や
し

泰た
い

輔す
け

は
、
一
九
〇
九
年
に
『
史し

学が
く

雑ざ
っ
し誌

』
第
二
〇
編
第
八
・
九
・
一
〇
号
の
三

号
に
わ
た
っ
て
「
清
国
河
南
省
湯
陰
県
発
見
の
亀き

っ

甲こ
う

牛ぎ
ゅ
う

骨こ
つ

に
て
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
、
こ
れ
ら
の
理
由
に

加
え
、
甲
骨
文
の
文
章
が
簡
略
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
甲
骨
の
発
見
地
と
さ
れ
る
河
南
省
湯
陰
県
の
古
牖
里
城

が
、
伝
世
文
献
上
で
殷
の
旧
都
と
さ
れ
る
朝ち

ょ
う

歌か

、
す
な
わ
ち
河
南
省
淇き

県
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
こ
と
を
根

拠
と
し
て
、「
そ
の
殷
代
の
も
の
た
る
こ
と
は
殆ほ

と
んど

疑
う
た
が
いな

き
も
の
の
如
し
」
と
し
、
更
に
甲
骨
の
性
質
を
「
殷

代
王
室
に
属
せ
し
卜ぼ

く
じ
ん人

の
掌

つ
か
さ
どり

し
遺
物
な
る
べ
し
」、
す
な
わ
ち
殷
王
室
に
仕
え
る
卜
占
の
官
が
使
用
し
た
遺
物
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で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
甲
骨
発
見
の
年
と
さ
れ
る
一
八
九
九
年
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
の
間
に
、
甲
骨
文
は
日
本
も
含
め
て
海
外
の
学
者

や
好
事
家
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
日
本
で
初
め
て
発
表
さ
れ
た
甲

骨
文
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
林
は
そ
の
後
甲
骨
文
の
図
録
と
し
て
『
亀き

っ

甲こ
う

獣じ
ゅ
う

骨こ
つ

文も

字じ

』
を
出
版
し
て
い
る
。

　
付
言
し
て
お
く
と
、
甲
骨
文
の
発
見
と
前
後
し
て
一
九
〇
〇
年
に
、
敦
煌
の
莫ば

っ

高こ
う
く
つ窟

で
敦
煌
文
献
が
発
見
さ

れ
、
や
は
り
日
本
も
含
め
た
海
外
の
学
者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
〔
→
２
２
５
ペ
ー
ジ
〕。
甲
骨
学
と
敦
煌
学
は
ほ
ぼ

同
時
期
に
歩
み
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
甲
骨
文
の
出
土
地
に
つ
い
て
は
、
劉
鶚
の
友
人
で
あ
っ
た
羅ら

振し
ん

玉ぎ
ょ
くが

精
力
的
に
探
索
を
進
め
、
河
南

省
湯
陰
県
の
古
牖
里
城
で
は
な
く
、
同
じ
河
南
省
内
で
も
北
方
に
位
置
す
る
、
現
在
の
安
陽
市
に
属
す
る
小し

ょ
う

屯と
ん

村そ
ん

で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
。
一
九
一
一
年
に
は
弟
の
羅ら

振し
ん

常じ
ょ
うを

現
地
に
派
遣
し
、
現
地
民
か
ら
甲
骨
や
そ

の
他
古
器
物
の
購
入
に
成
功
し
て
い
る
。

　
小
屯
村
は
洹え

ん

水す
い

（
現
在
は
洹え

ん

河が

・
安あ

ん
よ
う陽

河が

と
呼
ば
れ
る
）
と
い
う
川
の
ほ
と
り
に
位
置
す
る
。『
史
記
』
項
羽
本
紀
及

び
『
漢
書
』
項
籍
伝
を
参
照
す
る
と
、
楚
の
項
羽
が
こ
の
洹
水
の
南
の
殷い

ん

虚き
ょ

（
殷
墟
）
で
秦
の
将
軍
章し

ょ
う

邯か
ん

と
会

見
し
、
盟
約
を
結
ん
だ
と
あ
る
。
羅
振
玉
は
、
甲
骨
の
出
土
地
は
ま
さ
に
そ
の
殷
虚
で
あ
る
と
考
え
た
。

　
羅
振
玉
は
『
殷
虚
書し

ょ
け
い契

前
編
』『
殷
虚
書
契
菁せ

い

華か

』『
殷
虚
書
契
後
編
』
と
い
っ
た
甲
骨
文
の
図
録
の
出
版
や
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そ
の
研
究
で
知
ら
れ
、
そ
の
弟
子
の
王お

う

国こ
く

維い

、
更
に
は
後
述
す
る
董と

う
さ
く作

賓ひ
ん

・
郭か

く

沫ま
つ

若じ
ゃ
くと

と
も
に
、
甲
骨
学
の
発
展
に
貢
献
し
た
四
人
の
偉
大
な
学
者
「
甲
骨
四
堂
」
の
ひ
と
り

と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
。「
四
堂
」
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
号
や
字
に
そ
れ
ぞ
れ
羅
雪

せ
つ
ど
う

堂
・
王
観か

ん

堂ど
う

・
董
彦げ

ん
ど
う堂

・
郭
鼎て

い
ど
う堂

と
、「
堂
」
の
字
が
つ
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
呼
称
で

あ
る
（
図
１
‐
１
）。

　
羅
振
玉
は
、
林
泰
輔
や
、
京
都
帝
国
大
学
教
授
で
、
著
名
な
中
国
学
者
で
あ
る
内な

い

藤と
う

湖こ
な
ん南

と
い
っ
た
日
本
の
学
者
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。
そ
の
著
書
『
殷い

ん

商し
ょ
う

貞て
い

卜ぼ
く

文も

字じ

攷こ
う

』

は
、
自
序
に
よ
る
と
林
泰
輔
の
「
清
国
河
南
省
湯
陰
県
発
見
の
亀
甲
牛
骨
に
就
て
」
に

刺
激
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
殷
王
の
系
譜

　
甲
骨
が
林
泰
輔
の
言
う
よ
う
に
「
殷
代
王
室
に
属
せ
し
卜
人
の
掌
り
し
遺
物
」
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
に
は
、
甲
骨
文
に
見
え
る
祖
乙
・
祖
辛
の
よ
う
な
十
干
に
よ
る
呼

称
が
殷
王
の
名
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
当
時
の
殷
王
の
系
譜
を
復
原
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
の
課
題
に
取
り
組
ん
だ
の
が
王
国
維
で
あ
る
。

羅振玉 王国維 董作賓 郭沫若

図 1–1　甲骨四堂
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彼
は
一
九
一
七
年
に
「
殷い

ん

卜ぼ
く

辞じ

中ち
ゅ
う

所し
ょ
け
ん
せ
ん
こ
う
せ
ん
お
う
こ
う

見
先
公
先
王
考
」「
殷
卜
辞
中
所
見
先
公
先
王
続
考
」
の
二
編
の
論
文

を
発
表
し
、『
史
記
』
殷
本
紀
な
ど
伝
世
文
献
に
見
え
る
殷
王
や
そ
の
先
公
（
上じ

ょ
う

甲こ
う

以
前
の
王
室
の
祖
先
神
。
図
１
‐

２
の
系
図
を
参
照
）
と
、
甲
骨
文
に
見
え
る
王
名
や
神
名
と
を
比
較
し
、
殷
本
紀
に
伝
え
ら
れ
る
殷
王
の
系
譜
が
ほ

ぼ
確
実
で
信
頼
に
足
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
見
え
る
殷
の
歴
史
が
決
し
て
虚
構
で
は
な
い
こ
と
、

そ
し
て
甲
骨
が
確
か
に
殷
の
王
室
に
関
わ
る
遺
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　
王
国
維
が
「
殷
卜
辞
中
所
見
先
公
先
王
考
」
を
執
筆
し
た
の
は
、
内
藤
湖
南
の
論
文
「
王お

う

亥が
い

」
を
読
ん
だ
こ

と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
王
亥
と
い
う
の
は
甲
骨
文
に
見
え
る
殷
王
の
先
公
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
内
藤

湖
南
は
、
当
時
羅
振
玉
と
と
も
に
辛
亥
革
命
の
難
を
避
け
る
た
め
、
一
時
日
本
の
京
都
に
亡
命
し
て
い
た
王
国

維
と
王
亥
に
つ
い
て
語
り
合
い
、
彼
か
ら
殷
本
紀
に
見
え
る
「
振し

ん

」
や
『
竹ち

く

書し
ょ
き紀

年ね
ん

』
に
見
え
る
「
殷い

ん

侯こ
う
し子

亥が
い

」、

『
呂
氏
春
秋
』
に
見
え
る
「
王お

う

氷ひ
ょ
う」

が
そ
れ
ぞ
れ
王
亥
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
受
け
て
触

発
さ
れ
、
こ
の
論
文
を
書
い
た
の
だ
と
言
う
。

　
そ
し
て
湖
南
は
王
国
維
よ
り
「
殷
卜
辞
中
所
見
先
公
先
王
考
」
が
寄
せ
ら
れ
る
と
、
続
編
「
続
王
亥
」
を
発

表
し
て
そ
の
概
略
を
ま
と
め
、
王
国
維
の
研
究
の
成
果
を
日
本
に
紹
介
し
た
。
こ
の
よ
う
に
初
期
の
甲
骨
学
は

中
国
と
日
本
の
学
者
と
が
相
互
に
啓
発
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
て
い
っ
た
。

　
殷
王
の
系
譜
研
究
は
王
国
維
の
研
究
を
基
礎
と
し
て
後
進
の
研
究
者
に
よ
り
更
に
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
図
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１
‐
２
に
殷
本
紀
に
見
え
る
殷
王
の
系
譜
と
、
甲
骨
文
よ
り
復
原
さ
れ
た
系
譜
と
を
挙
げ
て
お
く
。
甲
骨
文
か

ら
の
復
原
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
細
か
な
違
い
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
白し

ら
か
わ川

静し
ず
かの

『
甲

骨
文
の
世
界
』
に
よ
る
復
原
を
一
部
修
正
の
う
え
挙
げ
て
お
い
た
。

　
両
者
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
中ち

ゅ
う

壬じ
ん

・
沃よ

く
て
い丁

の
よ
う
に
甲
骨
文
の
方
で
は
該
当
す
る
名
前
が
見
え
な

い
王
が
い
た
り
、
逆
に
初
代
成
湯
の
子
の
太た

い
て
い丁

（
大
丁
）
の
よ
う
に
殷
本
紀
の
方
で
は
即
位
が
認
め
ら
れ
て
い
な

い
が
、
甲
骨
文
で
は
王
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
者
が
い
た
り
、
河か

亶だ
ん

甲こ
う

↓
戔せ

ん

甲こ
う

の
よ
う
に
殷
本
紀
と
甲
骨
文
と

で
呼
称
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
王
が
い
た
り
、
太た

い

甲こ
う

（
大
甲
）
と
外が

い

丙へ
い

（
卜ぼ

く

丙へ
い

）
の
よ
う
に
即
位
の
順
が
異
な
る

者
が
存
在
し
た
り
と
い
っ
た
具
合
に
、
異
同
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
廩り

ん

辛し
ん

と
祖そ

己き

に
つ
い
て
は
、
甲
骨

文
で
の
即
位
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
る
。
廩
辛
の
場
合
は
少
な
く
と
も
殷
代
の
あ
る
時
期
に
は
即
位
し

て
い
た
と
見
る
論
者
が
多
い
。

　
殷
王
朝
は
帝て

い

辛し
ん

す
な
わ
ち
紂
王
の
時
代
に
滅
亡
し
た
の
で
、
殷
墟
甲
骨
文
で
は
彼
を
祖
先
と
し
て
記
録
し
た

も
の
は
な
く
、
当
然
そ
の
名
前
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
父
の
帝て

い

乙い
つ

の
名
も
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
ち
ら
は
周
の
甲

骨
文
で
あ
る
周
原
甲
骨
や
殷
末
周
初
の
金
文
に
「
文
武
帝
乙
」
と
し
て
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。

　
近
年
は
更
に
落お

ち
あ
い
あ
つ
し

合
淳
思
に
よ
っ
て
、
殷
王
の
系
譜
は
一
定
不
変
の
も
の
と
し
て
後
代
に
受
け
継
が
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
時
期
ご
と
の
政
治
的
要
請
に
よ
っ
て
改
変
が
な
さ
れ
、
殷
王
の
実
際
の
血
縁
関
係
を
反
映
し
て
い
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図 1–2　殷王室系図（丸数字は王位継承の順序を示す）

甲骨文による系図
（上甲以前の先公の部分は省略した）

『史記』殷本紀による系図
（一部をその他の文献によって補った）
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た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

王
国
維
の
二
重
証
拠
法

　
話
を
王
国
維
に
戻
そ
う
。
彼
は
中
国
古
代
史
の
分
野
の
研
究
手
法
と
し
て
「
二に

重じ
ゅ
う

証し
ょ
う

拠こ

法ほ
う

」（
あ
る
い
は
二
重

証
明
法
と
も
）
を
提
起
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
概
要
は
、
彼
が
一
九
二
五
年
に
北
京
の
清せ

い

華か

学が
っ
こ
う校

国こ
く
が
く学

研け
ん

究き
ゅ
う

院い
ん

で
講
義
し
た
「
古こ

史し

新し
ん
し
ょ
う

証
」
の
講
義
案
の
総
論
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
清
華
学
校
は
中
国
の
名
門
大
学
と
し

て
知
ら
れ
る
清
華
大
学
の
前
身
に
あ
た
る
）。

　
王
国
維
は
ま
ず
、
自
分
は
今
日
に
生
ま
れ
、
幸
い
に
し
て
「
紙
上
の
材
料
」
の
ほ
か
、
更
に
「
地
下
の
新
材

料
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
。「
紙
上
の
材
料
」
と
は
『
尚
書
』（『
書
経
』）『
詩
経
』『
易
経
』、
古
帝
王

の
系
譜
や
事
績
を
ま
と
め
た
『
大だ

戴た
い

礼ら
い
き記

』
の
五ご

帝て
い

徳と
く

篇
と
帝て

い
け
い繫

篇
、
そ
し
て
『
春
秋
』『
春
秋
左
氏
伝
』（『
左

伝
』）『
国
語
』『
世せ

本ほ
ん

』『
竹
書
紀
年
』『
戦
国
策
』『
史
記
』
な
ど
の
伝
世
文
献
を
指
し
、「
地
下
の
新
材
料
」
と

は
甲
骨
文
と
金
文
、
す
な
わ
ち
出
土
文
献
を
指
す
。

　
そ
し
て
「
地
下
の
新
材
料
」
に
よ
っ
て
「
紙
上
の
材
料
」
の
内
容
を
補
正
し
た
り
、
ま
た
古
書
の
あ
る
部
分

が
実
録
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
二
重
証
拠
法
は
今
日
に
な
っ
て
よ
う

や
く
実
行
が
可
能
と
な
っ
た
、
古
書
の
内
容
で
未
だ
証
明
を
得
て
い
な
い
も
の
も
、
み
だ
り
に
否
定
す
る
こ
と
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は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　
二
重
証
拠
法
は
一
般
に
伝
世
文
献
と
出
土
文
献
と
の
内
容
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
研
究
を
進
め
る
手
法
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
出
土
文
献
に
よ
っ
て
伝
世
文
献
の
内
容
の

真
偽
を
検
証
す
る
た
め
の
手
法
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
先
に
触
れ
た
「
殷
卜
辞
中
所
見
先
公
先
王
考
」、
同

「
続
考
」
も
、
こ
う
し
た
見
地
か
ら
行
わ
れ
た
研
究
で
あ
り
、
事
実
「
古
史
新
証
」
で
は
二
重
証
拠
法
に
よ
る
研

究
の
一
例
と
し
て
、
こ
の
二
編
の
論
文
の
改
訂
版
と
も
言
う
べ
き
論
考
を
収
め
て
い
る
。

　
伝
世
文
献
と
出
土
文
献
の
立
場
は
対
等
で
は
な
く
、
出
土
文
献
は
あ
く
ま
で
伝
世
文
献
の
内
容
を
検
証
す
る
た

め
の
傍
証
の
材
料
と
し
て
の
役
割
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
文
で

も
た
び
た
び
触
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
〔
二
重
証
拠
法
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
観
点
か
ら
の
批
判
も
あ
る
。
→
２
７
２
ペ
ー

ジ
〕。

　
信
古
・
疑
古
・
釈
古

　
王
国
維
が
こ
の
二
重
証
拠
法
を
提
起
し
た
の
は
、
当
時
学
術
界
で
流
行
し
つ
つ
あ
っ
た
「
疑ぎ

古こ

」
の
風
潮
を

批
判
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

「
古
史
新
証
」
で
は
、
古
代
に
関
す
る
伝
承
を
記
載
し
た
文
献
は
、
真
偽
を
判
別
せ
ず
に
何
で
も
信
じ
て
史
書
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に
取
り
入
れ
る
と
い
う
「
信し

ん

古こ

の
過
ち
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
と
も
に
、
五
帝
に
数
え
ら
れ
る
堯ぎ

ょ
う・

舜
や
、
夏

王
朝
の
始
祖
と
さ
れ
る
禹
の
実
在
を
疑
う
よ
う
な
疑
古
の
風
潮
は
、
そ
の
懐
疑
の
態
度
や
批
評
の
精
神
に
お
い

て
は
取
る
べ
き
も
の
が
な
い
で
は
な
い
が
、
惜
し
む
ら
く
は
古
史
の
材
料
に
対
し
て
、
充
分
な
処
理
を
行
っ
て

い
な
い
と
、「
疑
古
の
過
ち
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
疑
古
と
い
う
の
は
、
伝
世
文
献
が
伝
え
る
古
代
の
伝
承
の
史
実
性
を
疑
う
な
ど
、
伝
世
文
献
に
対
し
て
懐
疑

的
・
批
判
的
な
態
度
で
臨
む
学
風
で
あ
り
、
清
末
の
著
名
な
学
者
・
政
治
家
で
あ
る
康こ

う
ゆ
う
い

有
為
が
『
新し

ん

学が
く

偽ぎ

経け
い

考こ
う

』

『
孔こ

う

子し

改か
い

制せ
い

考こ
う

』
で
展
開
し
た
、『
春
秋
左
氏
伝
』（『
左
伝
』）
や
『
周
礼
』
は
、
前
漢
末
に
王お

う

莽も
う

に
よ
る
改
革
や

簒
奪
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
そ
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
る
劉り

ゅ
う
き
ん

歆
が
偽
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
か
、『
易
経
』『
尚
書
』

『
詩
経
』『
礼
記
』『
春
秋
』『
楽
経
』
の
六り

く

経け
い

は
、
孔
子
が
自
ら
の
改
制
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
自
己
の
理
想

を
堯
・
舜
や
周
の
文
王
と
い
っ
た
古
の
聖
人
に
託
し
て
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
学
説
に
影
響
さ
れ
て

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
代
の
後
半
に
は
、
儒
教
批
判
を
唱
え
る
新
文
化
運
動
と
も
連
動
す
る

形
で
疑
古
の
動
き
が
強
ま
っ
た
。

「
疑
古
派
」
の
主
要
な
人
物
と
し
て
有
名
な
の
は
、
文
学
者
・
思
想
家
の
胡こ

適せ
き

、
そ
の
教
え
子
で
古
代
史
家
の

顧こ

頡け
つ

剛ご
う

、
そ
の
盟
友
の
銭せ

ん

玄げ
ん

同ど
う

（
彼
は
自
ら
の
学
問
的
な
決
意
を
示
す
た
め
疑ぎ

古こ

玄げ
ん

同ど
う

と
改
名
し
た
）
な
ど
で
あ
る
。
彼
ら

の
議
論
は
主
に
顧
頡
剛
ら
が
編
者
を
つ
と
め
た
雑
誌
『
古こ

史し

辨べ
ん

』
で
展
開
さ
れ
た
の
で
、「
疑
古
派
」
の
こ
と
を
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「
古
史
辨
派
」
と
も
呼
ぶ
（
な
お
彼
ら
の
い
う
「
古
史
」
と
は
、
東
周
の
頃
ま
で
の
歴
史
を
指
す
）。

　
こ
の
う
ち
胡
適
は
「
東
周
以
上
に
史
無
し
」、
す
な
わ
ち
伝
世
文
献
に
見
え
る
東
周
以
前
の
歴
史
に
は
信
頼
に

足
る
も
の
は
ひ
と
つ
と
し
て
存
在
し
な
い
と
い
う
議
論
を
展
開
し
た
。

　
顧
頡
剛
は
「
層
累
地
造
成
古
史
観
」（
累
層
的
に
造
成
さ
れ
た
古
史
観
）
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
を
提
示
し
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
禹
の
伝
承
は
西
周
期
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
帝
王
と
さ
れ

る
堯
・
舜
の
伝
承
は
、
春
秋
末
期
の
孔
子
の
時
代
に
至
っ
て
は
じ
め
て
登
場
し
、
後
に
な
る
と
更
に
そ
の
前
の

時
代
の
帝
王
と
し
て
伏ふ

っ

羲き

や
神し

ん
の
う農

の
伝
承
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
具
合
に
、
時
代
が
新
し
く
な
る
に

つ
れ
て
、
よ
り
古
い
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
伝
承
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
、
江
戸
時
代
、
一
八
世
紀
前
半
の
学
者
で
あ
る
富と

み
な
が永

仲な
か
も
と基

も
そ
れ
に
先
立
っ
て
同
様
の
こ
と
を
主

張
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
加か

じ
ょ
う
せ
つ

上
説
と
呼
ば
れ
る
。
彼
の
学
説
は
内
藤
湖
南
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
、
評
価
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
近
代
に
入
る
と
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
で
あ
っ
た
白し

ら
と
り
く
ら

鳥
庫
吉き

ち

は
、
一
九
〇
九
年
以
降
「
支
那
古
伝
説

の
研
究
」
な
ど
一
連
の
講
演
・
論
文
に
よ
っ
て
、
堯
・
舜
・
禹
は
古
代
の
中
国
人
の
道
徳
的
理
想
を
人
格
化
し

た
存
在
で
あ
っ
て
、
歴
史
上
実
在
し
た
人
物
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
「
堯
舜
禹
抹
殺
論
」
を
主
張

し
、
日
本
や
中
国
で
大
き
な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
前
述
の
林
泰
輔
ら
が
反

論
を
行
っ
て
い
る
。
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王
国
維
の
研
究
姿
勢
は
、
充
分
な
検
証
を
行
わ
ず
に
ひ
た
す
ら
伝
世
文
献
を
疑
う
だ
け
の
疑
古
で
も
な
く
、

ま
た
伝
世
文
献
を
妄
信
す
る
だ
け
の
信
古
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
第
三
の
道
「
釈し

ゃ
っ

古こ

」
で
あ
る
と
位
置
づ

け
ら
れ
、
後
世
の
出
土
文
献
を
中
心
に
扱
う
研
究
者
は
、
王
国
維
を
始
祖
と
し
て
自
ら
を
「
釈
古
派
」
と
位
置

づ
け
る
こ
と
が
多
い
〔
釈
古
の
観
点
か
ら
の
疑
古
批
判
に
つ
い
て
は
→
78
・
２
３
３
ペ
ー
ジ
〕。

　
そ
の
「
釈
古
派
」
の
始
祖
た
る
王
国
維
で
あ
る
が
、「
古
史
新
証
」
を
発
表
し
た
二
年
後
の
一
九
二
七
年
に
、

西
太
后
の
離
宮
と
し
て
知
ら
れ
る
北
京
の
頤い

和わ

園え
ん

の
昆こ

ん

明め
い
こ湖

に
身
投
げ
し
、
自
ら
命
を
絶
っ
た
。
自
殺
の
理
由

は
、
か
ね
て
清
朝
の
遺
臣
を
自
認
し
て
い
た
の
で
、
清
室
の
先
行
き
を
憂
え
て
殉
節
し
た
の
で
あ
る
と
か
、
師

の
羅
振
玉
と
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
を
抱
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
か
諸
説
あ
る
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
理
由
は
わ

か
ら
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
殷
墟
の
発
掘
が
開
始
さ
れ
た
の
は
そ
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

殷
墟
発
掘

　
殷
墟
の
発
掘
は
、
一
九
二
八
年
に
組
織
さ
れ
た
ば
か
り
の
国
立
ア
カ
デ
ミ
ー
中ち

ゅ
う

央お
う

研け
ん

究き
ゅ
う

院い
ん

歴れ
き

史し

語ご

言げ
ん

研け
ん

究
き
ゅ
う

所し
ょ

の
考こ

う

古こ

組そ

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
主
眼
は
、
発
掘
調
査
を
中
国
人
自
身
の
手
で
進
め
る
こ

と
に
あ
っ
た
。

　
従
来
中
国
で
の
発
掘
調
査
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
る
河
南
省
で
の
仰
韶
遺
跡
の
発
掘
や
、
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濱
田
耕
作
・
鳥と

り

居い

龍り
ゅ
う

蔵ぞ
う

ら
日
本
人
考
古
学
者
に
よ
る
中
国
東
北
部
で
の
調
査
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
ス
タ
イ
ン

や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ヘ
デ
ィ
ン
に
よ
る
西
北
部
で
の
調
査
と
木
簡
の
発
見
な
ど
、
日
本
人
を
含
む
外
国
人
に
よ

っ
て
進
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
中
国
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
し
て
い
た
の
で
あ
る
〔
→
２
２
４
ペ
ー
ジ
〕。

ま
た
、
一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
考
古
学
の
手
法
を
学
ん
だ
李り

済さ
い

が
帰
国
す
る
な
ど
、
中

国
人
の
手
で
発
掘
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
条
件
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
。

　
殷
墟
発
掘
は
、
一
九
二
六
年
の
山
西
省
夏か

県
西せ

い
い
ん陰

村そ
ん

遺
跡
の
発
掘
に
次
ぐ
二
度
目
の
中
国
人
自
身
に
よ
る
発

掘
調
査
で
あ
り
、
一
九
二
八
年
か
ら
、
一
九
三
七
年
に
日
中
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
発
掘
が
中
断
さ
れ
る
ま
で
、

一
五
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。

　
第
一
次
発
掘
は
後
に
「
甲
骨
四
堂
」
の
ひ
と
り
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
董
作
賓
が
担
っ
た
が
、
第
二

次
発
掘
以
降
は
考
古
組
主
任
と
な
っ
た
李
済
が
調
査
に
加
わ
り
、
こ
の
後
も
や
は
り
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
考
古

学
を
学
ん
だ
梁り

ょ
う

思し

永え
い

（
清
末
民
国
期
の
学
者
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
著
名
な
梁り

ょ
う

啓け
い

超ち
ょ
うの

次
男
で
あ
る
）
や
郭か

く

宝ほ
う

鈞き
ん

・
石せ

き

璋し
ょ
う

如じ
ょ

・
夏か

鼐だ
い

・
胡こ

厚こ
う

宣せ
ん

ら
新
し
い
ス
タ
ッ
フ
が
順
次
加
わ
っ
て
い
る
。

　
発
掘
は
安
陽
の
洹
河
南
岸
に
位
置
す
る
小
屯
村
や
、
そ
こ
か
ら
洹
水
を
挟
ん
で
北
側
に
位
置
す
る
侯こ

う

家か

荘そ
う

の

西せ
い
ほ
く
こ
う

北
崗
な
ど
で
行
わ
れ
た
（
以
下
、
殷
墟
の
遺
跡
の
配
置
に
つ
い
て
は
図
１
‐
３
を
参
照
）。

　
小
屯
村
北
側
で
は
、
東
西
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
か
ら
、
甲
・
乙
・
丙
の
三
組
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に
区
分
さ
れ
る
計
五
三
基
の
建
築
基
壇
が
発
見
さ

れ
た
。
甲
・
乙
・
丙
の
三
組
の
建
築
基
壇
は
北
か

ら
南
へ
と
並
ん
で
い
る
が
、
特
に
中
央
部
に
位
置

す
る
乙
組
建
築
基
壇
と
南
側
の
丙
組
建
築
基
壇
の

付
近
か
ら
は
、
祭
祀
を
行
う
際
に
犠
牲
に
用
い
ら

れ
た
と
見
ら
れ
る
動
物
の
骨
や
人
骨
、
車
馬
が
埋

め
ら
れ
た
祭さ

い

祀し

坑こ
う

が
多
く
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
小
屯
村
北
側
一
帯
は
、
殷
王
の
宮
殿
や
祖
先
を

祀
っ
た
宗そ

う

廟び
ょ
うの

跡
地
に
あ
た
る
宮
殿
宗
廟
区
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
宮
殿
宗
廟
区
か
ら
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
甲
骨

が
発
見
さ
れ
、
よ
う
や
く
盗
掘
品
の
購
入
で
は
な

く
、
考
古
学
的
な
調
査
に
よ
っ
て
甲
骨
が
得
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
の

が
、
第
三
次
発
掘
で
得
ら
れ
た
「
大た

い

亀き

四し
ば
ん版

」
と

図 1–3　殷墟周辺地図



呼
ば
れ
る
、
破
損
の
な
い
完
全
な
状
態
で
出
土
し
た
四
枚
の
亀
甲
と
、
第
一
三

次
発
掘
で
Ｙ
Ｈ
一
二
七
と
い
う
坑
穴
か
ら
発
見
さ
れ
た
一
万
七
〇
九
六
片
も
の

甲
骨
群
で
あ
る
。
後
者
は
、
一
五
次
に
わ
た
る
殷
墟
発
掘
で
得
ら
れ
た
甲
骨
総

計
お
よ
そ
二
万
五
〇
〇
〇
片
の
う
ち
三
分
の
二
近
く
を
占
め
る
。

　
侯
家
荘
西
北
崗
で
は
、
殷
王
の
も
の
と
見
ら
れ
る
大
型
墓
が
複
数
発
見
さ
れ

て
お
り
、
西
北
崗
は
王
陵
区
と
さ
れ
て
い
る
。
王
陵
区
は
東
西
二
区
に
分
け
ら

れ
、
西
区
に
は
四
方
に
墓
道
を
具
え
、
上
か
ら
見
る
と
「
亜
」
の
字
の
旧
字
の

「
亞
」
の
形
に
似
た
「
亜
字
形
墓
」
と
呼
ば
れ
る
形
式
の
大
型
墓
が
七
基
と
、
未

完
成
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
大
型
墓
が
一
基
あ
る
。
未
使
用
墓
と
さ

れ
る
一
五
六
七
号
墓
は
、
最
後
の
王
で
あ
る
帝
辛
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
東
区
に
は
、
亜
字
形
の
大
型
墓
一
基
、
墓
道
を

南
北
二
方
向
に
具
え
た
「
中
字
形
」
の
大
型
墓
が
二
基
、
墓
道
が
南
方
一
方
向

の
み
の
「
甲
字
形
墓
」
が
一
基
発
見
さ
れ
た
。
東
区
で
は
ま
た
戦
後
に
中
字
形

大
型
墓
で
あ
る
武ぶ

官か
ん

村そ
ん

大た
い
ぼ墓

が
発
見
さ
れ
て
い
る
（
図
１
‐
４
・
１
‐
５
を
参
照
）。

　
た
だ
、
こ
れ
ら
の
墓
は
既
に
盗
掘
さ
れ
て
お
り
、
ど
れ
が
誰
の
墓
で
あ
る
の

図 1–4　殷墟王陵区平面図
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か
判
断
す
る
す
べ
は
な
い
。
王
陵
と
言
わ
れ
て
い
る
の
も
、
墓
の
規
模
か
ら

そ
う
判
断
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
王
陵
区
で
も
、
動
物
の
骨
や

車
馬
、
人
骨
を
埋
め
た
祭
祀
坑
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
人
骨
は
殉
葬
者
の
骨

と
見
ら
れ
、
王
墓
の
周
辺
の
ほ
か
、
墓
道
な
ど
墓
葬
内
か
ら
も
発
見
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
王
墓
の
墓
底
に
は
犬
や
武
器
を
持
っ
た
兵
士
を
一
体
ず
つ
埋
め

た
腰よ

う
こ
う坑

が
存
在
す
る
。
こ
の
腰
坑
と
お
び
た
だ
し
い
殉
葬
の
存
在
が
殷
墓
の

特
徴
と
さ
れ
る
〔
殉
葬
者
の
身
分
に
つ
い
て
は
→
53
ペ
ー
ジ
〕。

　
殷
墟
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
殷
の
後
期
、
一
般
的
に
は
盤
庚
以
降
の
時
期

に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。
宮
殿
宗
廟
区
は
盤
庚
以
降
の
都
、
王
陵
区
は
盤
庚
か

ら
最
後
の
紂
王
に
至
る
ま
で
の
墓
葬
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
『
尚
書
』

盤
庚
上
の
冒
頭
に
「
盤
庚 

殷
に
遷
る
」
と
あ
り
、
ま
た
『
史
記
』
殷
本
紀
に

中ち
ゅ
う

丁て
い

の
時
代
か
ら
盤
庚
に
至
る
ま
で
五
度
遷
都
し
た
と
あ
る
一
方
で
、『
竹

書
紀
年
』
に
「
盤
庚
の
殷
に
徙う

つ

り
て
自よ

り
、
紂
の
滅
ぶ
に
至
る
ま
で
、
七
百
七
十
三
年
（
二
百
七
十
三
年
の
誤
り
か
）、

更
に
都
を
徙
さ
ず
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
〔『
竹
書
紀
年
』
に
つ
い
て
は
→
１
５
７
ペ
ー
ジ
〕。
こ

れ
ら
の
文
献
に
い
う
「
殷
」
と
は
地
名
を
指
す
。

図 1–5　殷墟一五〇〇号墓発掘時の写真
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た
だ
、
殷
墟
で
発
見
さ
れ
た
甲
骨
文
が
武
丁
以
後
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
殷
墟
も
武
丁
以
後
の

都
で
は
な
い
か
と
疑
う
意
見
も
あ
り
、
特
に
後
述
の
洹え

ん

北ほ
く

商し
ょ
う

城じ
ょ
うが

発
見
さ
れ
て
か
ら
は
武
丁
以
後
の
都
と
す
る

見
解
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
〔
→
59
ペ
ー
ジ
〕。

　
こ
う
し
た
殷
墟
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
殷
王
朝
の
実
在
が
考
古
学
的
に
も
証
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
出
土

文
献
で
あ
る
甲
骨
文
と
発
掘
の
成
果
と
の
両
面
で
「
東
周
以
上
に
も
史
が
あ
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
反

面
殷
墟
発
掘
の
成
功
は
、
濱
田
耕
作
が
危
惧
し
た
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
考
古
学
に
よ
る
発
掘
の
成
果
が
文

献
の
奴
隷
や
脚
注
と
な
る
道
を
切
り
開
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
甲
骨
文
と
は

　
こ
こ
で
殷
墟
よ
り
得
ら
れ
た
甲
骨
文
が
ど
の
よ
う
な
資
料
な
の
か
を
具

体
例
を
挙
げ
つ
つ
見
て
お
こ
う
。
甲
骨
文
、
と
り
わ
け
卜
占
の
内
容
を
記

録
し
た
卜ぼ

く

辞じ

は
、
甲
骨
を
焼
い
て
卜
占
が
行
わ
れ
た
後
に
、
そ
の
記
録
と

し
て
刻
ま
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
卜
占
が
行
わ
れ
た
日
付
と
、
卜
占
の
担

当
者
で
あ
る
貞て

い
じ
ん人

の
名
前
を
記
す
前ぜ

ん

辞じ

（
あ
る
い
は
叙じ

ょ

辞じ

と
も
呼
ば
れ
る
）、
卜

占
の
内
容
、
す
な
わ
ち
何
を
占
っ
た
の
か
を
記
す
命め

い

辞じ

、
甲
骨
を
焼
い
て

図 1–6　甲骨文拓本（合集六〇七五正）
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ひ
び
割
れ
の
形
か
ら
ど
の
よ
う
な
予
兆
を
読
み
取
っ
た
か
、
吉
凶
の
判
断
を
記
し
た
占せ

ん

辞じ

（
あ
る
い
は
繇ち

ゅ
う

辞じ

と
も
）、

卜
占
が
的
中
し
た
か
ど
う
か
結
果
を
記
し
た
験け

ん

辞じ

の
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。

　
以
下
に
例
と
し
て
合
集
六
〇
五
七
正
の
卜
辞
を
引
き
、
こ
の
四
つ
に
分
け
て
み
る
（
図
１
‐
６
の
点
線
で
囲
っ
た

部
分
。
こ
の
図
に
は
全
部
で
四
条
の
甲
骨
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
読
む
の
は
そ
の
う
ち
の
一
条
で
あ
る
）。

《
前　

辞
》
癸き

巳い

卜
す
、
殻か

く

貞と

う
、

　
　
　
　（
癸
巳
の
日
に
卜
占
を
行
う
、
殻
が
問
う
、）

《
命　

辞
》「
旬
に
　
亡
き
か
」
と
。

　
　
　
　（「
こ
の
十
日
の
間
に
悪
い
こ
と
が
お
こ
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。」）

《
占　

辞
》
王

う
ら
な
い
みて

曰
く
、「
祟
り
有
り
、
其
れ
来
艱
有
ら
ん
」
と
。

　
　
　
　（
王
が
卜
兆
を
見
て
言
う
に
は
、「
祟
り
が
あ
る
、
災
い
が
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。」）

《
験　

辞
》 

五
日
丁て

い

酉ゆ
う

に
迄い

至た

り
、
允ま

こ
とに

来
﹇
艱
﹈
有
り
て
、
西
﹇
自
り
す
﹈。
沚し

か
く

告
げ
て
曰
く
、「
土ど

方ほ
う 

我
が
東
鄙
を
征
し
、
二
邑
を
𢦏
せ
り
。

く

方ほ
う

も
亦
た
我
が
西
鄙
の
田
を
侵お

か

せ
り
」
と
。

　
　
　
　
　
　 （
五
日
後
の
丁
酉
の
日
に
、
本
当
に
西
か
ら
災
い
が
や
っ
て
き
た
。（
臣
下
の
）
沚
馘
が
報
告
し
て
言
う
に
は
、「（
敵

国
の
）
土
方
が
我
が
（
殷
の
）
東
辺
の
土
地
に
攻
め
こ
み
、
二
つ
の
邑
を
破
壊
し
ま
し
た
。（
敵
国
の
）

方
も
や
は
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り
我
が
（
殷
の
）
西
辺
の
田
地
に
侵
入
し
ま
し
た
。」）

　
こ
の
甲
骨
文
の
大
意
は
、
こ
の
十
日
の
間
の
吉
凶
を
占
う
と
い
う
定
例
の
卜
占
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
王
に
よ

っ
て
凶
兆
が
読
み
取
ら
れ
、
果
た
し
て
予
測
通
り
に
土
方
や

方
と
い
っ
た
敵
対
す
る
勢
力
が
攻
め
こ
ん
で
き

た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　
前
辞
の
部
分
に
出
て
く
る
「
殻
」
と
い
う
の
が
貞
人
の
名
前
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
「
貞
う
」
の
上
の
文
字

が
何
を
示
す
の
か
長
ら
く
謎
と
さ
れ
て
き
た
が
、
前
述
の
殷
墟
宮
殿
宗
廟
区
で
発
掘
さ
れ
た
「
大
亀
四
版
」
を

も
と
に
董
作
賓
が
研
究
を
進
め
、
貞
人
の
名
前
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
た
。

　
命
辞
は
占
い
た
い
内
容
を
神
霊
に
問
い
掛
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
殷
王
な
ど
が
未
来
の
行
動
を
決
定
し
て
い
た

と
す
る
の
が
一
般
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
本
書
も
こ
の
考
え
方
に
沿
う
こ
と
に
す
る
が
、
一
方
で
欧
米
の
研
究

者
を
中
心
に
本
当
に
そ
う
考
え
て
も
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
４
章

で
後
の
時
代
の
占
い
の
記
録
を
見
る
際
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
〔
→
２
４
６
ペ
ー
ジ
〕。

　
こ
こ
で
挙
げ
た
も
の
は
甲
骨
文
と
し
て
は
長
文
の
も
の
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
前
辞
・
命
辞
・
占
辞
・
験
辞

の
四
つ
が
完
備
さ
れ
た
例
は
ご
く
少
数
で
、
占
辞
や
験
辞
を
欠
い
た
短
文
の
も
の
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。

　
卜
辞
は
殷
王
が
卜
占
の
主
体
と
な
る
「
王お

う
ぼ
く
じ

卜
辞
」
と
、
王
族
・
貴
族
が
主
体
と
な
る
「
非ひ

王お
う

卜ぼ
く

辞じ

」
に
分
け
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ら
れ
る
。
一
九
九
一
年
に
殷
墟
内
で
発
見
さ
れ
た
「
花か

園え
ん

荘そ
う

東と
う
ち地

甲こ
う
こ
つ骨

」
も
「
非
王
卜
辞
」
に
属
す
る
。

　
少
数
な
が
ら
卜
占
に
関
わ
る
も
の
以
外
の
刻
辞
も
存
在
し
、
卜
占
に
必
要
な
資
材
の
入
貢
を
甲
骨
の
特
定
の

部
位
に
記
録
し
た
記き

事じ

刻こ
く

辞じ

、
特
定
の
事
件
を
記
念
し
て
鹿
・
虎
と
い
っ
た
動
物
や
人
の
頭
骨
な
ど
に
刻
ま
れ

た
も
の
、
日
付
の
排
列
を
記
録
し
た
干
支
表
、
特
定
の
一
族
の
系
譜
を
記
録
し
た
家
譜
刻
辞
、
練
習
用
に
刻
ま

れ
、
実
際
の
卜
占
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
習し

ゅ
う

刻こ
く

な
ど
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
殷
墟
甲
骨
文
は
、
殷
の
武
丁
か
ら
最
後
の
帝
辛
の
時
代
に
か
け
て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
甲
骨
の
材

質
に
つ
い
て
は
、
亀
の
甲
羅
と
牛
の
肩
甲
骨
を
使
用
し
た
も
の
が
多
く
、
か
つ
も
と
も
と
は
一
件
の
甲
羅
や
骨

で
あ
っ
た
の
が
、
複
数
件
に
割
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
多
い
。

　
甲
骨
文
の
五
期
区
分

　
董
作
賓
は
殷
墟
発
掘
で
得
ら
れ
た
「
大
亀
四
版
」
の
研
究
を
通
じ
て
、
甲
骨
文
か
ら
貞
人
の
存
在
を
見
出
す

と
と
も
に
、
そ
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
が
可
能
な
こ
と
に
気
付
い
た
。

「
大
亀
四
版
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
短
文
の
甲
骨
文
が
複
数
刻
ま
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
第
四
版
に
刻
ま
れ
た
甲
骨

文
に
は
争そ

う

・
允い

ん

・
古こ

な
ど
六
名
の
貞
人
の
名
が
見
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
が
刻
ま
れ
た
の
は
だ
い
た
い
同
時

期
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
六
名
は
同
時
期
の
貞
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
第
一
版
に
見
え
る
貞
人
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に
は
古
と
と
も
に
賓ひ

ん

と
い
う
人
物
が
い
る
の
で
、
賓
も
彼
ら
と
だ
い
た
い
同
時
期
の
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
甲
骨
の
同
版
関
係
に
よ
る
貞
人
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
が
甲
骨
文
の
時
代
区
分
に
利
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
着
想
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
甲
骨
文
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
ま
と
め
た
論
文
が
、
一
九
三
二
年
に
発
表
の
「
甲
骨
文

断
代
研
究
例
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
貞
人
に
加
え
て
世
系
（
殷
王
の
系
譜
）・
称
謂
（
殷
王
な
ど
の
呼
称
の
変
化
）・

坑
位
（
甲
骨
が
出
土
し
た
場
所
）・
方
国
（
甲
骨
文
に
現
れ
る
国
名
）・
人
物
・
事
類
（
殷
王
の
田
猟
な
ど
甲
骨
文
の
内
容
）・
文

法
・
字
形
・
書
体
の
計
一
〇
項
目
か
ら
な
る
指
標
を
設
け
、
甲
骨
文
を
以
下
の
五
期
に
区
分
し
て
い
る
。

　

第
一
期　

武
丁
（
及
び
そ
れ
以
前
の
盤
庚
・
小
辛
・
小
乙
）

　

第
二
期　

祖
庚
・
祖
甲

　

第
三
期　

廩
辛
・
康
丁

　

第
四
期　

武
乙
・
文
丁

　

第
五
期　

帝
乙
・
帝
辛

　
前
述
の
よ
う
に
、
現
在
一
般
に
甲
骨
文
は
武
丁
の
時
代
以
後
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
董
作
賓
は
殷
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墟
に
遷
都
し
た
の
は
盤
庚
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
盤
庚
・
小
辛
・
小
乙
の
時
代
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る

は
ず
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
一
〇
件
の
指
標
の
中
で
、「
字
形
」
と
「
書
体
」
と
い
う
似
た
よ
う
な
項
目
が
並
ん
で
い
る
。
字
形
と
は
、
た

と
え
ば
「
王
」
の
字
が

↓

↓

↓
と
変
化
し
て
い
く
と
い
っ
た
よ
う
な
、
個
別
の
字
形
の
字
画
・
構
造
上

の
特
徴
を
指
し
、
書
体
の
方
は
、
文
字
の
大
き
さ
や
線
の
太
さ
な
ど
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
書
風
を
指
す
。

　
董
作
賓
は
、
各
期
の
書
体
の
特
徴
を
、
第
一
期
は
雄ゆ

う

偉い

、
第
二
期
は
謹き

ん
ち
ょ
く

飭
、
第
三
期
は
頽た

い

靡び

、
第
四
期
は
勁け

い

峭し
ょ
う、

第
五
期
は
厳げ

ん

整せ
い

と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
て
い
る
。
第
一
期
は
雄ゆ

う
こ
ん渾

な
書
体
で
あ
っ
た
の
が
、
第
二
期
は
謹

直
、
第
三
期
は
柔
弱
で
弛
緩
の
見
ら
れ
る
書
体
と
な
り
、
第
四
期
は
第
一
期
の
雄
渾
さ
を
取
り
戻
し
、
第
五
期

は
謹
厳
精
密
な
書
体
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
第
四
期
に
お
い
て
、
書
体
だ
け
で
な
く
個
別
の
字
形

の
面
で
も
、
た
と
え
ば
「
王
」
の
字
で
第
一
期
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「

」
の
形
が
一
時
的
に
復
活
す
る
と
い

っ
た
よ
う
な
、
第
一
期
へ
の
復
古
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。

　
以
後
、
長
ら
く
こ
の
董
作
賓
の
五
期
区
分
が
甲
骨
文
の
標
準
的
な
区
分
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

時
代
区
分
の
研
究
も
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
〔
→
60
ペ
ー
ジ
〕。
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日
本
で
の
懐
疑
論

　
こ
こ
で
甲
骨
文
と
殷
墟
に
対
す
る
、
日
本
で
の
否
定
的
な
反
応
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
前
述
し
た
よ

う
に
、
林
泰
輔
、
あ
る
い
は
内
藤
湖
南
ら
京
都
帝
国
大
学
の
学
者
た
ち
は
、
殷
墟
発
掘
以
前
の
早
い
段
階
か
ら

甲
骨
文
に
関
心
を
示
し
、
羅
振
玉
や
王
国
維
と
い
っ
た
中
国
の
学
者
と
交
流
し
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、「
堯
舜
禹
抹
殺
論
」
を
展
開
し
た
白
鳥
庫
吉
ら
東
京
帝
国
大
学
の
学
者
た
ち
は
、
甲
骨
文
は
必

ず
し
も
古
い
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
の
か
と
疑
い
の
目
を
向
け
、
殷
墟
の
発
掘
に
対
し
て
も
、
小
屯

村
の
付
近
が
殷
墟
で
あ
る
か
ど
う
か
は
文
献
上
確
固
た
る
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
怪
し
む
べ
き
所
が
多

い
と
、
冷
や
や
か
な
態
度
を
示
し
て
い
た
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
東
京
帝
大
で
の
懐
疑
論
に
も
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な

っ
た
の
は
、
京
都
帝
大
出
身
で
東
方
文
化
研
究
所
（
現
在
の
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
前
身
）
所
属
の
甲
骨
・
金
文

学
者
小お

川が
わ

茂し
げ
き樹

（
後
の
貝か

い
づ
か塚

茂し
げ
き樹

。
湯
川
秀
樹
の
次
兄
に
あ
た
る
）
が
、
一
九
四
三
年
に
東
京
帝
大
文
学
部
で
行
っ
た
講

演
で
あ
る
。
講
演
の
内
容
は
甲
骨
文
に
よ
る
殷
代
の
歴
史
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
東
京
帝
大

の
中
国
史
学
者
和わ

田だ

清せ
い

が
こ
の
講
演
を
聞
き
、「
こ
れ
で
甲
骨
文
が
殷
代
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
く
な
っ
た
」
と
感
想
を
漏
ら
し
た
と
い
う
（
以
上
、
吉よ

し

開か
い

将ま
さ

人と

の
研
究
に
拠
る
）。

　
た
だ
、
こ
れ
で
甲
骨
文
と
殷
墟
に
対
す
る
懐
疑
論
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
か
つ
京
都
帝
大
の
学
者
た
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ち
が
み
な
甲
骨
文
や
殷
墟
に
対
し
て
肯
定
的
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
貝
塚
茂
樹
と
同
じ
く
京
都
帝
大
出
身
で
、

京
都
帝
大
及
び
戦
後
の
京
都
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
東
洋
史
学
者
の
宮み

や
ざ
き
い
ち

崎
市
定さ

だ

が
、
一
九
七
七
年
に
出
版
し
た

『
中
国
史
』
の
上
巻
の
中
で
懐
疑
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

　
宮
崎
市
定
は
、
ま
ず
甲
骨
文
に
つ
い
て
二
点
の
疑
念
を
挙
げ
る
。
ひ
と
つ
は
、
甲
骨
文
字
の
学
習
や
練
習
の

た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が
相
当
数
混
じ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
ら
と
本
番
の
卜
占
に
用
い
ら
れ
た

甲
骨
と
を
ど
う
区
別
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
卜
占
に
亀
甲
を
用
い
る
風
習
は
殷
代
以
後
も
漢
初
ま
で
継
続
し
て
い
る
。
卜
占
は
一
家
の

秘
伝
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
か
ら
、
甲
骨
文
字
の
形
式
は
そ
の
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
あ
ま
り
変
化
は
起

こ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
代
の
も
の
が
出
土
し
た
時
に
、
こ
れ
を
殷
代
の
も
の
と
ど
の
よ
う
に
し
て

区
別
を
す
る
の
か
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。

　
ひ
と
つ
め
の
疑
念
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
甲
骨
文
で
は
練
習
用
に
用
い
ら
れ
た
習
刻
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
本
番
の
卜
占
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
か
な
り
の
程
度
弁
別
が
可
能
で
あ
る
。

　
ふ
た
つ
め
の
疑
念
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
前
述
し
た
よ
う
に
、
董
作
賓
の
時
代
区
分
研
究
や
、
そ
の
後
の
研

究
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
殷
墟
甲
骨
文
に
つ
い
て
は
殷
の
武
丁
か
ら
最
後
の
帝
乙
・
帝
辛
の
時
代
ま
で
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
、
字
形
・
書
体
の
面
で
も
変
化
が
あ
っ
て
同
じ
形
式
の
ま
ま
受
け
継
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が
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
反
論
と
な
る
。
更
に
殷
の
甲
骨
文
と
は
別
に
周し

ゅ
う

原げ
ん

甲
骨
文
や
周

し
ゅ
う

公こ
う

廟び
ょ
う

甲
骨
文
と
い
っ
た
周
の
甲
骨
文
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
殷
墟
甲
骨
文
の
書
式
を
継
承
し
つ
つ
も
、
異
な
る

部
分
が
あ
る
。

　
宮
崎
市
定
は
ま
た
、
甲
骨
文
字
の
中
に
は
そ
れ
ほ
ど
原
始
的
で
な
い
形
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
、
文
句
の
内
容
も
後
代
の
思
想
と
思
わ
れ
る
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
す
る
が
、
何

を
基
準
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
甲
骨
文
字
の
字
形
は
西
周
以
後
の
金
文

や
、
竹
簡
な
ど
の
戦
国
文
字
と
対
比
す
る
と
、
や
は
り
原
始
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
宮
崎
市
定
の
甲
骨
文
に
対
す
る
疑
念
は
、『
中
国
史
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
七
七
年
当
時
の
甲
骨
学
の
水
準

で
、
お
お
む
ね
反
論
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
。

　
彼
は
殷
墟
に
つ
い
て
も
疑
念
を
提
示
し
て
い
る
。
殷
王
朝
の
滅
亡
後
、
殷
都
の
跡
地
に
周
の
諸
侯
国
で
あ
る

衛え
い

が
都
を
建
て
た
と
さ
れ
る
。
発
掘
調
査
を
行
え
ば
、
衛
の
都
城
の
下
に
殷
の
都
城
が
重
な
っ
て
出
て
く
る
は

ず
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
侯
家
荘
西
北
崗
の
王
陵
区
で
は
、
殷
王
の
墓
と
と
も
に
衛
侯
の
墓
も
発
見
さ
れ
て
し
か

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
『
史
記
』
衛え

い

康こ
う

叔し
ゅ
く

世せ
い

家か

に
見
え
る
、
衛
の
都
が
黄
河
と
淇き

水す
い

と
い
う
川
の
間
の
「
商し

ょ
う

墟き
ょ

」
に
置
か

れ
た
と
い
う
記
述
を
ふ
ま
え
た
発
想
な
の
で
あ
ろ
う
。
西
周
の
衛
国
の
墓
地
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
既
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に
衛
都
の
朝
歌
が
あ
っ
た
河
南
省
淇
県
と
ほ
ど
近
い
同
省
浚し

ゅ
ん

県
辛し

ん

村そ
ん

で
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
周
辺
か
ら

殷
王
に
関
す
る
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
報
告
は
現
在
の
と
こ
ろ
な
い
。
衛
の
都
が
殷
の
都
の
跡
地
に
置
か

れ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
文
献
の
記
述
に
引
き
ず
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
一
方
で
前
述
の
よ
う
に
、
同
じ
『
史
記
』
の
項
羽
本
紀
に
は
、
洹
水
の
南
に
殷
墟
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
も
あ
る
わ
け
だ
が
…
…
）。

　
更
に
宮
崎
市
定
は
、
殷
墟
か
ら
城
壁
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
を
不
審
と
し
た
の
か
、
殷
墟
は
殷
代
の
墓
地

で
は
あ
る
が
、
都
城
の
遺
跡
と
は
認
め
が
た
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
殷
墟
宮
殿
区
周
辺
で
は
城
壁
に
代
わ
る

も
の
と
し
て
濠ほ

り

の
跡
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
加
え
て
洹
河
も
濠
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て

い
る
（
図
１
‐
３
を
参
照
。
地
図
中
の
「
大
灰
溝
」
が
濠
の
跡
と
さ
れ
る
）。
近
年
は
都
城
の
条
件
と
し
て
城
壁
は
必
ず
し

も
必
要
で
は
な
く
、
そ
の
有
無
の
み
を
も
っ
て
殷
墟
が
都
城
で
あ
っ
た
か
否
か
は
判
断
で
き
な
い
と
い
う
論
調

に
な
っ
て
い
る
。

奴
隷
制
を
め
ぐ
る
議
論

　
殷
墟
の
発
掘
物
で
目
を
引
い
た
の
は
、
甲
骨
や
青
銅
器
（
殷
周
時
代
を
通
じ
て
最
大
の
鼎
と
さ
れ
る
司し

母ぼ

戊ぼ

鼎て
い

な
ど
が
殷

墟
で
発
掘
さ
れ
て
い
る
）
の
ほ
か
、
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
人
骨
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
祭
祀
の
犠
牲
に
さ
れ
た
り
、

王
な
ど
の
死
に
と
も
な
っ
て
殉
死
さ
せ
ら
れ
た
者
の
遺
体
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
頭
部
と
胴
体
が
切
り
離
さ
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れ
て
別
々
に
埋
め
ら
れ
る
な
ど
、
残
虐
な
扱
わ
れ
方
を
し
て
い
る
（
図
１
‐
７
）。
彼
ら

は
殷
代
に
奴
隷
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
甲
骨
文
に
も
奴
隷
の
存
在
を
示
す
も
の
が
あ
り
、
殷
墟
発
掘
の
頃
か
ら
殷

周
時
代
の
奴
隷
制
を
め
ぐ
る
議
論
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で

奴
隷
制
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
観
点
か
ら
の
唯ゆ

い
ぶ
つ物

史し

観か
ん

に
も
と
づ

き
、
中
国
の
殷
周
時
代
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
と
同
様
に
、
奴
隷
が
農
業
な
ど

生
産
労
働
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
奴
隷
制
の
時
代
で
あ
り
、
中
国
に
も
西
欧
と

同
様
に
中
世
の
封
建
制
社
会
に
先
立
っ
て
古
代
奴
隷
制
社
会
が
存
在
し
た
と
い
う
議

論
で
あ
る
。

　
一
九
一
〇
年
代
半
ば
以
後
の
新
文
化
運
動
の
頃
か
ら
社
会
主
義
思
想
、
特
に
マ
ル

ク
ス
主
義
が
中
国
で
も
知
識
人
を
中
心
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
共
産
党
も

一
九
二
一
年
に
既
に
結
成
さ
れ
て
い
た
。

　
奴
隷
制
を
め
ぐ
る
議
論
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
、「
甲
骨
四
堂
」
の
最
後
の
ひ
と
り
郭

沫
若
で
あ
る
。
彼
は
一
般
に
文
学
者
・
政
治
家
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
中
国
古
代
史

学
や
甲
骨
・
金
文
学
の
分
野
で
も
大
き
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
。
彼
は
一
九
三
〇
年

図 1–7　殷墟王陵区出土人骨

殷墟王陵区一〇〇一号墓南墓道無頭肢体 殷墟王陵区祭祀坑人頭
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に
『
中
国
古
代
社
会
研
究
』、
一
九
四
五
年
に
『
十
批
判
書
』、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
の
一
九
五
二
年
に
『
奴

隷
制
時
代
』
を
発
表
し
、
一
連
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
甲
骨
文
や
西
周
金
文
に
は
「
衆
」
あ
る
い
は
「
衆
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
農
作
業
に
従
事
さ

せ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
あ
る
。「
衆
」
と
は
太
陽
の
も
と
で
多
数
の
人
間
が
労
働
に
従
事
す
る
さ
ま
を
か

た
ど
っ
た
文
字
で
あ
り
、
彼
ら
の
身
分
は
奴
隷
で
あ
る
（
図
１
‐
８
）。
ま
た
甲
骨
文
に
は
、
殷
王
の
祖
先
な
ど
に

対
す
る
祭
祀
を
執
り
行
う
際
に
、
牛
や
羊
な
ど
の
動
物
と
同
様
に
人
間
を
犠
牲
と
し
て
用
い
た
こ
と
を
記
す
も

の
が
多
数
あ
る
が
、
彼
ら
も
王
や
貴
族
の
奴
隷
で
あ
り
、
そ
の
実
物
の
証
拠
が
殷
墟
で
発
掘
さ
れ
た
人
牲
や
殉

葬
者
の
骨
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
に
よ
っ
て
殷
周
時
代
が
奴
隷
制
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

　
郭
沫
若
の
奴
隷
制
社
会
論
は
多
く
の
学
者
の
賛
同
を
得
る
一
方
で
、
特
に
「
衆
」
の
身
分
に
対
し
て
、
甲
骨

文
や
そ
の
他
の
文
献
に
見
え
る
用
例
か
ら
、
彼
ら
は
奴
隷
な
ど
で
は
な
く
自
由
民
あ
る
い
は
平
民
、
更
に
は
統

治
階
級
に
属
す
る
「
奴ど

隷れ
い

主し
ゅ

」（
唯
物
史
観
に
基
づ
く
用
語
）
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
反
論
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　
特
に
胡
厚
宣
は
一
九
四
四
年
に
発
表
し
た
「
殷
代
非
奴
隷
社
会
論
」
に
よ
っ
て
、「
衆
」
は
奴
隷
で
は
な
く
自

由
な
公
民
で
あ
っ
た
と
す
る
一
方
で
、
こ
れ
と
は
別
に
祭
祀
の
犠
牲
や
殉
葬
者
と
し
て
奴
隷
は
確
か
に
存
在
し

た
が
、
彼
ら
は
生
産
労
働
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
と
は
言
え
ず
、
殷
代
は
奴
隷
制
の
社
会
で
は
な
か
っ
た
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と
い
う
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
奴
隷
制
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
、
文
字
学
者
と
し
て
著
名
な
白
川
静
な
ど

日
本
の
研
究
者
も
参
加
し
て
い
る
。
白
川
静
は
殷
墟
で
発
見
さ
れ
た
人
骨
に
つ

い
て
、
甲
骨
文
に
は
羌き

ょ
う人

や
南な

ん

人
と
い
っ
た
種
族
が
祭
祀
の
犠
牲
と
し
て
用
い

ら
れ
る
事
例
が
多
数
見
え
、
そ
の
遺
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
人

牲
と
し
て
用
い
る
た
め
に
捕
獲
さ
れ
た
人
々
で
あ
り
、
農
業
生
産
奴
隷
と
は
別

の
存
在
で
あ
る
と
す
る
。

「
衆
」
に
つ
い
て
は
、
甲
骨
文
の
用
例
か
ら
、
農
耕
や
戦
争
と
い
っ
た
国
家
的

な
活
動
の
た
め
に
、
随
時
各
地
の
諸
族
か
ら
王
の
も
と
へ
と
招
集
さ
れ
て
い
た

集
団
を
指
し
、
か
な
り
大
切
な
取
り
扱
い
を
さ
れ
て
お
り
、
奴
隷
的
な
身
分
で

は
な
い
と
す
る
。
そ
の
字
形
も
四
角
形
の
邑
の
城
郭
の
も
と
に
人
々
が
跪

ひ
ざ
ま
ずく

さ

ま
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
り
、
太
陽
の
も
と
で
労
働
す
る
さ
ま
で
は
な
い
と
郭
沫
若
説
を
否
定
す
る
。
こ
う

し
た
議
論
に
よ
っ
て
殷
周
時
代
に
奴
隷
制
が
存
在
し
た
と
い
う
見
解
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
奴
隷
制
が
存
在
し
た
と
す
る
側
も
そ
れ
を
否
定
す
る
側
も
、
自
ら
の
政
治
的
信
条
に
沿
っ
て
史
料
を
読

解
し
た
面
は
否
め
ず
、
特
に
甲
骨
文
字
の
「
衆
」
の
字
形
の
解
釈
に
つ
い
て
は
そ
の
傾
向
が
強
い
。
そ
の
文
字
が

図 1–8　甲骨文の「衆」字

後上 16.10

一期
京都 3162

一期
佚 922

三期
粹 244

四期

粹 119

一期
鐵 233.1

二期
合 26881

三期
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何
を
か
た
ど
っ
て
い
る
の
か
で
判
断
す
る
字
源
説
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
事
例
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
読
者
に
誤
解
し
な
い
で
頂
き
た
い
の
は
、
奴
隷
制
を
否
定
す
る
論
者
も
、
殷
周
時
代
に
奴
隷
が
一
定
数

存
在
し
た
こ
と
は
決
し
て
否
定
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
奴
隷
が
農
業
な
ど
生
産
労
働
の
主

要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
か
否
か
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
〔
後
の
時
代
の
漢
初
の
奴ぬ

婢ひ

に
つ
い
て
は
→
２
５
６
ペ
ー
ジ
〕。

　
そ
し
て
現
在
で
は
中
国
で
も
、
殷
周
時
代
に
奴
隷
が
存
在
し
た
こ
と
と
、
奴
隷
制
の
社
会
が
存
在
し
た
こ
と

は
分
け
て
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
当
時
奴
隷
が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
彼
ら
が
主
要

な
生
産
労
働
者
で
あ
っ
た
証
拠
、
す
な
わ
ち
奴
隷
制
の
社
会
が
存
在
し
た
証
拠
は
見
出
せ
て
い
な
い
と
さ
れ
て

い
る
。
甲
骨
文
の
「
衆
」
に
つ
い
て
も
自
由
民
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
中

国
・
吉き

つ
り
ん林

大
学
考
古
系
（
考
古
学
科
）
の
大
学
院
生
用
の
教
科
書
で
あ
る
『
夏
商
周
考
古
学
』
の
緒
論
（
序
論
）
に

「
奴
隷
制
の
問
題
に
関
し
て
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
内
容
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
実
の
と
こ
ろ
奴
隷
制
を
め
ぐ
る
議
論
は
近
年
の
中
国
で
は
低
調
で
あ
る
。「
衆
」
に
関
す
る
議
論
の
盛
り
上
が

り
も
一
時
の
徒あ

だ

花ば
な

で
あ
っ
た
感
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
考
古
学
者
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

中
国
の
学
術
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
も
の
の
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
比
べ

る
と
二
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
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軍
隊
を
率
い
た
王
妃

　
日
中
戦
争
終
結
後
、
国
共
内
戦
を
経
て
大
陸
で
は
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
、
中
華
民
国
政
府
は
台
湾
に

遷
る
こ
と
と
な
っ
た
。
殷
墟
発
掘
や
甲
骨
学
研
究
を
担
っ
た
学
者
た
ち
も
中
国
と
台
湾
に
わ
か
れ
、
梁
思
永
・

郭
宝
鈞
・
夏
鼐
・
胡
厚
宣
や
郭
沫
若
ら
が
大
陸
に
残
る
一
方
で
、
董
作
賓
・
李
済
・
石
璋
如
ら
は
中
央
研
究
院

歴
史
語
言
研
究
所
の
組
織
と
、
多
数
の
甲
骨
を
含
め
た
殷
墟
発
掘
に
関
す
る
資
料
ご
と
台
湾
に
移
っ
た
。
侯
家

荘
西
北
崗
の
王
墓
に
関
す
る
発
掘
報
告
も
、
台
湾
で
順
次
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
大
陸
で
は
新
た
な
国
立
ア
カ
デ
ミ
ー
と
し
て
中ち

ゅ
う

国ご
く

科か

学が
く
い
ん院

が
組
織
さ
れ
、
そ
の
中
に
歴
史
研
究
所
と
考
古
研

究
所
が
設
立
さ
れ
る
（
後
に
中
国
科
学
院
か
ら
分
離
し
た
中ち

ゅ
う

国ご
く

社し
ゃ

会か
い

科か

学が
く

院い
ん

に
移
管
）。
こ
の
二
つ
の
機
関
が
古
代
史
と
考

古
学
研
究
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
。

　
新
中
国
成
立
後
の
新
た
な
発
見
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
殷
代
後
期
に
属
す
る
殷
墟
に

対
し
、
河
南
省
鄭て

い

州し
ゅ
う

市
の
市
街
地
で
殷
代
前
期
の
鄭
州
商
城
の
発
掘
が
開
始
さ
れ
、
全
周
六
九
六
〇
メ
ー
ト
ル

に
及
ぶ
版
築
に
よ
る
当
時
の
城
壁
の
ほ
か
、
王
宮
跡
と
見
ら
れ
る
建
築
基
壇
や
、
青
銅
器
・
土
器
・
骨
器
の
工

房
跡
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
鄭
州
市
の
範
囲
か
ら
は
、
更
に
一
九
八
九
年
に
小し

ょ
う

双そ
う

橋き
ょ
う

遺
跡
が
発
見
さ
れ
、

殷
王
中
丁
の
都
の
隞ご

う

に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
三
年
に
は
鄭
州
商
城
と
並
ぶ
殷
の
最
初
期
の
都
城
と
し
て
、

現
在
の
河
南
省
偃え

ん
し師

市
の
範
囲
内
で
偃
師
商
城
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
鄭
州
商
城
と
偃
師
商
城
の
性
質
に
つ
い
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て
は
、
次
節
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
〔
→
70
ペ
ー
ジ
〕。

　
安
陽
の
殷
墟
近
辺
で
も
大
き
な
発
見
が
あ
り
、
一
九
九
九
年
に
宮
殿
宗
廟
区
か
ら
洹
河
を
挟
ん
で
東
北
寄
り

に
、
外
郭
城
壁
や
宮
城
・
宮
殿
跡
な
ど
か
ら
成
る
洹
北
商
城
が
発
見
さ
れ
た
。
殷
墟
よ
り
も
早
い
時
期
の
都
で
、

具
体
的
に
は
盤
庚
が
遷
都
し
た
所
に
あ
た
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
そ
の
後
小
辛
・
小
乙
を
経
て
武
丁
の

時
代
に
火
事
な
ど
の
原
因
で
廃
棄
さ
れ
（
宮
殿
区
一
号
基
壇
の
地
層
よ
り
焼
土
塊
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
）、
目
と
鼻
の

先
の
殷
墟
に
遷
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
殷
墟
を
盤
庚
以
後
の
王
都
と
す
る

従
来
の
見
方
に
修
正
が
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
殷
墟
の
性
質
に
つ
い
て
も
こ
の
洹
北
商
城
と
の
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
殷
墟
が

洹
河
の
沿
岸
に
立
地
す
る
の
は
、
洹
北
商
城
が
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
を
背
景
に
防
火
を
重
視
し
た
か
ら
で

は
な
い
か
と
い
う
議
論
も
あ
る
。

　
話
題
性
と
い
う
点
で
は
、
文
化
大
革
命
が
終
わ
る
一
九
七
六
年
に
発
掘
さ
れ
た
殷
墟
婦ふ

好こ
う

墓
は
は
ず
せ
な
い
。

小
屯
村
の
西
北
で
未
盗
掘
の
大
型
墓
で
あ
る
小
屯
五
号
墓
が
発
見
さ
れ
、
副
葬
品
と
し
て
大
量
の
青
銅
器
や
玉

器
が
出
土
し
た
が
、
そ
の
青
銅
器
の
銘
文
に
「
婦
好
」
や
「
司し

母ぼ

辛し
ん

」
と
い
う
称
謂
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
婦
好
が
被
葬
者
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
司
母
辛
」
と
い
う
の
は
婦
好
の
没
後
の
呼
称
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
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婦
好
は
伝
世
文
献
に
は
該
当
す
る
人
物
が
見
当
た
ら
ず
、
甲
骨
文
の
中
に
武

丁
の
王
妃
の
ひ
と
り
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
。
彼
女
は
王
室
の
祭
祀
や
庶
務

に
従
事
し
て
い
る
ほ
か
、

辛し
ん

巳し

卜
す
、
争そ

う

貞
う
、「
今い

ま者
王 

人
を
共
し
、
婦
好
を
呼
び
て
土
方
を
伐う

た
し
む
る
に
、
有
祐
を
受
け
ん
か
」
と
。
五
月
。（
合
集
六
四
一
二
）

（
辛
巳
の
日
に
卜
占
を
行
い
、
争
が
問
う
、「
今 

王
が
人
を
集
め
、
婦
好
に
命
じ
て
土
方
を

征
伐
さ
せ
れ
ば
、（
神
霊
の
）
加
護
を
受
け
る
だ
ろ
う
か
。
五
月
。）

　
の
よ
う
に
、
戦
争
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
事
例
が
多
く
見
え
、「
軍
隊

を
率
い
た
王
妃
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
出
土
文
献
の
中
に
し
か

名
前
が
見
え
な
い
人
物
が
個
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
（
図
１
‐
９
）。

　
歴れ

き

組そ

卜ぼ
く

辞じ

と
分ぶ

ん

組そ

分ぶ
ん
る
い類

　
婦
好
墓
の
発
見
は
、
甲
骨
文
の
時
代
区
分
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
甲
骨
文
で

図 1–9　殷墟宮殿宗廟区の婦好像（著者撮影）
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婦
好
の
名
は
、
董
作
賓
の
五
期
区
分
で
い
う
第
一
期
（
武
丁
期
）
に
属
す
る
賓ひ

ん

組そ

卜ぼ
く

辞じ

と
、
第
四
期
（
武
乙
・
文
丁

期
）
に
属
す
る
歴
組
卜
辞
の
両
方
に
見
え
、
以
前
か
ら
不
審
と
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
賓
組
や
歴
組
と
い
う
の
は
、
貞
人
組
と
呼
ば
れ
る
区
分
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
な
甲
骨
の

同
版
関
係
を
利
用
し
た
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
〔
→
47
ペ
ー
ジ
〕
に
よ
っ
て
区
分
し
た
も
の
で
あ
り
、
賓
や
歴
と
い
っ
た
各

グ
ル
ー
プ
の
主
要
な
貞
人
の
名
を
冠
し
た
も
の
で
あ
る
。
董
作
賓
の
五
期
区
分
以
後
も
甲
骨
文
の
時
代
区
分
の

研
究
が
継
続
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
董
作
賓
の
五
期
区
分
の
う
ち
、
疑
問
の
的
と
な
っ
た
の
は
、
第
一
期
と
類
似
し
た
字
形
や
書
体
を
持
つ
第
四

期
の
甲
骨
文
で
あ
っ
た
が
、
貝
塚
茂
樹
や
陳ち

ん
ぼ
う
か

夢
家
の
研
究
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
第
四
期
に
区
分
さ
れ
て
い
た
王

卜
辞
の
𠂤し

組
卜そ

辞
と
、
非
王
卜
辞
の
子し

組そ

・
午ご

組そ

卜
辞
と
が
、
実
は
第
一
期
に
属
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

見
解
が
有
力
と
な
っ
た
。
そ
し
て
婦
好
墓
の
発
見
に
よ
り
、
第
四
期
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
歴
組
卜
辞
の
区
分

に
も
疑
問
が
強
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
李り

学が
く

勤き
ん

は
婦
好
の
名
前
が
見
え
る
歴
組
卜
辞
を
第
四
期
か
ら
外
し
、
第
一
期
と
第
二
期
の
間
、
す
な
わ
ち
武

丁
の
治
世
の
後
期
か
ら
次
の
祖
庚
の
時
代
の
間
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
賛
否
両
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。

李
学
勤
は
文
革
終
了
後
の
頃
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
古
文
字
・
出
土
文
献
学
の
分
野
の
議
論
を
リ
ー
ド
し
て
い

る
大
物
研
究
者
で
あ
る
。
本
書
で
は
こ
の
後
も
何
回
か
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
名
を
覚
え
て
お
い
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て
も
ら
い
た
い
。

　
ま
た
、
一
九
七
三
年
に
殷
墟
の
小
屯
南
地
で
発
掘
さ
れ
た
「
小し

ょ
う

屯と
ん

南な
ん

地ち

甲こ
う

骨こ
つ

」
と
呼
ば
れ
る
甲
骨
文
の
大
半

が
第
三
期
・
第
四
期
に
属
し
、
研
究
の
材
料
が
増
え
た
こ
と
も
議
論
を
後
押
し
し
た
。

　
歴
組
卜
辞
を
め
ぐ
る
論
争
に
よ
り
、
五
期
区
分
に
か
わ
る
新
た
な
分
類
の
枠
組
み
を
作
り
上
げ
る
機
運
が
高
ま

っ
て
い
っ
た
。
ま
た
分
類
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
貞
人
と
甲
骨
文
の
契け

い

刻こ
く

者し
ゃ

（
刻
み
手
）
は
別
人
で
は
な
い
の
か
、

貞
人
組
の
交
替
と
甲
骨
文
の
字
体
（
こ
こ
で
は
新
字
体
・
旧
字
体
な
ど
の
違
い
を
示
す
語
で
は
な
く
、
字
形
・
書
体
を
あ
わ
せ
た

呼
称
で
あ
る
）
の
変
化
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
字
体
の
特
徴
を
基
本
と
し
て
甲
骨
文
を
分
類
し
な
お
す
と
い
う
試
み

が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
新
た
な
分
類
の
枠
組
み
を
提
示
し
た
代
表
的
な
研
究
の
成
果
の
ひ
と
つ

が
、
黄こ

う

天て
ん

樹じ
ゅ

の
『
殷
墟
王
卜
辞
的
分
類
与
断
代
』
で
あ
る
。
字
体
の
特
徴
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
は
い
っ
て
も
、

貞
人
組
に
よ
る
分
組
を
基
礎
と
し
て
字
体
の
分
類
を
進
め
て
お
り
、
貞
人
組
に
よ
る
分
組
と
字
体
に
よ
る
分
類

を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
し
た
分
類
法
を
「
分
組
分
類
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
黄
天
樹
に
よ
る
分
類
で
は
、
賓
組
の
甲
骨
文
を
賓ひ

ん

組そ

一い
ち

類る
い

・
典て

ん

賓ぴ
ん

類る
い

（
典て

ん

型け
い

賓ひ
ん

組そ

類る
い

の
略
。
賓
組
二
類
と
も
）
な
ど

複
数
の
字
類
に
分
割
す
る
一
方
で
、
賓
組
三
類
と
出し

ゅ
っ

組そ

一い
ち

類る
い

は
、
貞
人
組
は
異
な
る
が
字
体
の
上
で
は
同
類
で

あ
り
、
賓
組
と
出
組
の
間
で
貞
人
は
世
代
交
替
し
た
が
、
甲
骨
文
の
契
刻
者
の
交
替
は
も
う
少
し
後
の
こ
と
だ
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っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
二
つ
を
統
括
し
て
「
賓ひ

ん

出し
ゅ
つ

類る
い

」
と
い
う
字
類
を
設
け
て
い
る
。

　
黄
天
樹
と
前
後
し
て
発
表
さ
れ
た
李
学
勤
・
彭ほ

う

裕ゆ
う

商し
ょ
うの

『
殷
墟
甲
骨
分
期
研
究
』
も
、
分
組
分
類
研
究
で
は

よ
く
参
照
さ
れ
る
。
こ
ち
ら
は
字
体
の
分
類
よ
り
貞
人
組
の
分
組
を
や
や
重
視
し
て
い
る
（
二
人
の
共
著
と
な
っ
て

い
る
が
、
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
彭
裕
商
の
研
究
で
あ
る
）。

　
歴
組
卜
辞
に
つ
い
て
は
、
双
方
と
も
武
丁
の
後
期
か
ら
祖
庚
期
の
間
に
位
置
づ
け
て
い
る
（
図
１
‐
10
）。
現
在

は
両
者
の
研
究
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
更
に
断
代
の
細
密
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
と
と
も
に
、
分
組
分
類
に
よ
る
区
分
を
基
礎
と
し
て
、
バ
ラ
バ
ラ
の
破
片
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
甲
骨
を

つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
元
の
形
に
復
原
す
る
甲
骨
の
「
綴て

つ
ご
う合

」
と
呼
ば
れ
る
作
業
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
二
つ

の
破
片
が
も
と
も
と
ひ
と
つ
の
甲
骨
文
を
成
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
双
方
の
字
体
は
同
じ
は
ず
で
あ
り
、
綴
合

を
正
確
に
行
う
に
は
字
体
に
関
す
る
知
識
は
不
可
欠
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
現
在
の
甲
骨
文
の
研
究
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
甲
骨
文
の
分
類
と
綴
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
と

も
に
甲
骨
文
の
整
理
作
業
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
歴
史
学
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
史
料
学
・
文
献
学
的
な
研

究
と
い
う
位
置
づ
け
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
整
理
作
業
が
充
分
で
な
け
れ
ば
、
甲
骨
文
を
殷
代
史
の
史
料
と
し
て

有
効
に
扱
え
な
い
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
で
、
こ
う
し
た
作
業
が
研
究
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

 http://ji-sedai. jp/

http://ji-sedai.jp/event/info/
http://ji-sedai.jp/series/research/
http://ji-sedai.jp/book/publication/
http://ji-sedai.jp
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