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は
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め
に

　

こ
の
「
中
国
人
物
伝
」（
全
四
巻
）は
、
中
国
史
の
流
れ
の
な
か
で
、
政
治
や
文
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍
し
た
人
々

に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
Ⅰ
巻
で
は
、
紀
元
前
八
世
紀
前
半
に
は
じ
ま
る
春

し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

戦せ
ん

国ご
く

時
代
か

ら
秦し

ん

、
漢か
ん（

前ぜ
ん

漢か
ん

・
後ご

漢か
ん

）ま
で
、
お
よ
そ
千
年
に
わ
た
る
時
間
帯
に
登
場
し
た
人
々
、
第
Ⅱ
巻
で
は
、
二
世
紀
後
半
に
は
じ

ま
る
三
国
志
の
時
代
か
ら
南

な
ん
ぼ

北く
ち

朝ょ
う

時
代
ま
で
、
ほ
ぼ
四
百
年
に
わ
た
る
時
間
帯
に
登
場
し
た
人
々
、
第
Ⅲ
巻
で
は
、
六
世
紀

末
に
は
じ
ま
る
隋ず

い

か
ら
、
唐と
う

、
宋そ
う（

北ほ
く

宋そ
う

・
南な
ん

宋そ
う

）を
経
て
、
十
四
世
紀
後
半
の
元げ
ん

末
ま
で
、
八
百
年
に
な
ん
な
ん
と
す
る
時

間
帯
に
登
場
し
た
人
々
、
第
Ⅳ
巻
で
は
十
四
世
紀
後
半
に
は
じ
ま
る
明み

ん

、
清し
ん

か
ら
二
十
世
紀
の
近
現
代
ま
で
、
お
よ
そ
七
百

年
に
わ
た
る
時
間
帯
に
登
場
し
た
人
々
を
、
そ
れ
ぞ
れ
と
り
あ
げ
た
。
こ
う
し
て
古
代
か
ら
近
現
代
に
至
る
ほ
ぼ
三
千
年
の

時
の
流
れ
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
か
れ
た
時
代
状
況
と
火
花
を
散
ら
し
な
が
ら
、
め
い
っ
ぱ
い
生
き
輝
い
た
人
々
の
固

有
の
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
い
中
国
の
歴
史
を
「
今
、
こ
こ
に
」、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
い
き
い
き
と
蘇
ら
せ
、

浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
に
ま
さ
る
喜
び
は
な
い
。

　　

こ
う
し
た
「
中
国
人
物
伝
」
第
Ⅰ
巻
に
あ
た
る
本
書
は
、「
乱
世
の
生
き
ざ
ま

―
春
秋
戦
国
時
代
」
と
「
統
一
王
朝
の

光
と
影
―
秦
・
漢
」
の
二
部
構
成
を
と
る
。

　

神
話
・
伝
説
の
時
代
は
さ
て
お
き
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
中
国
に
お
い
て
現
存
が
確
認
さ
れ
る
最
古
の
王
朝
は
殷い

ん（
前
一
七
〇

〇
頃
―
前
一
一
〇
〇
頃
）だ
が
、
殷
は
、
暴
君
の
代
名
詞
と
さ
れ
る
最
後
の
天
子
紂ち
ゅ
うの
と
き
に
、
周し
ゅ
うの
武ぶ

王
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
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武
王
の
立
て
た
周
王
朝（
西せ
い

周し
ゅ
うは

前
一
一
〇
〇
頃
―
前
七
七
一
、
東と
う

周し
ゅ
うは

前
七
七
〇
―
前
二
五
六
）は
紀
元
前
七
七
一
年
、
い
っ
た
ん

滅
亡
す
る
が
、
紀
元
前
七
七
〇
年
、
そ
の
命
脈
を
継
い
だ
東
周
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
東
周
の
政
権
基
盤
は
弱
く
、
各
地

に
依
拠
す
る
諸
侯
が
自
立
し
覇
権
を
争
う
春
秋（
前
七
七
〇
―
前
四
〇
三
）・
戦
国（
前
四
〇
三
―
前
二
二
二
）の
乱
世
と
な
る
。

　

本
書
は
こ
の
春
秋
戦
国
の
乱
世
を
も
っ
て
開
幕
す
る
。
第
一
部
「
乱
世
の
生
き
ざ
ま

―
春
秋
戦
国
時
代
」
で
は
、
ま
ず

春
秋
時
代
に
あ
い
つ
い
で
覇
権
を
に
ぎ
っ
た
「
春
秋
五ご

覇は

」、
す
な
わ
ち
斉せ

い

の
桓か

ん

公
、
晋し

ん

の
文ぶ

ん

公
、
楚そ

の
荘そ

う

王
、
宋そ

う

の
襄

じ
ょ
う

公
、

秦し
ん

の
穆ぼ
く

公
の
五
人
の
軌
跡
を
た
ど
り
、
つ
い
で
南
の
大
国
呉ご

と
越え
つ

の
せ
め
ぎ
あ
い
の
渦
中
で
、
壮
絶
な
死
を
遂
げ
た
伍ご

子し

胥し
ょ

を
「
復
讐
の
鬼
と
し
て
」
の
項
で
、
つ
づ
く
「
伝
説
の
美
女
」
の
項
に
お
い
て
、
越
出
身
の
美
女
西せ

い

施し

を
と
り
あ
げ
た
。

　

政
治
的
に
は
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
春
秋
戦
国
の
乱
世
は
反
面
、
中
国
思
想
の
黄
金
時
代
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
ま
ず
「
放
浪
す
る
知
の
巨
人
」
の
項
に
お
い
て
、
春
秋
時
代
の
後
半
に
出
現
し
た
儒じ

ゅ

家か

思
想
の
祖
孔こ
う

子し

を
と
り
あ
げ
、

そ
の
言
行
録
『
論
語
』
に
即
し
つ
つ
、
孔
子
の
稀
有
の
生
涯
と
思
想
の
あ
り
か
た
を
探
っ
た
。
つ
い
で
「
隠
者
列
伝
」
の
項

に
お
い
て
、
儒
家
の
対
極
に
位
置
す
る
道ど

う

家か

思
想
の
祖
、
老ろ
う

子し

と
荘そ
う

子し

を
中
心
と
す
る
隠
者
の
系
譜
を
た
ど
り
、
さ
ら
に

「
諸
子
百
家
の
時
代
」
の
項
に
お
い
て
、
孟も

う

子し

、
荀じ
ゅ

子ん
し

、
韓か
ん

非ぴ

子し

な
ど
、
戦
国
時
代
に
輩
出
し
た
多
種
多
様
の
思
想
家
の
生

き
か
た
と
考
え
か
た
の
特
色
を
見
た
。

　

時
代
が
春
秋
か
ら
戦
国
に
入
る
と
、
ま
す
ま
す
乱
世
状
況
が
過
熱
す
る
が
、
や
が
て
「
戦
国
七し

ち

雄ゆ
う

」
と
呼
ば
れ
る
韓か
ん

、
魏ぎ

、

趙ち
ょ
う、
斉せ
い

、
燕え
ん

、
楚そ

、
秦し
ん

の
七
国
に
収
斂
さ
れ
る
。
戦
国
末
期
に
な
る
と
、
こ
の
う
ち
秦
が
強
大
と
な
り
、
他
の
六
国
の
脅
威

の
的
と
な
る
。
こ
う
し
た
国
際
情
勢
の
も
と
、
各
国
を
股
に
か
け
て
弁
舌
を
ふ
る
っ
た
蘇そ

秦し
ん

や
張ち
ょ

儀う
ぎ

を
は
じ
め
と
す
る
遊
説

家
の
軌
跡
を
、「
戦
国
の
エ
ト
ス
の
体
現
者
」
の
項
に
お
い
て
追
跡
し
た
。
ま
た
、「
恐
る
べ
き
テ
ロ
リ
ス
ト
た
ち
」
の
項
に

お
い
て
、
滅
び
ゆ
く
六
国
の
最
後
の
抵
抗
を
象
徴
す
る
刺し

客か
く

荆け
い

軻か

を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
す
る
、
春
秋
戦
国
の
刺
客
五
人
の

鮮
烈
な
姿
を
、『
史
記
』
刺
客
列
伝
に
そ
い
つ
つ
描
出
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
第
一
部
の
末
尾
に
は
、
王
者
に
ま
さ
る
力
を
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も
ち
、
や
は
り
国
境
を
越
え
て
活
躍
し
た
「
戦
国
四し

君く
ん

」、
斉
の
孟も

う

嘗し
ょ

君う
く
ん、

趙
の
平へ

い

原げ
ん

君く
ん

、
魏
の
信し

ん

陵り
ょ

君う
く
ん、

楚
の
春し

ゅ

申ん
し

君ん
く
んの

動
き
を
追
っ
た
「
国
境
を
越
え
た
貴
人
」
の
項
を
配
し
、
波
瀾
万
丈
の
大
乱
世
、
春
秋
戦
国
時
代
に
生
き
た
人
物
群
像
の
結

び
と
し
た
。

　　

春
秋
戦
国
の
大
乱
世
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
は
、
剛
腕
の
大
政
治
家
、
秦
の
始し

皇
帝
で
あ
る
。
本
書
第
二
部
「
統
一
王
朝

の
光
と
影

―
秦
・
漢
」
は
、
空
前
の
大
帝
国
秦
を
立
て
た
こ
の
始
皇
帝
を
皮
切
り
と
し
、「
狂
気
の
不
滅
願
望
」
の
項
に

お
い
て
、
想
像
を
絶
す
る
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
飽
く
こ
と
な
き
不
滅
願
望
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
合
わ
せ
て
「
冷
血

の
丞
相
の
運
命
」
の
項
に
お
い
て
、
始
皇
帝
の
懐
刀
だ
っ
た
丞
相
李り

斯し

の
か
り
そ
め
の
栄
光
か
ら
悲
惨
な
末
路
へ
の
経
緯
を

見
た
。

　

紀
元
前
二
一
〇
年
、
皇
帝
と
な
っ
て
か
ら
十
二
年
目
に
始
皇
帝
が
死
去
し
た
後
、
秦
王
朝
は
た
ち
ま
ち
内
部
崩
壊
し
は
じ

め
、
こ
れ
と
と
も
に
各
地
で
反
乱
が
勃
発
、
ま
た
た
く
ま
に
中
国
全
土
に
騒
乱
状
態
が
広
が
っ
た
。
こ
の
戦
乱
の
た
だ
な
か

か
ら
、
や
が
て
項こ

う

羽う

と
劉
り
ゅ
う

邦ほ
う（

漢
の
高
祖
）と
い
う
二
人
の
英
雄
が
浮
か
び
あ
が
り
、
壮
絶
な
漢
楚
の
戦
い
の
果
て
に
、
劉
邦

が
項
羽
に
打
ち
勝
ち
、
紀
元
前
二
〇
二
年
、
漢
王
朝（
前
漢
は
前
二
〇
二
―
後
八
、
後
漢
は
二
五
―
二
二
〇
）を
立
て
、
全
土
を
統

一
す
る
に
至
る
。「
遊
俠
無
頼
の
リ
ー
ダ
ー
」
の
項
で
は
、
も
と
遊
俠
の
劉
邦
が
秦
末
、
社
会
に
み
な
ぎ
っ
て
い
た
反
逆
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
結
集
し
組
織
化
し
て
、
ラ
イ
バ
ル
に
打
ち
勝
ち
皇
帝
に
の
し
あ
が
る
顚
末
を
た
ど
っ
た
。
劉
邦
を
祖
と
す
る

漢
王
朝
は
、
彼
の
妻
呂り

ょ

后こ
う

を
嚆こ
う

矢し

と
し
て
、
女
性
が
大
い
な
る
影
響
力
を
も
っ
た
王
朝
で
あ
り
、
下
層
か
ら
高
み
に
急
上
昇

し
た
者
も
少
な
く
な
い
。「
女
た
ち
の
漢
王
朝
」
の
項
で
は
、
こ
う
し
た
女
性
た
ち
が
時
代
を
活
性
化
し
、
や
が
て
は
禍

わ
ざ
わ
いを

及
ぼ
す
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
追
跡
し
、
女
性
た
ち
の
側
か
ら
漢
王
朝
の
興
亡
を
照
射
し
た
。
ま
た
、「
遊
俠
列
伝
」
の
項

で
は
、
も
と
遊
俠
の
劉
邦
が
立
て
た
王
朝
ら
し
く
、
漢
代
の
前
半
に
は
、
個
人
的
道
義
に
あ
ふ
れ
た
毅
然
た
る
遊
俠
が
存
在
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し
、
社
会
を
裏
側
か
ら
支
え
た
様
相
を
、『
史
記
』
遊
俠
列
伝
を
素
材
と
し
な
が
ら
た
ど
っ
て
み
た
。

　

漢
王
朝
は
第
七
代
皇
帝
の
武ぶ

帝（
前
一
四
一
―
前
八
七
在
位
）の
時
代
に
絶
頂
期
を
迎
え
る
。
武
帝
は
内
政
面
で
は
、
儒
家
思

想
を
軸
と
す
る
政
治
体
制
を
と
と
の
え
て
人
材
を
登
用
し
、
外
政
面
で
は
、
そ
れ
ま
で
懐
柔
策
を
と
り
つ
づ
け
て
き
た
北
方

異
民
族
匈き

ょ

奴う
ど

と
戦
っ
て
こ
れ
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
匈
奴
と
の
戦
い
に
お
い
て
、
大
活
躍
し
た
の
は
歌

手
出
身
の
衛え

い

皇
后
の
弟
衛え

い

青せ
い

、
甥
の
霍か

く

去き
ょ

病へ
い

で
あ
る
。
文
武
両
面
の
人
材
を
積
極
的
に
登
用
し
て
版は

ん

図と

を
広
げ
、
漢
王
朝
を

絶
頂
期
に
導
い
た
武
帝
も
晩
年
、
公
私
両
面
に
わ
た
っ
て
衰
え
が
め
だ
つ
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
と
と
も
に
漢
王
朝
そ
の
も
の

も
下
降
へ
と
向
か
い
は
じ
め
る
。「
絶
頂
期
の
専
制
者
」
の
項
目
で
は
、
こ
の
武
帝
の
繁
栄
か
ら
没
落
へ
の
軌
跡
を
た
ど
っ

た
。

　

輝
け
る
武
帝
の
時
代
に
は
、
政
治
や
軍
事
に
す
ぐ
れ
た
人
材
の
み
な
ら
ず
、
ユ
ニ
ー
ク
な
学
者
、
傑
出
し
た
文
人
や
歴
史

家
も
ま
た
次
々
に
出
現
し
た
。
そ
の
う
ち
、「
博
識
を
誇
っ
た
「
滑
稽
」」
の
項
に
お
い
て
、
武
帝
の
宮
廷
で
道
化
に
身
を
や

つ
し
た
東と

う

方ほ
う

朔さ
く

、「
恋
に
生
き
た
宮
廷
文
人
」
の
項
に
お
い
て
、
武
帝
に
愛
さ
れ
た
漢
代
き
っ
て
の
文
学
者
司し

馬ば
し

相ょ
う

如じ
ょ

、「
怨

念
の
大
歴
史
家
」
の
項
に
お
い
て
、
司
馬
相
如
と
対
照
的
に
、
武
帝
の
逆げ

き

鱗り
ん

に
触
れ
て
宮き
ゅ

刑う
け
いに
処
せ
ら
れ
、
発
憤
し
て
『
史

記
』
を
著
し
た
大
歴
史
家
の
司し

馬ば

遷せ
ん

を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
の
軌
跡
を
た
ど
っ
た
。

　

武
帝
の
晩
年
か
ら
下
降
へ
と
向
か
い
は
じ
め
た
漢
王
朝
は
、
第
十
一
代
皇
帝
の
元げ

ん

帝（
前
四
九
―
前
三
三
在
位
）、
第
十
二
代

目
の
皇
帝
成せ

い

帝（
前
三
三
―
前
七
在
位
）の
時
代
に
な
る
と
、
衰
え
る
一
方
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
元
帝
の
皇
后
の
王お
う

氏（
元
后
。

成
帝
即
位
後
は
元
太
后
）の
一
族
が
勢
力
を
つ
よ
め
、
や
が
て
そ
の
う
ち
の
一
人
、
王お
う

莽も
う（

元
太
后
の
甥
）が
主
導
権
を
に
ぎ
り
、

手
を
替
え
品
を
替
え
て
術
数
を
弄
し
た
あ
げ
く
、
西
暦
八
年
、
漢
王
朝
を
亡
ぼ
し
て
新し

ん

王
朝（
八
―
二
三
）を
立
て
た
。
し
か

し
、
王
莽
は
時
代
錯
誤
の
復
古
主
義
者
で
あ
っ
た
た
め
、
行
政
機
構
は
た
ち
ま
ち
大
混
乱
に
お
ち
い
り
、
社
会
不
安
も
激
化

し
て
、
赤せ

き

眉び

の
乱
や
緑り
ょ

林く
り
んの
乱
な
ど
民
衆
反
乱
が
勃
発
、
こ
れ
と
連
動
し
て
漢
王
朝
の
一
族
で
あ
る
豪
族
も
反
旗
を
ひ
る
が
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え
す
に
至
る
。
か
く
て
、
こ
の
激
動
の
渦
中
で
、
王
莽
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。「
頭
で
っ
か
ち
の
偽
善
者
」
の
項
で
は
、
こ

の
王
莽
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
奇
怪
な
軌
跡
を
追
跡
し
つ
つ
、
漢
王
朝
の
終
幕
を
描
い
た
。

　

王
莽
の
滅
亡
後
、
主
導
権
を
と
っ
た
の
は
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
豪
族
勢
力
だ
っ
た
。
や
が
て
こ
の
豪
族
勢
力
の
な
か
か

ら
、
南な

ん

陽よ
う

の
劉
氏
一
族
の
劉
り
ゅ
う

秀し
ゅ
うが

前
面
に
立
ち
現
れ
て
、
残
存
す
る
種
々
の
反
乱
勢
力
を
抑
え
こ
み
、
こ
れ
を
吸
収
し
て
後

漢
王
朝
を
立
て
即
位（
光こ
う

武ぶ

帝
。
二
五
―
五
七
在
位
）、
新
し
い
時
代
を
切
り
開
い
て
ゆ
く
。
光
武
帝
は
名
君
で
あ
り
、
柔
じ
ゅ
う

道ど
う（

穏

や
か
な
や
り
か
た
）を
統
治
の
基
本
方
針
と
し
た
た
め
、
前
漢
末
の
混
乱
や
戦
乱
で
疲
弊
し
た
社
会
は
ゆ
る
や
か
に
回
復
し
て

ゆ
く
。「「
柔
道
」
を
も
っ
て
治
め
る
」
の
項
で
は
、
こ
の
光
武
帝
の
軌
跡
を
た
ど
っ
た
。
な
お
、
第
二
部
の
末
尾
に
付
し
た

「「
虎
穴
」
に
入
っ
た
つ
わ
も
の
」
は
、
対
外
的
に
消
極
策
を
と
り
つ
づ
け
た
後
漢
に
お
い
て
、
例
外
的
に
西せ
い

域い
き

に
勇
名
を
と

ど
ろ
か
し
た
班は

ん

超ち
ょ
うの
姿
を
寸
描
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

春
秋
戦
国
か
ら
後
漢
ま
で
ほ
ぼ
千
年
の
時
の
流
れ
の
な
か
で
、
古
代
中
国
は
揺
れ
つ
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
様
相
を
大
き
く

変
え
て
い
っ
た
。
変
わ
り
つ
づ
け
る
時
代
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
主
役
と
し
て
あ
る
い
は
脇
役
と
し
て
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ

た
人
々
は
何
を
求
め
、
い
か
に
生
き
死
ん
だ
か
。
本
書
が
、
は
る
か
な
歴
史
の
か
な
た
か
ら
、
立
ち
あ
が
っ
て
く
る
彼
ら
の

姿
を
可
能
な
か
ぎ
り
、
あ
り
あ
り
と
映
し
だ
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
、
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。
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春
秋
五
覇
　
諸
侯
同
盟
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち

　
紀
元
前
十
二
世
紀
、
殷い
ん

王
朝
を
滅
ぼ
し
て
成
立
し
た
周
し
ゅ
う（

西せ
い

周し
ゅ
う）王
朝
は
い
っ
た
ん
滅
び
る
が
、
紀
元
前
七
七
〇
年
、
平へ
い

王

が
洛ら

く

邑ゆ
う

に
遷
都
し
た
の
を
境
に
、
東
と
う
し

周ゅ
う

王
朝（
前
七
七
〇
―
前
二
五
六
）と
な
る
。
し
か
し
、
東
周
の
政
権
基
盤
は
弱
く
、
各
地

に
依
拠
す
る
諸
侯
が
自
立
し
て
み
る
み
る
勢
い
を
増
し
、
入
り
乱
れ
て
覇
権
を
争
う
春

し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

時
代（
前
七
七
〇
―
前
四
〇
三
）へ

と
突
入
す
る
。

　
三
百
数
十
年
に
わ
た
っ
た
春
秋
の
乱
世
に
お
い
て
、
東
周
王
朝
を
保
護
す
る
建
前
を
と
り
な
が
ら
、
諸
侯
を
集
め
て
会か

い

盟め
い

（
諸
侯
が
会
合
し
て
盟
約
を
結
ぶ
こ
と
）を
開
き
、
諸
侯
同
盟
の
リ
ー
ダ
ー
す
な
わ
ち
「
覇は

者し
ゃ

」
と
な
っ
た
人
物
が
五
人
い
る
。
い

わ
ゆ
る
春
秋
五ご

覇は

で
あ
る
。
春
秋
五
覇
の
数
え
か
た
に
は
諸
説
あ
り
、
斉せ
い

の
桓か
ん

公（
前
六
八
五
―
前
六
四
三
在
位
）、
晋し
ん

の
文ぶ
ん

公

（
前
六
三
六
―
前
六
二
八
在
位
）、
楚そ

の
荘そ
う

王（
前
六
一
三
―
前
五
九
一
在
位
）、
宋そ
う

の
襄
じ
ょ
う

公（
前
六
五
〇
―
前
六
三
七
在
位
）、
秦し
ん

の
穆ぼ
く

公

（
繆ぼ
く

公
と
も
い
う
。
前
六
五
九
―
前
六
二
一
在
位
）の
五
人
と
す
る
説
、
あ
る
い
は
襄
公
・
穆
公
の
か
わ
り
に
、
呉ご

王
夫ふ

差さ

（
前
四
九

五
―
前
四
七
三
在
位
）と
越え
つ

王
句こ
う

践せ
ん（

前
四
九
七
―
前
四
六
五
在
位
）を
入
れ
る
説
な
ど
が
あ
る
。

　「
管
鮑
」
に
支
え
ら
れ
て
　

―
　

斉
の
桓
公

　
春
秋
五
覇
の
筆
頭
に
数
え
ら
れ
る
斉
の
桓
公
は
、
は
げ
し
い
後
継
者
争
い
の
あ
げ
く
、
斉
の
支
配
者
に
な
っ
た
人
物
で
あ
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る
。
ち
な
み
に
、
斉
は
周
王
朝
創
設
の
元
勲
、
太た
い

公こ
う

望ぼ
う

呂り
ょ

尚し
ょ
うを

始
祖
と
す
る
国
で
あ
り
、
首
都
は
臨り
ん

淄し

（
山
東
省
淄し

博は
く

市
北
東
）

に
置
か
れ
て
い
た
。

　
桓
公
は
本
名
を
小し

ょ

白う
は
くと

い
い
、
斉
の
第
十
四
代
の
君
主
、
襄
じ
ょ
う

公（
前
六
九
七
―
前
六
八
六
在
位
）の
弟
に
あ
た
る
。
襄
公
は
魯ろ

の
君
主
に
嫁
い
だ
実
妹
と
深
い
関
係
を
つ
づ
け
る
一
方
、
臣
下
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
約
束
違
反
す
る
な
ど
、
公
私
と
も
に

乱
れ
た
性
格
異
常
者
だ
っ
た
。
そ
ん
な
兄
襄
公
の
危
害
を
被
る
こ
と
を
恐
れ
、
上
の
弟
の
糾き

ゅ
うと

下
の
弟
の
小
白
は
そ
れ
ぞ
れ

斉
を
脱
出
し
、
糾
は
魯
に
、
小
白
は
斉
に
近
い
莒き

ょ

と
い
う
小
国
に
逃
げ
こ
む
。
糾
と
小
白
は
異
母
兄
弟
で
あ
り
、
糾
の
ほ
う

は
母
が
魯
の
公
女
だ
っ
た
た
め
、
母
の
祖
国
に
逃
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
糾
を
輔
佐
し
た
の
が
管

か
ん
ち

仲ゅ
う（

？
―
前
六
四
五
）と

召し
ょ

忽う
こ
つ、
小
白
を
輔
佐
し
た
の
が
鮑ほ
う

叔し
ゅ
く（

生
没
年
不
詳
）だ
っ
た
。

　
糾
と
小
白
が
逃
亡
し
た
後
、
斉
に
内
乱
が
起
こ
る
。
か
く
て
紀
元
前
六
八
六
年
、
襄
公
の
従
兄
弟
の
公こ
う

孫そ
ん

無む

知ち

が
ク
ー
デ

タ
を
起
こ
し
て
襄
公
を
殺
害
、
み
ず
か
ら
君
主
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
公
孫
無
知
は
殺
さ
れ
、
糾
と
小
白
に
チ
ャ

ン
ス
が
め
ぐ
っ
て
く
る
。
先
手
を
打
っ
た
の
は
莒
に
い
た
小
白
の
ほ
う
だ
っ
た
。
い
ち
は
や
く
帰
国
し
即
位
し
た
小
白
は
、

糾
を
支
援
す
る
魯
の
軍
勢
を
撃
破
し
、
け
っ
き
ょ
く
糾
は
、
小
白
す
な
わ
ち
斉
の
桓
公
の
報
復
を
恐
れ
た
魯
軍
に
よ
っ
て
殺

害
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
と
き
、
糾
の
二
人
の
輔
佐
役
の
う
ち
、
召
忽
は
自
決
す
る
が
、
管
仲
は
桓
公
に
降
伏
す
る
。
管
仲

は
か
つ
て
桓
公
を
射い

殺こ
ろ

そ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
り
、
桓
公
は
こ
れ
を
根
に
も
っ
て
管
仲
を
殺
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
輔
佐

役
の
鮑
叔
が
、
天
下
の
覇
者
と
な
る
た
め
に
は
、
な
ん
と
し
て
も
有
能
な
管
仲
の
存
在
が
必
要
だ
と
つ
よ
く
推
薦
し
、
桓
公

も
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
。
こ
う
し
て
斉
の
政
治
・
軍
事
の
責
任
者
と
な
っ
た
管
仲
は
、
桓
公
を
覇
者
に
お
し
あ
げ
る
最
大
の

功
労
者
と
な
っ
た
。

　
実
は
、
鮑
叔
と
管
仲
は
若
い
こ
ろ
か
ら
親
友
で
あ
っ
た
。
鮑
叔
は
貧
乏
だ
っ
た
管
仲
の
立
場
を
理
解
し
、
二
人
で
商
売
を

し
た
と
き
、
管
仲
が
分
け
前
を
多
く
取
っ
て
も
責
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
話
も
あ
る
。
管
仲
は
昔
の
友
情
を
忘
れ
な
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い
鮑
叔
の
お
か
げ
で
命
拾
い
を
し
た
ば
か
り
か
、
斉
政
権
の
最
高
首
脳
と
な
る
幸
運
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

　
後
年
、
管
仲
は
鮑
叔
と
の
長
い
交
友
を
ふ
り
か
え
り
、「
私
を
生
ん
で
く
れ
た
の
は
父
母
だ
が
、
私
を
真
に
理
解
し
て
く

れ
た
の
は
鮑
く
ん
だ
」（『
史
記
』
管か
ん

晏あ
ん

列
伝
）と
述
べ
、
深
い
感
謝
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
管
仲
・
鮑
叔
の
た
が
い
に
信
頼

し
あ
っ
た
友
人
関
係
を
指
し
て
「
管か

ん

鮑ぽ
う

の
交
わ
り
」
と
い
い
、
以
後
、
生
涯
を
通
じ
て
変
わ
ら
ぬ
友
人
関
係
の
代
名
詞
と
な

る
。
ち
な
み
に
、
唐
代
の
大
詩
人
杜と

甫ほ

（
七
一
二
―
七
七
〇
）は
七
言
古
詩
「
貧ひ
ん

交こ
う

行こ
う

」
の
冒
頭
四
句
に
お
い
て
、
管
鮑
の
交
わ

り
を
と
り
あ
げ
、
こ
う
歌
っ
て
い
る
。

　

翻
手
作
雲
覆
手
雨
　
　
　
手
を
翻

ひ
る
が
えせ
ば
雲
と
作な

り
　
手
を
覆
く
つ
が
えせ
ば
雨

紛
紛
軽
薄
何
須
数
　
　
　
紛
紛
た
る
軽
薄
　
何
ぞ
数
う
る
を
須も

ち

い
ん

君
不
見
管
鮑
貧
時
交
　
　
君
見
ず
や
　
管
鮑
　
貧
時
の
交
わ
り

此
道
今
人
棄
如
土
　
　
　
此
の
道
　
今き

ん

人じ
ん

　
棄
て
て
土
の
如
し

（
手
を
上
に
向
け
れ
ば
雲
と
な
り
、
手
を
下
に
向
け
れ
ば
雨
と
な
る〔
そ
の
よ
う
に
昨
今
の
人
情
は
あ
っ
と
い
う
ま
に
変
わ
っ

て
し
ま
う
〕。
そ
ん
な
軽
薄
な
輩や

か
らは

腐
る
ほ
ど
い
て
、
い
ち
い
ち
数
え
た
て
る
ま
で
も
な
い
。
見
よ
、
あ
の
管
仲
・
鮑
叔
の

貧
乏
時
代
の
交
友
を
。
こ
の
す
ば
ら
し
い
友
情
の
道
を
今
の
人
間
は
土
く
れ
の
よ
う
に
見
棄
て
て
顧
み
よ
う
と
も
し
な
い
の

だ
）

　　
管
仲
・
鮑
叔
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
関
係
は
、
人
情
紙
の
ご
と
き
今
の
世
で
は
求
め
る
べ
く
も
な
い
と
い
う
、
杜
甫
の
た

め
息
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。

　
有
能
な
管
仲
の
輔
佐
を
得
た
お
か
げ
で
、
斉
の
国
は
富
み
栄
え
、
桓
公
は
九
回
に
わ
た
っ
て
諸
侯
を
集
め
て
会
盟
を
開
き
、
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春
秋
最
初
の
覇
者
の
栄
誉
を
担
う
こ
と
が
で
き
た
。
孔
子
は
『
論
語
』
憲け
ん

問も
ん

第
十
四
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
管
仲
を
称
賛

し
て
い
る
。

　

…
…
子
曰
く
、
管
仲
、
桓
公
に
相し

ょ
うと

し
て
、
諸
侯
に
覇
た
ら
し
め
、
天
下
を
一い
っ

匡き
ょ
うす

。
民た
み

は
今
に
到
り
て
其そ

の
賜し

を
受

く
。
管
仲
、
微な

か
り
せ
ば
、
吾わ

れ
其
れ
髪か

み

を
被こ

う
むり

袵じ
ん

を
左ひ

だ
りに

せ
ん
。（
以
下
略
）

（
先
生〔
孔
子
〕は
言
わ
れ
た
。
管
仲
は
桓
公
の
宰さ
い

相し
ょ
うと
な
り
、
桓
公
を
諸
侯
の
覇
者
と
し
、
天
下
を
一
つ
の
正
し
い
基
準
に

帰き

一い
つ

さ
せ
た
。
人
々
は
今
に
至
る
ま
で
そ
う
し
た
管
仲
の
恩
恵
を
被
っ
て
い
る
。
も
し
管
仲
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
わ
れ

わ
れ
は〔
異
民
族
の
支
配
を
受
け
、
そ
の
風
俗
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
〕髪
を
ふ
り
み
だ
し
、
左
前
に
着
物
を
着
て
い
た
こ
と
で

あ
ろ
う
）

　　
孔
子
は
管
仲
よ
り
約
百
年
後
に
生
ま
れ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
孔
子
が
こ
れ
ほ
ど
管
仲
を
称
賛
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
か

に
管
仲
が
偉
大
で
あ
っ
た
か
知
れ
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。

　
桓
公
の
輔
佐
役
を
つ
と
め
る
こ
と
四
十
一
年
で
、
管
仲
は
こ
の
世
を
去
る
。
管
仲
を
失
っ
た
後
、
桓
公
は
急
速
に
衰
え
、

後
継
の
座
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
の
渦
中
で
死
去
す
る
。
管
仲
の
死
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
斉
は

内
乱
で
揺
れ
動
き
、
覇
者
と
し
て
の
力
を
失
う
に
至
る
。

　
奇
跡
の
覇
者
　

―
　

晋
の
文
公

　
斉
の
桓
公
に
つ
づ
い
て
諸
侯
同
盟
の
リ
ー
ダ
ー
、
覇
者
に
な
っ
た
の
は
晋し
ん

の
文ぶ
ん

公（
前
六
三
六
―
前
六
二
八
在
位
）、
本
名
重ち
ょ

耳う
じ

で
あ
る
。
伝
説
で
は
、
晋
の
始
祖
は
周
の
成せ
い

王
の
弟
叔し
ゅ

虞く
ぐ

で
あ
り
、
叔
虞
が
唐と
う（

山
西
省
翼よ
く

城じ
ょ
う

県
付
近
）に
封
じ
ら
れ
、
息
子
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の
燮し

ょ
うの

と
き
に
晋
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
晋
は
東
周
初
期
、
本
家
と
分
家
の
は
げ
し
い
主
導
権
争
い
の
あ
げ

く
、
分
家
が
優
位
に
た
ち
、
重
耳
の
祖
父
武ぶ

公（
前
六
七
八
―
前
六
七
七
在
位
）の
時
代
に
、
本
家
を
攻
め
滅
ぼ
し
た
。
さ
ら
に
、

重
耳
の
父
献け

ん

公（
武
公
の
息
子
。
前
六
七
六
―
前
六
五
一
在
位
）は
残
存
す
る
一
族
の
有
力
勢
力
を
根
こ
そ
ぎ
粛
清
し
、
周
辺
の
小

国
や
異
民
族
を
次
々
に
滅
ぼ
す
な
ど
し
て
猛
威
を
ふ
る
い
、
晋
は
い
っ
き
ょ
に
西
方
の
大
国
と
し
て
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
。

　
見
て
の
と
お
り
、
献
公
は
す
こ
ぶ
る
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
人
物
だ
が
、
こ
れ
が
裏
目
に
出
て
、
女
性
問
題
で
お
家
騒
動
を

お
こ
す
羽
目
に
な
る
。
西
方
異
民
族
の
驪り

じ

戎ゅ
う

を
攻
撃
し
た
さ
い
、
献
公
は
驪り

姫き

と
い
う
美
女
と
そ
の
妹
を
連
れ
帰
り
、
側
室

に
し
た
。
献
公
は
姉
の
驪
姫
を
溺
愛
し
、
や
が
て
彼
女
の
産
ん
だ
息
子
奚け

い

斉せ
い

を
太
子
に
立
て
よ
う
と
す
る
。
実
は
、
献
公
に

は
申し

ん

生せ
い

・
重
耳
・
夷い

吾ご

と
い
う
三
人
の
優
秀
な
息
子
が
あ
り
、
年
長
の
申
生
が
す
で
に
太
子
に
立
て
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

け
っ
き
ょ
く
驪
姫
の
巧
み
な
誘
導
が
功
を
奏
し
、
献
公
の
勘か

ん

気き

に
ふ
れ
て
申
生
は
自
殺
し
、
重
耳
は
異
民
族
出
身
だ
っ
た
母

の
国
の
狄て

き

に
、
夷
吾
は
梁り
ょ
うに
、
そ
れ
ぞ
れ
亡
命
し
た
。

　
献
公
の
死
後
、
内
乱
が
起
こ
る
と
、
夷
吾
は
隣
国
秦し

ん

の
支
援
を
受
け
て
帰
国
、
即
位
す
る
。
こ
れ
が
恵け
い

公（
前
六
五
〇
―
前

六
三
七
在
位
）で
あ
る
。
恵
公
は
即
位
し
て
か
ら
六
年
後
の
紀
元
前
六
四
四
年
、
兄
の
重
耳
を
恐
れ
て
狄
に
刺
客
を
送
り
暗
殺

を
は
か
っ
た
。
こ
の
情
報
を
得
た
重
耳
は
狄
を
離
れ
、
斉
の
桓
公
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
決
心
を
す
る
。

　
重
耳
は
晋
を
脱
出
し
狄
に
亡
命
し
た
と
き
、
四
十
三
歳
だ
っ
た
。
以
来
、
狄
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
十
二
年
、
恵
公
の
圧
迫

を
か
わ
す
べ
く
、
狄
を
離
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
五
十
四
歳
に
な
っ
て
い
た
。
お
家
騒
動
に
巻
き
こ
ま
れ
た
重
耳
は
ひ
た
す

ら
身
を
か
わ
し
、
逃
げ
つ
づ
け
た
わ
け
だ
が
、
そ
ん
な
彼
の
唯
一
の
救
い
は
、
趙ち

ょ

衰う
し

・
咎き
ゅ

犯う
は
んを
は
じ
め
と
す
る
有
能
な
臣
下

グ
ル
ー
プ
が
、
艱か

ん

難な
ん

辛し
ん

苦く

を
と
も
に
し
て
く
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　
重
耳
主
従
が
斉
に
到
着
し
た
二
年
目
に
、
桓
公
が
死
去
し
、
斉
の
国
内
は
混
乱
す
る
が
、
重
耳
は
依
然
と
し
て
斉
に
滞
在

し
つ
づ
け
た
。
斉
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
五
年
、
斉
の
公
女
と
結
婚
し
た
重
耳
は
も
と
も
と
権
力
欲
が
希
薄
な
人
柄
だ
っ
た
こ
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と
も
あ
っ
て
、
す
っ
か
り
安
楽
な
生
活
に
馴
れ
、
晋
へ
の
帰
国
の
意
志
を
失
っ
て
し
ま
う
。
業
を
煮
や
し
た
臣
下
グ
ル
ー
プ

は
む
り
や
り
重
耳
を
斉
か
ら
連
れ
だ
し
、
最
終
的
に
は
晋
へ
の
帰
国
を
め
ざ
す
諸
国
行
脚
に
出
発
し
た
。
こ
の
と
き
、
重
耳

の
妻
た
る
斉
の
公
女
は
臣
下
グ
ル
ー
プ
に
協
力
し
、
重
耳
を
𠮟
咤
激
励
し
て
出
発
さ
せ
た
。

　
斉
を
離
れ
た
重
耳
主
従
は
曹そ

う

・
宋そ
う

・
鄭て
い

の
国
を
経
て
、
当
時
、
め
き
め
き
と
力
を
強
め
て
い
た
南
の
大
国
楚そ

に
到
着
す
る
。

こ
の
と
き
、
楚
の
成せ

い

王（
前
六
七
一
―
前
六
二
六
在
位
）は
重
耳
を
手
厚
く
遇
し
、
こ
う
た
ず
ね
た
。「
帰
国
さ
れ
た
ら
、
何
を
も

っ
て
私
に
報
い
て
く
だ
さ
る
か
な
」。
す
る
と
、
重
耳
は
「
や
む
を
え
ず
、
君
王
と
平
野
や
湿
地
で
戦
い
を
交
え
る
こ
と
に

な
っ
た
場
合
、（
開
戦
の
前
に
）わ
が
方
の
軍
勢
を
三さ

ん

舎し
ゃ（

九
十
里
。
春
秋
時
代
の
一
里
は
四
〇
五
メ
ー
ト
ル
）退
却
さ
せ
ま
す
」
と
答

え
た
。
成
王
は
こ
の
答
え
に
満
足
し
、
重
耳
主
従
を
数
か
月
に
わ
た
っ
て
滞
在
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。

　
重
耳
主
従
が
楚
に
滞
在
し
て
い
た
間
に
、
状
況
が
急
変
す
る
。
晋
の
恵
公
す
な
わ
ち
重
耳
の
弟
夷
吾
が
病
気
に
な
っ
た
た

め
、
人
質
と
し
て
秦
に
い
た
恵
公
の
息
子
の
子し

圉ぎ
ょ

が
秦
を
脱
出
し
、
晋
に
帰
国
し
た
の
だ
。
秦
の
君
主
穆ぼ
く

公
は
不
快
感
を
つ

の
ら
せ
、
対
抗
措
置
と
し
て
楚
に
滞
在
中
の
重
耳
を
秦
に
招
聘
し
、
娘
と
結
婚
さ
せ
る
な
ど
、
手
厚
く
遇
し
た
。
紀
元
前
六

三
七
年
、
恵
公
が
死
去
し
、
子
圉（
懐か
い

公
）が
即
位
す
る
や
、
秦
の
穆
公
は
晋
に
向
け
て
軍
隊
を
出
動
さ
せ
、
重
耳
を
帰
国
さ

せ
る
。
こ
の
結
果
、
重
耳
は
十
九
年
に
お
よ
ぶ
亡
命
に
終
止
符
を
打
ち
、
晋
に
帰
国
し
て
即
位
、
懐
公
を
殺
し
て
晋
を
支
配

下
に
収
め
た
。
こ
う
し
て
逃
亡
者
重
耳
は
晋
の
文
公
に
変
身
し
た
の
で
あ
る
。
と
き
に
紀
元
前
六
三
六
年
、
重
耳
六
十
二
歳
。

　
晋
の
文
公
は
名
君
で
あ
っ
た
。
彼
は
晋
の
行
政
・
経
済
・
軍
事
の
制
度
を
と
と
の
え
て
、
国
家
基
盤
を
固
め
、
内
乱
に
揺

れ
る
東
周
王
朝
を
輔
佐
す
る
な
ど
業
績
を
積
み
、
し
だ
い
に
諸
侯
の
間
で
頭
角
を
あ
ら
わ
す
。
そ
ん
な
文
公
を
覇
者
に
お
し

あ
げ
る
契
機
に
な
っ
た
の
は
、
楚
と
の
戦
い
で
あ
る
。
紀
元
前
六
三
三
年
、
楚
は
北
へ
向
か
っ
て
軍
勢
を
進
め
、
宋
の
首
都

を
包
囲
し
た
。
こ
の
翌
年
、
宋
の
救
援
要
請
を
受
け
た
文
公
は
出
兵
し
、
秦
・
斉
・
宋
の
軍
勢
と
協
力
し
て
、
城

じ
ょ
う

濮ぼ
く（

河
南

省
濮ぼ

く

陽よ
う

県
）で
楚
軍
と
対
決
す
る
。
開
戦
に
先
だ
ち
、
文
公
は
自
軍
を
大
幅
に
後
退
さ
せ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
不
遇
時
代
、
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楚
の
成
王
と
か
わ
し
た
「
三
舎
」
の
約
束
を
守
っ
た
の
で
あ
る
。
け
っ
き
ょ
く
、
晋
・
秦
・
斉
・
宋
の
中

ち
ゅ
う

原げ
ん（

黄こ
う

河が

流
域
）連

合
軍
は
楚
軍
を
撃
破
し
、
楚
の
北
進
を
阻
止
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　「
城
濮
の
戦
い
」
に
勝
利
し
た
後
、
文
公
は
践せ

ん

土ど

（
河
南
省
鄭て
い

州し
ゅ
う

市
北
）の
地
に
王
宮
を
造
り
、
東
周
の
襄
じ
ょ
う

王
を
迎
え
て
、

斉
・
魯
・
宋
・
鄭
・
衛え

い

な
ど
諸
国
の
君
主
を
集
め
、
斉
の
桓
公
に
つ
い
で
、
春
秋
時
代
第
二
の
覇
者
と
な
る
。
覇
者
と
し
て

中
原
の
諸
国
を
ま
と
め
る
こ
と
五
年
、
紀
元
前
六
二
八
年
に
晋
の
文
公
は
死
去
し
た
。
と
き
に
七
十
歳
。
十
九
年
に
わ
た
る

亡
命
生
活
を
経
て
、
六
十
歳
を
こ
え
た
身
で
君
主
の
座
に
つ
き
、
つ
い
に
大
覇
者
と
な
っ
た
晋
の
文
公
こ
そ
、
ま
さ
に
奇
跡

の
人
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
衰
え
き
っ
た
東
周
王
朝
を
し
の
ぐ
実
力
を
有
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
天
子
を
輔
佐
し
天
下
の
安
定
に
つ
と
め
る
姿
勢
を
崩

さ
な
か
っ
た
斉
の
桓
公
と
晋
の
文
公
は
、「
斉
桓
・
晋
文
」
と
呼
ば
れ
、
以
後
、
長
ら
く
人
々
の
称
賛
・
憧し

ょ

憬う
け
いの
対
象
と
な

っ
た
。
た
と
え
ば
、『
三
国
志
』
の
英
雄
の
一
人
、
魏ぎ

の
曹そ
う

操そ
う

は
、
自
分
に
は
後
漢
王
朝
に
と
っ
て
か
わ
る
意
志
が
な
い
こ

と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
さ
い
、「
斉
桓
・
晋
文
が
現
在
ま
で
名
声
を
残
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
強
大
な
軍
事
力
を
も
っ
て
、
な

お
よ
く
東
周
王
朝
に
仕
え
た
か
ら
で
あ
る
」（「
自じ

明め
い

本ほ
ん

志し

令れ
い

」）と
、
斉
桓
・
晋
文
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。

　「
鳴
か
ず
飛
ば
ず
」
　

―
　

楚
の
荘
王

　
斉
桓
・
晋
文
に
つ
い
で
春
秋
第
三
の
覇
者
と
な
っ
た
の
は
、
楚
の
荘そ
う

王（
前
六
一
三
―
前
五
九
一
在
位
）で
あ
る
。
長
ち
ょ
う

江こ
う

中
流

域
に
依
拠
し
た
楚
は
も
と
も
と
南
方
系
の
異
民
族
の
国
で
あ
り
、
西
周
時
代
、
楚
の
君
主
の
な
か
に
は
「
我
れ
は
蛮ば

ん

夷い

（
野

蛮
人
）な
り
。
中
国
の
号ご
う

諡し

に
与あ
ず
から
ず
」
と
述
べ
て
、
周
王
朝
の
王
だ
け
が
「
王
」
を
名
の
る
慣
例
に
従
わ
ず
、
王
と
自
称

し
た
者
も
い
た
。
異
民
族
の
自
覚
と
プ
ラ
イ
ド
を
保
持
し
つ
づ
け
た
楚
は
以
後
、
中
原
の
高
度
な
文
化
を
吸
収
し
て
、
し
だ

い
に
強
大
と
な
り
、
東
周
が
弱
体
化
し
た
春
秋
時
代
に
は
、
中
原
の
諸
国
を
脅
か
す
大
勢
力
と
な
る
。
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か
く
し
て
、
紀
元
前
七
〇
六
年
、
楚
の
君
主
熊ゆ
う

通つ
う

は
先
祖
の
例
に
な
ら
い
、
み
ず
か
ら
武
王（
前
七
四
〇
―
前
六
九
〇
在
位
）

と
称
し
て
、
自
立
の
姿
勢
を
顕
示
し
た
。
亡
命
中
の
重
耳
を
礼
遇
し
、
そ
の
後
、「
城
濮
の
戦
い
」
で
敗
北
し
た
楚
の
成
王

は
こ
の
武
王
の
孫
で
あ
る
。

　
成
王
は
後
継
の
座
を
め
ぐ
る
お
家
騒
動
に
巻
き
こ
ま
れ
て
、
息
子
の
商し

ょ

臣う
し
んす

な
わ
ち
即
位
後
の
穆ぼ
く

王（
前
六
二
五
―
前
六
一

四
在
位
）の
軍
勢
に
居
城
を
包
囲
さ
れ
、
自
殺
す
る
に
至
る
。
死
の
直
前
、
成
王
は
今
生
の
名
残
に
珍
味
の
熊
の
掌
を
食
べ

た
い
と
懇
願
す
る
が
、
穆
王
は
に
べ
も
な
く
拒
否
し
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
非
情
な
穆
王
は
軍
事
的
才
能
に

は
す
ぐ
れ
、
北
へ
向
け
て
軍
勢
を
く
り
だ
し
て
小
国
を
攻
め
滅
ぼ
し
、
黄
河
南
岸
ま
で
勢
力
を
広
め
た
。

　
穆
王
が
在
位
十
二
年
で
病
死
し
た
後
、
息
子
の
侶り

ょ

が
即
位
す
る
。
こ
れ
が
楚
の
荘
王
で
あ
る
。
即
位
し
た
も
の
の
、
荘
王

は
三
年
の
間
、
酒
と
美
女
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
、
ま
っ
た
く
政
務
を
顧
み
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
業
を
煮
や
し
た
臣
下
が
、

「
あ
る
鳥
が
岡
に
い
ま
す
が
、
三
年
、
飛
ば
ず
鳴
か
ず
で
し
た
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
と
い
う
鳥
で
し
ょ
う
か
」
と
謎
を
か

け
る
と
、
荘
王
は
こ
う
答
え
た
。「
三
年
飛
ば
な
い
が
、
飛
べ
ば
天
に
至
る
だ
ろ
う
。
三
年
鳴
か
な
い
が
、
鳴
け
ば
人
を
驚

か
せ
る
だ
ろ
う
」。
時
機
を
待
っ
て
い
る
の
だ
と
、
豪
語
し
た
わ
け
だ
。
こ
れ
を
典
拠
と
し
て
、
な
り
を
ひ
そ
め
、
い
っ
こ

う
に
パ
ッ
と
し
な
い
さ
ま
を
、「
鳴
か
ず
飛
ば
ず
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
言
葉
ど
お
り
、
や
が
て
荘
王
は
素
行
を
あ
ら
た
め
、
内
政
の
充
実
に
つ
と
め
た
う
え
で
、
祖
父
や
父
の
宿
願
を
受
け

つ
い
で
北
進
を
開
始
し
、
紀
元
前
六
〇
六
年
、
東
周
の
首
都
洛ら

く

邑ゆ
う

郊
外
に
ま
で
軍
勢
を
進
め
る
。
事
と
し
だ
い
に
よ
っ
て
は
、

東
周
を
攻
め
滅
ぼ
す
こ
と
も
厭
わ
な
い
と
威
嚇
し
た
わ
け
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
東
周
の
定て

い

王
は
配
下
の
王お
う

孫そ
ん

満ま
ん

を
派
遣
し
て
、

楚
の
荘
王
を
ね
ぎ
ら
わ
せ
た
。
す
る
と
、
荘
王
は
王
孫
満
に
向
か
っ
て
、
天
子
の
象
徴
と
し
て
周
に
伝
わ
る
九
つ
の
鼎か

な
えの
大

小
軽
重
を
た
ず
ね
た
。
九き

ゅ

鼎う
て
いを
楚
に
も
っ
て
か
え
る
ぞ
、
と
い
う
恫
喝
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
王
孫
満
は
毅
然
と
し

て
、「
周
の
徳
は
衰
え
た
と
い
っ
て
も
、
天
命
は
ま
だ
改
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
鼎
の
軽
重
は
ま
だ
問
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ


