
　

本
書
は
、
戦
国
～
前
漢
時
代
の
『
日
書
』
と

戦
国
楚
の
卜
筮
祭
禱
簡
に
関
す
る
、
我
が
国
で

初
め
て
の
一
般
向
け
概
説
書
で
あ
る
。
工
藤
氏

は
今
ま
で
『
日
書
』
や
『
奏
讞
書
』
な
ど
の
出

土
資
料
を
用
い
た
歴
史
研
究
を
展
開
し
て
き
て

お
り
、
卜
筮
祭
禱
簡
に
関
す
る
研
究
も
長
い
。

個
人
的
な
思
い
出
で
あ
る
が
、
一
九
九
五
年
に

中
国
出
土
資
料
学
会
（
当
時
は
研
究
会
）
第
一

回
例
会
で
包
山
楚
簡
に
関
し
て
行
っ
た
発
表
の

記
憶
は
今
で
も
鮮
烈
で
あ
る
。『
日
書
』
に
せ

よ
卜
筮
祭
禱
簡
に
せ
よ
、
中
国
古
代
の
宗
教
や

信
仰
を
知
る
上
で
は
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
学

術
界
で
は
既
に
衆
多
の
研
究
の
積
み
重
ね
が
あ

る
が
、
そ
の
内
容
が
や
や
マ
ニ
ア
ッ
ク
で
あ
る

た
め
、
今
ま
で
邦
語
で
の
概
説
・
入
門
書
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
本
書
の
出
版
の

意
義
は
極
め
て
大
き
い
。
以
下
、
本
書
の
概
要

を
ま
と
め
る
。

　

第
一
章「
長
安
東
市
の
日
者
」
で
は
、『
史
記
』

日
者
列
伝
の
司
馬
季
主
の
話
を
導
入
と
し
て
、

戦
国
時
代
に
出
現
す
る
日
者
を
は
じ
め
と
す
る

民
間
の
占
い
師
の
世
界
観
（
子
弾
庫
楚
帛
書
と
郭

店
楚
簡
「
太
一
生
水
」
）、
そ
の
経
済
基
盤
が
論

じ
ら
れ
る
。

　

第
二
章
「﹁
日
書
﹂
の
発
見
」
で
は
、
今
ま

で
に
出
土
し
て
い
る
『
日
書
』
が
紹
介
さ
れ
、

そ
れ
が
日
者
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
論
じ

ら
れ
る
。
第
三
章
「
国
家
と
占
卜
」
で
は
占
い

が
統
治
行
為
に
深
く
根
付
い
た
慣
行
で
あ
っ
た

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
な
お
「
五
行
や
建
除
を
中

心
と
す
る
日
者
の
占
法
が
分
化
し
て
…
…
個
々

の
流
派
と
し
て
析
出
さ
れ
て
ゆ
く
」（
九
七
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
日
者
は
も
と
も
と
占
卜
を
総

合
的
に
行
う
存
在
で
あ
っ
た
が
、
占
法
の
分
化

の
結
果
、
日
取
り
の
吉
凶
だ
け
を
担
当
す
る
存

在
に
特
化
し
て
い
っ
た
と
す
る
の
が
、
工
藤
氏

の
基
本
的
な
見
方
で
あ
る
。

　

第
四
章
「
官
吏
の
出
張
と
占
卜
」
は
尹
湾
漢

簡
に
事
例
を
と
っ
て
、
地
方
官
吏
で
あ
る
墓
主

の
行
動
が
ど
の
程
度
占
い
に
左
右
さ
れ
て
い
る

か
を
論
じ
る
。

　

第
五
章
「
行
旅
と
占
卜
」
は
、
行
旅
の
安
全

を
掌
る
行
神
と
、
行
旅
の
安
全
祈
願
の
儀
礼
で

あ
る
祖
道
を
論
じ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
工
藤

氏
に
は
既
に
専
論
が
あ
り
、
本
章
で
は
そ
れ
に

基
づ
き
つ
つ
、
そ
の
論
文
へ
の
批
判
に
対
す
る

反
論
な
ど
を
含
ん
だ
充
実
し
た
内
容
と
な
っ
て

い
る
。
先
ず
、
伝
世
文
献
と
睡
虎
地
秦
簡
な
ど

本
邦
初
の
『
日
書
』
と

卜
筮
祭
禱
簡
に
関
す
る
包
括
的
概
説
書

池
澤
　
優

工
藤
元
男
著

占
い
と
中
国
古
代
の
社
会

―
発
掘
さ
れ
た
古
文
献
が
語
る

四六判　290頁
東方書店［2100円］
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に
よ
り
行
祠
の
内
容
を
詳
細
に
復
原
す
る
。
出

行
の
儀
礼
で
は
、
振
り
返
る
こ
と
な
く
大
道
に

至
り
、
城
門
の
門
扉
の
所
で
三
回
禹
歩
（
禹
に

由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
魔
除
け
の
ス
テ
ッ
プ
）し
、

「
某
の
行
に
咎
わ
ざ
わ
いな

か
れ
、
先
ず
禹
の
た
め
に
道

を
除は
ら

わ
ん
」
と
唱
え
て
地
を
五
画
し
、
そ
の
中

央
の
土
を
取
っ
て
懐
に
入
れ
る
（
も
し
く
は
九

字
を
切
る
）。
帰
行
の
時
も
同
様
の
禹
に
対
す

る
儀
礼
が
存
在
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
祖
道
の
儀
礼
は
禹
を
焦
点

と
す
る
の
で
、
禹
が
行
神
の
性
格
を
持
っ
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、伝
世
文
献
で
は
累
祖
、

共
工
の
子
の
修
を
行
神
と
し
、
禹
に
言
及
し
な

い
。
こ
の
た
め
劉
増
貴
氏
が
工
藤
氏
の
禹
＝
行

神
説
を
批
判
し
て
お
り
、
第
五
章
最
終
節
は
そ

れ
へ
の
反
論
に
あ
て
ら
れ
る
。
劉
氏
説
は
、
行

神
は
五
行
で
水
に
配
当
さ
れ
、
故
に
水
官
で
あ

る
共
工
の
子
の
修
が
行
神
で
あ
る
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
考
え
る
に
劉
氏
の
批
判
は
的
外
れ

で
あ
り
、
そ
れ
程
気
に
す
る
必
要
は
な
い
。
と

い
う
の
は
、
行
神
と
い
う
概
念
は
機
能
に
よ
る

範
疇
で
あ
り
、
禹
や
修
と
い
っ
た
神
名
と
は
性

格
が
異
な
る
。
本
来
的
に
あ
る
機
能
を
担
う
神

が
一
柱
し
か
い
な
い
と
仮
定
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
出
行
の
儀
礼
に
禹
が
言
及
さ
れ
る
以
上
、

禹
は
行
神
の
機
能
を
担
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
工
藤
氏
が
、
行
神
と
し
て
の
禹
の
信

仰
は
古
く
か
ら
民
間
に
存
し
て
い
た
が
、
そ
れ

が
五
祀
に
組
み
込
ま
れ
整
理
し
て
い
く
過
程
で

忘
れ
ら
れ
、
替
わ
っ
て
累
祖
や
修
が
行
神
と
さ
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れ
た
と
す
る
推
測
は
当
た
っ
て
い
よ
う
。

　

第
六
章
「﹁
卜
筮
祭
禱
簡
﹂
と
貞
人
・
貞
卜
」

は
、
楚
の
卜
筮
祭
禱
簡
を
扱
う
。
卜
筮
祭
禱
簡

は
、
湖
北
荊
門
の
包
山
二
号
墓
、
江
陵
の
望
山

一
号
墓
、
河
南
新
蔡
の
葛
陵
楚
墓
な
ど
か
ら
見

つ
か
っ
て
い
る
占
い
と
祭
祀
の
記
録
で
あ
る
。

楚
国
で
は
年
初
に
定
期
的
に
（
歳
貞
）、
も
し

く
は
病
気
の
時
に
臨
時
に
（
疾
病
貞
）、
占
い

師
（
貞
人
）
が
一
年
の
吉
凶
も
し
く
は
病
気
の

平
癒
に
つ
い
て
占
う
慣
行
が
存
在
し
た
。
占
い

は
通
常
、
長
期
的
に
は
吉
で
あ
る
が
、
短
期
的

に
は
難
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て

貞
人
は
祟
り
の
原
因
、
そ
れ
を
解
除
す
る
た
め

の
儀
礼
を
提
起
し
、
そ
の
内
の
一
部
が
占
卜
依

頼
者
に
よ
り
実
行
さ
れ
た
。
卜
筮
祭
禱
簡
の
う
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欧
文
の
研
究
が
全
く
参
照
さ
れ
て
い
な
い
点

で
あ
る
。
特
にConstance Cook, D

eath in 
A

ncient China: the T
ale of O

ne M
an's 

Journey 

（Brill, 2006

）
とM

arc K
alinow

ski 
"D

iviners and astrologers under the 
E

astern Zhou: transm
itted texts and 

recent archaeological discoveries" 

（Lagerw
ey &

 K
alinow

ski ed., Early Chinese 
Religion: Part O

ne, Brill, 2009

）
に
は
言
及
す

る
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
両
者
と
も

貞
人
に
よ
る
占
貞
と
占
い
の
テ
キ
ス
ト
の
間
に

継
承
関
係
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
間
で
何
が
継
承

さ
れ
、
何
が
変
化
し
た
の
か
と
い
う
、
工
藤
氏

が
第
七
章
で
設
定
し
た
問
題
関
心
と
同
じ
も
の

に
向
き
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
第

七
章
に
限
定
し
て
、
そ
れ
に
関
す
る
工
藤
氏
の

議
論
を
検
討
し
た
い
（
な
お
付
言
す
る
な
ら
、

ク
ッ
ク
は
前
掲
書
第
四
章
で
相
当
の
頁
数
を
割
い

て
、
こ
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
筆
者

の
見
る
と
こ
ろ
、
全
く
成
功
し
て
い
な
い
）。

　

工
藤
氏
が
両
者
の
継
承
関
係
を
を
示
す
も
の

と
し
て
第
一
に
挙
げ
る
の
が
、
病
気
が
何
日
に

癒
え
る
か
と
い
う
占
い
が
『
日
書
』
と
望
山
の

ち
、
復
原
で
き
て
い
る
の
は
包
山
楚
簡
の
み
な

の
で
、
本
章
で
は
先
ず
、
そ
の
墓
主
の
昭　

の

社
会
的
な
基
盤
を
探
る
。
昭
氏
は
典
型
的
な
世

族
で
あ
る
が
、
そ
の
封
邑
は
県
よ
り
小
さ
い
。

つ
ま
り
封
君
と
は
言
っ
て
も
、
既
に
官
僚
化
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、卜
筮
祭
禱
の
慣
習
も（
私

的
な
行
為
と
い
う
よ
り
）
官
僚
と
し
て
の
意
識

を
醸
成
す
る
た
め
の
公
的
色
彩
の
濃
い
行
事
で

あ
っ
た
。
同
時
期
の
秦
と
比
較
し
て
、
支
配
秩

序
の
維
持
の
た
め
そ
の
よ
う
な
象
徴
的
儀
礼
を

用
い
て
い
る
点
が
「
人
治
主
義
国
家
と
し
て
の

楚
国
の
封
建
的
体
質
を
象
徴
的
に
反
映
し
て
い

る
」（
二
一
〇
頁
）
と
さ
れ
る
。
但
し
、
卜
筮
祭

禱
の
慣
行
に
公
的
な
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
を
論

証
す
る
に
は
、
卜
筮
祭
禱
簡
が
出
土
し
て
い
る

墓
葬
が
限
定
さ
れ
て
い
る
（
七
墓
）
の
が
何
故

な
の
か
、
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

楚
に
お
い
て
紀
元
前
四
・
三
世
紀
に
卜
筮
祭

禱
の
慣
習
が
あ
り
、
紀
元
前
三
世
紀
以
降
、
あ

た
か
も
こ
れ
と
交
替
す
る
か
の
よ
う
に『
日
書
』

が
現
れ
る
。
よ
っ
て
多
く
の
研
究
者
が
両
者
の

間
に
は
何
ら
か
の
継
承
関
係
が
あ
る
と
予
想
は

し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
具
体
的
に
証
明
す
る
こ

と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
第
七
章
「﹁

卜
筮
祭
禱
簡
﹂
か
ら
﹁
日
書
﹂
へ
」
は
こ
の
課

題
に
挑
戦
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

最
終
章
「
法
と
習
俗
」
は
再
び
睡
虎
地
秦
簡

を
基
に
、
秦
の
地
方
統
治
に
お
い
て
地
域
の
実

情
に
応
じ
た
律
令
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ

る
。
通
常
、
時
令
で
は
春
夏
の
伐
木
な
ど
を
禁

止
す
る
が
、
睡
虎
地
秦
簡
「
秦
律
十
八
種
」
で

は
夏
に
入
っ
て
許
可
す
る
旨
の
規
定
が
あ
る

（
甘
粛
省
懸
泉
置
「
月
令
詔
条
」
に
お
い
て
は
八
月

ま
で
禁
止
）。
ま
た
『
日
書
』「
土
忌
」
の
如
き

地
方
的
信
仰
が
律
令
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
（
張
家
山
漢
簡
、
青
川
木
牘
）、
地
方
官
が
そ

れ
ぞ
れ
の
地
方
の
実
情
に
即
し
て
立
法
を
行
っ

た
の
で
あ
る
。
官
僚
の
墓
か
ら
『
日
書
』
が
出

土
す
る
の
も
、
そ
れ
が
為
政
上
も
意
味
が
あ
っ

た
か
ら
と
さ
れ
、
古
代
中
国
史
研
究
に
お
け
る

『
日
書
』
や
卜
筮
祭
禱
簡
の
位
置
づ
け
が
示
さ

れ
る
。

　

本
書
は
中
国
と
日
本
の
研
究
に
広
く
目
配

り
が
さ
れ
、
概
説
書
と
し
て
穏
当
な
も
の
に

な
っ
て
い
る
が
、
一
つ
難
が
あ
る
と
す
れ
ば
、



に
一
定
の
共
通
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
材
料
に

は
な
る
。
し
か
し
、「
告
武
夷
」
は
人
格
神
的

神
霊
を
中
核
と
す
る
点
で
『
日
書
』
の
中
で
は

周
辺
的
な
要
素
で
あ
る
。
工
藤
氏
が
示
し
て
い

る
よ
う
に
、『
日
書
』
を
特
徴
づ
け
る
の
は
法

則
性
的
機
械
論
的
な
五
行
説
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
、
第
一
点
の
方
が
問
題
に
な
る
。

先
ず
、
睡
虎
地
秦
簡
「
疾
篇
」
の
背
景
に
祖
先

祭
祀
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
点
は
、
仮
に
そ
れ
が

認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
（
私
見
と
し
て
は
、
祖

先
祭
祀
の
供
物
は
基
本
的
に
生
人
の
饋
食
と
同
じ

だ
か
ら
、
曲
礼
下
と
の
類
似
性
だ
け
で
は
、「
疾
篇
」

に
言
う
の
が
供
物
で
あ
る
と
断
定
で
き
な
い
と
思

う
）、
卜
筮
祭
禱
の
貞
人
が
『
日
書
』
と
同
じ

考
え
方
を
し
て
い
た
証
拠
に
は
な
ら
な
い
。
む

し
ろ
九
店
の
段
階
で
整
合
的
な
五
行
説
に
な
っ

て
い
な
い
こ
と
は
、
貞
人
と
『
日
書
』
の
間
に

一
定
の
乖
離
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
結
果
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
の
工
藤
氏
の
考
え
は

必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
卜
筮
祭
禱
簡
と

『
日
書
』
の
共
通
性
と
い
う
視
点
と
共
に
、
両

者
で
何
が
違
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
が
必

要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
リ
ノ
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卜
筮
祭
禱
簡
の
双
方
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
睡
虎
地
『
日
書
』
と
比
較
す
る
と
、
九

店
『
日
書
』
で
は
ま
だ
五
行
説
の
原
理
が
厳
密

に
は
適
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
九
店
の
時
代
（
即

ち
卜
筮
祭
禱
簡
の
時
代
）
に
は
卜
筮
祭
禱
簡
の

貞
人
は
『
日
書
』
を
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
。

次
に
睡
虎
地
『
日
書
』
と
『
礼
記
』
曲
礼
下
の

比
較
に
よ
り
、
前
者
が
病
の
直
接
的
原
因
と
し

て
挙
げ
る
食
物
は
実
は
祭
祀
の
供
物
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
、
祭
祀
を
提
起
す
る
卜
筮
祭
禱
簡

と
「
同
一
基
盤
に
立
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。

第
二
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
九
店
楚
簡
の
「
告
武

夷
」
篇
で
あ
る
。「
告
武
夷
」
を
遊
離
し
て
い

る
臨
死
者
の
魂
を
呼
び
寄
せ
る
「
招
魂
」
儀
礼

の
祝
文
と
し
た
上
で
、
包
山
「
卜
筮
祭
禱
簡
」

の
「
甲
寅
の
日
は　

陽
に
逗
す
」
な
ど
の
文
言

を
貞
人
が
招
魂
を
行
っ
て
昭　

の
魂
が
ど
こ
に

あ
る
か
を
占
っ
た
も
の
と
考
え
、
卜
筮
祭
禱
と

九
店
楚
簡
が
同
一
の
観
念
と
儀
礼
を
共
有
す
る

と
論
じ
る
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
包
山
楚

簡
に
本
当
に
招
魂
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
す
れ

ば
（
筆
者
は
必
ず
し
も
李
家
浩
氏
の
こ
の
解
釈
に

与
し
な
い
）、
卜
筮
祭
禱
簡
と
『
日
書
』
の
間

23　　本邦初の『日書』と卜筮祭祷簡に関する包括的概説書

ス
キ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
卜
筮
祭
禱

は
基
本
的
に
は
人
格
神
的
神
霊
と
宗
教
者
の
個

人
能
力
に
依
存
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
日
書
』

は
誰
も
が
理
解
し
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
法

則
に
基
づ
き
、
そ
れ
が
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
開
か
れ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
中
国
宗
教
が
戦
国
時
代
に
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
と
い
う
、
根
本
的
で

あ
る
と
同
時
に
厄
介
な
問
題
に
通
じ
る
。故
に
、

上
述
の
点
は
本
書
の
瑕
瑾
で
も
何
で
も
な
く
、

そ
の
よ
う
な
問
題
に
関
す
る
関
心
を
深
め
て
く

れ
る
概
説
書
と
し
て
、
本
書
の
出
版
を
歓
迎
し

た
い
。　
　
　
（
い
け
ざ
わ
・
ま
さ
る　

東
京
大
学
）
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