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六
二

は
じ
め
に

殷
代
後
期
【
１
】
に
は
、
牛
の
肩
甲
骨
や
亀
の
腹
甲
を
用
い
た
占
い
（
甲
骨
占
卜
）
が
盛

ん
に
行
わ
れ
た
。
占
い
の
方
法
は
、
骨
を
加
熱
し
、
生
じ
た
ひ
び
割
れ
に
よ
り
吉
凶

を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
用
い
た
甲
骨
に
、
占
卜
内
容
に
関
す

る
文
字
（
甲
骨
文
）
を
刻
み
込
む
習
慣
が
あ
り
、
一
九
世
紀
末
以
来
、
刻
辞
さ
れ
た

甲
骨
片
が
殷
墟
か
ら
大
量
に
発
掘
さ
れ
、
少
な
く
と
も
五
万
片
【
２
】
以
上
が
現
存
す
る
。

殷
墟
甲
骨
文
の
内
容
に
は
、
天
候
・
収
穫
・
病
気
の
よ
う
な
人
為
的
に
は
決
定
で

き
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
王
が
行
う
祭
祀
・
戦
争
・
田
猟
な
ど
の
可
否
を
問
う
た
も

の
も
多
く
、
こ
う
し
た
場
合
、
形
式
的
に
は
政
策
の
最
終
的
な
決
定
を
甲
骨
占
卜
に

委
ね
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ほ
ど
に
甲
骨
占
卜
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
、
吉
凶
の
判
断
方
法
は
も
と
よ
り
、
熱
を
加
え
て
ひ
び

割
れ
を
生
じ
さ
せ
る
具
体
的
な
方
法
す
ら
再
現
が
試
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

殷
墟
甲
骨
文
の
占
卜
の
判
断
部
分
（

辞
）
を
見
る
と
、
初
期
に
は
「
其
れ
祟
り

有
ら
ん
」「
不
吉
な
り
」
の
よ
う
な
例
が
若
干
見
ら
れ
る
が
、
中
後
期
に
は
ほ
ぼ
全

て
が
吉
と
判
断
さ
れ
、「
吉
」「
大
吉
」「
弘
吉
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

甲
骨
占
卜
の
方
法
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
甲
骨
文
中
の
「
吉
」
が
、

実
際
に
吉
だ
っ
た
の
か
、
吉
が
出
る
ま
で
占
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
不
吉
を
吉

と
言
い
換
え
て
い
た
の
か
が
、
こ
れ
ま
で
判
断
で
き
な
か
っ
た
。

本
稿
は
、
殷
代
（
以
後
、「
殷
代
」
は
殷
代
後
期
を
指
す
）
に
使
用
さ
れ
て
い
た
占
卜

媒
体
の
う
ち
、
今
回
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
牛
の
肩
甲
骨
に
つ
い
て
、
現
存
す
る

殷
代
の
卜
骨
や
文
献
資
料
を
手
が
か
り
に
整
治
作
業
や
焼
灼
方
法
な
ど
を
再
現
し
、

さ
ら
に
、
殷
代
の
甲
骨
占
卜
に
お
け
る
吉
凶
判
断
方
法
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
の
見

通
し
を
提
示
す
る
。

本
稿
は
そ
の
目
的
上
、
様
々
な
工
具
を
使
用
す
る
実
験
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
筆

者
の
父
親
が
日
曜
大
工
で
は
あ
る
が
金
工
・
木
工
道
具
を
扱
っ
て
お
り
、
今
回
の
実

験
に
協
力
し
て
貰
っ
た
。
本
稿
中
に
お
け
る
実
験
は
、
多
く
が
共
同
作
業
で
あ
る
こ

と
を
注
記
し
て
お
く
。

一
　
甲
骨
占
卜
の
歴
史
と
そ
れ
に
関
す
る
文
献
資
料

紀
元
前
三
千
年
紀
後
半
の
竜
山
文
化
に
お
い
て
、
牛
・
豚
・
羊
等
の
肩
甲
骨
を
用

い
た
占
い
が
始
め
ら
れ
た
。
占
い
の
方
法
も
、
殷
代
と
同
じ
く
熱
を
加
え
て
ひ
び
割

れ
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
竜
山
文
化
期
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
卜
骨
が
未
加
工

の
ま
ま
焼
灼
さ
れ
て
い
る
が
、
続
く
二
里
頭
文
化
期
に
な
る
と
殷
代
ほ
ど
精
密
で
は

な
い
も
の
の
、
不
要
部
分
の
除
去
や
鑽
（
浅
い
窪
み
）・
鑿
（
深
い
窪
み
）
な
ど
の
加

工
が
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
【
３
】
。
殷
代
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
占
卜
に
亀
甲
と
牛

骨
が
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
甲
骨
上
に
占
い
の
内
容
を
刻
辞
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。

周
代
に
は
、
西
周
初
期
を
最
後
に
刻
辞
が
行
わ
れ
な
く
な
る
。
ま
た
、
占
卜
の
媒

体
は
亀
甲
が
中
心
と
な
り
、
東
周
以
降
の
文
献
に
は
亀
甲
占
卜
の
記
述
だ
け
が
見
ら
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れ
る
。『
儀
礼
』
士
喪
礼
に
は
亀
甲
に
よ
る
占
卜
儀
礼
が
記
さ
れ
て
お
り
、『
史
記
』

亀
策
列
伝
の

少
孫
に
よ
る
加
筆
部
分
（
前
漢
後
期
）
に
は
、
占
う
内
容
ご
と
の
祈

祷
の
文
言
や
、
発
生
し
た
ひ
び
割
れ
の
形
に
よ
る
吉
凶
の
判
断
方
法
（
た
だ
し
、
ひ

び
割
れ
の
形
を
模
写
し
た
部
分
は
失
わ
れ
て
い
る
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
文
献
は
、
占
卜
の
作
業
手
順
や
甲
骨
の
加
工
に
関
し
て
具
体
性
に
欠
け
る
。

『
儀
礼
』
士
喪
礼
と
そ
の
鄭
玄
注
に
は
、
占
卜
儀
礼
に
お
い
て
、
参
加
者
が
ど
の
よ

う
な
行
動
を
す
る
の
か
は
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
占
卜
自
体
の
方
法
に
つ
い
て
は
、

荊
（
イ
バ
ラ
）
に
火
を
つ
け
て
鑽
を
灼
く
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
史
記
』
亀

策
列
伝
も
、
甲
骨
を
焼
灼
す
る
手
順
と
し
て
は
、「
造
（『
史
記
索
隠
』
は
「
荊
」
と
す

る
）
を
以
て
鑽
を
灼
く
」
と
記
す
の
み
で
あ
る
。
こ
の
他
の
文
献
の
亀
甲
占
卜
に
関

す
る
記
述
で
も
、
こ
れ
以
上
の
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

実
際
に
骨
を
入
手
し
占
卜
方
法
を
復
元
し
よ
う
と
し
て
分
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
鑽
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
、
直
径
・
深
さ
・
熱
を
加
え
る
位
置
・
鑿
と
の
位
置
関

係
な
ど
、
多
様
な
情
報
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
中
国
の
文
献
か
ら
は
得

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
甲
骨
文
も
、
占
い
の
内
容
や
結
果
な
ど
を
残
す
こ

と
を
目
的
と
し
て
刻
辞
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
然
な
が
ら
甲
骨
の
加
工
法
や
占
卜
の

具
体
的
な
手
順
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

中
国
で
は
、
亀
甲
を
用
い
た
占
卜
も
徐
々
に
廃
れ
、
中
央
で
は
唐
代
に
は
す
で
に

「
古
法
【
４
】
」
に
な
っ
て
お
り
、
中
央
以
外
の
地
方
に
お
い
て
も
唐
代
を
最
後
に
行
わ
れ

な
く
な
る
。
一
方
、
甲
骨
占
卜
は
東
ア
ジ
ア
に
広
く
伝
播
し
た
が
、
中
国
内
地
で
甲

骨
占
卜
が
衰
退
し
て
以
降
も
占
卜
が
続
け
ら
れ
、
か
つ
中
国
の
文
献
以
上
に
占
卜
方

法
の
情
報
が
残
っ
て
い
る
地
域
が
二
箇
所
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
日
本
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
弥
生
時
代
に
獣
骨
を
用
い
た
占
卜
が
開

始
さ
れ
た
。
弥
生
時
代
の
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
卜
骨
は
、
鹿
の
肩
甲
骨
が
最
も
多

い
が
、
猪
の
肩
甲
骨
や
イ
ル
カ
の
肋
骨
な
ど
で
も
占
卜
が
行
わ
れ
て
い
る
【
５
】
。
い
わ
ゆ

る
魏
志
倭
人
伝
【
６
】
に
も
「
骨
を
灼
き
て
卜
し
、
以
て
吉
凶
を
占
う
。
先
ず
卜
す
る
所
を

告
げ
、
其
の
辞
は
令
亀
の
法
の
如
し
。
火

（
ひ
び
割
れ
）
を
視
て
兆
を
占
う
」
と

あ
る
。
古
墳
時
代
後
期
以
降
は
獣
骨
と
亀
甲
が
併
用
さ
れ
、
殷
代
に
は
亀
甲
は
陸
棲

（
淡
水
棲
）
の
亀
が
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
、
日
本
の
古
墳
時
代
〜
奈
良
時
代
に
は
ウ

ミ
ガ
メ
が
用
い
ら
れ
た
【
７
】
。

そ
の
後
も
、
甲
骨
占
卜
は
日
本
各
地
に
伝
播
し
、
近
世
さ
ら
に
は
現
代
ま
で
甲
骨

占
卜
が
伝
承
さ
れ
た
地
域
も
あ
り
、
主
に
神
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
宮
中
に
お

い
て
は
、
占
卜
を
担
当
す
る
公
家
に
よ
り
明
治
初
年
ま
で
即
位
の
大
礼
の
際
に
亀
甲

に
よ
る
占
卜
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
大
正
初
年
ま
で
に
そ
の
情
報
が
失
わ
れ

た
。
藤
枝
晃
『
文
字
の
文
化
史
』
【
８
】

に
よ
れ
ば
、
大
正
初
年
の
際
に
は
、
べ
っ
甲
を
使

っ
た
た
め
に
煙
が
出
る
ば
か
り
で
割
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
対
馬
で
は
、
江
戸
時
代

ま
で
亀
甲
を
用
い
た
占
卜
が
残
り
、
伴
信
友
『
正
卜
考
』
【
９
】

（
天
保
一
五
年
＝
一
八
四
四

年
著
）
は
、
対
馬
国
の
卜
部
に
伝
わ
る
占
卜
法
を
記
し
た
『
対
馬
国
卜
部
亀
卜
次
第
』

（
元
禄
九
年
＝
一
六
九
六
年
著
）
と
、
そ
の
伝
（
元
文
伝
。
元
文
二
年
＝
一
七
三
七
年
著
）

を
正
伝
と
し
た
著
述
で
あ
る
。『
正
卜
考
』
は
、
甲
骨
の
加
工
の
段
階
か
ら
記
述
を

始
め
て
お
り
、
甲
骨
占
卜
に
必
要
な
作
業
の
情
報
が
最
も
豊
富
な
文
献
史
料
で
あ
る
。

な
お
、『
正
卜
考
』
に
は
、
対
馬
の
亀
甲
占
卜
以
外
に
も
、『
白
浜
縁
起
』（
伊
豆
国
加

茂
郡
）、『
八
丈
伝
』（
伊
豆
国
八
丈
島
）、『
弥
彦
伝
』（
越
後
国
蒲
原
郡
）
な
ど
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
箇
所
は
現
代
中
国
の
西
南
地
域
（
雲
南
省
）
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
、
歴

代
中
国
で
は
い
わ
ゆ
る
蛮
夷
あ
る
い
は
辺
境
に
あ
た
る
が
、
い
ず
れ
か
の
時
代
に
中

国
内
地
か
ら
甲
骨
占
卜
の
方
法
が
伝
わ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
少
数
民
族
の
彝
族
や
納

西
族
の
間
で
は
、
現
在
で
も
獣
骨
を
用
い
た
占
卜
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法

は
、
羊
の
肩
甲
骨
を
主
に
用
い
、
骨
に
加
工
を
せ
ず
に
焼
灼
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
【
10
】
。

占
卜
の
用
語
に
は
『
史
記
』
亀
策
列
伝
と
共
通
の
も
の
が
あ
り
、
中
国
古
代
の
占
卜

か
ら
の
継
承
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
納
西
族
の
占
い
師
は
「
東
巴

（
ト
ン
パ
）」
と
呼
ば
れ
、
独
自
の
象
形
文
字
（
ト
ン
パ
文
字
）
を
用
い
て
い
る
。
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本
稿
の
目
的
は
殷
代
の
甲
骨
占
卜
工
程
の
復
元
で
あ
る
か
ら
、
日
本
や
彝
族
・
納

西
族
の
甲
骨
占
卜
は
直
接
に
は
関
係
し
な
い
が
、
亀
甲
獣
骨
を
用
い
、
熱
を
加
え
て

生
じ
た
ひ
び
割
れ
に
よ
り
吉
凶
を
占
う
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
り
、
実
験
の
参
考
、

あ
る
い
は
殷
代
と
の
比
較
の
対
象
に
し
た
。

二
　
肩
甲
骨
の
外
見
と
向
き

牛
の
肩
甲
骨
は
、
細
部
に
は
個
体
差
が
あ
る
も
の
の
、
お
お
よ
そ
図
１
の
よ
う
な

形
状
を
し
て
い
る
。
牛
の
肩
甲
骨
は
平
た
く
、
腹
側
の
面
は
比
較
的
平
坦
で
あ
る
が
、

背
側
の
面
に
は
高
さ
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
板
状
の
突
起
（
骨
脊
【
11
】

）
が
あ
る
。

肩
甲
骨
の
形
状
は
羊
・
豚
・
鹿
な
ど
も
同
様
で
あ
り
、
占
卜
に
は
骨
の
薄
く
平
た

い
部
分
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
、
竜
山
文
化
期
に
は
比
較
的
入
手
し
や
す
い
豚
や
羊
の

肩
甲
骨
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
殷
墟
出
土
の
卜
骨
は
、
ご
く
少
数
の
例

外
を
除
い
て
牛
の
肩
甲
骨
で
あ
る
が
、
牛
は
豚
に
比
べ
て
生
産
効
率
が
悪
い
家
畜
で

あ
る
。
岡
村
秀
典
氏
は
、
豚
を
中
心
と
す
る
自
給
自
足
の
畜
産
か
ら
、
威
信
財
と
し

て
の
牛
を
中
心
と
す
る
都
市
的
な
消
費
経
済
の
成
立
の
結
果
と
評
価
し
て
い
る
【
12
】
。

肩
甲
骨
の
表
裏
の
定
義
は
文
化
に
よ
っ
て
異
な
る
。
殷
墟
甲
骨
文
で
は
、
ほ
と
ん

ど
が
背
側
に
焼
灼
を
し
、
腹
側
の
平
坦
な
面
に
刻
辞
を
し
て
い
る
【
13
】
の
で
、
殷
代
に
は

背
側
を
裏
、
腹
側
を
表
と
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
彝
族
・
納

西
族
の
羊
骨
占
卜
で
は
、
腹
側
か
ら
熱
を
加
え
て
い
る
。
伴
信
友
も
、
鹿
の
肩
甲
骨

に
つ
い
て
、
骨
脊
の
あ
る
面
を
表
と
解
釈
し
て
い
る
【
14
】
。
上
下
に
つ
い
て
も
、
殷
墟
甲

骨
文
で
は
臼
関
節
（
骨
臼
）
の
あ
る
方
向
を
上
と
し
て
文
字
を
刻
し
て
い
る
が
、
彝

族
・
納
西
族
の
羊
骨
占
卜
で
は
、
骨
臼
の
方
向
を
「
地
」、
そ
の
反
対
方
向
を
「
天
」

と
表
現
し
て
お
り
、
逆
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
肩
甲
骨
の
表
裏
上
下
の
定
義
は
絶
対
的
で
は
な
い
。
体
表
面
に
近

い
の
は
肩
甲
骨
の
背
側
で
あ
り
、
肩
甲
骨
は
骨
臼
方
向
を
下
に
し
て
上
腕
骨
に
接
続

830
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図１　未整治骨の写真　左から腹方向の面、背方向の面、側面

表面に付着した脂肪や皮質は除去してある　　・



す
る
の
で
、
殷
代
よ
り
も
彝
族
・
納
西
族
の
定
義
の
方
が
、
動
物
が
生
き
て
い
る
と

き
の
向
き
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
殷
代
の
甲
骨
占
卜
を
再
現
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
肩
甲
骨
の
表
裏
上
下
は
殷
代
の
定
義
に
従
う
（
つ
ま
り
、

骨
脊
の
あ
る
側
が
裏
、
骨
臼
の
あ
る
方
向
が
上
）。
な
お
、「
表
面
」
と
言
う
言
葉
は
、

裏
面
の
反
対
に
も
内
部
の
反
対
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
本
稿
は
、
表
裏
に
つ
い
て
は

正
面
・
反
面
と
表
記
し
、「
表
面
」
と
し
た
場
合
に
は
内
部
の
反
対
語
と
し
て
統
一

す
る
。

肩
甲
骨
は
一
頭
に
つ
き
左
右
一
対
あ
る
が
左
右
対
称
で
あ
り
、
頭
に
近
い
側
に
骨

脊
が
存
在
す
る
の
で
、
骨
臼
を
上
と
し
て
反
面
か
ら
見
た
場
合
、
右
の
肩
甲
骨
は
左

側
に
骨
脊
が
あ
り
、
左
の
肩
甲
骨
は
右
側
に
骨
脊
が
あ
る
（
図
１
は
左
の
肩
甲
骨
で
あ

る
）。
以
後
、
骨
の
左
右
に
つ
い
て
言
う
場
合
、
骨
脊
の
あ
る
側
を
「
骨
脊
側
」、
な

い
側
を
「
無
骨
脊
側
」
と
す
る
。

骨
の
厚
み
（
骨
脊
を
除
く
）
は
、
上
下
方
向
に
つ
い
て
言
え
ば
、
上
ほ
ど
厚
く
下

ほ
ど
薄
い
。
左
右
方
向
に
つ
い
て
言
え
ば
、
無
骨
脊
側
が
最
も
厚
く
、
骨
脊
側
は
無

骨
脊
側
よ
り
も
や
や
薄
く
、
中
央
が
最
も
薄
い
。

肩
甲
骨
は
均
質
な
構
造
で
は
な
く
、
表
面
は
硬
い
組
織
（
以
後
、
骨
組
織
と
す
る
）

で
あ
る
が
、
内
部
に
は
海
綿
状
の
組
織
と
そ
れ
を
満
た
す
遊
離
細
胞
・
脂
肪
で
構
成

さ
れ
る
骨
髄
が
あ
る
。
肩
甲
骨
は
全
体
的
に
扁
平
な
構
造
を
し
て
い
る
の
で
、
正
面

と
反
面
の
骨
組
織
に
骨
髄
が
挟
ま
れ
て
い
る
と
い
う
形
状
で
あ
る
。
骨
髄
は
骨
の
厚

い
部
分
に
多
く
、
特
に
無
骨
脊
側
に
多
い
。
逆
に
薄
い
中
央
下
部
に
は
、
骨
髄
の
層

は
ご
く
薄
く
し
か
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
骨
中
に
入
り
込
む
血
管
や
骨
髄
自
体
の
造

血
作
用
に
よ
っ
て
血
液
が
溜
ま
っ
た
部
分
も
あ
る
。

現
存
す
る
殷
代
の
卜
骨
に
は
大
小
が
あ
り
、
小
さ
な
骨
は
大
き
な
骨
の
三
分
の
二

ほ
ど
し
か
な
く
、
仔
牛
の
肩
甲
骨
で
あ
ろ
う
。
今
回
入
手
し
た
肩
甲
骨
の
中
に
も
、

や
や
小
さ
い
も
の
が
あ
り
、
比
較
的
若
い
牛
の
も
の
と
思
わ
れ
る
（
雌
雄
の
別
か
も

し
れ
な
い
）
が
、
卜
兆
の
発
現
に
関
し
て
は
大
き
な
肩
甲
骨
と
大
差
は
な
か
っ
た

（
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
加
工
が
容
易
で
あ
る
）。

三
　
皮
膜
・
脂
肪
の
除
去

本
節
以
後
は
、
実
際
の
作
業
工
程
に
つ
い
て
順
に
述
べ
て
い
く
。

解
体
さ
れ
た
肩
甲
骨
に
は
、
皮
膜
・
脂
肪
・
筋
肉
が
付
着
し
て
お
り
、
こ
れ
を
除

去
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
く
つ
か
の
工
具
を
試
し
て
み
た
が
、

こ
の
作
業
に
は
ナ
イ
フ
と
金
属
製
の
ヘ
ラ
が
適
し
て
い
た
。
ヘ
ラ
は
皮
膜
を
そ
ぎ
落

と
す
場
合
に
、
ナ
イ
フ
は
肉
や
皮
膜
を
切
り
落
と
す
場
合
に
適
し
て
い
る
。
ヘ
ラ
は

ス
ク
レ
イ
パ
ー
【
15
】

が
よ
い
が
、
平
ノ
ミ
や
カ
マ
で
も
代
用
で
き
る
（
刃
先
が
鋭
い
も
の

は
骨
を
傷
つ
け
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
）。
因
み
に
、
殷
墟
か
ら
は
、
ナ
イ
フ

（
刀
）
・
ヘ
ラ
（【
16
】

）
・
平
ノ
ミ
（
鑿
【
17
】）
・
カ
マ
（
鎌
）
の
い
ず
れ
も
出
土
し
て
い
る

（
ヘ
ラ
・
平
ノ
ミ
に
つ
い
て
は
巻
末
表
参
照
）。
な
お
、
当
時
の
工
具
は
青
銅
製
で
あ
る

が
、
青
銅
の
ナ
イ
フ
や
ヘ
ラ
は
入
手
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
市
販
の
鉄
製
の
も
の
を

用
い
た
。

肩
甲
骨
の
下
部
（
骨
臼
の
反
対
側
）
に
は
固
い
脂
肪
が
付
着
し
て
い
る
が
、
剥
離

し
や
す
く
、
ヘ
ラ
を
骨
と
の
境
界
面
に
当
て
て
削
ぎ
落
せ
ば
よ
い
。
こ
の
部
分
は
解

体
の
過
程
で
除
去
さ
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
り
、
今
回
入
手
し
た
肩
甲
骨
の
う

ち
、
七
割
ほ
ど
は
既
に
除
去
さ
れ
て
い
た
。
骨
の
正
面
・
反
面
と
も
に
、
皮
膜
に
よ

っ
て
骨
と
筋
肉
や
脂
肪
が
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
解
体
過
程
で
剥
が
れ
た
が
部
分

（
な
け
れ
ば
一
箇
所
を
剥
が
す
）
か
ら
徐
々
に
捲
っ
て
皮
膜
を
剥
が
し
て
い
く
と
効
率

が
よ
い
。
た
だ
し
、
一
部
は
皮
膜
と
骨
組
織
が
癒
着
し
て
い
る
た
め
、
ヘ
ラ
で
削
っ

て
剥
が
す
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
解
体
か
ら
時
間
が
た
つ
ほ
ど
皮
膜
が
破
れ
や
す
く
、

か
つ
骨
か
ら
剥
が
れ
に
く
く
な
る
よ
う
で
あ
る
。
骨
脊
の
稜
線
は
骨
に
凹
凸
が
あ
る

た
め
平
坦
な
部
分
よ
り
は
剥
が
す
の
に
力
が
い
る
が
、
こ
の
部
分
に
付
着
し
た
皮

膜
・
脂
肪
は
丈
夫
な
た
め
、
骨
脊
の
最
下
部
か
ら
引
っ
張
っ
て
最
上
部
付
近
ま
で
剥
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が
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
骨
脊
に
つ
い
て
は
整
治
の
段
階
で
全
て
削
除
す
る

の
で
、
後
述
の
埋
土
に
よ
る
脂
抜
き
を
し
な
い
場
合
に
は
、
皮
膜
を
除
去
す
る
必
要

は
な
い
（
図
１
は
骨
の
形
状
を
明
確
に
す
る
た
め
に
骨
脊
に
付
着
し
た
皮
膜
・
脂
肪
も
除
去

し
て
あ
る
）。
骨
臼
は
半
透
明
の
関
節
組
織
で
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
占
卜

に
関
係
し
な
い
の
で
除
去
す
る
必
要
は
な
い
。
除
去
す
る
場
合
に
は
、
骨
臼
の
湾
曲

に
添
っ
て
ヘ
ラ
か
ナ
イ
フ
を
当
て
れ
ば
大
部
分
は
除
去
で
き
る
。

最
も
除
去
作
業
が
困
難
な
の
が
骨
臼
の
脇
に
あ
る
腱
で
あ
る
。
腱
の
部
分
は
、
当

然
で
あ
る
が
骨
と
強
く
結
合
し
て
お
り
、
し
か
も
骨
に
起
伏
が
あ
る
た
め
除
去
が
難

し
く
、
大
き
な
骨
ほ
ど
除
去
が
困
難
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
殷

代
の
卜
骨
の
中
に
は
腱
の
み
の
除
去
を
せ
ず
、
腱
の
付
近
の
骨
ご
と
切
除
し
た
も
の

が
多
い
。
因
み
に
、
図
１
は
腱
の
み
を
取
り
除
い
た
状
態
で
あ
る
。

四
　
骨
中
の
脂
抜
き

皮
膜
や
脂
肪
を
取
り
除
い
た
肩
甲
骨
は
、
表
面
が
粘
液
状
の
油
脂
で
覆
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
骨
組
織
あ
る
い
は
骨
髄
か
ら
浸
み
出
し
た
液
体
の
脂
肪
で
あ
る
た
め
、

表
面
的
に
洗
浄
し
た
ぐ
ら
い
で
は
除
去
で
き
な
い
。
ま
た
、
数
時
間
煮
沸
し
て
も
、

骨
の
表
面
の
油
脂
は
抜
け
る
が
内
部
ま
で
は
抜
け
ず
、
し
ば
ら
く
す
る
と
表
面
に
浸

み
出
て
く
る
。
骨
の
油
脂
分
に
は
常
温
で
は
揮
発
し
な
い
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
り
、
長
期
間
空
気
乾
燥
を
し
て
も
完
全
に
は
抜
け
な
い
。

『
正
卜
考
』
が
引
く
『
太
占
料
鹿
肩
骨
図
注
』（
伊
勢
貞
丈
の
自
写
）
に
は
、
鹿
の

肩
甲
骨
に
つ
い
て
「
百
日
許
土
に
埋
め
、
臭
気
を
去
り
、
又
雨
を
灌
ぎ
て
後
用
之

（
信
友
云
、
清
流
に
漬
し
置
け
ば
、
は
や
く
臭
気
去
る
な
り
）、
脂
気
有
れ
ば
、
卜
文
現
れ

ず
と
云
」
と
し
、『
正
卜
考
』
が
引
く
元
文
伝
は
、「
亀
の
甲
を
取
、
い
か
に
も
清
き

所
に
置
、
雨
露
に
う
た
せ
、
一
年
に
て
も
二
年
三
年
に
て
も
し
や
ら
し
（
伴
信
友
注
、

曝
シ
の
方
言
な
り
）」
と
し
、
い
ず
れ
も
油
脂
分
を
抜
い
て
か
ら
占
卜
に
使
用
す
る
と

す
る
。

荒
金
信
二
氏
は
書
道
を
専
門
と
し
て
お
り
、
歴
史
や
考
古
の
専
門
家
で
は
な
い
が
、

「
卜
甲
骨
制
作
方
法
に
お
け
る
実
証
」
【
18
】

に
お
い
て
、
牛
の
肩
甲
骨
中
の
油
脂
分
を
抜

く
方
法
を
実
験
し
て
い
る
。
荒
金
氏
は
『
正
卜
考
』
を
全
く
利
用
し
て
い
な
い
が
、

十
三
の
方
法
を
試
し
た
結
果
、『
正
卜
考
』
の
記
述
と
同
じ
く
脂
を
抜
く
に
は
埋
土

（
ま
た
は
土
中
か
ら
の
発
掘
）
が
最
も
有
効
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。

埋
土
に
よ
り
肩
甲
骨
の
脂
を
抜
い
た
場
合
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
卜
兆
の
発
現

が
困
難
に
な
る
一
方
、
多
少
見
栄
え
が
良
く
な
り
、
ま
た
保
存
が
し
や
す
く
な
る
と

い
う
利
点
が
あ
る
。
脂
を
抜
か
な
い
場
合
、
褐
色
の
油
脂
分
が
表
面
に
浮
き
、
ま
た

骨
髄
で
造
ら
れ
た
血
液
が
浸
み
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
が
、
埋
土
に
よ
っ
て
脂
を
抜

く
と
、
脂
肪
分
だ
け
で
な
く
骨
中
の
血
液
ま
で
も
が
分
解
さ
れ
、
全
体
が
白
色
に
近

く
な
り
見
た
目
が
良
い
。
ま
た
、
脂
を
抜
か
な
い
場
合
に
は
、
し
ば
ら
く
保
存
し
て

お
く
と
骨
中
の
脂
肪
な
ど
が
腐
敗
し
て
悪
臭
を
発
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
脂
を
抜
い

て
お
け
ば
そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
実
際
に
甲
骨
占
卜
を
行
う
際
に
甲
骨
の
脂
抜
き
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ

た
と
は
言
え
な
い
。
前
掲
の
『
正
卜
考
』
の
他
に
、
荒
金
氏
も
「
骨
を
覆
う
脂
の
除

去
作
業
は
当
然
必
要
と
な
る
」
と
す
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
脂
肪
を
抜
か
な
く
て

も
占
卜
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
彝
族
の
羊
骨
卜
で
も
、
羊
の
肩
甲
骨
は
室
内
に
置
く

こ
と
を
忌
避
し
、
樹
椏
（
木
の
ま
た
）
の
上
や
墻
脚
（
壁
の
土
台
）
の
下
に
置
い
て
保

存
す
る
【
19
】
と
い
い
、
要
す
る
に
風
通
し
は
良
い
が
雨
の
当
た
ら
な
い
位
置
で
あ
る
が
、

荒
金
氏
の
実
験
に
よ
れ
ば
、
空
気
乾
燥
だ
け
で
は
数
年
た
っ
て
も
脂
が
完
全
に
は
抜

け
な
い
。

甲
骨
文
や
中
国
側
の
文
献
を
見
て
も
、
甲
骨
の
脂
を
抜
い
た
と
す
る
記
述
は
な
い
。

荒
金
氏
は
、
甲
骨
文
に
見
え
る
土
中
に
犠
牲
を
埋
め
る
祭
祀
を
も
っ
て
、
後
に
こ
れ

を
発
掘
し
て
占
卜
に
用
い
た
と
考
え
る
。
牛
を
土
中
に
埋
め
る
形
の
文
字
は
、「
埋
」

の
意
味
の
他
動
詞
で
あ
り
「

を
燎
し
、
二

を
埋
（
牛
の
土
中
に
埋
ま
る
字
形
）
せ
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ん
か
」（『
甲
骨
文
合
集
』

【
20
】

（
以
下
、
合
集
と
す
る
）
一
五
六
〇
一
）
の
よ
う
に
あ
る
が
、

そ
の
対
象
は
ほ
と
ん
ど
が【
21
】

で
牛
は
た
っ
た
の
二
例
七
頭
【
22
】
だ
け
で
あ
り
、
甲
骨
文

に
記
さ
れ
た
祭
祀
が
全
て
で
は
な
い
に
し
ろ
、
こ
の
祭
祀
を
牛
骨
の
供
給
源
と
す
る

に
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。

殷
代
の
卜
骨
を
見
て
も
、
骨
髄
の
多
い
部
分
で
油
脂
分
に
引
火
し
て
焼
灼
痕
が
大

き
く
な
っ
た
も
の
が
あ
り
、
生
の
骨
を
使
っ
た
と
判
断
で
き
る
も
の
も
あ
る
。
た
だ

し
、
骨
髄
を
き
れ
い
に
取
り
除
い
た
場
合
に
は
生
の
骨
で
も
焼
灼
痕
が
大
き
く
な
ら

な
い
の
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
殷
代
の
卜
骨
が
ど
れ
ぐ
ら
い
の
割
合
で
脂
抜
き
を
さ

れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
次
節
以
後
の
復
元
工
程
に
お
い
て
は
、
埋
土
に
よ
る
脂

抜
き
を
行
っ
た
骨
と
そ
う
で
な
い
骨
と
で
異
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
併
記
す
る
。

埋
土
に
よ
る
脂
抜
き
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
実
際
に
行
っ
て
み
た
が
、
そ
の
際
に

最
大
の
問
題
と
な
っ
た
の
は
カ
ビ
で
あ
っ
た
。
埋
土
に
よ
る
脂
抜
き
は
、
土
中
の
微

生
物
や
細
菌
の
作
用
を
利
用
す
る
た
め
、
少
し
は
湿
気
は
必
要
だ
が
、
水
分
が
多
す

ぎ
る
と
カ
ビ
が
つ
い
て
変
色
し
や
す
い
。
埋
土
の
深
さ
は
、
浅
す
ぎ
る
と
カ
ビ
が
つ

き
や
す
く
、
土
壌
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
深
さ
で
埋
め

た
方
が
よ
い
（
た
だ
し
、
土
中
の
細
菌
が
減
少
す
る
ほ
ど
深
い
と
脂
抜
き
の
効
率
が
悪
く

な
る
と
思
わ
れ
る
）。
荒
金
氏
は
、
あ
ら
か
じ
め
加
工
を
行
っ
て
お
く
と
、
切
断
面
か

ら
も
脂
が
抜
け
て
効
率
が
よ
い
と
す
る
が
、
筆
者
が
実
験
し
た
結
果
、
確
か
に
そ
の

通
り
で
は
あ
る
が
、
切
断
面
に
は
カ
ビ
が
つ
き
や
す
か
っ
た
の
で
、
切
断
せ
ず
に
埋

土
し
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
は
日
本
（
実
験
地
は
愛
知
県
）
で
の

実
験
結
果
で
あ
り
、
日
本
よ
り
も
乾
燥
し
【
23
】
、
土
壌
も
異
な
る
黄
河
沿
岸
地
域
で
は
結

果
が
異
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
カ
ビ
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
場
合
、
骨
髄
が
露
出
し
た

部
分
に
入
り
込
ん
だ
カ
ビ
は
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
骨
組
織
上
の
カ
ビ
で

あ
れ
ば
ヤ
ス
リ
で
削
れ
ば
白
色
の
骨
組
織
が
現
れ
て
く
る
。

埋
土
の
期
間
に
つ
い
て
、
筆
者
が
行
っ
た
と
こ
ろ
、『
正
卜
考
』
が
引
く
『
太
占

料
鹿
肩
骨
図
注
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
百
日
程
度
で
油
脂
分
が
か
な
り
抜
け
、
骨
の

表
面
は
白
色
に
近
く
な
る
が
、
骨
髄
が
厚
い
部
分
で
は
脂
肪
が
残
っ
て
い
た
。
荒
金

氏
に
よ
れ
ば
、
九
ヶ
月
に
至
っ
て
完
全
に
抜
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
筆
者
は
こ

の
段
階
ま
で
は
実
験
し
て
い
な
い
）。
ま
た
、『
正
卜
考
』
が
述
べ
る
と
お
り
、
百
日
ほ

ど
で
土
か
ら
取
り
出
し
た
場
合
に
は
腐
敗
臭
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
臭
気
を
抜
い
た

方
が
扱
い
や
す
い
（
占
卜
の
必
要
条
件
で
は
な
い
）。
こ
の
よ
う
に
、
百
日
程
度
の
埋

土
で
は
、
ま
だ
扱
い
に
く
か
っ
た
で
、
そ
れ
よ
り
も
長
く
埋
め
て
お
い
た
方
が
よ
い

だ
ろ
う
。

埋
土
に
よ
る
脂
抜
き
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
煮
沸
も
せ
ず
に
生
の
ま
ま
占
卜
に

用
い
る
方
が
よ
い
。
煮
沸
を
す
る
と
、
骨
が
硬
く
な
り
、
加
工
や
占
卜
に
向
か
な
く

な
る
。
長
期
間
空
気
乾
燥
を
し
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

亀
甲
の
脂
抜
き
に
つ
い
て
、
荒
金
氏
に
よ
れ
ば
、
死
ん
だ
亀
を
発
掘
し
た
と
こ
ろ
、

骨
中
の
脂
は
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
腹
甲
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
亀

の
腹
甲
は
一
枚
の
骨
で
は
な
く
、
人
間
の
頭
蓋
骨
の
よ
う
に
複
数
の
骨
が
噛
み
合
っ

て
形
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
埋
土
す
る
と
土
圧
あ
る
い
は
油
脂
分
の
急
激
な
乾
燥
に

よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
な
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、『
正
卜
考
』
が

引
く
元
文
伝
が
、
亀
甲
の
脂
抜
き
に
は
「
一
年
に
て
も
二
年
三
年
に
て
も
」
雨
露
に

曝
す
と
い
う
埋
土
よ
り
も
時
間
の
か
か
る
乾
燥
方
法
を
提
示
し
て
い
る
の
は
そ
の
た

め
で
あ
ろ
う
。

五
　
整
治
作
業

次
に
骨
の
加
工
に
つ
い
て
述
べ
る
。
甲
骨
の
加
工
は
「
整
治
」
あ
る
い
は
「
攻
治
」

と
呼
ば
れ
る
。
牛
の
肩
甲
骨
の
硬
さ
は
、
例
え
る
な
ら
ば
、
木
材
の
中
で
は
か
な
り

硬
い
部
類
に
入
る
カ
シ
の
木
か
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
少
し
硬
い
程
度
で
あ
る
【
24
】
。
中

国
で
は
、
新
石
器
時
代
か
ら
骨
角
器
を
使
用
し
て
お
り
、
殷
代
に
先
立
つ
二
里
頭
文

化
の
二
里
頭
遺
跡
か
ら
は
既
に
青
銅
製
の
骨
角
器
加
工
具
が
出
土
し
て
い
る
。
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殷
代
の
卜
骨
に
見
え
る
整
治
作
業
は
以
下
の
四
箇
所
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
行
わ

れ
な
い
作
業
も
あ
る
。

腱
は
、
前
述
の
よ
う
に
骨
と
強
く
結
合
し
、
ま
た
骨
側
に
も
突
起
が
あ
る
た
め
、

除
去
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
腱
が
結
合
し
て
い
る
部
分
を
骨
ご
と

切
除
す
る
こ
と
も
あ
り
、
図
２
の
よ
う
に
Ｌ
字
型
に
切
除
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、

甲
骨
文
の
「
骨
」
字
も
、
骨
臼
の
脇
に
あ
る
腱
が
Ｌ
字
型
に
骨
ご
と
切
り
取
ら
れ
た

形
の
象
形
文
字
で
あ
る
。
た
だ
し
、
切
除
す
る
範
囲
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
腱
が
結

合
し
て
い
る
突
起
だ
け
を
切
り
取
っ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
骨
臼
の
三
分
の
一
程
度
ま

で
切
り
取
っ
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
卜
骨
に
こ
の
処
置
が
さ
れ
て
は
お

ら
ず
、
丁
寧
に
腱
だ
け
を
剥
が
し
た
も
の
も
見
ら
れ
る
。
骨
の
最
下
部
は
骨
組
織
が

薄
く
、
ほ
と
ん
ど
が
骨
髄
で
占
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
占
卜
に
用
い
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
一
部
の
卜
骨
は
、
こ
の
部
分
が
幅
二
〜
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
切
除
さ
れ
て

い
る
【
25
】
。
た
だ
し
、
こ
の
処
置
が
さ
れ
て
い
る
卜
骨
は
僅
か
で
あ
り
、
図
２
の
骨
も
、

こ
の
部
分
の
切
除
は
し
て
い
な
い
。
骨
脊
は
例
外
な
く
除
去
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
次

に
述
べ
る
骨
を
薄
く
す
る
作
業
の
準
備
段
階
で
も
あ
る
。
以
上
の
三
種
の
作
業
に
は
、

ノ
コ
ギ
リ
（
市
販
の
鉄
製
を
使
用
し
た
）
が
適
し
て
い
た
。
青
銅
製
の
ノ
コ
ギ
リ
は
二

里
頭
文
化
か
ら
使
用
さ
れ
て
お
り
、
殷
墟
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
【
26
】
。
こ
れ
ら
の
作
業

は
殷
代
に
も
青
銅
製
の
ノ
コ
ギ
リ
を
用
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
最
も
重
要
な
の
が
、
骨
の
反
面
を
削
り
、
骨
全
体
を
薄
く
す
る
作
業
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
あ
る
程
度
骨
を
薄
く
し
た
方
が
卜
兆
が
発
現
し
や
す
い
た
め
で
あ
り
、

全
体
を
厚
さ
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
に
す
る
の
が
理
想
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
骨
に

は
厚
い
部
分
と
薄
い
部
分
が
あ
る
の
で
、
慣
れ
な
け
れ
ば
全
体
を
均
一
の
厚
さ
に
仕

上
げ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
多
少
厚
い
ぶ
ん
に
は
鑽
に
よ
っ
て

調
整
が
可
能
な
の
で
、
厚
い
と
こ
ろ
で
七
〜
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
薄
い
と
こ
ろ
で
五

〜
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
目
安
に
し
て
お
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
（
図
２
は
厚
い
と

こ
ろ
で
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
薄
い
と
こ
ろ
で
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）。
な
お
、
生
の
骨
は
光
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を
通
し
や
す
い
の
で
、
削
る
際
の
厚
み
の
参
考
に
な
る
（
脂
抜
き
を
し
た
骨
は
光
を
通

し
に
く
い
）。

削
る
部
分
は
中
央
下
部
を
除
く
全
て
で
あ
る
（
図
３
）。
中
央
下
部
を
削
ら
な
い

理
由
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
鑽
鑿
を
伴
う
殷
代
式
の
占
卜
に
は
正
面
の
骨
組
織
が
四

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
あ
る
こ
と
が
理
想
的
で
あ
る
が
、
中
央
下
部
は
そ
れ
よ
り
も
大

幅
に
薄
く
、
占
卜
に
用
い
る
の
が
難
し
い
た
め
で
あ
る
【
27
】
。
ま
た
、
生
の
骨
の
場
合
、

反
面
側
の
全
体
を
削
っ
て
し
ま
う
と
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
骨
が
正
面
側
に
湾
曲
す

る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
を
防
ぐ
意
味
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
左
右
の
下
部
に
つ
い

て
も
、
骨
組
織
が
や
や
薄
く
、
正
面
・
反
面
と
も
に
厚
さ
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下

な
の
で
、
こ
の
部
分
は
反
面
側
の
骨
組
織
を
全
て
除
去
す
る
だ
け
の
作
業
に
な
る

（
図
３
参
照
）。

こ
の
作
業
は
、
反
面
側
を
ノ
コ
ギ
リ
で
お
お
ま
か
に
切
断
し
た
後
、
オ
ノ
で
削
っ

て
薄
く
し
た
よ
う
で
あ
る
。『
正
卜
考
』
が
引
く
『
対
馬
亀
卜
口
授
』
に
は
、
亀
甲

を
削
る
工
具
と
し
て
チ
ョ
ウ
ナ
（
手
斧
）
の
図
を
載
せ
て
い
る
。
一
方
、
現
存
の
殷

代
卜
骨
に
は
削
っ
た
際
の
擦
痕
が
残
っ
て
い
る
が
、
図
４
の
よ
う
に
同
一
片
上
に
異

な
る
方
向
の
擦
痕
が
あ
る
場
合
が
多
く
、
常
に
一
方
向
に
引
っ
掻
い
て
削
る
チ
ョ
ウ

ナ
で
は
な
く
、
叩
き
削
る
小
振
り
の
オ
ノ
を
用
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
チ
ョ
ウ
ナ

や
オ
ノ
が
な
い
場
合
で
も
平
ノ
ミ
で
代
用
で
き
る
が
、
い
ず
れ
を
使
っ
て
も
手
作
業

で
は
か
な
り
時
間
が
か
か
る
。
図
２
の
肩
甲
骨
は
ノ
コ
ギ
リ
・
平
ノ
ミ
の
ほ
か
、
電

動
の
デ
ィ
ス
ク
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
を
併
用
し
て
加
工
し
た
。

骨
全
体
を
薄
く
す
る
作
業
を
行
う
と
、
広
い
面
積
で
骨
髄
が
露
出
す
る
。
多
す
ぎ

る
骨
髄
は
占
卜
の
妨
げ
に
な
る
の
で
、
露
出
し
た
骨
髄
の
う
ち
、
軟
ら
か
い
部
分
は

す
べ
て
取
り
除
く
（
骨
臼
と
そ
の
付
近
は
占
卜
に
用
い
な
い
の
で
取
り
除
か
な
く
て
も
よ

い
）。
ま
た
、
生
の
骨
の
場
合
は
骨
自
体
の
造
血
作
用
に
よ
り
、
骨
髄
の
多
い
部
分

（
特
に
骨
脊
が
あ
っ
た
部
分
の
上
部
と
肩
甲
骨
の
最
下
部
）
お
よ
び
中
央
の
直
径
一
〇
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
範
囲
に
は
血
液
が
溜
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
（
血
液
の
量
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図３　肩甲骨の削る部分

横線は反面側の骨組織を除去するだけの部位、斜

線は反面側の骨組織を除去し正面側の骨も削る部位、

縦線は骨臼付近の段差構造

図４　卜骨の擦痕（『卜骨上的鑿鑽形態』より）

異なる方向の擦痕が見える。中央は長鑿と焼灼痕。



は
個
体
差
が
大
き
い
）。
骨
髄
を
取
り
除
く
際
に
は
、
同
時
に
溜
ま
っ
た
血
液
も
取
り

除
く
。
最
下
部
は
ほ
と
ん
ど
が
骨
髄
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
血
液
が
取
り
除
け
な

い
が
、
こ
れ
が
気
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
晩
水
に
つ
け
て
お
く
と
か
な
り
の
量
が

抜
け
る
。

骨
臼
部
分
は
占
卜
に
は
用
い
な
い
が
、
こ
の
部
分
を
削
ら
な
い
と
骨
の
上
部
に
鑿

を
掘
る
際
に
、
ノ
ミ
を
入
れ
る
角
度
が
確
保
で
き
な
く
な
る
の
で
、
厚
み
の
三
分
の

一
程
度
を
削
る
（
骨
臼
部
分
以
外
を
薄
く
し
た
後
、
鋸
で
切
断
す
る
の
が
よ
い
）。
殷
代

の
卜
骨
は
、
図
２
の
側
面
写
真
の
よ
う
に
、
骨
臼
部
分
が
段
差
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

占
卜
に
は
関
わ
ら
な
い
部
分
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
加
工
を
施
し
た
理
由
を
確
実
に

証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
骨
に
縦
に

長
い
ひ
び
割
れ
が
入
っ
た
場
合
に
、
骨
全
体
が
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め

の
ス
ト
ッ
パ
ー
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
紐
を
結
ん
で
つ
り
下
げ
る
部

分
と
し
て
の
加
工
で
あ
り
、
紐
の
一
方
を
骨
臼
の
段
差
部
分
に
結
び
、
も
う
一
方
を

梁
な
ど
に
結
ん
で
お
け
ば
、
保
存
や
刻
辞
後
の
卜
骨
の
展
示
に
都
合
が
よ
い
。

脂
抜
き
を
し
た
骨
は
、
乾
燥
に
よ
っ
て
骨
の
表
面
に
細
か
い
凹
凸
が
多
く
出
現
す

る
の
で
、
整
治
作
業
が
終
わ
っ
た
後
に
正
面
を
ヤ
ス
リ
ま
た
は
紙
ヤ
ス
リ
で
研
磨
し

て
お
い
た
方
が
、
卜
兆
が
見
や
す
く
な
る
（
電
動
工
具
が
最
も
作
業
が
早
い
が
削
り
す

ぎ
る
恐
れ
が
あ
る
）。
殷
代
の
甲
骨
も
、
表
面
が
滑
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
段
階

か
刻
辞
後
に
磨
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
殷
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
遺
跡
か
ら
は
ま

だ
ヤ
ス
リ
が
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
【
28
】
、
何
を
用
い
て
磨
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
（
最

も
入
手
が
容
易
な
の
は
石
英
質
の
砂
で
あ
ろ
う
）。

六
　
鑽
鑿
の
掘
削

殷
代
の
甲
骨
占
卜
で
は
、
骨
を
薄
く
し
た
後
に
反
面
側
に
窪
み
を
掘
る
。
こ
れ
は

鑽
鑿
あ
る
い
は
鑿
鑽
と
呼
ば
れ
、
浅
い
も
の
が
鑽
、
深
い
も
の
が
鑿
で
あ
る
【
29
】
。
鑽
鑿

は
、
ひ
び
割
れ
の
入
り
方
を
調
整
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
殷
代
の
卜
骨
に
見
え

る
鑽
鑿
に
は
、
大
ま
か
に
分
け
て
四
種
類
の
形
状
が
あ
り
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
【
30
】

（
図
５
参
照
。
分
類
は
許
進
雄
『
卜
骨
上
的
鑿
鑽
形
態
』
【
31
】

が
行
っ
た
も
の
に
従
う
が
、
各
型

式
の
呼
称
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
便
宜
上
、
筆
者
が
名
付
け
た
）。

一
、
円
鑽
長
鑿
型
…
…
縦
に
長
い
鑿
と
そ
の
脇
に
円
形
の
鑽
を
掘
削
す
る
。

二
、
無
鑽
長
鑿
型
…
…
縦
に
長
い
鑿
の
み
を
掘
削
し
、
鑽
が
な
い
形
態
。

三
、
円
鑿
型
…
…
円
形
の
鑿
の
み
を
掘
削
す
る
。
円
鑿
の
直
径
は
さ
ま
ざ
ま
。

四
、
大
円
鑽
長
鑿
型
…
…
大
き
な
円
形
の
鑽
の
中
に
縦
に
長
い
鑿
を
掘
削
す
る
。

こ
の
う
ち
、
一
の
円
鑽
長
鑿
型
が
も
っ
と

も
有
名
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
な

説
明
が
さ
れ
て
い
る
。

殷
中
期
に
な
る
と
、
亀
甲
が
使
用
さ
れ
は

じ
め
る
と
と
も
に
、
哺
乳
動
物
で
は
牛
が

主
要
な
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
方
法
と
し

て
は
、
鑽
の
傍
に
深
い
楕
円
形
の
鑿
を
ほ

り
加
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
鑽
鑿
を
組

み
合
わ
せ
た
も
の
が
、
後
期
に
お
け
る
も

っ
と
も
普
通
の
方
法
で
あ
る
。
鑽
の
部
分

に
火
を
お
し
つ
け
る
と
、
鑿
の
表
面
の
部

分
に
そ
の
長
径
の
と
お
り
の
縦
の
割
れ
目

が
、
鑽
の
部
分
に
横
の
割
れ
目
が
出
る
。

（
講
談
社
『
中
国
の
歴
史
』
一
【
32
】

）

し
か
し
、
殷
代
に
お
い
て
、
長
鑿
の
脇
に

鑽
は
必
ず
し
も
掘
ら
れ
な
い
。『
卜
骨
上
的
鑿

鑽
形
態
』
お
よ
び
『
小
屯
南
地
甲
骨
』
【
33
】

の
統
計

に
よ
れ
ば
、
殷
代
の
卜
骨
に
最
も
多
い
の
は
、
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図５　鑽鑿の形態（『卜骨上的鑿鑽形態』より抜粋）

左から円鑽長鑿型（紡錘形）、無鑽長鑿型（紡錘形）、無鑽長鑿型（長

方形に近い楕円形）、円鑿型、大円鑽長鑿型



円
鑽
長
鑿
型
で
は
な
く
無
鑽
長
鑿
型
で
あ

る
。
骨
全
体
を
ひ
び
割
れ
が
入
り
や
す
い
厚

さ
（
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
前
後
）
に
均
等
に
削
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
鑽
は
不
要
な
の
で
あ
る
。

図
６
は
殷
代
の
卜
骨
の
断
面
図
で
あ
る
が
、

骨
を
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
厚
さ
に
削

り
、
長
鑿
の
脇
に
は
鑽
を
掘
っ
て
い
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
肩
甲
骨
は
部
位
に
よ
り
起

伏
や
厚
み
の
違
い
が
あ
り
、
全
体
を
均
一
な

厚
さ
に
す
る
の
が
難
し
い
こ
と
が
あ
り
（
特

に
大
き
な
骨
は
起
伏
が
激
し
い
）、
そ
の
場
合
に

骨
を
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
よ
り
も
厚
め
に
削

り
、
熱
を
加
え
る
部
分
に
窪
み
を
作
り
厚
さ

の
調
整
を
し
た
の
が
鑽
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
厳
密
に
言
え
ば
鑽
は
横
方
向
の
ひ

び
割
れ
を
作
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
今

回
の
実
験
で
分
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
肩

甲
骨
は
一
点
に
熱
を
加
え
る
と
横
向
き
に
ひ
び
が
入
り
や
す
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
【
34
】
。

殷
代
卜
骨
の
無
鑽
長
鑿
型
で
も
、
熱
を
加
え
た
部
分
に
限
っ
て
は
横
方
向
に
ひ
び
が

入
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
伴
信
友
が
行
っ
た
実
験
（『
正
卜
考
』
巻
一
）
で
も
、

鑽
鑿
を
掘
ら
ず
に
鹿
の
肩
甲
骨
に
熱
を
加
え
た
結
果
、
図
７
の
よ
う
に
横
方
向
の
ひ

び
が
多
く
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鑽
に
は
ひ
び
を
入
り
や
す
く
す
る
効
果
は
あ
る

も
の
の
、
ひ
び
の
方
向
を
調
整
す
る
役
割
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
殷
代
卜

骨
の
長
鑿
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
に
縦
方
向
の
の
ひ
び
割
れ
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、

今
回
の
実
験
で
も
同
様
の
ひ
び
が
入
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
の
で
、
ひ
び
の
方
向

を
調
整
す
る
た
め
の
加
工
と
い
え
る
。

今
回
の
実
験
で
は
、
最
も
例
数
の
多
い
無
鑽
長
鑿
型
で
は
な
く
、
円
鑽
長
鑿
型
を

作
製
し
た
。
鑽
と
鑿
の
両
方
の
特
性
や
加
工
方
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
、

肩
甲
骨
の
正
面
の
起
伏
が
大
き
い
も
の
は
電
動
工
具
を
使
っ
て
も
均
等
な
厚
さ
に
す

る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
こ
と
【
35
】
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
因
み
に
、
円
鑿
型
と
大
円
鑽
長

鑿
型
は
殷
代
に
は
少
な
い
（
円
鑿
型
の
う
ち
小
型
の
も
の
は
、
二
里
頭
・
二
里
崗
文
化
や

日
本
の
卜
骨
に
も
見
ら
れ
る
）。

ま
ず
鑿
の
掘
削
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
長
鑿
は
図
５
の
よ
う
に
、
紡
錘
形
の
も
の

と
、
長
方
形
に
近
い
楕
円
形
の
も
の
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
短
径
の
断
面
は
Ｖ
字
型
で

あ
る
。
市
販
の
工
具
の
中
で
、
鑿
を
作
る
の
に
適
し
て
い
た
の
は
三
角
ノ
ミ
（
刃
先

が
約
六
〇
度
の
Ｖ
字
型
に
な
っ
て
い
る
）
で
あ
っ
た
。
彫
刻
刀
の
三
角
刀
で
も
不
可
能

で
は
な
い
が
、
削
っ
て
い
る
う
ち
に
刃
先
が
こ
ぼ
れ
や
す
く
、
ま
た
一
般
に
三
角
刀

は
刃
先
が
約
九
〇
度
で
あ
り
、
深
い
鑿
が
掘
り
に
く
い
た
め
適
さ
な
か
っ
た
。
平
ノ

ミ
を
用
い
て
も
、
多
少
手
間
が
か
か
る
が
、
Ｖ
字
の
両
面
を
交
互
に
掘
っ
て
い
け
ば

加
工
が
可
能
で
あ
る
。
中
国
で
は
三
角
ノ
ミ
が
使
用
さ
れ
始
め
た
の
は
周
代
以
降
の
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図６　卜骨の断面図（『小屯南地甲骨』より）

上段は第735片の上部（幅6.5㎝）、下段は第2400片の中央付近（幅9.5㎝）

図７　無鑽鑿の鹿の肩甲骨を焼灼した際のひび割れ

（『正卜考』より）



江
南
地
方
で
あ
り
【
36
】
、
殷
代
に
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
。
殷
墟
か
ら
は
、
薄
く
、
か

つ
先
が
細
く
な
っ
た
細
工
用
と
思
わ
れ
る
平
ノ
ミ
が
出
土
し
て
お
り
（
巻
末
表
参
照
）、

こ
れ
で
作
業
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
こ
の
形
状
の
ノ
ミ
は
市
販
し
て
い
な
か
っ
た
）。

鑿
の
堀
り
か
た
を
い
ろ
い
ろ
と
試
し
て
み
た
が
、
紡
錘
形
の
鑿
は
、
一
方
か
ら
だ
け

で
は
な
く
両
側
の
端
か
ら
ノ
ミ
を
入
れ
れ
ば
効
率
よ
く
作
製
で
き
る
。
長
方
形
に
近

い
鑿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
端
が
反
対
側
か
ら
入
れ
た
ノ
ミ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
よ
う

に
す
る
と
よ
い
。

殷
代
の
卜
骨
に
見
え
る
鑿
の
多
く
は
、
輪
郭
が
長
さ
が
一
五
〜
二
〇
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
、
幅
が
六
〜
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
【
37
】
。
実
験
の
結
果
、
ひ
び
割
れ
を
形
成
す
る

に
は
、
こ
の
程
度
の
大
き
さ
の
鑿
が
適
当
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
が
、
厳
密

に
何
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
が
最
適
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
骨
の
厚
さ
に
左
右
さ

れ
る
（
骨
が
厚
い
と
結
果
的
に
鑿
の
輪
郭
が
大
き
く
な
る
）
と
と
も
に
、
ひ
び
割
れ
の
入

り
方
に
は
骨
の
個
体
差
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
は
は
じ
め
、
ひ
び
割
れ
の
入
り
方
と
相
関
関
係
が
あ
る
の
は
鑿
の
深
さ
、
つ

ま
り
反
面
か
ら
鑿
の
Ｖ
字
の
底
ま
で
の
高
さ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
間

違
っ
て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
鑿
の
Ｖ
字
の
底
か
ら
正
面
ま
で
の
厚
さ
の
調
整

が
、
ひ
び
割
れ
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
重
要
で
あ
り
、
鑿
は
Ｖ
字
の
底
か
ら
正
面
ま

で
の
厚
さ
が
一
〜
一
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
な
る
よ
う
に
加
工
す
る
の
が
最
適
で
あ

っ
た
。
通
常
、
手
作
業
で
誤
差
を
〇
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
幅
に
収
め
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
が
、
骨
に
は
光
を
透
過
す
る
性
質
が
あ
り
、
光
に
透
か
せ
ば
お
お
よ
そ
の

厚
み
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
光
の
透
過
は
部
位
や
骨
の
個
体
差
に
よ
り

違
い
が
あ
る
の
で
、
多
少
の
慣
れ
が
必
要
で
あ
る
。
筆
者
は
、
光
の
透
過
を
参
考
に

し
つ
つ
、
市
販
の
ノ
ギ
ス
を
改
造
し
て
鑽
鑿
の
厚
み
を
測
定
で
き
る
よ
う
し
た
も
の

も
使
用
し
た
。

次
に
鑽
の
掘
削
に
つ
い
て
述
べ
る
。
円
鑽
長
鑿
型
の
鑽
は
、
そ
こ
に
火
を
押
し
当

て
る
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
骨
の
厚
み
を
調
整
す
る
た
め
の
窪
み
で
あ
る
。

底
面
は
、
平
ら
な
も
の
と
、
浅
い
す
り
鉢
状
の
も
の
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
熱
伝
導

を
よ
く
す
る
た
め
に
滑
ら
か
に
整
え
ら
れ
て
い
る
。
殷
代
の
卜
骨
に
見
え
る
円
鑽
に

は
、
真
円
に
近
い
も
の
も
見
ら
れ
る
。
今
回
の
実
験
で
は
、
は
じ
め
は
丸
い
輪
郭
を

筆
書
し
彫
刻
刀
で
丁
寧
に
彫
り
込
ん
で
い
た
が
、
手
間
が
か
か
る
上
に
、
円
形
を
形

成
し
た
り
底
面
を
滑
ら
か
に
す
る
の
が
困
難
で
あ
り
、
加
工
に
は
回
転
を
利
用
す
る

の
が
最
も
効
率
的
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
真
円
に
近
い
鑽
を
掘
る
た
め
に

使
用
さ
れ
た
工
具
は
、
お
そ
ら
く
刃
先
の
広
い
キ
リ
で
あ
り
、
殷
墟
文
化
（
殷
代
後

期
）
に
先
行
す
る
二
里
崗
文
化
（
殷
代
前
期
）
の
鄭
州
商
城
か
ら
は
、
刃
先
の
幅
が

八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
同
出
の
焼
灼
棒
よ
り
少
し
幅
広
で
あ
る
）
の
キ
リ
が
出
土
し
て
い

る
。
な
お
、
底
面
の
形
状
を
変
え
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
専
用
の
キ
リ
を
用
意
し
、
刃

先
が
水
平
の
も
の
を
使
え
ば
底
面
が
平
ら
に
な
り
、
弧
形
の
も
の
を
使
え
ば
す
り
鉢

状
に
な
る
。
今
回
の
実
験
で
は
、
途
中
か
ら
は
市
販
の
電
動
ド
リ
ル
を
用
い
て
加
工

し
た
。
骨
は
一
般
的
な
木
材
よ
り
も
硬
い
た
め
、
一
般
的
な
電
動
ド
リ
ル
で
は
一
回

で
鑽
を
掘
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
直
径
の
異
な
る
ド
リ
ル
刃
を
四
本
用
意
し
、

徐
々
に
鑽
を
広
げ
、
最
後
に
電
動
ド
リ
ル
に
装
着
す
る
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
を
用
い
て
底

面
を
仕
上
げ
た
（
ご
く
浅
い
鑽
の
場
合
は
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
だ
け
で
も
よ
い
）。
な
お
、
電

動
ド
リ
ル
を
使
っ
た
場
合
で
も
、
骨
自
体
の
凹
凸
や
骨
上
を
工
具
が
滑
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
真
円
を
形
成
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
四
つ
に
一
つ
く
ら
い
あ
っ
た
。

鑽
の
直
径
は
、
焼
灼
に
用
い
る
棒
よ
り
も
や
や
大
き
い
程
度
で
あ
る
。
殷
代
の
焼

灼
棒
は
、
時
代
に
よ
り
差
が
大
き
く
、
直
径
六
〜
一
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
る
【
38
】
。

今
回
の
実
験
で
は
、
直
径
一
〇
〜
一
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
焼
灼
棒
を
用
い
、
直
径
十

三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
鑽
を
作
製
し
た
。
実
験
の
結
果
、
鑽
に
つ
い
て
も
、
鑿
と
同
様

に
重
要
な
の
は
反
面
側
か
ら
の
深
さ
で
は
な
く
鑽
の
底
面
か
ら
正
面
ま
で
の
厚
さ
で

あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
鑽
は
、
底
面
か
ら
正
面
ま
で
の
厚
さ
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

前
後
に
な
る
よ
う
に
加
工
す
る
と
よ
い
。
た
だ
し
、
骨
の
個
体
差
が
あ
る
た
め
、
正

確
に
何
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
厚
さ
が
最
適
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
（
骨
の
性
質
と
割
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れ
や
す
い
厚
さ
と
の
関
係
は
、
今
回
の
実
験
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
）。
な
お
、
生

の
骨
は
厚
み
が
あ
っ
て
も
光
を
透
過
す
る
の
で
作
業
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
が
、
脂

抜
き
を
し
た
骨
で
は
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
は
ほ
と
ん
ど
光
を
透
過
し
な
い
の
で
、
厚

み
を
測
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
指
を
当
て
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
、
か
な
り
慣
れ

が
必
要
で
あ
る
。
今
回
の
実
験
で
は
、
鑿
と
同
様
に
ノ
ギ
ス
を
改
造
し
た
も
の
も
併

用
し
て
厚
み
を
測
っ
た
。
鑽
の
底
面
に
つ
い
て
は
、
底
面
を
水
平
に
す
る
場
合
、
反

面
側
で
は
な
く
、
正
面
側
に
対
し
て
平
行
に
な
る
よ
う
に
加
工
す
る
方
が
ひ
び
割
れ

が
入
り
や
す
い
。
す
り
鉢
状
の
底
面
の
場
合
は
、
正
面
側
と
の
水
平
を
基
準
と
し
て
、

少
し
鑿
の
方
向
に
受
け
る
よ
う
に
し
て
加
工
す
る
方
が
び
び
割
れ
が
入
り
や
す
く
、

殷
代
の
卜
骨
も
、
こ
の
よ
う
に
加
工
さ
れ
て
い
る
。

円
鑽
長
鑿
型
の
鑽
と
鑿
は
横
に
並
び
、
鑽
の
四
分
の
一
か
ら
三
分
の
一
程
度
が
鑿

に
よ
り
削
ら
れ
る
程
度
の
位
置
関
係
に
あ
る
。
大
ま
か
に
い
っ
て
、
焼
灼
棒
の
外
縁

が
鑿
の
Ｖ
字
の
底
の
真
上
に
く
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
。
な
お
、
殷
代
の
卜
骨
の
無

骨
脊
側
に
は
、
骨
の
外
側
に
鑿
、
内
側
に
鑽
が
あ
る
こ
と
が
多
い
（
詳
し
く
は
次
節
）。

図
８
は
、
今
回
の
実
験
で
作
製
し
た
鑽
鑿
で
あ
り
、
上
の
鑿
は
長
方
形
に
近
い
形
、

下
の
鑿
は
紡
錘
形
で
あ
る
（
下
は
焼
灼
後
の
写
真
）。

殷
代
の
卜
骨
で
は
、
多
数
の
鑽
鑿
を
施
す
場
合
に
は
鑿
を
縦
に
並
べ
る
。
厳
密
に

言
う
と
骨
の
細
胞
が
並
ん
で
い
る
方
向
で
あ
り
、
図
９
の
よ
う
に
軽
い
曲
線
を
描
い

て
い
る
。
ま
た
、
殷
代
の
卜
骨
は
、
骨
組
織
の
厚
い
部
分
の
み
に
鑽
鑿
が
作
製
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
正
面
側
の
骨
組
織
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
部

分
で
は
卜
兆
が
発
現
し
に
く
い
た
め
で
あ
る
。

七
　
焼
灼
と
卜
兆
の
発
現

今
回
の
実
験
で
は
、
前
後
三
回
に
わ
た
り
、
十
六
個
の
牛
の
肩
甲
骨
を
用
い
て
焼

灼
実
験
を
行
っ
た
。
前
節
ま
で
に
述
べ
た
骨
の
整
治
作
業
や
鑽
鑿
の
掘
り
か
た
は
、
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図８　鑽鑿の拡大写真（筆

者が作製したもの）

上段は長方形に近い鑿、下段

は紡錘形の鑿（下段は焼灼後）

図９　鑽鑿の並び（『小屯南地甲骨』より）

左は第2542片（左の肩甲骨）、右は第2740片（右の肩甲骨）



焼
灼
実
験
を
経
て
得
た
も
の
で
あ
る
。
予
想
は
し
て
い
た
が
、
今
回
の
実
験
で
最
も

困
難
で
あ
っ
た
の
は
、
骨
を
灼
い
て
卜
兆
を
発
現
さ
せ
る
段
階
で
あ
り
、
事
前
の
予

測
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

熱
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
割
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い

た
の
が
急
激
な
膨
張
と
冷
却
に
よ
る
破
砕
で
あ
り
、
白
川
静
『
甲
骨
文
の
世
界
』
も

「
お
そ
ら
く
、
熱
し
た
甲
骨
の
表
面
に
は
、
水
を
う
っ
た
の
だ
ろ
う
」
【
39
】

と
推
測
し
て

い
た
。
筆
者
も
、
は
じ
め
は
ガ
ラ
ス
の
コ
ッ
プ
を
急
激
に
熱
し
た
り
冷
却
し
た
際
に

割
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
実
験
に
臨
ん
だ
の
だ
が
、
う
ま
く
割
れ
な
か
っ
た
。
結
果
と
し

て
は
、
ゆ
っ
く
り
と
空
気
中
で
冷
却
し
た
方
が
、
ひ
び
割
れ
が
発
生
し
や
す
か
っ
た

の
で
あ
る
（
詳
し
く
は
後
述
）。
ま
た
、
乾
い
た
材
木
に
亀
裂
が
入
る
よ
う
に
、
甲
骨

は
乾
燥
し
て
い
た
方
が
割
れ
や
す
い
と
予
想
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
は
じ
め
は
骨

を
数
十
分
〜
一
時
間
ほ
ど
煮
沸
し
て
、
多
少
水
分
や
脂
肪
分
を
抜
い
た
状
態
で
実
験

を
行
っ
て
い
た
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
骨
は
煮
沸
す
る
と
硬
く
な
り
、
割
れ

に
く
く
な
る
。
埋
土
に
よ
り
完
全
に
脂
肪
分
を
抜
く
か
、
逆
に
生
の
ま
ま
使
用
し
た

方
が
よ
か
っ
た
。
他
に
も
、
骨
は
薄
い
方
が
割
れ
や
す
い
と
思
っ
て
骨
の
下
部
を
中

心
に
実
験
を
行
っ
て
い
た
り
、
鑽
鑿
を
正
面
か
ら
の
厚
み
で
は
な
く
反
面
か
ら
の
深

さ
を
測
っ
た
り
す
る
な
ど
し
て
い
た
が
、
実
験
を
す
る
う
ち
に
予
測
の
誤
り
が
判
明

し
て
い
っ
た
。

骨
の
厚
み
に
関
す
る
研
究
が
な
か
っ
た
こ
と
も
、
実
験
を
難
し
く
し
た
。
甲
骨
文

研
究
の
性
格
上
、
正
面
や
反
面
の
写
真
や
模
写
は
多
数
あ
っ
た
の
だ
が
、
側
面
か
ら

の
写
真
や
模
写
は
結
局
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
断
面
に
つ
い
て
も
、
写

真
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
模
写
に
つ
い
て
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
は
『
卜
骨
上
的
鑿

鑽
形
態
』
と
『
小
屯
南
地
甲
骨
』
の
み
で
あ
っ
た
（
連
続
し
た
断
面
図
は
な
か
っ
た
）。

こ
の
よ
う
な
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
、
安
定
し
て
ひ
び
割
れ
を
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
実
験
を
開
始
し
て
八
枚
目
か
九
枚
目
あ
た
り
で
あ
り
、

そ
れ
以
後
、
よ
う
や
く
鑽
鑿
の
深
さ
や
骨
の
厚
み
な
ど
の
デ
ー
タ
が
と
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
要
す
る
に
、
焼
灼
実
験
は
骨
の
性
質
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
甲
骨
占
卜
の
再
現
が
試
み
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
に
も
納
得
が
で
き
た
（
あ
る
い
は
試
み
て
も
失
敗
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
）。

以
下
に
、
焼
灼
実
験
に
基
づ
き
、
卜
兆
の
発
現
ま
で
の
工
程
を
述
べ
る
。

ま
ず
焼
灼
に
用
い
る
棒
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
中
国
の
周
代
以
降
の
文
献

で
は
、
荊
が
用
い
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
で
は
、「
は
は
か
（
波
々
加
・
波
々

迦
）」
の
木
を
用
い
て
い
た
と
言
い
、「
は
は
か
」
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
桜

の
一
種
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
合
歓
（
ネ
ム
）
や
梓
と
す
る
説
も
あ
り
【
40
】
、
い

ず
れ
も
堅
い
木
材
で
あ
る
。
彝
族
の
羊
骨
卜
で
は
羊
毛
を
固
め
た
も
の
を
骨
に
乗
せ

て
燃
や
す
。
要
す
る
に
、
す
ぐ
に
は
燃
え
尽
き
ず
、
数
分
間
は
熱
を
保
つ
も
の
で
あ

れ
ば
よ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
産
す
る
も
の
を
使
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
殷
代
に

は
、
燃
焼
す
る
材
質
の
焼
灼
棒
だ
け
で
は
な
く
、
熱
し
た
金
属
（
青
銅
）
の
棒
も
併

用
さ
れ
て
い
た
。
殷
墟
文
化
に
先
行
す
る
二
里
崗
文
化
に
お
い
て
、
す
で
に
金
属
棒

の
使
用
が
開
始
さ
れ
て
い
る
【
41
】
。
木
材
の
場
合
に
は
、
熱
し
た
部
分
の
焦
げ
跡
の
輪
郭

が
少
し
ぼ
ん
や
り
と
す
る
が
、
金
属
棒
の
場
合
に
は
、
は
っ
き
り
と
輪
郭
が
残
る

（
図
８
下
は
金
属
棒
で
焼
灼
し
た
も
の
）。
殷
代
の
卜
骨
に
も
、
焼
灼
棒
の
輪
郭
が
明
瞭

な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
両
方
見
ら
れ
、
木
材
と
金
属
を
併
用
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

木
材
を
焼
灼
棒
に
す
る
場
合
は
、
熱
す
る
側
を
適
当
な
直
径
の
円
筒
形
に
削
り
、

そ
の
端
を
炎
が
上
が
る
ま
で
熱
し
（
た
き
火
で
も
コ
ン
ロ
や
バ
ー
ナ
ー
で
も
よ
い
）、
十

分
に
燃
え
上
が
っ
た
ら
棒
を
振
る
か
息
を
吹
き
か
け
て
炎
を
消
す
。
木
材
の
場
合
は
、

表
面
的
に
炎
が
消
え
て
も
内
部
で
は
燻
っ
て
い
る
の
で
、
急
に
は
温
度
が
下
が
ら
な

い
。
そ
し
て
、
熱
し
た
部
分
を
骨
に
押
し
付
け
る
。
金
属
棒
の
場
合
は
、
た
き
火
な

ど
で
十
分
に
熱
し
た
後
で
骨
に
押
し
当
て
る
。
材
質
に
よ
る
焼
灼
棒
の
短
所
を
挙
げ

る
と
、
木
材
は
熱
の
伝
導
効
率
が
悪
い
た
め
ひ
び
割
れ
が
入
り
に
く
く
、
ま
た
燃
焼

が
進
む
と
細
く
な
り
使
え
な
く
な
る
の
で
、
そ
の
度
に
削
り
直
す
必
要
が
あ
る
。
金
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属
棒
の
場
合
は
、
熱
の
伝
導
効
率
は
よ
い
も
の
の
、
そ
の
た
め
に
反
面
だ
け
で
な
く

正
面
に
ま
で
焦
げ
目
が
付
き
や
す
く
、
ま
た
、
自
身
が
燃
焼
す
る
木
材
に
比
べ
て
冷

め
や
す
い
。

今
回
の
実
験
で
は
、
金
属
棒
（
鉄
製
）
を
中
心
的
に
使
用
し
、
さ
ら
に
、
冷
め
や

す
い
と
い
う
短
所
を
補
う
た
め
、
ね
じ
状
の
心
棒
に
肉
厚
の
ナ
ッ
ト
を
取
り
付
け
た

も
の
も
使
用
し
た
（
図
10
上
）。
殷
代
の
遺
跡
か
ら
は
、
こ
う
し
た
保
温
能
力
を
高
め

た
金
属
棒
は
出
土
し
て
い
な
い
が
、
金
属
棒
を
何
本
も
用
意
し
て
一
〇
秒
ぐ
ら
い
毎

に
次
々
に
金
属
棒
を
取
り
替
え
れ
ば
同
じ
効
果
が
得
ら
れ
る
。
今
回
の
実
験
で
は
、

バ
ー
ナ
ー
と
炭
火
を
用
い
て
金
属
棒
を
加
熱
し
た
が
、
温
度
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
モ

グ
ラ
フ
ィ
ー
な
ど
の
設
備
が
な
か
っ
た
の
で
測
定
し
て
い
な
い
【
42
】
。
肩
甲
骨
は
、
上
部

と
下
部
に
枕
木
を
置
く
と
、
ひ
び
割
れ
が
入
り
や
す
い
。
骨
が
少
し
湾
曲
し
た
方
が
、

熱
の
伝
導
が
良
い
よ
う
で
あ
る
。
焼
灼
棒
を
押
し
当
て
る
位
置
は
、
円
鑽
型
の
場
合

は
鑽
の
中
央
、
無
鑽
型
の
場
合
は
鑿
の
す
ぐ
脇
で
あ
り
、
焼
灼
棒
の
外
縁
が
鑿
の
中

心
線
に
接
す
る
よ
う
に
す
る
。
方
向
は
、
鑽
の
底
面
（
無
鑽
型
の
場
合
は
骨
の
面
）
に

対
し
て
垂
直
に
押
し
当
て
る
。
焼
灼
棒
を
骨
に
押
し
付
け
る
荷
重
は
、
八
〜
一
〇
キ

ロ
グ
ラ
ム
程
度
【
43
】
が
よ
い
。
強
す
ぎ
る
と
熱
と
は
関
係
な
く
腕
力
だ
け
で
骨
の
薄
い
部

分
が
割
れ
て
し
ま
い
、
弱
す
ぎ
る
と
熱
伝
導
が
悪
い
。
た
だ
し
、
木
材
を
使
用
し
た

場
合
に
は
、
焼
灼
棒
が
折
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
状
態
を
見
て
加
減
が
必
要
で

あ
る
。

焼
灼
棒
を
押
し
当
て
る
と
、
そ
の
直
後
に
ひ
び
割
れ
の
入
る
音
が
す
る
場
合
が
あ

る
が
、
大
抵
は
焼
灼
棒
を
当
て
た
反
面
側
が
表
面
的
に
割
れ
た
音
な
の
で
、
こ
の
段

階
で
は
正
面
側
に
ま
で
は
ひ
び
割
れ
が
入
っ
て
い
な
い
。
し
ば
ら
く
焼
灼
棒
を
押
し

当
て
て
い
る
と
、
高
く
短
い
音
が
し
て
正
面
側
に
ひ
び
が
入
る
。
敢
え
て
擬
音
で
表

せ
ば
、「
ピ
シ
ッ
」「
パ
キ
ッ
」「
カ
チ
ッ
」
と
い
う
よ
う
な
乾
い
た
音
で
あ
る
。
ひ

び
割
れ
が
入
る
ま
で
の
時
間
は
、
金
属
棒
は
熱
伝
導
が
良
い
た
め
一
〇
〜
三
〇
秒
程

度
、
木
材
の
場
合
に
は
一
分
程
度
で
あ
る
（
た
だ
し
、
最
終
的
に
正
面
側
ま
で
焦
げ
て

し
ま
っ
て
も
ひ
び
割
れ
が
入
ら
な
い
場
合
が
あ
る
）。
生
の
骨
の
方
が
、
埋
土
に
よ
っ
て

脂
抜
き
し
た
骨
よ
り
も
早
く
ひ
び
割
れ
が
入
り
や
す
い
。
生
の
骨
を
焼
灼
棒
で
熱
す

る
と
、
ひ
び
割
れ
が
入
る
前
に
骨
の
内
部
か
ら
蒸
気
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
骨
組

織
の
一
部
が
破
壊
さ
れ
て
水
分
な
ど
を
放
出
し
た
結
果
と
思
わ
れ
る
。
生
の
骨
に
ひ

び
割
れ
が
入
り
や
す
い
の
は
、
組
織
の
破
壊
に
よ
り
骨
が
収
縮
す
る
こ
と
が
原
因
の

よ
う
で
あ
る
（
た
だ
し
、
顕
微
鏡
な
ど
の
機
材
が
な
か
っ
た
の
で
詳
し
い
観
察
は
で
き
な

か
っ
た
）。

ひ
び
割
れ
が
入
る
音
が
し
た
ら
、
焼
灼
棒
を
引
き
上
げ
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
ゆ

っ
く
り
と
骨
を
冷
ま
す
。
し
ば
ら
く
放
置
し
て
お
く
と
、
再
び
高
く
短
い
音
が
し
て

ひ
び
割
れ
が
入
る
こ
と
が
多
い
（
入
ら
な
い
場
合
も
あ
る
）。
冷
却
時
の
ひ
び
割
れ
は
、

熱
し
た
と
き
に
で
き
た
ひ
び
割
れ
が
伸
び
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
別
の
位
置
に
入
る
場

合
も
あ
る
。
冷
却
時
に
ひ
び
割
れ
が
入
る
ま
で
の
時
間
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
一
〇

秒
ほ
ど
で
音
が
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
分
ほ
ど
後
に
新
し
い
ひ
び
割
れ
が
で
き
る

こ
と
も
あ
る
。
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図10 上段：鉄製の焼灼棒、下段：実験風景

（炭火で焼灼棒を熱しているところ）



以
上
の
方
法
は
、
よ
り
確
実
に
ひ
び
割
れ
を
入
れ
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
が
、
余

熱
が
ひ
び
割
れ
か
ら
抜
け
て
正
面
に
ま
で
に
焦
げ
目
が
つ
き
、
あ
ま
り
見
栄
え
が
よ

く
な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
従
っ
て
、
ひ
び
割
れ
が
入
る
直
前
に
焼
灼
棒
を
引
き

上
げ
、
冷
却
時
だ
け
で
ひ
び
割
れ
を
入
れ
る
の
が
理
想
的
で
あ
る
。
彝
族
の
羊
骨
卜

で
も
、
焼
き
切
れ
る
寸
前
に
火
を
消
し
、
地
面
に
置
い
て
冷
却
し
て
ひ
び
割
れ
を
入

れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
焼
灼
棒
を
引
き
上
げ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
る

の
が
難
し
い
。
早
け
れ
ば
全
く
ひ
び
割
れ
が
入
ら
ず
、
遅
け
れ
ば
当
然
引
き
上
げ
る

前
に
ひ
び
割
れ
が
入
っ
て
し
ま
う
。
生
の
骨
は
、
ひ
び
割
れ
が
入
る
前
に
骨
が
乾
燥

し
て
少
し
白
く
な
る
の
で
、
正
面
側
を
観
察
で
き
れ
ば
多
少
は
予
測
で
き
る
が
、
脂

を
抜
い
た
骨
で
は
全
く
分
か
ら
な
い
。
今
回
の
実
験
で
は
、
確
実
に
冷
却
時
だ
け
で

ひ
び
割
れ
を
入
れ
る
方
法
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
牛
の
肩
甲
骨
に
は
一
点
に
熱
を
加
え
る
と
横
に
ひ
び
割
れ
が
入

り
や
す
い
性
質
が
あ
る
た
め
、
熱
を
加
え
た
鑽
に
は
横
方
向
の
ひ
び
割
れ
が
入
る
こ

と
が
多
く
、
一
方
、
縦
に
深
く
掘
っ
た
鑿
に
は
縦
方
向
の
ひ
び
割
れ
が
入
り
や
す
い
。

結
果
と
し
て
、
鑿
を
縦
画
、
鑽
を
横
画
と
す
る
「
卜
」
字
形
（
ま
た
は
そ
の
左
右
対
称

形
）
の
ひ
び
割
れ
が
表
面
に
現
れ
る
こ
と
が
多
い
（
図
11
右
は
殷
代
の
卜
骨
）。
今
回

の
実
験
で
も
「
卜
」
字
形
の
ひ
び
割
れ
が
観
察
で
き
た
（
図
11
左
の
中
・
下
段
。
上
段

は
縦
画
の
み
）。
ま
た
、
殷
代
の
卜
骨
に
は
、
図
９
左
や
図
11
右
の
左
下
の
よ
う
に
鑿

に
入
っ
た
ひ
び
割
れ
が
繋
が
っ
た
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
今
回
の
実
験
で
も
三
つ
の

鑿
に
渡
る
ひ
び
割
れ
が
観
察
で
き
た
（
図
11
中
）。

殷
代
の
卜
骨
は
、
骨
組
織
が
厚
い
上
部
が
最
も
多
く
占
卜
に
使
わ
れ
て
い
る
。
今

回
の
実
験
で
は
、
骨
組
織
の
厚
み
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
あ
る
方
が
卜
兆
を
発
現

さ
せ
や
す
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
の
で
、
技
術
的
な
理
由
か
ら
厚
み
の
あ
る
上
部

が
多
く
使
わ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
下
部
に
つ
い
て
は
骨
組
織
が
厚
い
無
骨
脊

側
が
最
も
多
く
使
わ
れ
、
次
い
で
骨
脊
側
が
多
く
、
最
も
薄
い
中
央
部
は
使
わ
れ
る

こ
と
が
少
な
い
。
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『
周
礼
』
春
官
卜
師
に
は
「
火
を
揚
げ
以
て
亀
を
作
し
、
其
の
墨
を
致
す
」
と
あ

り
、『
正
卜
考
』
が
引
く
『
対
馬
国
卜
部
亀
卜
次
第
』
は
「
破
レ
響
タ
ル
上
ニ
墨
ヲ

付
ル
ナ
リ
、
墨
ヲ
付
ル
故
ハ
、
破
目
ニ
墨
ヲ
ハ
ミ
入
テ
、
破
レ
ヤ
ウ
ヲ
見
ン
為
ナ
リ
」

と
し
、
ひ
び
割
れ
に
墨
を
流
し
込
ん
で
、
目
立
つ
よ
う
に
す
る
と
い
う
。
実
験
の
結

果
、
肉
眼
で
は
判
別
し
に
く
い
ひ
び
割
れ
が
観
察
で
き
る
よ
う
に
な
る
場
合
も
あ
り
、

こ
の
方
法
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
墨
は
濃
す
ぎ
る
と
全

体
的
に
黒
ず
ん
で
し
ま
う
の
で
、
薄
墨
を
使
う
か
、
墨
を
拭
き
取
っ
た
後
で
研
磨
す

る
の
が
よ
い
。
墨
に
は
細
い
ひ
び
割
れ
に
も
入
り
込
む
と
い
う
利
点
が
あ
る
が
、
骨

の
内
部
の
微
少
な
隙
間
に
も
入
り
込
ん
で
滲
ん
で
し
ま
う
の
で
、
写
真
写
り
が
悪
い
。

そ
の
た
め
、
図
11
は
す
す
を
擦
り
込
ん
で
撮
影
し
た
（
た
だ
し
、
す
す
は
幅
の
細
い
ひ

び
割
れ
に
は
入
り
込
ま
な
い
の
で
、
幅
の
広
い
ひ
び
割
れ
の
撮
影
だ
け
に
有
効
）。

今
回
の
実
験
で
は
、
条
件
を
変
え
て
焼
灼
実
験
を
行
っ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
得
ら

れ
た
事
柄
に
つ
い
て
も
述
べ
た
い
。
水
に
入
れ
る
な
ど
し
て
急
激
に
冷
却
す
る
方
法

で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
ひ
び
割
れ
が
入
り
に
く
い
。
確
実
な
根
拠
は
得
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
今
の
と
こ
ろ
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
骨
に
熱
を
加
え
た
時
、
あ
る

い
は
冷
却
時
に
は
、
温
度
差
に
よ
り
骨
の
表
面
に
平
行
な
方
向
に
歪
み
が
生
じ
、
そ

れ
が
ひ
び
割
れ
を
形
成
す
る
要
因
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
骨
に
は
微
少
な
隙
間
が
あ

る
た
め
、
温
度
を
長
く
保
つ
性
質
が
あ
り
、
熱
し
た
骨
を
水
に
一
〇
秒
ほ
ど
浸
し
て

も
、
水
か
ら
取
り
出
す
と
内
部
は
比
較
的
高
い
熱
を
保
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
水
に

入
れ
た
場
合
、
骨
の
表
面
に
垂
直
な
方
向
に
温
度
差
が
発
生
す
る
と
と
も
に
、
平
行

な
方
向
で
は
熱
を
均
衡
に
す
る
よ
う
に
働
い
て
し
ま
い
、
ひ
び
割
れ
が
入
り
に
く
い

と
推
測
さ
れ
る
。
鑿
が
薄
い
ほ
ど
ひ
び
割
れ
が
入
り
や
す
い
と
思
い
、
〇
・
二
〜

〇
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
ま
で
削
っ
て
実
験
を
し
た
が
、
ひ
び
割
れ
は
入
ら
な
か
っ

た
。
骨
を
薄
く
し
す
ぎ
た
た
め
に
柔
軟
に
な
り
、
温
度
差
に
よ
る
歪
曲
を
吸
収
し
て

し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
極
端
に
長
い
鑿
を
作
製
し
て
実
験
し
た
と
き
に
も
、
ひ

び
割
れ
が
入
ら
な
か
っ
た
。
ど
う
や
ら
、
鑿
と
鑿
の
間
が
支
柱
の
役
割
を
し
て
、
歪

み
の
圧
力
を
鑿
に
集
中
す
る
効
果
が
あ
る
ら
し
い
。
鑿
を
長
く
し
す
ぎ
る
と
、
全
体

的
に
拡
大
収
縮
す
る
の
で
割
れ
に
く
い
よ
う
だ
。

八
　
吉
凶
判
断
の
方
法

殷
代
の
甲
骨
占
卜
で
は
、
ひ
び
割
れ
（
卜
兆
）
を
発
現
さ
せ
、
そ
れ
を
元
に
占
っ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
吉
凶
を
判
断
し
た
か
に
つ
い

て
は
諸
説
あ
り
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
。「
こ
の
（
筆
者
注
、「
卜
」
字
形
を
指
す
）
縦

と
横
の
割
れ
目
の
角
度
な
ど
に
よ
っ
て
吉
凶
を
判
断
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
【
44
】
「
亀
裂

が
正
確
な
横
む
き
Ｔ
字
形
な
ら
ば
大
吉
で
、
不
規
則
に
現
れ
た
ら
凶
で
あ
る
」
【
45
】
「
吉

凶
の
判
断
は
、
た
だ
そ
の
亀
裂
の
形
だ
け
で
な
く
、
色
と
か
裂
け
目
の
き
れ
具
合
な

ど
も
総
合
的
に
調
べ
た
上
で
行
わ
れ
た
」
【
46
】

な
ど
、
い
ず
れ
も
資
料
的
根
拠
の
な
い
憶

測
で
あ
る
。

今
回
の
実
験
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
肩
甲
骨
は
一
点
を
熱
す
る
と
横
方
向
に
ひ

び
割
れ
が
入
り
や
す
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
結
果
と
し
て
縦
画
と
横

画
か
ら
成
る
「
卜
」
字
形
に
な
る
が
、
重
要
な
の
は
人
為
的
に
発
現
さ
せ
た
縦
画
な

の
で
あ
る
。
殷
代
に
は
「
吉
」
の
判
断
が
多
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
縦
方
向

の
ひ
び
割
れ
が
発
生
す
れ
ば
吉
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
不
吉
と
判
断
さ
れ
た
と
い
う
の

が
、
今
の
と
こ
ろ
最
も
妥
当
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
殷
代
に
は
、
不
吉
を

吉
と
言
い
換
え
た
り
、
吉
が
出
る
ま
で
占
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
甲
骨
に
加
工
を

し
て
吉
を
出
や
す
く
し
て
い
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。

ま
た
、
殷
代
の
卜
骨
は
、
骨
の
細
胞
が
並
ぶ
方
向
に
鑽
鑿
を
作
製
し
、
縦
方
向
の

ひ
び
割
れ
が
繋
が
り
や
す
い
よ
う
に
し
て
い
る
が
、「
大
吉
」
が
最
も
多
く
見
ら
れ

る
殷
末
期
（
第
五
期
）
に
は
、
ひ
び
割
れ
が
縦
に
長
く
繋
が
っ
た
た
め
に
、
短
冊
状

に
割
れ
て
い
る
卜
骨
が
多
い
こ
と
か
ら
、
卜
兆
の
縦
方
向
が
長
い
ほ
ど
「
大
吉
」
で

あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
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た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
現
段
階
の
仮
説
で
あ
り
、
今
後
、
殷
代
の
卜
骨
に
残
る
卜
兆

と

辞
と
を
対
照
さ
せ
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

殷
代
と
は
異
な
り
、
甲
骨
に
鑽
鑿
を
施
さ
ず
に
占
卜
を
行
う
納
西
族
の
羊
骨
卜
を

傍
証
と
し
て
挙
げ
た
い
【
47
】
。
納
西
族
の
占
卜
で
は
、
図
12
の
よ
う
に
二
十
三
の
判
断
基

準
が
あ
る
が
、
縦
方
向
ま
た
は
横
方
向
だ
け
に
ひ
び
割
れ
が
入
っ
た
形
が
三
つ
あ
り
、

そ
れ
に
近
い
も
の
が
二
つ
あ
る
（
丸
が
加
熱
点
）。
横
方
向
に
の
み
ひ
び
割
れ
の
入
っ

た
三
は
「
遠
出
・
訴
訟
は
い
ず
れ
も
吉
【
48
】
」
で
あ
り
、
横
方
向
に
加
え
て
横
方
向
に
近

い
斜
め
の
ひ
び
割
れ
が
あ
る
九
は
「
戦

争
・
遠
出
・
訴
訟
は
い
ず
れ
も
吉
。
行
商

は
吉
」
で
あ
る
。
一
方
、
縦
方
向
に
の
み

ひ
び
割
れ
が
入
っ
て
い
る
の
は
一
〇
と
一

四
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
訴
訟
に
出
る

の
は
不
吉
。
遠
出
は
不
利
。
行
商
は
不
利
」

「
病
人
は
危
険
。
訴
訟
、
商
売
に
出
る
こ

と
は
不
吉
」
で
あ
り
、
縦
方
向
に
加
え
て

縦
方
向
に
近
い
斜
め
の
ひ
び
割
れ
が
あ
る

五
は
「
遠
出
・
商
売
・
五
谷
（
五
穀
）
・

家
畜
は
い
ず
れ
も
不
吉
。
戦
争
・
人
と
の

争
い
ご
と
は
吉
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

若
干
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
納
西
族
の

占
卜
で
は
横
方
向
の
ひ
び
割
れ
で
あ
れ
ば

吉
、
縦
方
向
で
あ
れ
ば
不
吉
と
い
う
傾
向

が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
骨
は
一
点
に

熱
を
加
え
る
と
横
方
向
の
ひ
び
割
れ
が
入

り
や
す
い
が
、
彝
族
は
横
方
向
の
ひ
び
割

れ
が
吉
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
敢
え
て
鑽
鑿

を
施
さ
な
く
て
も
吉
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
対
照
的
に
、
殷
代
に
は
、
縦
方
向

の
ひ
び
割
れ
が
吉
と
判
断
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
吉
を
出
す
た
め
に
鑽
鑿
の
加
工

が
必
要
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

九
　
卜
兆
発
現
時
の
音

殷
墟
甲
骨
文
の
初
期
に
は
、「
兆
辞
」
と
呼
ぶ
べ
き
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は

ひ
び
割
れ
が
ど
の
よ
う
に
発
現
し
た
の
か
を
、
そ
の
ひ
び
割
れ
の
脇
に
記
し
た
も
の

で
、「
二
告
」
が
最
も
多
く
、
他
に
「
小
告
」「
不

黽
」
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、

占
卜
の
工
程
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
た
め
、「
二
告
」
の
意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
や
む
を
得
ず
兆
辞
を

辞
の
一
種
と
見
な
し
、
二
告
を
「
上
吉
」
と
読

む
説
も
生
ま
れ
た
（
字
形
は
「
二
告
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
）。

実
際
に
焼
灼
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
前
述
の
よ
う
に
熱
し
た
と
き
と
冷
却
時
の
二
回

に
わ
た
っ
て
ひ
び
割
れ
が
入
っ
た
り
、
あ
る
い
は
冷
却
時
だ
け
で
二
回
以
上
ひ
び
割

れ
が
入
る
音
が
し
た
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
「
二
告
」
を
「
二

回
以
上
ひ
び
割
れ
の
入
る
音
が
し
た
」
の
意
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
ひ
び
割
れ

が
入
る
際
に
、
音
が
小
さ
い
場
合
や
、
全
く
聞
こ
え
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に

照
ら
せ
ば
、「
小
告
」
が
「
ひ
び
割
れ
の
入
る
音
が
小
さ
か
っ
た
」
の
意
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。「
不

黽
」
に
つ
い
て
は
、「

黽
」
が
兆
辞
以
外
に
用
例
が
な
く
、

お
そ
ら
く
は
仮
借
（
一
種
の
当
て
字
）
で
あ
ろ
う
が
、「
ひ
び
割
れ
の
は
い
る
音
が
聞

こ
え
な
か
っ
た
」
の
意
と
思
わ
れ
る
。

卜
兆
発
現
時
の
音
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
問
題
が
あ
る
。「
卜
」
の
字
形
が
ひ

び
割
れ
の
象
形
で
あ
る
こ
と
に
は
全
く
疑
い
が
な
い
が
、
従
来
は
、「
卜
」
の
発
音

（
漢
音
ボ
ク
、
上
古
音
﹇pu

k

﹈）
も
ひ
び
割
れ
が
入
る
と
き
の
音
と
い
う
説
が
有
力
で

あ
っ
た
【
49
】
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
骨
に
ひ
び
が
入
る
音
は
乾
い
た
音
で
あ
る
。

ボ
ク
に
せ
よ
プ
ク
に
せ
よ
、
乾
い
た
音
の
表
現
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
ろ
う
。
藤
堂
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図12 納西族の吉凶判断図（「彝族和納西族的羊卜骨」より）



明
保
『
学
研
　
漢
和
辞
典
』
【
50
】

が
「
ぽ
く
っ
と
急
に
割
れ
る
意
を
含
む
」
と
す
る
の
が

ど
う
や
ら
正
解
の
よ
う
だ
。

そ
れ
で
は
、
ひ
び
割
れ
が
入
る
と
き
の
音
を
発
音
と
す
る
文
字
は
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
短
く
乾
い
た
音
で
あ
る
か
ら
、
子
音
は
破
裂
を
伴
う
無
声
音
あ
り
、
母
音
は
語

尾
を
伸
ば
さ
な
い
発
音
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殷
代
か
ら
占
卜
関
係
の
語
と
し
て

存
在
し
、
こ
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
文
字
が
一
つ
あ
り
、
そ
れ
は
「
吉
」（
漢
音
キ
ツ
、

呉
音
キ
チ
、
上
古
音
﹇kiet
﹈）
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ひ
び
割
れ
の
擬
態
語
が
「
卜
」、

擬
音
語
が
「
吉
」
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

甲
骨
文
の
「
吉
」
に
は
、
幸
運
と
い
う
意
味
以
外
に
も
、
卜
兆
の
発
現
の
強
さ
と

い
う
意
味
が
あ
る
【
51
】
が
、
発
音
が
ひ
び
割
れ
発
生
時
の
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
者
が

よ
り
古
い
字
義
で
あ
り
、
前
者
が
派
生
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

十
　
刻
辞
と
保
存

殷
代
に
は
、
占
卜
に
使
用
し
た
甲
骨
に
、
占
卜
の
内
容
や
結
果
な
ど
を
刻
辞
す
る

習
慣
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
刻
辞
は
必
ず
し
も
全
て
の
甲
骨
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な

く
、
焼
灼
痕
と
卜
兆
は
残
る
も
の
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
な
い
甲
骨
も
多
数
発
見
さ

れ
て
い
る
。
刻
辞
さ
れ
て
い
る
甲
骨
は
、
ほ
と
ん
ど
が
正
面
側
に
文
字
が
あ
る
が
、

背
面
あ
る
い
は
両
面
に
刻
辞
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
殷
墟
甲
骨
文
は
全
般
に
縦
長
の

文
字
で
あ
り
、
文
字
の
大
き
さ
は
時
代
が
降
る
と
小
さ
く
な
る
傾
向
が
あ
り
、
初
期

に
は
縦
の
長
さ
が
五
〜
一
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
、
末
期
に
は
三
〜
五
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
程
度
で
あ
る
。

殷
墟
か
ら
は
様
々
な
形
の
彫
刻
刀
（
刻
刀
）
が
出
土
し
て
い
る
（
巻
末
表
に
平
刀
と

先
端
の
細
い
彫
刻
刀
を
載
せ
た
）。
刻
辞
に
は
彫
刻
刀
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
青
銅
製
の
彫
刻
刀
に
よ
る
刻
辞
実
験
も
行
わ
れ
て
い
る
【
52
】
。
図
13
は
『
英
国
所

蔵
甲
骨
集
』
に
集
録
さ
れ
て
い
る
初
期
の
殷
墟
甲
骨
文
の
拡
大
写
真
で
あ
る
【
53
】

が
、
彫

刻
刀
の
刃
が
入

る
と
き
や
出
る

と
き
に
骨
上
を

刃
先
が
滑
っ
た

痕
跡
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が

ら
、
彫
刻
に
関

し
て
全
く
の
素

人
で
あ
る
筆
者

は
、
鉄
製
の
彫

刻
刀
を
用
い
て

も
思
う
よ
う
に

文
字
が
彫
れ
な

か
っ
た
。
そ
こ

で
、
三
角
ノ
ミ

と
引
っ
掻
い
て

削
る
ア
ク
リ
ル
カ
ッ
タ
ー
を
代
わ
り
に
用
い
て
実
験
を
行
っ
た
。
図
14
は
、
甲
骨
文

を
模
し
て
筆
者
が
習
刻
し
、
墨
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
上
か
ら
「
甲
乙
丙
丁
」
で

あ
り
、「
甲
乙
」
は
三
角
ノ
ミ
、「
丙
丁
」
は
ア
ク
リ
ル
カ
ッ
タ
ー
を
使
用
し
て
刻
し

た
。
ア
ク
リ
ル
カ
ッ
タ
ー
は
ノ
ミ
に
比
べ
て
細
い
線
が
彫
れ
る
も
の
の
、
線
が
歪
み

や
す
く
、「
丁
」
が
少
し
歪
ん
で
し
ま
っ
た
（
本
来
は
や
や
横
長
の
長
方
形
）。
骨
に
刻

む
場
合
、
押
し
て
彫
る
工
具
の
方
が
適
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
の
工
具
は
、
長

さ
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
ま
で
の
文
字
で
あ
れ
ば
彫
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、

そ
れ
よ
り
も
小
さ
く
な
る
と
画
数
が
多
い
文
字
は
難
し
い
。
な
お
、
脂
抜
き
を
し
て

い
な
い
骨
で
あ
っ
て
も
、
や
や
滑
り
や
す
い
も
の
の
刻
辞
は
可
能
で
あ
り
、
図
14
も
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図14 筆者が行った刻辞（上から

「甲乙丙丁」。文字の大きさは１㎝程度）

図13 殷墟甲骨文の拡大写真

（『英国所蔵甲骨集』

より）



占
卜
実
験
に
用
い
た
生
の
骨
に
彫
っ
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
一
文
字
ず
つ
彫
っ
た
が
、
殷
代
に
は
一
文
字
ず
つ
刻
辞
し
た
の
で
は
な
く
、

甲
骨
上
に
占
卜
内
容
を
筆
写
し
た
後
、
ま
ず
縦
方
向
の
線
を
ま
と
め
て
彫
り
、
そ
の

後
で
横
方
向
の
線
を
ま
と
め
て
彫
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
現
存
の
甲
骨
文

に
は
、
縦
画
だ
け
彫
っ
て
横
画
を
彫
り
忘
れ
た
も
の
も
残
っ
て
い
る
【
54
】
。
筆
写
し
た
文

字
は
、
刻
辞
後
に
消
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

殷
墟
甲
骨
文
に
は
直
線
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
甲
骨
と
い
う
硬

い
材
質
に
対
し
て
は
直
線
の
方
が
彫
り
や
す
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
殷
代
の
標
準
的

な
文
字
と
は
異
な
る
。
殷
代
の
甲
骨
上
に
は
、
ま
れ
に
毛
筆
で
筆
写
し
た
文
字
が
残

っ
て
い
る
が
、
甲
骨
文
よ
り
も
曲
線
の
多
い
字
体
で
あ
る
。
図
９
左
も
そ
の
一
つ
で

あ
り
、
右
下
に
二
列
あ
る
う
ち
の
左
の
行
（
大
き
い
方
）
が
毛
筆
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
文
字
で
あ
る
（
内
容
は
、
上
下
逆
向
き
で
「
□
（
不
明
）
子
甲
□
庚
□
」）。
ま
た
、
甲

骨
文
と
同
時
代
に
作
製
さ
れ
た
金
文
（
青
銅
器
に
鋳
込
ま
れ
た
文
字
）
も
、
曲
線
の
多

い
字
体
で
あ
る
。

脂
抜
き
を
し
て
い
な
い
骨
は
、
前
述
の
よ
う
に
脂
肪
が
浸
み
出
し
、
多
少
見
栄
え

が
悪
く
、
ま
た
長
期
間
保
存
し
て
お
く
と
脂
肪
が
腐
敗
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
殷
代
に
、

生
で
占
卜
に
用
い
た
骨
に
対
し
、
保
存
に
適
す
る
よ
う
な
加
工
を
施
し
た
か
ど
う
か

は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
う
し
た
加
工
が
可
能
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
一
応
述
べ
て
お

き
た
い
【
55
】
。
生
の
骨
を
占
卜
に
用
い
、
刻
辞
ま
で
終
わ
っ
た
後
、
煮
沸
し
て
水
分
や
表

面
の
油
脂
分
を
除
く
。
そ
の
後
、
十
分
乾
か
し
て
か
ら
、
今
度
は
骨
全
体
が
入
る
鉄

板
か
鍋
で
水
を
使
わ
ず
に
弱
火
で
熱
す
る
。
す
る
と
、
常
温
で
は
揮
発
し
な
い
油
脂

分
が
少
し
ず
つ
抜
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
荒
金
氏
は
六
〇
〇
〜
八
〇
〇
℃
で
熱
し
た

と
こ
ろ
、
骨
中
の
脂
ま
で
焦
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
が
、
温
度
が
高
す
ぎ
る
と
油
脂

分
に
引
火
し
て
し
ま
う
。
熱
す
る
時
間
は
一
回
に
つ
き
三
〇
分
〜
一
時
間
程
度
で
、

一
〜
二
日
お
き
に
数
回
繰
り
返
す
。
そ
う
す
る
と
、
脂
が
か
な
り
抜
け
、
骨
中
の
血

管
や
血
液
が
溜
ま
っ
た
部
分
以
外
は
白
色
に
な
る
。
こ
の
作
業
で
は
、
骨
の
接
地
し

て
い
る
部
分
が
焦
げ
や
す
か
っ
た
の
で
、
熱
に
強
く
熱
伝
導
が
悪
い
も
の
を
枕
に
し

た
方
が
よ
い
。
保
存
の
た
め
の
加
工
を
し
た
後
は
、
正
面
側
を
磨
い
て
お
く
と
、
刻

辞
が
映
え
る
。

最
後
の
工
程
は
、
文
字
に
墨
を
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
殷
墟
甲
骨
文
に
は
刻
辞
後

に
墨
を
入
れ
て
文
字
を
目
立
つ
よ
う
に
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
墨
の
代
わ
り
に
丹

朱
を
入
れ
た
も
の
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
刻
辞
に
墨
を
入
れ
る
方
法
と
し
て
、
は
じ

め
に
思
い
つ
い
た
の
が
、
骨
の
正
面
側
全
体
に
墨
を
塗
布
し
、
布
で
拭
き
取
れ
ば
彫

り
込
ん
だ
刻
辞
部
分
に
だ
け
墨
が
残
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
骨
に
は
微

少
な
凹
凸
が
あ
り
、
こ
の
方
法
を
試
し
た
と
こ
ろ
骨
全
体
が
黒
ず
ん
で
し
ま
っ
た

（
強
く
拭
き
取
る
と
刻
辞
部
分
の
墨
も
取
れ
て
し
ま
う
）。
従
っ
て
、
ご
く
細
い
筆
か
、
先

端
の
尖
っ
た
も
の
で
丁
寧
に
一
文
字
ず
つ
流
し
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
14
は

市
販
の
爪
楊
枝
を
使
用
し
た
が
、
そ
の
爪
楊
枝
は
三
角
ノ
ミ
の
線
よ
り
は
細
い
が
ア

ク
リ
ル
カ
ッ
タ
ー
の
線
よ
り
は
少
し
太
か
っ
た
よ
う
で
、
実
は
「
丙
」
字
の
一
部
で

墨
が
刻
辞
線
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

東
周
以
降
に
出
現
す
る
儒
学
で
も
『
易
』
が
経
典
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、

古
い
時
代
に
お
い
て
は
、
占
卜
は
信
仰
で
あ
る
と
同
時
に
科
学
技
術
で
も
あ
り
、
特

に
殷
代
の
甲
骨
占
卜
は
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
政
策
の
決
定
を
委
ね
て
い
る
の

で
あ
り
、
い
わ
ば
当
時
の
最
先
端
の
技
術
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現

存
の
卜
骨
を
参
考
に
し
、
か
つ
現
代
の
工
具
も
併
用
し
た
今
回
の
実
験
で
も
、
殷
代

の
卜
骨
と
同
じ
よ
う
な
ひ
び
割
れ
を
形
成
す
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
か
ら

も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
は
、
文
献
や
現
存
の
卜
骨
を
手
が
か
り
と
し
て
、
実
験
に
よ
り
殷
代
の
占
卜

工
程
を
復
元
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
は
推
測
や
想
像
に
頼
っ
て
い
た
卜
骨
の

846
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加
工
法
や
卜
兆
の
発
現
に
つ
い
て
、
異
な
る
結
果
が
多
く
得
ら
れ
た
。
甲
骨
占
卜
の

方
法
の
よ
う
に
、
媒
体
が
重
要
な
要
素
と
な
る
場
合
、
そ
の
物
自
体
を
復
元
し
な
け

れ
ば
、
机
上
の
空
論
と
な
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

今
回
の
実
験
は
個
人
的
な
研
究
で
あ
っ
た
た
め
、
顕
微
鏡
に
よ
る
骨
の
観
察
や
骨

表
面
の
温
度
測
定
な
ど
は
機
材
が
な
か
っ
た
た
め
で
き
な
か
っ
た
が
、
占
卜
の
再
現

に
必
要
な
情
報
は
大
体
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
本
稿
末
尾
に
占
卜
の
工
程
を

表
に
ま
と
め
、
追
実
験
の
便
も
考
慮
し
て
必
要
な
工
具
を
記
し
た
の
で
参
考
に
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

注【
１
】
考
古
学
的
に
は
殷
墟
文
化
。
そ
の
前
後
の
年
代
は
次
の
通
り
（
黄
河
中
流
域
）。

河
南
竜
山
文
化
　
〜
紀
元
前
二
〇
世
紀
（
開
始
年
代
に
は
諸
説
あ
り
）

二
里
頭
文
化
　
紀
元
前
二
〇
〜
一
六
世
紀

二
里
崗
文
化
　
紀
元
前
一
六
〜
一
三
世
紀
（
殷
前
期
）

殷
墟
文
化
　
紀
元
前
一
三
〜
一
一
世
紀
（
殷
後
期
）

西
周
　
紀
元
前
一
一
〜
八
世
紀

東
周
　
紀
元
前
八
〜
三
世
紀
（
春
秋
戦
国
時
代
）

【
２
】
割
れ
た
破
片
を
綴
合
し
た
も
の
も
一
片
と
し
た
場
合
の
数
値
。

【
３
】
荒
木
日
呂
子
「
中
国
新
石
器
時
代
の
卜
骨
と
そ
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
」『
東

洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
』
六
、
一
九
九
八
年
。
岡
村
秀
典
『
中
国
古
代
王
権

と
祭
祀
』
学
生
社
、
二
〇
〇
五
年
、
第
四
章
。

【
４
】
買
公
彦
『
儀
礼
注
疏
』
士
喪
礼
。

【
５
】
神
沢
勇
一
「
弥
生
時
代
、
古
墳
時
代
お
よ
び
奈
良
時
代
の
卜
骨
・
卜
甲
に
つ
い
て
」

『
駿
台
史
学
』
三
八
、
一
九
七
六
年
。
同
「
日
本
の
卜
骨
」『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

二
八
一
、
一
九
八
七
年
。

【
６
】
正
確
に
は
『
三
国
志
』
魏
書
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
内
の
倭
人
条
。

【
７
】
神
沢
氏
前
掲
論
文
。

【
８
】
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
。

【
９
】『
伴
信
友
全
集
』
巻
二
所
収
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
七
年
）。

【
10
】
林
声
「
雲
南
永
勝
県
彝
族
（
他
魯
人
）
〝
羊
骨
卜
〞
的
調
査
和
研
究
」『
考
古
』

一
九
六
四
年
二
期
。
王
寧
生
「
彝
族
和
納
西
族
的
羊
卜
骨
」『
文
物
与
考
古
論
集
』
文

物
出
版
社
、
一
九
八
六
年
。
以
後
の
彝
族
・
納
西
族
の
占
卜
に
関
す
る
部
分
も
、
こ

れ
ら
に
依
拠
し
た
。

【
11
】
医
学
・
獣
医
学
上
の
用
語
で
は
な
く
、
甲
骨
学
の
慣
用
語
で
あ
る
。
後
出
の
骨
臼

も
同
じ
。

【
12
】
岡
村
氏
前
掲
書
、
一
五
〇
頁
。

【
13
】
腹
側
か
ら
の
焼
灼
や
、
背
側
へ
の
刻
辞
も
若
干
見
ら
れ
る
。

【
14
】『
正
卜
考
』
巻
一
。『
伴
信
友
全
集
』
巻
二
、
四
七
七
頁
。

【
15
】
塗
料
は
が
し
な
ど
に
使
わ
れ
、
丈
夫
で
刃
先
の
鋭
い
ヘ
ラ
。
市
販
。

【
16
】

は
、
正
確
に
は
ス
コ
ッ
プ
で
あ
る
が
、
平
板
状
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
ヘ
ラ
と
し

て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
17
】
後
述
す
る
よ
う
に
、
甲
骨
に
掘
る
窪
み
も
「
鑿
」
と
呼
ば
れ
混
同
す
る
の
で
、
本

稿
で
は
工
具
は
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
す
る
。

【
18
】『
別
府
大
学
紀
要
』
三
九
、
一
九
九
七
年
。

【
19
】
王
寧
生
氏
前
掲
論
文
。

【
20
】
郭
沫
若
主
編
、
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
。

【
21
】
放
牧
で
は
な
く
囲
い
の
中
で
飼
育
さ
れ
た
羊
と
さ
れ
る
。

【
22
】
合
集
一
六
一
九
八
に
「
四
牛
」、『
英
国
所
蔵
甲
骨
集
』（
李
学
勤
・
斎
文
心
・
艾

蘭
『
英
國
所
蔵
甲
骨
集
』
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
二
四
四
八
に
「
三
牛
」。

【
23
】
殷
代
は
、
現
代
よ
り
も
若
干
温
暖
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
も
、

黄
河
沿
岸
地
域
の
農
耕
は
黍
を
中
心
と
し
た
畑
作
で
あ
り
、
現
在
と
同
様
に
降
水
量

は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
24
】
骨
の
主
成
分
で
あ
る
ア
パ
タ
イ
ト
は
、
モ
ー
ス
硬
度
で
は
五
（
鋳
鉄
な
み
）
で
あ

る
が
、
骨
に
は
水
分
や
タ
ン
パ
ク
質
も
含
ま
れ
、
さ
ら
に
微
少
な
隙
間
も
あ
る
た
め
、

青
銅
製
の
工
具
で
十
分
加
工
が
で
き
る
程
度
の
硬
さ
で
あ
る
。
な
お
、
脂
抜
き
を
し

た
場
合
の
方
が
若
干
も
ろ
く
な
る
。

【
25
】
肩
甲
骨
の
最
下
部
だ
け
は
初
め
か
ら
骨
髄
が
露
出
し
て
い
る
た
め
カ
ビ
が
つ
き
や

す
く
、
付
着
し
た
カ
ビ
を
骨
ご
と
切
除
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
26
】
陳
振
中
『
青
銅
生
産
工
具
与
中
国
奴
隷
制
社
会
経
済
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

一
九
九
二
年
、
七
四
頁
。
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【
27
】
鑽
鑿
を
伴
わ
な
い
形
式
の
占
卜
で
は
、
逆
に
こ
の
部
分
が
も
っ
と
も
適
し
て
い
る
。

伴
信
友
は
、
鹿
の
肩
甲
骨
を
全
く
加
工
を
加
え
ず
焼
灼
し
、「
全
骨
を
灼
試
み
つ
る
に
、

中
間
の
薄
き
所
火

広
く
亘
れ
り
」
と
す
る
（
表
７
参
照
。『
正
卜
考
』
巻
一
。『
伴

信
友
全
集
』
巻
二
、
四
七
七
頁
。）。

【
28
】
陳
振
中
氏
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
。

【
29
】
他
に
、
火
を
当
て
る
窪
み
を
鑽
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
鑿
と
す
る
分
類
や
、
丸
い

も
の
を
鑽
、
そ
れ
以
外
を
鑿
と
す
る
分
類
も
あ
り
、
研
究
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で

あ
る
が
、
本
稿
は
、
ひ
び
割
れ
と
の
関
係
を
一
致
さ
せ
る
た
め
、
ひ
び
割
れ
の
方
向

を
調
整
す
る
た
め
の
深
い
窪
み
を
鑿
、
そ
の
役
割
が
な
い
浅
い
窪
み
を
鑽
と
す
る
分

類
を
用
い
る
。

【
30
】
こ
の
四
種
類
に
分
類
で
き
な
い
特
殊
な
形
状
も
少
数
存
在
し
、
円
鑽
と
円
鑿
を
組

み
合
わ
せ
た
も
の
や
、
大
き
な
楕
円
形
の
鑽
の
中
に
長
鑿
が
掘
ら
れ
て
い
る
も
の
な

ど
が
あ
る
。

【
31
】
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
三
年
。

【
32
】
貝
塚
茂
樹
・
伊
藤
道
治
、
一
九
七
四
年
。
一
〇
四
頁
。

【
33
】
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
。
下
冊
第
三
分
冊
。

【
34
】
広
い
範
囲
で
熱
を
加
え
た
場
合
に
は
、
縦
方
向
の
ひ
び
割
れ
も
現
れ
る
。

【
35
】
あ
る
い
は
、
殷
代
に
は
起
伏
の
少
な
い
肩
甲
骨
を
選
ん
で
用
い
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
。

【
36
】
陳
振
中
前
掲
書
、
六
一
頁
。

【
37
】『
小
屯
南
地
甲
骨
』
下
冊
第
三
分
冊
、
一
四
九
六
〜
一
五
〇
一
頁
。

【
38
】『
小
屯
南
地
甲
骨
』
に
よ
れ
ば
、
歴
組
は
六
〜
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
無
名
組
は
九

〜
一
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
が
多
い
（
一
五
一
六
頁
）。

【
39
】
平
凡
社
、
一
九
七
二
年
。
二
〇
頁
。

【
40
】『
正
卜
考
』
お
よ
び
真
野
時
綱
『
古
今
神
学
類
編
』
巻
八
一
（『
神
道
体
系
』
首
編

四
、
神
道
体
系
編
纂
会
、
一
九
八
六
年
所
収
）
に
引
か
れ
た
説
。

【
41
】
安
志
敏
「
一
九
五
二
年
秋
季
鄭
州
二
里
岡
発
掘
記
」（『
考
古
学
報
』
八
、
一
九
五

四
年
）
九
一
頁
お
よ
び
図
版
一
六
。

【
42
】
青
銅
の
融
点
は
銅
と
錫
の
比
率
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
殷
代
の
金
属
棒
の
成
分
比
は

公
表
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
何
度
ま
で
熱
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

【
43
】
骨
に
力
を
か
け
た
の
と
同
じ
要
領
で
体
重
計
に
力
を
か
け
て
測
定
し
た
。

【
44
】
講
談
社
『
中
国
の
歴
史
』
一
、
一
〇
四
頁
。

【
45
】『
文
字
の
文
化
史
』
二
四
頁
。

【
46
】
貝
塚
茂
樹
ほ
か
『
古
代
殷
帝
国
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
）
第
四
章
（
白

川
静
氏
執
筆
部
分
）。

【
47
】
彝
族
の
占
卜
も
納
西
族
に
類
似
す
る
が
、
彝
族
の
場
合
に
は
四
方
八
方
に
ひ
び
割

れ
が
発
生
す
る
よ
う
に
焼
灼
す
る
（
俄
比
解
放
「
古
彝
文
与
彝
族
骨
卜
裂
紋
的
関
係

探
微
」『
考
古
与
文
物
』
一
九
九
七
年
第
四
期
）
の
で
、
参
考
に
な
ら
な
か
っ
た
。

【
48
】
こ
の
他
に
「
病
人
は
天
鬼
が
祟
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
吉

な
の
か
不
吉
な
の
か
は
不
明
。
以
下
も
同
様
に
災
厄
の
主
体
や
祭
祀
の
対
象
に
つ
い

て
は
省
い
た
。

【
49
】
白
川
静
『
字
統
』（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）「
灼
い
て
そ
の
裂
け
る
音
を
卜
と
い

う
」、
高
嶋
謙
一
「
殷
代
貞
卜
言
語
の
本
質
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
一
〇
、

一
九
八
九
年
）「
甲
骨
を
焼
灼
し
、『
プ
ッ
ク
』
と
い
う
軽
い
音
と
と
も
に
亀
裂
を
生

ぜ
し
め
る
」、
水
上
静
夫
『
甲
骨
金
文
辞
典
』（
雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
）「
ひ
び
わ
れ

が
で
き
る
時
に
『
ボ
ク
』
と
い
う
音
を
発
す
る
」
な
ど
。

【
50
】
学
習
研
究
社
、
一
九
七
八
年
。

【
51
】
拙
稿
「
甲
骨
文
の
占
卜
性
と
問
答
形
式
」（
未
刊
）
で
詳
し
く
述
べ
る
。

【
52
】
趙
銓
・
鐘
少
林
・
白
栄
金
「
甲
骨
文
字
契
刻
初
探
」『
考
古
』
一
九
八
二
年
一
期
。

【
53
】
文
字
は
、
井
型
の
坑
中
に
人
体
の
あ
る
形
で
「
死
」
と
釈
さ
れ
る
。

【
54
】
初
め
て
指
摘
し
た
の
は
、
董
作
賓
「
甲
骨
文
断
代
研
究
例
」（『
慶
祝
蔡
元
培
先
生

六
十
五
歳
論
文
集
』（『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
外
編
』）
一
、
一
九
三
三

年
）
で
あ
る
。

【
55
】
こ
の
方
法
は
薄
く
加
工
し
た
後
の
骨
に
の
み
有
効
で
あ
り
、
厚
み
の
あ
る
未
加
工

の
骨
の
脂
抜
き
に
は
適
さ
な
い
。
ま
た
、
仮
に
加
工
し
て
い
な
い
骨
の
脂
抜
き
に
成

功
し
た
と
し
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
熱
を
加
え
る
脂
抜
き
は
骨
が
硬
く
な
り
、
加
工

や
占
卜
に
適
さ
な
く
な
る
の
で
意
味
を
な
さ
な
い
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）
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殷代占卜の復元作業工程（初めに脂抜きをしない場合）
・骨は滑りやすく、鋭い刃物を使う作業が多いので、軍手は必須。万力があると、加工がやりやすい。
・骨に付着した皮や脂肪は腐敗しやすいので、１の作業だけは早めにした方がよい。腐敗しなくても、骨は
熱したり電動工具で削ったりすると独特の臭気がするので周囲には注意が必要。

＊は省略可（詳しくは本文参照）

作 業 工 程

1 皮膜・脂肪の除去

2 不要部分の除去

3 骨を薄くする

4 鑿の掘削

5 鑽の掘削＊

6 加熱による卜兆の発現

7 吉凶判断

8 ひびへの墨入＊

9 刻辞＊

10 脂抜き＊

11 研磨＊

12 刻辞への墨入＊

骨に付着した皮膜・脂肪を剥がす

骨脊を切り落とす。腱・肩甲骨の最
下部は必ずしも切除しない

反面側を削り骨全体を薄くする。
4mm程度が理想的だが、鑽で調節で
きるので多少厚くてもよい。露出し
た骨髄の軟らかい部分は除去する

長さ15～20mm、幅6～7mm、最深部
の厚み1～1.5mm

焼灼棒の直径よりもやや大きく、鑽
の底面の骨の厚みが4mm程度になる
ように薄くする

熱した焼灼棒を鑽に押し当て、ひび
割れを入れる。ひび割れは熱した時
だけでなく冷却時にも入る

殷代には、縦方向のひび割れが吉で
あったと推定される

ひび割れを見やすくするために墨を
入れる。薄墨がよい。

占卜の内容や結果などを骨に彫る

骨を煮沸した後、骨全体が入る鉄板
か鍋で水を使わずに熱する

正面側を磨いて滑らかにする

ごく細い筆か先端の尖ったもので一
文字ずつ墨を流し込んでいく

殷代に使用された工具
(推定を含む)

ヘラ（ ）・ナイフ（刀）・
平ノミ（鑿）・カマ（鎌）

ノコギリ（鋸）

ノコギリ・オノ（斧）

細い平ノミ

幅広のキリ（錐）

（焼灼棒の材質）イバラ
などの堅い木、または
青銅の棒

彫刻刀（刻刀）

石英質の砂？

左記以外で作業補助
に用いた工具

電動ディスクグライ
ンダー・平ノミ

三角ノミ・ノギスを
改造した測定具

電動ドリル・ノギス
を改造した測定具

（焼灼棒の材質）鉄

三角ノミ・アクリル
カッター

紙ヤスリ

殷墟から出土した青銅工具
左から、平ノミ、細い平ノミ（以上、『考古学報』1979年１期
「1969-1977年殷墟西区墓葬発掘報告」より)、彫刻刀２種(「甲骨
文字契刻初探」より。平刀の刃の幅は約５㎜）、ヘラ（『考古学報』
1977年２期「安陽殷墟五号墓的発掘」より。幅は8.7㎝）

今回の実験で使用した工具の一部
上から、ノギスを改造した鑽鑿の厚み測定器
具、グラインダーを装着した電動ドリル、三
角ノミの側面、スクレイパー


