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❻
最
後
に
、
占
っ
た
内
容
と
そ
の
結
果
を
甲
骨

に
書
き
、
刻
し
ま
す
。

　

図
１
・
２
に
示
し
た
甲
骨
文
は
、
天
候
に
関

す
る
占
い
で
、「
雨
が
降
る
か
ど
う
か
」
と
尋

ね
て
（
図
１
）、
占
っ
た
結
果
、「
雨
が
降
る
」

と
判
断
し
て
い
ま
す
（
図
２
）。
こ
の
甲
骨
文
に

あ
る
「
雨
」
と
い
う
字
の
形
は
、
空
か
ら
水
が

し
た
た
り
落
ち
て
く
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
卜
」
と
い
う
字
は
訓
読
み
で
「
う

ら
な
う
」
と
読
み
、
こ
れ
は
ひ
び
割
れ
の
形
を

表
し
て
い
ま
す
。「
ボ
ク
」
と
い
う
音
読
み
は
、

骨
が
ひ
び
割
れ
た
と
き
に
発
す
る
音
か
ら
き
た

も
の
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
卜
」
字
は
、

甲
骨
の
占
い
か
ら
生
ま
れ
た
漢
字
な
の
で
す
。

　

甲
骨
文
は
、
用
い
ら
れ
た
字
形
や
書
体
の
特

徴
か
ら
、
五
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
殷
墟
の

発
掘
に
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
考
古
学
者
、

董と
う

作さ
く

賓ひ
ん

（
一
八
九
五
〜
一
九
六
三
）
で
す
。
で

は
、
五
期
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
、
流
れ
を
追

い
な
が
ら
簡
単
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

　

最
初
は
の
び
の
び
と
力
強
く
（
第
一
期
：
雄ゆ
う

偉い

）、
だ
ん
だ
ん
お
と
な
し
く
な
り
（
第
二
期
：

謹き
ん

飭ち
ょ
く

）、
慣
れ
も
加
わ
っ
て
次
第
に
堕
落
の
傾

3

表
面
に
亀
裂
（
ひ
び
割
れ
）
が
生
じ
ま
す
。
貞て
い

人じ
ん

（
占
い
師
）
た
ち
は
、
そ
の
亀
裂
の
形
状
に

よ
っ
て
事
の
吉
凶
を
占
い
、
そ
の
結
果
を
亀
裂

の
そ
ば
に
刻
し
た
の
で
す
。

　

で
は
簡
単
に
、
占
い
の
方
法
を
記
し
て
み
ま

す
。

❶
ま
ず
、
亀
の
甲
や
牛
の
肩
胛
骨
の
表
面
を
な

め
ら
か
に
し
て
、
占
い
に
使
い
や
す
い
よ
う

整
え
ま
す
。

❷
次
に
、
甲
骨
の
裏
面
に
小
さ
な
穴
（
鑽
、
鑿
）

を
ほ
り
ま
す
（
図
２
）。

❸
占
う
内
容
を
決
め
ま
す
。

❹
穴（
鑽
）
の
部
分
に
熱
を
加
え
ま
す
（
図
２
に
、

焦
げ
跡
が
あ
り
ま
す
）。

❺
そ
の
熱
に
よ
っ
て
甲
骨
の
表
面
に
で
き
た
ひ

び
割
れ
を
見
て
、
吉
か
凶
か
を
判
断
し
ま
す
。

三
千
二
百
片
、
第
二
位
が
東
京
大
学
東
洋
文
化

研
究
所
の
約
一
千
三
百
片
、
第
三
位
が
天
理
大

学
参
考
館
の
約
七
百
片
、
第
四
位
が
東
洋
文
庫

の
約
六
百
片
、
そ
し
て
第
五
位
が
台
東
区
立
書

道
博
物
館
の
約
五
百
片
で
す
。

　

甲
骨
文
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
実
は
こ
れ
、
殷
時
代
に
行
っ
た

占
い
の
記
録
な
の
で
す
。
殷
王
朝
で
は
、
天
候
、

農
業
、
軍
事
や
王
の
行
動
な
ど
、
王
家
に
か
か

わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
占
う
習
慣
が
あ
り
ま

し
た
。
甲
骨
の
裏
側
に
、
鑽さ
ん

や
鑿さ
く

と
呼
ば
れ
る

小
さ
な
穴
を
ほ
り
、
そ
こ
に
熱
を
加
え
る
と
、

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
最
古
の
漢
字
は
、
殷い
ん

時
代

の
紀
元
前
十
三
世
紀
前
後
よ
り
十
一
世
紀
中
頃

ま
で
、
二
百
数
十
年
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
た

甲
骨
文
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
甲
骨
文
と

は
「
亀
甲4

獣
骨
文
4

4

」
の
略
で
、
そ
の
名
の
通
り

亀
の
甲
（
腹
甲
）
や
獣
の
骨
（
主
に
牛
の
肩け
ん

胛こ
う

骨こ
つ

）
に
刻
ま
れ
た
文
字
で
す
。

　

十
九
世
紀
の
末
に
河か

南な
ん

省
安あ
ん

陽よ
う

市
付
近
の
殷い
ん

墟き
ょ

（
殷
王
朝
の
遺
跡
）
か
ら
出
土
し
、
そ
の
数

は
十
万
片
以
上
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
約
一

割
が
日
本
国
内
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
国

内
で
の
大
き
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
五
つ
あ
り
、

第
一
位
が
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
約

甲
骨
文
の
内
容

最
古
の
漢
字
は
甲こ

う

骨こ
つ

文ぶ
ん

書
写
の
教
科
書
で
は
、「
漢
字
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」（
Ｐ
３
）
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
で
、
漢
字
の
始
ま
り
か
ら
現
代
の

文
字
に
至
る
ま
で
の
流
れ
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
連
載
の
最
終
回
と
な
る
今
号
で
は
、
漢
字
の
原
点
に
立
ち
返
り
、

古
代
文
字
の
不
思
議
な
形
と
そ
の
魅
力
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

漢
字
の
始
ま
り
　
〜
古
代
文
字
の
世
界
〜

連    
載

　
広
げ
よ
う

書
写
の
世
界
を

甲
骨
文
の
書
体
区
分

2021

王

曰
。
其
雨
。

【
読
み
】

王う
ら
な
ひ
み

て 

曰
の
た
ま
わく
、「
其そ

れ
雨
ふ
ら
ん
。」

庚
辰

 

ト
。
賓
貞
。

丁
亥
其

　

雨
。

【
読
み
】

庚こ
う

辰し
ん

に

トう
ら
な

へ
り
。
賓ひ
ん

が
貞と

ふ
。

「
丁て
い

亥が
い

に
其そ

れ

雨
ふ
ら
ん
か
。」
と
。

図
１
〜
６
す
べ
て
台
東
区
立
書
道
博
物
館
蔵

図
２　

牛
肩
胛
骨（
第
一
期
）の
裏
面

裏

図
１　

牛
肩
胛
骨（
第
一
期
）の
表
面

表

鑽

鑿
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源
流
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

秦
時
代
の
始
皇
帝
は
、
大
篆
を
基
礎
に
文
字

を
統
一
し
、
正
式
な
篆
書
体
で
あ
る
小
篆
を
制

定
し
ま
し
た
。
小
篆
の
代
表
的
な
も
の
と
し

て
「
泰た
い

山ざ
ん

刻こ
く

石せ
き

」（
図
６
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
秦

の
始
皇
帝
に
よ
る
全
国
統
一
の
偉
業
を
た
た
え

た
記
念
碑
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
始
皇
帝
は
、
度ど

量り
ょ
う

衡こ
う

も
整
備
し
、
重
さ
や
容

積
に
関
し
て
一
定
の
単
位
ご
と
に
基
準
器
を
作

り
ま
し
た
。「
権け
ん

」
は
、
重
さ
を
は
か
る
分ふ
ん

銅ど
う

、

「
量り
ょ
う

」
は
容
積
を
は
か
る
枡ま
す

で
す
。
基
準
器
に

は
、
ど
れ
も
始
皇
帝
の
全
国
統
一
を
た
た
え
る

四
十
字
の
詔し
ょ
う

勅ち
ょ
く

（
皇
帝
の
文
書
）
が
小
篆
で
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

占
い
に
用
い
た
最
古
の
漢
字
で
あ
る
甲
骨
文

に
始
ま
り
、
王
室
の
権
威
を
誇
示
し
た
青
銅
器

の
銘
文
、
そ
し
て
春
秋
戦
国
時
代
の
動
乱
期
を

経
て
、
秦
の
始
皇
帝
が
文
字
を
統
一
し
て
制
定

し
た
正
式
な
篆
書
ま
で
、
古
代
文
字
は
さ
ま
ざ

ま
に
変
化
を
遂
げ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た

文
字
の
不
思
議
な
形
を
通
し
て
、
限
り
な
い
広

が
り
を
も
っ
た
漢
字
の
世
界
に
興
味
を
も
っ
て

く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
り
、
銘
文
（
青
銅
器
の
文
字
）
も
長
文
化
し

ま
す
。
こ
の
時
期
の
銘
文
は
、
西
周
の
王
室
あ

る
い
は
上
層
貴
族
な
ど
、
ご
く
限
ら
れ
た
人
た

ち
に
よ
る
も
の
で
、
文
字
の
統
一
性
が
比
較
的

保
た
れ
て
お
り
、
端
正
か
つ
堂
々
と
し
た
書
き

ぶ
り
で
す
。
紀
元
前
九
世
紀
頃
に
作
ら
れ
た
小し
ょ
う

克こ
く

鼎て
い

（
図
３
）
に
は
、
優
美
で
洗
練
さ
れ
た
書

体
の
銘
文
が
鋳
込
ま
れ
て
い
ま
す
（
図
４
）。

　

周
の
権
力
が
衰
え
る
と
、
多
数
の
国
が
興
る

春
秋
戦
国
時
代
に
入
り
ま
す
。
こ
の
時
代
の
文

字
は
地
方
に
よ
っ
て
異
な
り
、
南
方
の
楚そ

系け
い

文

字
や
西
方
の
秦し
ん

系け
い

文
字
な
ど
、
種
々
の
字
形
が

存
在
し
ま
す
。
ま
た
青
銅
器
以
外
に
、
石
に
刻

さ
れ
た
文
字
も
新
た
に
出
現
し
ま
す
。
現
存
す

る
最
古
の
石
刻
文
字
で
あ
る
「
石せ
っ

鼓こ

文ぶ
ん

」（
図
５
）

は
、
大
篆
あ
る
い
は
籀ち
ゅ
う

文ぶ
ん

と
い
わ
れ
、
篆
書
の

現
在
の
漢
字
に
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、
今
の

私
た
ち
に
も
解
読
で
き
る
甲
骨
文
が
あ
る
の
は
、

実
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
漢
字
の
と

て
も
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
他
の
国
々

の
文
字
に
は
な
い
特
徴
で
す
。
甲
骨
文
の
不
思

議
な
世
界
は
、
漢
字
の
始
ま
り
の
秘
密
を
解
き

明
か
す
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

甲
骨
文
に
次
ぐ
古
い
文
字
は
、
青
銅
器
に
鋳い

込
ま
れ
た
金き
ん

文ぶ
ん

で
す
。
青
銅
器
は
殷
時
代
よ
り

作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
西せ
い

周し
ゅ
う

時
代
（
紀
元
前

十
一
〜
八
世
紀
）
に
そ
の
製
作
が
最
も
盛
ん
に
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甲
骨
文
の
重
要
性

向
と
な
り
ま
す
が
（
第
三
期
：
頽た
い

靡び

）、
一
種

の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
よ
り
一
時
的
に
も
ち
直
し
、

第
一
期
の
よ
う
な
強
さ
が
再
び
現
れ
て
（
第
四

期
：
勁け
い

峭し
ょ
う

）、
最
後
に
は
こ
ぢ
ん
ま
り
と
ま
と

ま
り
ま
す
（
第
五
期
：
厳げ
ん

整せ
い

）。
こ
の
よ
う
に
、

最
初
は
粗
削
り
で
野
性
的
だ
っ
た
も
の
が
次
第

に
整せ
い

斉せ
い

さ
れ
、
同
時
に
す
が
す
が
し
さ
を
失
っ

て
い
っ
た
ん
は
退
廃
し
、
ま
た
立
ち
直
っ
て
ま

と
ま
り
始
め
、
最
後
は
完
成
に
向
け
て
き
れ
い

に
整
っ
て
い
き
ま
す
。

　

甲
骨
文
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一
八
九
九
年
、

つ
ま
り
約
百
十
年
前
の
こ
と
で
す
。
日
本
で
は

明
治
三
十
二
年
に
あ
た
り
ま
す
か
ら
、
江
戸
時

代
や
明
治
初
め
の
人
た
ち
は
、
甲
骨
文
の
存
在

を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
甲
骨
文
の
出
現
に
よ
っ
て
、
三
千
年
以
上
も

前
の
中
国
の
人
々
の
生
活
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
書
の
歴
史
だ
け
で
な
く
、
世
界

の
歴
史
に
と
っ
て
も
重
大
な
発
見
だ
っ
た
の
で

す
。

　

私
た
ち
が
普
段
使
っ
て
い
る
漢
字
の
始
ま
り

は
、
こ
う
し
た
絵
文
字
の
よ
う
な
、
自
由
で
楽

し
い
も
の
で
し
た
。
古
代
の
中
国
で
使
わ
れ
た

文
字
が
、
少
し
ず
つ
姿
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら

篆て
ん

書し
ょ

が
完
成
す
る
ま
で

　
─
金
文
、大だ

い

篆て
ん

、小し
ょ
う

篆て
ん

─

台東区立
書道博物館

東京国立
博物館
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◀
図
４　

小
克
鼎
の
内
側
に
鋳
込
ま
れ
た
銘
文

▶
図
５　

石
鼓
文
─
安
国
本
─

▶
図
６　

泰
山
刻
石
─
百
六
十
五
字
本
─

◀
図
３　

小
克
鼎

鍋な
べ

島し
ま

稲と
う

子こ

台
東
区
立
書
道
博
物
館
主
任
研
究
員
。
筑
波
大
学
大
学
院
芸

術
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
博
士
（
芸
術
学
）。
東
京
国
立

博
物
館
客
員
研
究
員
。
大
阪
教
育
大
学
非
常
勤
講
師
。


