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人
は
何
処
か
ら
来

て
何
処

へ
行
く
の
か

?

人
類

が
地
球
上
に
誕
生
し
て
か
ら
今
日
ま

で
の
歴
史

に
お
い
て
、

二
〇
世
紀
と
い
う
世
紀
百
年
間

は
ま
ち
が

い
な
く
今
ま
で
の
ど
の
百

年
に
も
増
し
て
変
化
の
大
き
な
世
紀

で
あ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

更
に
は
、
次
の
百
年
間
が
、
そ
の
二
〇
世
紀
に
ま
し
て
大
き
な
変
化

の
百
年

に
な
る
だ
ろ
う
こ
と
、
こ
れ
ま
た
間
違

い
な
か
ろ
う
。
二

一

世
紀
冒
頭
の

一
年
に
起

こ
っ
た
最
近
の
事
件
は
、
大
き
な
衝
撃
を
人
々

に
与
え
た
。
文
明
の
廃
退
と
崩
壊
を
警
告
し
予
告
す
る
か
の
よ
う
に

で
あ
る
。
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
の
町
の
崩
壊

(『旧
約
聖
書
』
創
世
記
)

が
与
え
た
衝
撃
も
こ
れ
に
は
及
ぼ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
新

し
い
顔
を
見
せ
た
。
人
は
ど
こ
へ
行
く

の
か
。
行
き
先
に
は
混
沌
た

る
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
過
去
の
百
年

の
そ
の
激
し
い
変
化
に
お

い
て
、
中
国

は
世
界

で
も
最
も
変
化
の
激
し
か

っ
た
国

の

一
つ
で
あ
る
。
顧
み
る

に
、
日
本
と
中
国
両
国
の
歩
ん
だ
道
は
異
な
り
は
し
た
も

の
の
、
学

術

の
世
界
に
お
け
る
変
化
の
激
し
さ

で
は
事
態

は
同
様
な
も
の
が

あ

っ
た
。
二
〇
世
紀
、
中
国
の
上
古
史
解
明

の
領
域
で
は
、
大
き
な

波
が
二
つ
あ

っ
た
。

一
つ
は
考
古
の
波

で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
疑
古

の
波
で
あ
る
。

日
本
と
中
国
に
お
い
て
、
明
治
維
新

(
一
八
六
八
年
)
と
辛
亥
革

命

(
一
九

二

年
)
に
よ
っ
て
封
建
制
度

に
相
前
後
し
て
終
止
符
が
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打
た
れ
る
と
、
両
国
で
は
学
術

の
領
域
で
も
近
代
化
が
急
速
に
進
め

ら
れ
た
。
東
洋
史
学

の
分
野
に
お
い
て
も
近
代
化
は
急
速

に
進

み
、

中
国
古
代
史
研
究

お
よ
び
中
国
神
話

の
研
究
も

一
九

一
〇
年
頃
か
ら

三
〇
年
代
に
か
け
て
新
し

い
段
階
に
入

っ
た
。
そ
れ
は
期
せ
ず
し
て

日
中
両
国
で
相
前
後
し
て
同
じ
よ
う
な
議
論
を
生
む
結
果
を
招
来
し

た
。口

火

を
切

っ
た
の
は
、
日
本

の
明
治
四
二
年

(
一
九
〇
九
年
)
『東

洋
時
報
』
に
発
表
さ
れ
た
白
鳥
庫
吉
の
論
文

「中
国
古
傳
説

の
研
究
」

に
よ
る

い
わ
ゆ
る

「発
舜
抹
殺
論
」
で
あ

っ
た
。
こ
の
論

は
、
中
国

で
二
千
年
来
、
聖
人
と
し
て
中
国
文
化

の
礎
を
築
き
、
中
国
歴
史
開

幕
に
位
置
す
る
発
、
舜
、
禺
を
そ
れ
ぞ
れ
天

・
地

・
人

の
観
念

の
人

化
さ
れ
た
も
の
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
中
国

で
も
こ
れ
と
は

独
自
に
、
雑
誌

『古
史
辮
』

に
拠

っ
た
顧
韻
剛
、
銭
玄
同
、
胡
適
ら

に
よ
る

い
わ
ゆ
る

「疑
古
学
派
」

の
活
躍
が
見
ら
れ
た
。
『古
史
辮
』

は

一
九

二
六
年
か
ら

一
九
四

一
年
ま
で
全
七
部

(九
冊
)
が
刊
行
さ

れ
、
約

三
五
〇

の
論
文
を
掲
載
し
て
、
疑
古
学
派

の
旗
手
の
役
割
を

担

っ
た
。
論
争

は
、
顧
頷
剛

が

一
九
二
一二
年
五
月
、
雑
誌

『努
力
』

の
増
刊
号

『讃
書
雑
誌
』

に
掲
載
し
た

「銭
玄
同
に
與
え
古
史
を
論

じ
る
書
」
に
よ

っ
て
口
火
が
切
ら
れ
た
。
こ
の
手
紙
は
後
に

『古
史

辮
』
第

一
冊

(
一
九

二
六
年
)
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
夏
禺
の
信
慧
性

を
論
じ
て
、
禺

は
元
も
と
天
神
で
あ

っ
た
も

の
が
、
後
、
人
物
に
転

化
し
た
も
の
だ
と
し
、
更

に
そ
の
神

は
元
来
は
蜥
蜴
だ
と
断
じ
た
。

ま
た

「夏
禺
」
と
称

さ
れ
る
こ
と
さ
え
、
実
は
禺
は
夏
王
朝
と
は
何

の
関
係
も
持
た
な
い
神

で
あ

っ
た
と
し
た
。
顧
頷
剛
は
三
皇
五
帝
夏

ムロ
　

禺
と
列
ぶ
人
物

の
系
列
は
、
そ
の
し
ん
が
り

に
位
置
す
る
禺
を
打
倒

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ド
ミ
ノ
の
よ
う
に
全
部
倒
れ
る
と
し
て
禺

の
存

在
を
最
初
の
目
標
に
選
ん
だ
の
だ

っ
た
。
論
中
、
顧
氏
は
い
わ
ゆ
る

「古
代
累
層
加
上
説
」
を
提
出
し
て
、

こ
の
説
は
大
方
の
賛
同
を
得

た
。
説
は
、
古
代
が
古
け
れ
ば
古

い
ほ
ど
、

そ
の
古
代
に
関
す
る
説

は
歴
史
的
に
新
し
く
作
ら
れ
た
も
の
で
、
先
秦
か
ら
漢
代
に
か
け
て

後
か
ら
前
の
説

の
上

に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い

っ
た
と
し
た
。
か
く
て

二
千
年
来
、
中
国
史
上
に
君
臨
し
て
封
建
制
度
と
社
会
を
支
え
る
役

割
を
担

っ
て
き
た
聖
人
の
存
在
自
体
が
根
本

か
ら
否
定
さ
れ
る
事
態

が
招
来
し
た
。
尭
舜

の
存
在
は
否
定
さ
れ
、
代
わ
っ
て
神
話
上

の
神

が
先
行
し
、
そ
れ
が
歴
史
に
転
化
し
た
と
す

る
認
識
が
広
ま

っ
て
い

き
、
そ
れ
が
学

の
主
流

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
認
識

の
普

及
は
日
本
で
も
同
様

で
あ

っ
た
。
私
が
先
師
倉
石
武
四
郎
先
生

の
講

義
を
受
講
し
た
時
も
講
義
は
こ
う
し
た
内
容

で
あ
っ
た
。
講
義

の
内

　　
　

容
は
後
、
先
生
の

『中
国
文
学
講
話
』
(
一
九
六
八
年
)
と
い
う
形
と

な

っ
て
収
ま

っ
て
い
る
が
、
冒
頭

の
章

「神

話
の
世
界
」
に
は
次

の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

今
か
ら
五
十
年
ほ
ど
ま
え
、
わ
た
し
が
第

一
高
等
学
校
に
入
学

し
た
ば
か
り
の
こ
と

(大
正
四
年

〔
一
九

一
五
年
〕
頃

"
引
用
者

付
記
)、
一
年
生

の
東
洋
史
は
箭
内
亙
先
生

で
し
た
が
、
こ
の
先
生

が
、
東
洋
史

の
は
じ
め
に
、
尭

・
舜
な
ど
と
い
う
帝
王
た
ち
は
実
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在
の
人
物
で
は
な
く
て
後
世

の
つ
く
り
話
だ
と
講
義
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
ク
ラ
ス
の
な
か
に
い
た
中
国

の
留
学
生
が
突
然
た
ち

あ
が
り
、
血
相
か
え
て

「先
生
!

尭
舜
ア
リ

マ
ス
」
と
い
っ
て

抗
議

し
た
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

元
来

、
尭

・
舜

・
禺
が
実
在

の
人
物

で
な
い
と
い
う
の
は
白
鳥

庫
吉

先
生
の
創
見
で
、
尭

に

つ
い
て
は

『尚
書
』
「尭
典
」
の
な
か

に
天
文
を
観
測
し
た
記
事

が
あ
る
か
ら
こ
れ
は

「天
」
を
意
味
し
、

お
な
じ
く

『尚
書
』

の

「禺
貢
」
で
は
禺
が
地
理
を
の
べ
て
い
る

か
ら
禺
は

「地
」
を
意
味
す

る
。
そ
し
て
尭
典

の
な
か
で
舜
は
人

の
道

を
お
さ
め
て
い
る
か
ら

「人
」
を
意
味
し
、
つ
ま
り
尭
と
禺

と
舜

で

「天

・
地

・
人
」
の
思
想
を
擬
人
化
し
た
も
の
だ
と
い
わ

れ
、
そ
れ
が
箭
内
先
生
は
じ
め
少
壮
学
者
に
支
持
さ
れ
た
わ
け
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
学
説
は
当
時
の
漢
学
者
か
ら
み
ま
す
と
、
「ま

こ
と

に
け
し
か
ら
ん
」
と
い
う
わ
け
で
、
そ
の
論
争
か
ら
二
十
年

に
わ
た

っ
て
学
界
を
さ
わ
が
し
ま
し
た
。漢
学
者
先
生
た
ち
が
尭

・

舜
を
抹
殺
さ
れ
て
は
と
い
っ
て
論
議
さ
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
中

国
の
留
学
生
が

「先
生

!

尭
舜

ア
リ

マ
ス
」
と

い
っ
た
の
と
、

ほ
ぼ

お
な
じ
心
境
で
、
今
か
ら
お
も
う
と
ほ
ほ
え
ま
し
い
と
さ
え

思
わ
れ
ま
す
。

尭
と
禺
と
舜
が

「天

・
地

・
人
」

の
擬
人
化
だ
と
い
う
こ
と
に

は
、
当
時
か
ら
漢
学
者

で
な
く
と
も
相
当
に
反
論
が
あ
り
、
も
ち

ろ
ん
、
そ
う
と
は
き
め
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
が
伝
説
ま
た
は
神

話
的
な
人
物
だ
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
今
日
ほ
と
ん
ど
、
う

た

が

う

も

の
が

な

く

な

り

ま

し

た

。

こ
の
文
章
を
読
む
と
、
当
時
の
雰
囲
気
も

う
か
が
え
て
た
い
へ
ん

面
白

い
。
か

つ
、
こ
う
し
た
尭
舜
禺

の
神
話
人
物
論

つ
ま
り
非
歴
史

実
在
論
の
普
及
が
い
か
に
浸
透
し
て
い
た
か
が
充
分
察
知
さ
れ
よ
う
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
倉
石
先
生
に
止
ま
る
も
の
で
は
な

い
。
後

で
も

一

部
紹
介
す
る
が
、
わ
た
し
の
先
師
、
藤
堂
明
保
先
生
、
赤
塚
忠
先
生

は
じ
め
、
学
界
あ
げ

て
こ
う
し
た
論
が
講
義

で
も
論
著

で
も
説
か
れ

て
い
て
、
そ
れ
以
外

に
は
考
え
ら
れ
な
い
と

い
う

の
が
当
時
我
々
学

生

の
実
情

で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
わ
た
く
し
自
身
も
大
学

の
教
員
に

な

っ
た
後
、
自
分
の
大
学
で
の
講
義

に
際
し

て
は
当
然

こ
の
線
で
の

講
義
を
行
な

っ
て
き
た
。
先
師

の
世
代
は
い
わ
ず
も
が
な
、
次
の
世

代
、
更

に
次

の
世
代
の
人
々
も
前
世
代
か
ら

の
教
育
よ
ろ
し
く
、
ほ

と
ん
ど
例
外
な
く
そ
う
し
た
考
え
を
抱
い
て

い
た
と
言
え
る
。
だ
か

ら
現
在

の
著
書

で
も
こ
う
し
た
考
え
は
、
手

を
か
え
品
を
か
え
様
々

な
形

で
受
け
継
が
れ
て
お
り
、

い
ま
だ
に
広

い
普
及
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
が
常
識
だ
と
考
え
る
人
士
は
後
を
絶
た
な

い
。

一
方
、
当
初
、

一
部
、
学
術
的
観
点
に
立

つ
、
日
本

で
は
林

泰
輔
、
中
国
で
は
劉
接

黎
、
胡
奎
人
ら
に
よ
る
強
力
な
反
論
も
行
な
わ
れ
は
し
た
も

の
の
、

封
建
制
に
反
対
す
る
知
識
人

の
中

で
の
全
体

的
な
潮
流
か
ら
す
れ
ば
、

必
ず
し
も
大
勢
を
動
か
す
力
に
は
な
り
得
な
か

っ
た
も
の
の
よ
う
で

あ

っ
た
。
し
か
し
、
神
話
が
先
行
す
る
と
な

る
と
、
中
国
先
史
時
代
、

い
わ
ゆ
る
上
古
史
の
歴
史
の
実
相

は
い
か
な

る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
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と
い
う
問

い
掛
け
も
実
は
無
視
し
得
ぬ
も

の
で
は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

考
古

の
波
と
疑
古

の
波
と
は
始
め
は
互
い
に
補
う
か
の
よ
う
に
見

え
た
が
、
結
局
、
特
に
二
〇
世
紀

の
後
半
に
お
い
て
、
疑
古

の
波

は

考
古

の
波
に
よ

っ
て
次
第
に
打
ち
消
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
の

で
あ
る
。

一
九

二
〇
年
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
中
国
の
神
話
に

つ
い

て
、
そ

の
他
様
々
な
議
論
が
提
起
さ
れ
た
。
魯
迅

・
胡
適
は
中
国
の

神
話
は
貧
困
だ
と
し
、
そ
の
神
話
貧
困
の
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
か
の

問
題
を
提
起
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
茅
盾
は
、
中
国
神
話
は
本
来

貧
困
で
は
な
か

っ
た
と
し
た
。
そ
の
豊
富
で
あ
っ
た
神
話
が
後
世
に

残
ら
な

い
で
貧
困
と
な

っ
た
原
因
は
、
も
と
も
と
の
神
話
が
歴
史
化

さ
れ
て
、
神
話
中

の
神

は
歴
史
上

の
人
物
に
変
わ

っ
た
た
め
だ
と
し

た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
認
識
が
、
広
く
学
界
の
定
説
と
な

っ
て
い

き
か
つ
ま
た
社
会

の
常
識

に
と
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
、
前
記
疑
古
派

の
影
響

と
軌
を
同
じ
く
し
た
。

こ
れ
ら
論
に

一
歩
立
ち
入

っ
て
見
て
み
る
に
、
ま
ず
、
魯
迅

『中

ムヨ
　

國
小
説
史

略
』
(
一
九

二
一二
年
)
で
は
、
中
国
の
神
話
が
零
細
な
も
の

し
か
存
在

し
な
い
そ
の
理
由
は
二
説
あ
る
と
し
、

一
つ
は
、
華
土
の

民
は
黄

河
流
域
に
居
住
し
て
い
た
が
、
天

の
恵
み
に
乏
し
く
、
生
活

が
き
び
し
か

っ
た
た
め
、
実
際
を
重
ん
じ
幻
想
を
退
け
、
更
に
は
、

古

い
伝

承
を
集
め
て
集
大
成
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か

っ
た
。
二

つ

は
、
孔

子
が
出
て
以
来
、
修
身

・
斉
家

・
治
国

・
平
天
下
等

の
実
用

を
も

っ
て
教
と
し
、
鬼
神

に
つ
い
て
語
ろ
う
と
は
し
な
か

っ
た
。
太

古
の
荒
唐
無
稽
な
話
は
、
儒
者
に
よ

っ
て
口

に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
の
た
め
、
そ
の
後
に
お
い
て
そ
れ
ら
話
は
光
り
輝
き
大
を
な
す

こ

と
が
な
か

っ
た
ば
か
り
か
、
散
じ
、
消
滅
し
た
と
し
た
の
で
あ
る
。

ぼ
　

次

い
で
、
胡
適

『白
話
文
學
史
』
(
一
九
二
八
年
)
は
次

の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
物
語
り
詩

(詩
史

ep
ic
)
は
中
国
で
は
遅
れ
て
出
現

す
る
。

こ
れ
は
世
界
文
学
史
上
ま
れ
な
現
象

で
あ
る
。
中
国
古
代

の

文
学
に
は
民
謡
と
神
の
祭
り
の
歌
し
か
な
く
、
長
篇
の
故
事
詩
は
な

か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
も
と
も
と
物
語
り
詩
は
あ

っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
字

の
困
難

の
せ

い
で
記
録
さ
れ
る
こ
と
が

な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
後
世

に
流
伝
す
る
こ
と
な
く
、
流
伝
し
た
の

は
短
篇

の
仔
情
詩
だ
け
だ

っ
た
。
私

(胡
適
)
は
、
こ
の
二
説
の
内

で
前
説

(長
篇

の
物
語
り
詩
は
な
か
っ
た
と

す
る
)
に
傾
く
。
古
代

の
中
国
民
族
は
質
撲

で
想
像
力
は
余
り
豊
か
で
は
な
か

っ
た
民
族
で

あ
る
。
彼
等
は
温
帯
と
寒
帯

の
間
に
生
存
し
て
、
天
然
の
供
給
に
は

南
方
民
族

の
よ
う
な
豊
さ
は
な
い
。
彼
等

は
常
に
自
然
と
奮
闘
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、熱
帯

の
民
族
が
気
怠
る
く
椋

欄
の
樹
下

に
睡

っ
て
、

白
日
に
鬼
神
を
見
、
白
昼
に
夢
を
見
る
よ
う
な

こ
と
は
で
き
な
か

っ

た
。
そ
の
た
め

『詩
経
』

の
中

に
は
神
話
の
痕
跡
は
な
い
。
そ
こ
に

存
在
す
る

一
、
二
の
神
話
は
、
「生
民
」

「玄
鳥
」

の
感
生
物
語

の
例

の
よ
う
に
、
そ
の
中

の
人
物
は
祖
先
と
上
帝

の
み
に
過
ぎ
な
い
の
だ

と
述
べ
て
い
る
。

バ
ら
　

そ
れ
に
対
し
て
、
茅
盾

『中
國
神
話
研
究

A
B
C
』

(
一
九
二
九
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年
)
は
、
北
方
が
幻
想
に
乏
し
く
神
話
は
貧
困
だ
と
す
る
魯
迅

・
胡

適

の
考
え

に
対
し
て
異
議
を
唱
え
た
。
北
方

の
民
族
も
豊
富
な
神
話

を
創
造
し
得
る
こ
と
、
例
え
ば
北

欧
の
民
族
が
そ
う
で
あ
る
。
北
欧

の
神
話
は
南
欧

の
神
話
と
は
自
然

環
境
が
違
う
た
め
色
彩
は
異
な
る

が
、
神
話

は
豊
富
だ
、
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
茅
盾
は
、
中
国
古
代

北
方

の
民
族
が
豊
富
な
神
話
を
有

し
た
こ
と
、
ほ
ぼ
疑

い
な
い
と
し
、

こ
れ
ら
神
話
が
な
ぜ
戦
国
時
に
到

っ
て
消
滅
し
た
か
が
問
題
だ
と
し

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「天
恵
に
乏
し
く
、
生
活
も
酷
し

い
」
こ
と
は
神
話
が
消
滅
す
る
原

因

で
は
あ

り
得
な
い
こ
と
、
す

で
に
北
欧
神
話
に
よ

っ
て
証
明
ず

み

で
あ
り
、
孔
子
の

「実
用
を
教
と
為
す
」
も
、
そ
の
教
え
は
戦
国
時

に
あ

っ
て
は
未
だ
絶
対
的
な
権
威

で
は
な
く
、
北
方
神
話

の
致
命
傷

に
は
な
り
得
な
い
。
中
国
の
北
方
神
話
が
早
期
に
消
滅
し
た
の
に
は

別

に
原
因

が
あ
る
。
原
因
に
は
二

つ
あ
り
、

一
は
神
話

の
歴
史
化

で

あ
る
。
二
は
当
時
の
社
会
上
に
全

民
族

の
心
霊
を
激
動
し
て

「神
代

詩
人
」

の
生
誕
を
誘
き
起
こ
す
大
事
件
が
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

中
国
北
部

の
神
話
は
多
分
、
商
周

の
間
に
歴
史
化
が
完
全
に
行
な
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
話

の
色
彩
は
大
半
が
は
げ
落
ち
、
た
だ

「生

民
」

「玄
鳥
」

の
感
生
故
事
だ
け
が
残

っ
た
。
「神
代
詩
人
」

の
誕
生

を
誘
う
大
事
件
に
つ
い
て
は
、
周

の
武
王
伐
紺
以
後
に
は
な
く
、
穆

王

の
西
征

だ
け
が
当
時

の
全
民
族
の
心
霊
を
激
動
さ
せ
る
大
事
件
で

あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
後
に

〈神
話
〉
の

『穆
天
子
傳
』
が
で
き
た

の
だ
と
し
た
。

こ
こ
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
茅
盾

の

〈神
話

の
歴
史
化
〉

論
が
ち
ょ
う
ど
顧
頷
剛
ら
疑
古
派

の
主
張
と
表

裏

一
体
を
な
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
顧
頷
剛
ら
疑
古
派
は
茅
盾

の
神
話
論
に
よ
っ

て
裏
付
け
ら
れ
、
立
脚

の
拠
り
所
を
得
た
と
も
言
え
る
。

他
方
、
神
話
の
荒
唐
無
稽
な
話
を
合
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る

動
き
も
、
確
か
に
、
特
に
戦
国
末
期
に
存
在
す

る
。
例
え
ば
、

一
本

足

の
怪
獣

で
音
楽
に
関
連
を
持

つ

「菱
」

に
つ
い
て
の
記
録
は

『國

語
』
魯
語
、
『山
海
経
』
等
様
々
な
形

で
残
る
が
、

そ
れ
を

『韓
非

子
』
外
儲
説
左
下
で

「魯

の
哀
公
が
孔
子
に

『私
は
菱
が

一
本
足
だ

と
聞

い
て
い
る
が
、
ま
こ
と
か
。
な
ぜ
人
だ
の
に

一
本
足
な
の
か
』

と
尋
ね
た
。
孔
子
は

『尭
は

「菱
は

一
足
だ
」

と
言

っ
て
楽
正
に
つ

け
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
蔓
は

一

(
一
人
)
い
れ
ば
足
り
る
と
い
う
こ

と
で
、

一
本

の
足
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
』
と
答
え
た
」
と
あ
る
。

「
一
足
」
を

一
本

の
足
の
菱
が

「
一

(
一
人
)
で
足
り
る

(充
分
だ
)
」

と
歪

め
解
釈
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
合
理
的
説
明
と
し
よ
う
と
し
た
例

で
あ
る
。
ま
た
、
黄
帝
が
四
面
の
持
ち
主
で
、

三
百
年
生
き
た
と
あ

る
神
話

の
存
在
に
対
し
て
、
『大
戴
禮
』
五
帝
徳

で
は

「黄
帝
三
百
年

と
い
う
が
黄
帝
は
人
か
、
人
で
は
な

い
の
か
、
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
」

と
聞

い
た
宰
我
に
対
し
て
、
孔
子
が

「生
ま
れ

て
民
は
百
年

の
間
、

そ
の
利
を
得
た
。
死
ん
で
そ
の
神
を
百
年
間
恐
れ
た
。
亡
び
て
そ
の

教
え
を
用

い
る
こ
と
百
年
だ

っ
た
。
だ
か
ら
三
百
年
と
い
う
の
だ
」

と
答
え
た
と

い
う
話
を
記
録
す
る
。
両
話
と
も

に
果
た
し
て
実
際
に

孔
子
が
そ
う
言

っ
た
か
ど
う
か
は
別

に
し
て
、
孔
子
が
言

っ
た
と
い
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う
語
り
口

で
も

っ
て
の
話
と
な

っ
て
お
り
、
神
話
的
な
説
話

の
非
合

理
性
を
何

と
か
合
理
的

に
説
明
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
『　

子
』
で
、

子
貢
が

「黄
帝
は
四
面

(
四
つ
の
顔
)
だ
と
い
う
が
、
ま

こ
と
か
」

と
聞

い
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
た
、
孔
子
が

「黄
帝
は

自
分
に
合

う
者
四
人
を
選
ん
で
四
方

に
使
せ
し
め
た
。
こ
れ
を
黄
帝

は
四
面
だ
と
伝
え
た
の
だ
」
と
答
え
た
、
と
あ
る
の
も
同
様
な
例
で

あ
る
。
こ
う
し
た
神
話
の
非
合
理
性
を
何
と
か
合
理
的
説
明
を
与
え

よ
う
と
し
た
こ
の
時
期
の
動
き
が
、
儒
家
等

の
実
際
を
重
ん
じ
て
神

話
が
喪
失
す
る
原
因
を
造
成
し
た
と
す
る
論
拠
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

中
国
に
お
け
る
人
民
共
和
国
成
立
以
後
の
歴
史
学

・
考
古
学

・
甲

骨
学
に
は
、
更
に
新
し

い
展
開
が
見
ら
れ
た
。
中
国
に
お
け
る
学
界

で
の
傾
向

は
、
再
び
発
舜

の
存
在
を
必
ず
し
も
否
定
せ
ず
、
氏
族

・

部
族
連
合

の
指
導
者
と
し
て
容
認
す
る
方
向

へ
と
傾
い
て
い
っ
た
。

そ
れ
は
、

一
つ
に
は
共
和
国
成
立
以
後
、
め
ざ
ま
し
い
展
開
を
遂

げ
た
考
古
学
上
の
発
掘
発
見
の
成
果
が
前
記
疑
古
学
派

の

〈実
証
〉

を
次
第

に

一
つ
ひ
と

つ
覆
し
否
定
し
て
い
く
と
い
う
動
き
を
見
せ
た

こ
と
に
よ

る
。
ま
た

一
つ
に
は
、
歴
史
の
実
相
如
何
と
問
い
か
け
る

先

の
疑
問
が
そ
の
答
え
を
求
め
た
結
果
の
認
識

の
在
り
方
を
示
し
て

い
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
甲
骨
文

の
よ
う
に
決
定
的
な
事
件
と
し

て
起

こ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
決
定
的
に
証
明
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
だ
が
、
全
体
が
徐
々
に
そ
の
方
向

へ
と
次
第
次
第

に
大
き
く
動

い
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
を
文
献
的

に
解
明
し
立
証
す
る

こ
と

の
限
界
が
そ
こ
に
あ
る
。
歴
史
学
の
方
向
と
し
て
は
、
文
献
に

そ
の
証
拠
を
求
め
実
証
す
る
と

い
う
方
向

で
は
な
く
、
考
古
学
上

の

成
果
に
立

つ
地
域

の
個
別
文
化
を
文
献
上

の
伝
承
と
対
比
さ
せ
つ
つ

両
者
を
比
定
し
て
い
く
と
い
う
方
向
を
取

っ
て
い
る
。

考
古

の
波
の
中
で
も

っ
と
も
特
筆
す
べ
き
最
大
の
事
件
は
、
何
と

い
っ
て
も
甲
骨
文
の
発
見
お
よ
び
股
櫨

の
発
掘

で
あ
る
。
甲
骨
文

の

発
見
は

一
八
九
九
年
、
王
酪
榮

に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
、
一
九
〇
三
年
、

劉
鴉
に
よ

っ
て
最
初
の
甲
骨
文

の
拓
本

『鐵
雲

藏
亀
』
が
出
版
さ
れ

た
。
王
國
維
は
早
く
も

一
九

一
七
年
に

『股
卜

僻
中
所
見
先
公
先
王

ム　
　

考
』
、
続
い
て

『績
考
』
を
書

い
て
、
『史
記
』

股
本
紀
お
よ
び

『世

本
』
中

の
殿
王
の
系
譜
の
記
述
が
ほ
ぼ
完
全
に
甲
骨
文
記
載
に
符
合

し
て
お
り
、正
し
い
記
述

で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た

(図
表
-
参
照
)
。

一
九
二
八
年
～

一
九
三
七
年

の
中
央
研
究
院
に
よ
る
段
嘘
発
掘
お
よ

び
共
和
国
建
国
以
後
の
発
掘
に
よ

っ
て
、

=

二
の
股
王
の
大
墓
、
千

に
上
る
小
墓
が
発
掘
さ
れ
た
。
甲
骨
文
の
解
読
と
相
侯

っ
て
、
従
来
、

伝
説
的
な
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
般
代

の
姿
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
っ
た
。

甲
骨
文
字
は
数
に
し
て
お
よ
そ
約
五
千
字

の
文
字
種
数
を
数
え
る
。

内
、
解
読
さ
れ
た
も
の
は
約
三
分
の

一
の

一
千
五
百
字
弱
で
あ
る
。

未
解
読
の
大
半
は
地
名

・
人
名

の
固
有
名
詞
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
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る
。
文
字

構
成

の
六
書

の
観
点
か
ら
見
て
も
会
意

・
形
声

・
假
借
が

多
数
を
占

め
、
甲
骨
文
は
す
で
に
高
度

の
発
達
を
遂
げ
た
文
字
で
あ

り
、
漢
字

は
そ
の
発
生
か
ら
相
当
長
期

に
わ
た
る
期
間
を
経
て
い
る

こ
と
を
推
測
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。

一
九
四
四
年
、
胡
厚
宣
は
甲
骨
文
中

に

『山

海
経
』
中

の
四
風
と

そ
の
祭
祀
の
文
に
酷
似
す
る
も

の
を
見
出
し
た
。
し
か
も
そ
の
文
が

『尚
書
』発
典
の
中

の
春
夏
秋
冬

の
耕
作

お
よ
び
歳
事
の
記
事
に
明
確

ムフ
　

に
そ
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
甲
骨
文
と
歴

鶏 奨萎檎

幽才誌綾
古 西t

、李鶴

母
暴

枇
己

批
甲
庚

批
轟

響
謹
轡
騨

レ
↑
士
)

轡
(莞
甲
)
肖
由

河
斑
甲

墾

蔓
忠

一簿

難

磯

。
-
∀

自
季

『
盤
庚弟

陽
甲

留

〔膚
ε

無
翻

乙
-
・帝
辛
O

図表1〈 商王世系譜〉『史記』と甲骨文との対照

注:① 『史記』の系譜。

② 甲骨 占 トの系譜。
△印は占 トに見 られない王の名。

出所:孟 世凱著 『毅嘘甲骨文簡述』文物出版社、1980年 。
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図表2〈 二里 頭文 化分 布地 図〉

出所:郭 沫若主編 『中国史稿地図集』上冊、地 図出版社、1979年 を もとに作成。

史
文
献

・
神
話
文
献
に

一
貫
す
る
も

の
が
あ
る
事
実
は
き

わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
甲
骨
文

は
殿
商
期
の
同
時
代
現
物

資
料
で
あ
る
。
そ
れ
が

一
方

で
は
、

『尚
書
』
発
典
な
る
、

股
商
期
を
は
る
か
に
湖
る
発
時
を
記
述
す
る
が
し
か
し
必

ず
し
も
記
録
し
た
時
期
を
明
確

に
せ
ず
、
成
書
が
西
周
期

か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
か
と
も
言
わ
れ
る
文
献
に

一
脈
を

通
わ
せ
、
他
方
、
場
合

に
よ

っ
て
は
成
書
が
漢
代
に
ま
で

下
る
と
の
指
摘
さ
え
あ
る
古
代

の
宗
教
色
濃

い
神
話
文
献

資
料
に
も
記
事
を
共
通
さ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。

股
商
よ
り
更
に

一
歩
湖
り
、
夏
代

に
関
わ
る
考
古
学
の

成
果
に
よ
れ
ば
、
河
南
西
北
部
か
ら
山
西
南
部
に
か
け
て

の
文
化
、
い
わ
ゆ
る

「
二
里
頭
文
化
」
が
夏
代
の
文
化
に

相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
文
化

は

一
九
五
九
年
、
徐
旭
生
等
に
よ
る
発
掘
隊
に
よ
っ
て
発

見
さ
れ
た
。
河
南
偲
師
県

の
二
里

頭
遺
蹟
を
典
型
と
し
、

そ
の
地
名

に
よ

っ
て
命
名

さ
れ
た
。

こ
の
文
化
は
更

に
二

種
に
分
け
ら
れ
る
。
二
里
頭
類
型

(河
南
省
西
部

偲
師

県
・洛
陽
付
近
)
と
東
下
凋
類
型

(
山
西
省
南
部

夏
県
付

近
)
で
あ
る

(図
表
2
、
図
表
3
参

照
)
。
商
王
朝
と
は
異

な

っ
て
、
そ
れ
を
立
証
す
る
根
拠

は
ま
だ
見
出
さ
れ
て
は

お
ら
ず
、夏
文
化
と
の
関
連
性

に
つ
い
て
は
多
説
あ
る
(後

述
)
と
こ
ろ
だ
が
、

こ
の
文
化
が
時
期
的

に
も
地
域
的
に
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図表3〈 二里 頭遺 」止位 置概 略 図〉

出所:中 国社会科学 院考古研究所編著 『假師二里頭』中国大百科全書出版社、1999年 。

も
文
献
上

で
の
夏
代
お
よ
び
夏
文
化
に
部
分
的

に
相
当
す
る
こ
と
は

ほ
ぼ
疑

い
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

二
里
頭
遺
祉
は
東
西
南
北
各
三
キ
ロ
。
城
郭
、
大
中
小
各
種
建
築

l
l
宮

殿

・
陵
寝

・
台
壇

・
祭
祀
設
備

・
各
階
層

の
居
室

・
手
工
業

作
坊

・
地
害
が
あ
る
。
更
に
陶
害

・
水
井

・
道
路

・
灰
坑

・
墓
葬
、

青
銅
器
、
葵
基
の
人
架
、
多
数
の
土
器
類
が
出
土
し
て
い
る
。
う
ち

一
号
、
二
号
宮
殿
は
宏
壮
な
規
模

の
も
の
で
あ
る
。
宮
殿

の
後
ろ
に

は
、
安
陽

の
股
商

の
婦
好
墓
に
匹
敵
す
る
大
型
墓
が
あ

っ
て
、
こ
の

宮
殿
は
宗
廟

・
陵
寝

の
類
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
内
部
は
盗
掘
を

受
け
て
い
る
。
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
鋳
銅
遺

吐
で
あ
る
。
遺
趾
は

多
数
に
の
ぼ
り
、
規
模
は
巨
大
で

一
万
平
米
以
上
。
使
用
期
間
は
三

〇
〇
年

に
渉

る
。
そ

の
鋳
型
は
大
型
銅
器
鋳
造
用

の
も

の
で
あ
り
、

中
国
最
早
期
の
鋳
銅
遺
趾
で
あ
る
。
青
銅
器

(図
表
4
参
照
)
は
爵
、

畢
、
盃
、
鼎
、
業
、
戚
、
各
種
の
刀

(最
初

の
環
首
頭

の
刀
を
含
む
)、

銅
鈴
、
銅
盤
、
銅
泡
、
銅
牌
飾

(緑
松
石
を
象
嵌
)
。
そ
の
紋
飾
は
精

ム
　
　

美
絶
倫
と
さ
れ
て
い
る
。

二
里
頭
遺
蹟
は
地
層
的
に
四
期
(五
期
に
区
分
す
る
区
分
も
あ
る
"

引
用
者
付
記
)
に
分
か
れ
て
い
て
、
夏
商
周
断
代
工
程
の
報
告

(後

述
)
で
は
、
二
里
頭
文
化
と
夏
文
化
の
関
連

に
関
す
る
説
は
、
河
南

龍
山
文
化
と

の
関
係
で
も
っ
て
次
の
三
つ
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。

①
河
南
龍
山
文
化

(
一
説

で
は
そ
の
中
期

・
晩
期
で
あ
る
王
湾
類

型

"
引
用
者
付
記
)
が
早
期
夏
文
化
で
あ
り
、
二
里
頭
の

一
期
・

歴史 と神話への視座67



図表4〈 二里 頭遺 趾 出土 青銅 器〉

出所:『中國重大考古畿現1文 物 出版社、1989年。

 

二
期

が
晩
期
夏
文
化

で
あ
る
。
そ
し
て
二
里
頭
の

一
期
と
二
期

の
間
、
あ
る
い
は
二
期
と
三
期
の
間
に
、
夏
商
の
分
界
が
あ
る
。

(
つ
ま
り
二
里
頭
の
二
期
以
降
も
し
く
は
三
期
以
降
は
股
商
文
化

と
す

る
説

"
引
用
者
付
記
)

②
河
南
龍
山
文
化
は
夏
王
朝
成
立
前
の
文
化

で
あ
り
、
二
里
頭

の

一
期
～
四
期

の
全

て
が
夏
文
化

で
あ
る
。

③
河
南
龍
山
文
化
は
早
期
夏
文
化

で
あ
り
、
二
里
頭
文
化
は
、
「夷

代
夏
」
(夷
が
夏

に
代

っ
た
)
の
後
に
形
成
さ
れ
た
東
方

の
夷
人

文
化
要
素
を
含
む
夏
文
化
で
あ
る
。
(
つ
ま
り
河
南
龍
山
文
化
と

二
里
頭
文
化

の
全

て
が
夏
文
化
と
す
る
説
囲
引
用
者
付
記
)

龍
山
文
化
を
継
く
文
化
は
、
こ
の
二
里
頭
文
化
で
あ
る
が
、
中
国

に
は
二
里
頭
文
化
以
外
に
も
こ
の
時
期
、
七
垣
文
化

(河
南
北
部

・

河
北
南
部
)
、
岳
石
文
化

(山
東

・
江
蘇
北
部

)
、
夏
家
店
下
層
文
化

(遼
寧
西
部

・
内
蒙
古
東
南
部
)
、
朱
開
溝
文
化

(内
蒙
古
中
南
部
)
、

四
坦
文
化

(甘
粛
)、
馬
橋
文
化

(江
漸
地
区
)
が
あ
り
、
両
湖
地
区

に
も
未
名
の
文
化
が
あ
る
。

こ
の
二
里
頭
文
化
が
多
く

の
学
者
に
よ
っ
て
年
代

・
分
布
地
域

・

発
展
段
階

・
商
文
化
と
の
関
係
か
ら
夏
代

の
夏
人
の
文
化
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
、
二
里
頭
遺
吐
は
古
本

『竹
書
紀
年
』
中
に
言
う

「太
康
、

し
ん
じ
ん

勘
尋
に
居
る
。
葬
も
亦
た
之
に
居
る
。
桀
も
又
た
之

に
居
る
」
地
点

　　
　

で
あ
ろ
う
と

の
考
え
が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
二
里
頭
遺
趾

の
第

一
期
は
あ
ま
り
発
達
し
て
お
ら
ず
、
都
城

で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
第

二
期
か
ら
第
四
期
ま
で
が
そ

の
繁

栄
期
で
あ
り
、
都
城

の

規
模
を
持

つ
に
至

っ
て
い
る
。
歴
史
的
な
記
載
に
よ
る
と
、
夏
代

の

東
方
は
夷
人
の
天
下

で
あ
り
、
夷
人

で
あ
る
有
窮
氏
の
后
葬

(夷
葬
)

は
夏
の
政
権
を
奪
取
、

い
わ
ゆ
る

「夏
人
に
因

っ
て
夏
政
に
代
わ

っ

た
」
の
で
あ
る
。
岳
石
文
化

は
、

こ
の
夏
代

の
夷
人
文
化
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
岳
石
文
化
か
ら
も
青
銅

器
が
出
土
し
、
す
で
に

青
銅
時
代
に
入

っ
て
い
る
こ
と
を
告
げ

て
い
る
。
夏
家
店
下
層
文
化

も
小
さ
い
青
銅
器
が
出
土
し
、
山
城
が
あ
る
。

姻
台
芝
水
遺
肚
に
も

都
城
と
思
わ
れ
る
城

の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
前
三
〇
〇
〇
年

～
前

二
〇
〇
〇
年
の
龍
山
時
代
に
は
、
各
地

に
城
肚
が
出
現
し
て
黄

河
流
域
地
帯
お
よ
び
長
江
流
域
地
帯
で
四
十
余
箇
所
の
城
趾
が
認
め
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り
　

ら
れ
る
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
全
体
的

に
す
で
に
青
銅
時
代

で
あ
る

文
明
時
代

に
入
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
中

で
も
二
里
頭
が
最

も
発
達
し

て
お
り
、
周
囲
の
文
化

は
多
少
な
り
と
二
里
頭

の
影
響

の

下
に
あ
る
。
全
体
的
に
は
、
こ
れ
ら
は
平
等
な
文
化
の
多
元
的
な
形

態

で
あ

っ
た
も
の
が
中
原
を
中
心
と
す
る
多
元

一
体
形
態

へ
と
発
展

し
て
い
く
趨
勢
に
あ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
中
国
文
明
形
成

の
き
わ
め

て
重
要
な
標
識
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

文
字

の
最
早
期
の
も
の
は
陶
文

(陶
器
に
記
さ
れ
た
文
字
)
で
、

新
石
器
時

代

の
仰
紹
文
化

の
半
披
遺
蹟
、
大
波
口
文
化
等
あ
る
が
、

バむ
　

こ
こ
二
里
頭
遺
吐
か
ら
も
陶
文
二
四
種
が
出
土
し
て
い
る

(図
表

5

参
照
)
。
し

か
し
こ
れ
ら
陶
文
は
文
字
と
す
る
見
方
と
文
字

で
は
な
く

　ぬ
　

記
号
だ
と

す
る
見
方
が
あ
る
。

王
國
維

が
甲
骨
文
に
よ
っ
て

『史
記
』
等

の
伝
え
る
股
王
世
系
の

真
実
性
を
立
証
し
た
こ
と
の
意
味

は
中
国
史
に
と

っ
て
は
か
り
知
れ

な

い
重
要
性
を
持

つ
。
股
本
紀
が
単
な
る
伝
承
に
止
ま
ら
ず
偽
り
で

は
な
か

っ
た
以
上
、
同
様
に
夏
本
紀
に
述

べ
る
内
容
、
禺
お
よ
び
夏

王
朝
世
系

の
真
実
性
に
も
、
真
実
が
な
い
と
断
定

で
き
ぬ
の
で
は
な

い
か
の
見
解
は
き
わ
め
て
自
然
な
も
の
と
言
え
る
。
今
は
夏
代
の
実

在
性

は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な

い
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
禺
に
関

す
る
文
献

資
料
に
は
、
例
外
な
く
夏
王
朝
の
先
頭
に
位
置
し
て
、
世

襲
す
る
よ
う
に
な
る
夏
王
朝

の
啓

の
父
と
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
て
、

こ
れ
を
否
定
す
る
材
料
は
な
く
、
禺
を
夏
王
朝
か
ら
切
り
離
し
得
る

可
能
性

は
ま
ず
な
い
も
の
と
言
え
る
。

さ
ら
に
湖

っ
て
広
く
新
石
器
時
代
文
化
全
体
を
考
察
す
る
と
、
新

石
器
文
化
遺
跡

は
中
国
約
八
千
カ
所
以
上

に
上

る
。
蘇
乗
埼
は
、
最

近
ま
で
の
考
古
学
の
発
掘

の
成
果
を
踏
ま
え
、
新
石
器
時
代
文
化
は

一
元
的
な
も

の
で
は
な
く
多
元
的
で
あ
る
と
し
た
上
、
中
国
全
土
の

分
布
状
況
を
そ
の
文
化
系
統
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
総
括
し
九

つ
の

　
め
　

文
化
類
型
に
分
類
し
て
い
る
。

[黄
河
流
域
]

1

磁
山
文
化
↓
斐
李
闘
文
化
↓
老
官
台
文
化
↓
仰
紹
文
化
↓

龍
山
文
化

H

北
辛
文
化
↓
大
波
口
文
化
↓
山
東
龍

山
文
化

m

馬
家
審
文
化

[長
江
流
域
]

W

河
娚
渡
文
化
↓
馬
家
浜
文
化
↓
松
沢
文
化
↓
良
渚
文
化
↓

印
紋
陶
文
化

V

大
渓
文
化
↓
屈
家
嶺
文
化

[長
城
以
北
、
東
北
地
区
]

W

新
楽
下
層
文
化

(遼
河
流
域
地
区
文
化
)

皿

紅
山
文
化
↓
富
河
文
化

[内
蒙
古
、
ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
草
原
地
域
、
河
套
地
区
、
新
彊
、
青

海
、
チ
ベ
ッ
ト
地
域
]

皿

細
石
器
文
化

[福
建

・
嶺
南

・
台
湾
地
区
]

6穿一一 歴史 と神話 への視座
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朕

該
地
区
新
石
器
文
化

(図
表

6
年
代
表
参
照
、
図
表

7

・
図
表
8
文
化
分
布
地
図
参
照
)

　
こ

費
孝

通

『中
華
民
族
多
元

一
体
格
局
』
も
同
様

に
中
華
民
族
文
化

が
多
元

で
あ
り
そ
れ
が

一
体
化

し
た
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

周
:
莞
系

の
人

(甲
骨
文
中
に
多
数

の
莞
系
人
を
祭
祀
犠
牲
に
当

て
た
記
事
あ
り
)
夏

の
更
に
西
に
当

た
る
。

東

ー

商

中

夏

西

-

周

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
文
化

を
担

っ
た
人
、
そ
の
族
集
団
は
ど
の

よ
う
な
も

の
だ

っ
た
か
。
そ
の
族
種
は
い
か
な
る
も

の
だ

っ
た
の
か
。

ムヨ

一
九

三
四
年
、
傅
斯
年
は

「夷
夏
東
西
説
」
な
る
説
を
提
唱
し
た
。

そ

の
説

は
夏
殿
周
三
代
の
来
源

は
異
な
る
が
、
黄
河
中
下
流

の
二
大

氏
族
集

団
、
東
の
夷
族
と
西

の
夏
族
が
長
期
に
わ
た
る
交
流

・
闘
争

を
経
て
融
合
し
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
だ
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「夷

」
:
東

(↓
夷

・
股
)

「夏

」
:
西

(↓
夏

・
周
)

バお
　

次

い
で
徐
旭
生

『中
国
古
史
伝
説
時
代
』
(
一
九
四
三
年
初
版
)
は
、

族
集
団

と
し
て
、
次

の
三
大
集
団
を
提
起
し
た
。
華
夏
集
団
、
東
夷

集
団
、
苗
蛮
集
団

の
三
大
集
団
で
あ
る
。

最
近

の
股
法
魯

・
許
樹
安
は

『中
国
古
代
文
化
史
』
で
夏
商
周
三

ムリ
　

者

の
関
係
を
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

夏

:
二
里
頭
文
化

(紀
元
前

二

一
世
紀
～
紀
元
前

一
七
世
紀
)

商
か
ら
は
西
に
当
た
る
。

「西
夷
」

の
呼
称
あ
り
。

股
商

:
商

の
来
源
は
河
北
東
部
と
す
る
説
あ
り
。

股

同
書

は
、
更

に
前
記
し
た
こ
の
中
国

の
多

元
文
化
分
布

の
状
況
と

各
族

(夏
族
11
華
夏
族

・
東
夷

・
東
胡

・
北

秋

・
西
戎

・
南
蛮
)
と

の
対
応
関
係
に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
総
括
し

て
い
る
。

(東
夷

・北
狭

と
は
別

に
東
胡

11
東
北
地
方

の
集
団
11
を
設
定
)

1

仰
紹
文
化

・
龍
山
文
化
の
系
列
11
夏

族

11

大
波
口
文
化

・
山
東
龍
山
文
化

の
系
列
11
東
夷

m

馬
家
窪
文
化

の
系
列
H
西
戎

W

河
姻
渡
文
化
・馬
家
浜
文
化

・良
渚
文
化
の
系
列
11
南
蛮

(そ

の
中

の
古
越
族
)

V

大
渓
文
化
・屈
家
嶺
文
化

の
系
列
11
南
蛮

(そ
の
中
の
刑
蟄

・

百
漢
族
)

W

遼
河
流
域
地
区
文
化

お
よ
び

皿

紅

山
文
化

の
系
列
H
東
胡

皿

内
蒙
古
、
ホ

ロ
ン
バ
イ
ル
草
原
地
域
、
河
套
地
域

の
細
石
器

文
化

の
系
列
11
北
狭
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分区

時代
黄河上流域 黄河中流域 長江中流域 黄河下流域 長江下流域 紀 元 前

一BC。1000

-BC .2000

iii

'111

-BC .5000

.!11

青銅時代
四坦文化 商 商 商 商
斉家文化 二里頭文化

龍山文化
龍山文化 龍山文化

新
石
器
時代

馬家審文化
良渚文化

屈家嶺文化

仰詔文化

大渓
文化 大波口文化 馬家浜文化

青蓮陶文化
河婬渡
文化

大地湾

文化

斐李闘

文化

磁山

文化

図表6〈 中国新石器文化年代表〉

図表7〈 中 国新石 器 時代 文化 分布 図 前半 〉

出所:主 として課其膿 主編 『簡明中国歴史地図集』 中国地図出版社、1991年 によ り作成。
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張
国
碩

「夏
商
周
三
族
起
源
研
究
述
評
」
(『中
国
史
研
究
動

態
』

一
九
九
六
年
)
は
従
来
の
夏
商
周
三
族
の
起
源
に
関
す
る

バ
　
　

説
を
総
括
し
て
次

の
諸
説
を
列
挙
し
て
い
る
。

[夏
族
起
源
諸
説
]

①
豫
西
説

②
晋
南
説

③
山
東
説

④
東
南
地
区
説

a
安
徽
説

b
漸
江
説

⑤
四
川
説

[商
族
起
源
諸
説
]

①
陳
西
説

②
東
方
説

③
河
北
説

④
翼
魯
豫
説

⑤
東
北
説

⑥
山
西
説

[周
族
起
源
諸
説
]

①
陳
西
説

②
浬
水
上
流
説

③
甘
粛
説

図表8〈 中国新石 器 時代 文化 分布 図 後半 〉

注:他 に北方 に広範な細石器文化、南方に広範 な南方文化 がある。 出所:図 表7に 同 じ。
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④
山
西
説

⑤
黄
土
高
原
説

74

〈夏商周三族起源説〉地図図表9

こ
れ
を
地
図
に
し
て
見
る
と
別
図

の
よ
う
に
な
る
(図
表
9
参
照
。

中
島
作
成
)。
周
族

の
起
源
は
ほ
ぼ
西
方

の
黄
河
河
套
以
南
、
滑
水
以

北
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
夏
族
の
起
源

は
他

二
族
に
比
べ
南

に
寄
る

も
の
の
、
東
は
漸
江
、
西
は
四
川
に
わ
た
り
、
東
西
の
幅
が
著
し
い
。

こ
の
漸
江
説

・四
川
説
の
信
頼
性
が
問
題
に
な
り
得
よ
う
。
商
族
は
、

東
北
地
方
か
ら
西
南
に
向
か

っ
て
陳
西

に
到

る
地
域

で
あ
り
、
こ
れ

も
幅
を
持

つ
。
東
北
説
は
、
か
な
り
偏

っ
た
特
殊
な
地
域
と
な

っ
て

お
り
、
こ
れ
を
除
外
す
れ
ば
、
黄
河

の
中
流
域
か
ら
下
流
域
に
限
ら

れ
て
い
る
。
三
族
と
も
に
、
そ
の
区
域
全
体

が
起
源

の
地
と

い
う
こ

と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
そ
の
区
域
の
ど
こ
か
を
指
す
と

い
う
こ
と

に
止
ま
る
。

こ
れ
ら
区
域
を
除
く
区
域
は
現
在
は
考
え
ら
れ
ぬ
と
読

み
取
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

こ
の
夏

・
商

・
周
の
三
族
の
起
源
問
題
が
先

に
示
し
た
新
石
器
時

代
の
文
化
分
布
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な

い
。

夏
商
周
三
代
が
い
か
な
る
族
集
団
で
あ
り
、
彼
ら
三
族

は
族
種
と

し
て
ど
の
よ
う
に
関
連
し
合

っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
彼
ら
三
族
が
使

用
し
た
言
語
は
互

い
に
い
か
な
る
も
の
だ

っ
た
か
。
そ
れ
ら
は
定
か

で
は
な

い
。
だ
が
、

一
つ
重
要
な

こ
と
は
、
股
末
に
周
族
が
当
時
に

お
け
る
居
住
地

の
周
原

(陳
西
省
岐
山
県
北
部
)
に
お
い
て
股
同
様



に
甲
骨
に

よ
る
占
ト
を
行
な

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
殿

の
占
ト
と

比
べ
文
字

は
た
い

へ
ん
小
さ
く
米
粒
程
度
の
小
さ
な
字

で
あ
る
が
、

文
字
は
股

の
甲
骨
文
字
と
同
じ
字
種

で
あ
り
、
漢
字

(そ
の
祖
)
で

あ
る
。
東

の
端

の
股
商
と
西
の
端

の
周
族
が
文
化
を
共
有
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
文
字
は
ま
た
後

の
経
書

(周
代
文
献
)
に
定
着
し

た
漢
字
と
同
じ
で
も
あ
る
。
ま
た
、
後

で
示
す
よ
う
に
西
周
期

に
お

い
て
周
族
も
殿
族
の
末
商
も
共

に
、
自
分
た
ち
の
住
む
大
地
が
そ
の

昔
の
夏

の
禺

に
負
う
も
の
だ
と
の
共
通
す
る
意
識
を
持

つ
。
夏
商
周

三
族
が
ど

の
よ
う
な
族
種
か
、彼
ら
の
関
連
性

は
と
も
か
く
と
し
て
、

三
族
に
共
通

の
文
化
的
な
基
盤
が
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た

こ
と
は
確

か
で
、
こ
れ
は
中
国
文
明
成
立
と
そ
の
性
質
を
考
え
る
上
で
き
わ
め

て
重
要
な

こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
現
在

の
中
国
の
歴
史
学
に
お
け
る
上
古
史
に
対
す
る
認

識
は
、
前
記
し
た
よ
う
に
文
明
開
幕
期

の
神
人

(神
話
的
人
物
)
を

中
国
各
地

の
族
集
団
の
指
導
者
と
し
て
認

め
る
方
向
に
あ
る
。
ど
の

歴
史
書
も

ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
認
識
を
示
し
て
お
り
、
歴
史
的
な
事
実

と
し
て
記
述
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
考
古
学
的
記
述

に
続

い
て
、

ま
と
め
る
形
で
も

っ
て
古
来
の
伝
承
を
述

べ
る
。
例
え
ば
、
中
国
の

代
表
的
な
歴
史
書

の

一
つ
で
あ
る
楊
檀
、
蒋
福
亜
、
田
培
棟
主
編

『中

ムリ
　

国
古
代
史

』
で
は
次
の
よ
う
な
内
容
と
な

っ
て
い
る
。

古
く
、
西
方
に
は
炎
帝
部
落

(号
、
神
農

氏
。
滑
水

の
支
流
姜
水

流
域
)
と
黄
帝
部
落

(号
、
軒
韓
氏
。
滑
水

の
支
流
姫
水

〔不
詳
〕

流
域
)
が
あ
り
、
両
者
は
血
縁
関
係
に
あ

っ
て
提
携
し

つ
つ
か

つ
戦

争
を
す
る
と

い
う
関
係
に
あ

っ
た
。
東
方

の
黄

河
下
流
域

に
は
、
太

昊
部
落

(号
、
伏
義
氏
。
准
水
流
域
)
、
少
昊
部
落

(名
、
摯
。
金
天

氏
と
も
称
す
る
。
曲
阜
付
近
。
太
昊
部
落
よ
り
分
離
し
た
可
能
性
が

あ
る
)
が
存
在
し
た
。
彼
等

は
夷
人
と
の
関

係
が
密
接
で
あ
る
。

こ

の
東
西
部
落

の
間
に
九
黎

(首
領
は
貴
尤
)
と
三
苗
部
落
が
存
在
し

た
。
こ
れ
ら
東
西
の
部
落
間
で
二
度
の
大
き
な
戦
争
が
行
な
わ
れ
た

と
の
伝
承
が
伝
わ
る
。
そ
の

一
は
、
炎
帝
部

落
と
九
黎

の
戦
争
で
あ

る
。
こ
の
戦
争

で
炎
帝
部
落

は
破
れ
、
救
援

を
黄
帝
部
落

に
求
め
、

両
族
は
連
盟
結
束
し
て
九
黎
を
破
り
量
尤
を
殺
し
た
。
次

い
で
、
そ

の
後
、
炎
帝
と
黄
帝

の
連
盟
は
破
れ
て
、
互

い
に
戦

い
、
黄
帝
部
落

が
勝
利
す
る
。
そ
の
後
、
多
数

の
部
落
が
黄
帝
部
落
連
盟
に
加
入
し
、

こ
の
連
盟

の
力

は
拡
大
し
安
定
し
て
、
部
落
間

の
交
流
を
促
進
し
た
。

言
語

・
習
慣

・
生
産

・
生
活
面
で
の
融
合
を
促
進
し
、
通
婚
し
か

つ

地
域
の
遷
移
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
華
夏
族

(漢
民
族

の
前
身

開
引
用
者
付
記
)
の
形
成

の
た
め
の
条
件
を
準
備
し
た
。
更
に
各
種

の
発
明
は
黄
帝

に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
黄
帝

は
中
華
民
族
の

最
も
早
く
最
も
傑
出
し
た
指
導
者
と
な

っ
た
。

黄
帝
部
落
連
盟

の
後
の
首
領
で
あ
る
発
、
舜
、
禺

は
南
方

の
三
苗

部
落
と
戦

い
、
勝
利
を
収
め
た
。

こ
れ
ま
で
、
部
落
内
で
は
民
主
的

な
首
領

の
推
薦
制
度
が
存
在
し
て
、
首
領
の
地
位
も
い
わ
ゆ
る

「禅
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譲
」

に
よ
っ
た
が
、
王
権

の
形
成
に
よ

っ
て
こ
の
民
主
推
薦

の
制
度

は
廃
止

さ
れ
、
禺
は
そ
の
子
の
啓
に
地
位
を
譲

る
こ
と
に
な
り
、
こ

こ
に
原
始
社
会
は
そ
の
終
結
が
告
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
認
識
は
、
劉
沢
華

・
楊
志
玖

・
王
玉
哲
等
編
著

『中
国

ムれ
　

ムむ

古
代
史
』
上
冊
、
王
文
明

・
最
玉
海
主
編

『中
国
古
代
史
』
等
、
ほ

と
ん
ど

の
歴
史
書
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
が

文
献
資
料
上

の
歴
史
伝
承
に
つ
い
て
の
大
ざ

っ
ぱ
な
概
括

で
あ
る
と

共
に
、
ま
た
現
在

の
中
国
の
歴
史
学
界
で
の
中
国
古
代
伝
承
時
代
の

歴
史
に

つ
い
て
の
平
均
的
な
認
識
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
先
史
時
代

の
神
人

(神
話
的
人
物
)
が
果
た
し
て
実
在

す
る
人
物

で
あ

っ
た
か
否
か
。
実
在
し
た
と
す
れ
ば
、
先

の
各
地
域

に
存
在
し
た
各
文
化
と
ど
う
関
係
し
て
い
た
か
。

つ
ま
り
そ
の
神
人

は
ど

の
文
化
と
関
わ

っ
て
い
た
の
か
、
ど
の
文
化
の
領
袖
だ

っ
た
の

か
。
実
在
し
て
い
な
か

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
、
彼
ら
神
人
の

伝
承
は
誰
が
作
り
出
し
伝
え
た
も
の
か
。
伝
承
を
作
り
だ
し
も
し
く

は
伝
え
た
人
た
ち
は
、
ど
の
文
化
を
担

っ
た
人
た
ち
、
も
し
く
は
そ

の
後
喬
だ

っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
伝
承
は
、
疑
古
派
の
言

う
通
り
に
そ
れ
ら
文
化
と
は
余
り
関
係
の
な
い
後
世
に
架
空

に
創
出

さ
れ
た

の
か
。

今
か
ら
二
年
余
り
前
の
二
〇
〇
〇
年

一
〇

月
、
中
国
上
古
史
研
究

に
お
い
て
、
多
年

の
懸
案
で
あ
り
、
是
非
と

も
解
明
が
望
ま
れ
た
夏

商
周
三
代
時
期

の
年
代
学
に
関
し
、
画
期
的

な
研
究
成
果
が
発
表
さ

れ
た
。
「夏
商
周
断
代
工
程
」
の
研
究
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
成
果
報
告
で

あ
る
。

こ
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

(
「工
程
」
)
は

一
九
九
六
年

一
〇
月
か

ら
国
家
的
な
五
か
年
計
画
中
の

一
工
程
と
し
て
、
李
学
勤
氏

に
よ
っ

て
主
宰
さ
れ
て
始
ま
り
、
二
〇
〇
〇
年

一
〇
月
に
そ
の
成
果
を
公
表

す
る
に
至

っ
た
。
『夏
商
周
断
代
工
程

一
九
九
六
-
二
〇
〇
〇
年
階

段
成
果
報
告
・簡
本
』

(全

一
一
八
頁
)
で
あ

る
。

こ
れ
は
中
国
の
国

家
体
制
を
最
大
限
に
利
用
し
た
、
国
家
的
取
り
組
み
に
よ
る
得
難
い

貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
個
人
的
な
研
究

で
は
決
し
て
挙
げ
る
こ
と
の

で
き
ぬ
性
質
の
も

の
で
あ
り
、
そ
の
貴
重
さ

は
ど
れ
ほ
ど
強
調
し
て

も
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
紙
幅

の
関
係
で
部
分
的
な
紹
介
し

か
で
き
な
い
が
、
以
下

に
本
論
に
か
か
わ
る
要
点

の
み
を
簡
単

に
紹

介
す
る
。

る
゜ こ

_o

フ

p

ζ
ク
ト
の
目
標
は
大
き

≦
言
つ

て
以
下
の
四
つ
で
あ
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①
西
周
共
和
元
年

(前
八
四

一
)
以
前

の
各
王
の
年
代
の
確
定
。
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②
商
代
後
期

(商
王
武
丁
以
下
)
の
各
王

の
年
代
の
確
定
。

③
商
代
前
期

の
年
代
の
骨
組
み
の
確
定
。

④
夏
代
の
基
本
的
な
年
代

の
骨
組
み
の
確
定
。

こ
の
課
題

の
解
明
の
た
め
、
二
百
余
名

の
研
究
者
が
動
員
さ

れ
、
人
文
科
学

・
社
会
科
学
と
自
然
科
学

を
結
合
し
、
考
古
学

と
現
代
科
学

の
技
術
を
駆
使
し
た
、
多
学
科

の
学
際
的
な
綜
合

的
研
究
が
進
め
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
文
献
研
究
、
青
銅
器

銘
文
研
究
、
天
文
学
に
よ
る
年
代
測
定
、

放
射
同
位
性
炭
素
C

14
等

に
よ
る
年
代
測
定
が
活
用
さ
れ
た

(C
14
等
に
よ
る
年
代

測
定

の
精
度
は
非
常
に
高
く
な
り
、
誤
差
値
○

・四
%
以
内

の
精

度
と
記
さ
れ
て
い
る
)。
設
定
さ
れ
た
課
題

は
、
①

〈夏
商
周

の

年
代

・
天
象

・
都
城

に
関
す
る
文
献

の
整
理
と
可
信
性

の
研

究
〉、
②

〈夏
商
周
の
天
文
年
代
学
の
綜
合
的
な
問
題
研
究
〉
等

の
九
大
課
題

で
あ
る
。
そ
の
課
題

の
下

に
更
に
三
六
の
専
題
が

設
定
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
夏
代
年
代
学

に
つ
い
て
い
え
ば
、
四

つ
の
専
題
、
す
な
わ
ち
、
①

〈早
期
夏
文
化
研
究
〉
、
②

〈二
里

頭
文
化

の
分
期
と
夏
商
文
化

の
分
界
〉、
③

〈
『尚
書
』
仲
康
日

食
の
再
研
究
〉
、
④

〈『夏
小
正
』
星
象
と
年
代
〉
で
あ
る
。
後

に
な

っ
て
こ
の
三
六
の
専
題
に
は
更
に

〈金
文
紀
時
詞
語

「月

相
」
研
究
〉
等

の
八

つ
の
専
題
が
追
加

さ
れ
、
専
題
は
四
四
に

な

っ
た
。西
周
王
年

の
推
測
に
は
七

つ
の
支
点
が
設
定
さ
れ
た
。

そ
れ
を
手
掛
か
り
に
周
代
各
王
の
年
代

が
推
測
さ
れ
た
の
で
あ
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る
。
そ

の
七
支
点
と
は
、
例
え
ば
、
西
周
早
期
で
は

〈
『尚
書
』

「召

詰
」
「畢
命
」
暦
日
と
成
王
・康
王

の
年
〉
等
、
西
周
中
期

で
は

〈
「天

再
旦
」

と
酪
王
元
年
〉
等
々
で
あ
る
。

そ
の
中

の
い
く

つ
か
の
成
果
に

つ
い
て
紹
介
す
る
。
中
国
史
に
お

い
て
絶
対
年
代
は
、
従
来
西
周
の
共
和
元
年
す
な
わ
ち
前
八
四

一
年

が
最
も
古

い
確
定
年
号
で
あ
っ
た
。
古
本

『竹
書
紀
年
』
中
に
は

「酪

王
元
年
、
天
、
鄭
に
干

い
て
再
旦
す
」
の
記
事
が
あ
る
。
「再
旦
」
と

は
朝

の
日
の
出

の
直
後

に
太
陽
が
皆
既
日
食

に
よ

っ
て
暗
く
な
り
、

そ
の
太
陽

が
再
び
回
復
し
明
る
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
天
文

学
計
算

に
よ

っ
て
紀
元
前
八
九
九
年
四
月
二

一
日
の
こ
と
だ
と
算
定

さ
れ
た

(図
表
10
参
照
)。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
確
定
を
見
た
王
朝

年
代
は
前
八
四

一
年
か
ら
前
八
九
九
年
ま
で
湖
る
こ
と
に
な

っ
た
。

ま
た
、
武
王
克
商

の
伐
紺
年
代

つ
ま
り
商
か
ら
周

へ
の
移
行

の
時

期
が

い

つ
か
は
き
わ
め
て
重
要
な
年
代
で
あ
る
。
資
料
的
に
四
四
種

の
説
あ
り
と
言
わ
れ
、
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
回
、
諸

説

の
中
か
ら
天
文
学
計
算

・
青
銅
器
銘
文

・
諸
文
献
資
料
等
に
よ
る

推
測
に
よ

っ
て
、
そ
の
中
で
前

一
〇
四
六
年
が
最
も
精
度

の
高
い
数

値
だ
と

の
結
論
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
推
測

の
経
過
を
た
ど

っ
て
み
る

と
、
今
後

こ
れ
以
上
に
精
度

の
高

い
数
値
が
出
る
と
は
思
え
な
い
ほ

ど
精
緻
な

も
の
で
あ
る
。
今
後
、

こ
の
年
を
も

っ
て
商
周
の
分
期
、

つ
ま
り
商

の
終
わ
り
、
周
の
始
め
と
し
て
扱

っ
て
差
し
支
え
な
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。

夏
年
代

の
考
察
に

つ
い
て
は
、
次

の
よ
う

な
作
業
と
成
果
が
挙
げ

ら
れ
る
。

夏
代
年
代
研
究

の
道

は
二
つ
あ
り
、
文
献
資
料
に
よ
る
も
の
と
考

古
発
掘
成
果

の
利
用
に
よ
る
も
の
の
二
種
で
あ
る
。
前
者
は
文
献
中

の
夏
年
の
積
年

(王
朝

の
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
総
年
)
記
載
と

天
象
記
録

の
検
討
で
あ
る
。
後
者
は
河
南
龍
山
文
化
晩
期
と
二
里
頭

文
化

に
対
す
る
放
射
性
同
位
炭
素
C
14
の
測
定
の
年
代

で
あ
る
。

夏

の
積
年
記
載
は
四
七

一
年
説
、
四
三

一
年
説
の
二

つ
が
あ
る
。

天
象
記
録
は
禺
時
の

「五
星
聚
」
と
仲
康
時

の
日
食
の
記
載
で
あ
る
。

同
位
炭
素
C
14
の
年
代
測
定

で
は
、
二
里
頭
文
化

の
全

四
期

の
各
期
、

お
よ
び
河
南
龍
山
晩
期
文
化

の
全
三
段
の
各

段
、
そ
の
木
炭

・
骨
等

の
年
代
測
定
が
行
な
わ
れ
た
。各
期
各
段
毎
の
極
値
を
整
理
し
て
(引

用
者
中
島

に
よ
る
整
理
)
示
せ
ば
以
下
で
あ
る
。

二
里
頭
文
化
C
14
の
年
代
測
定

一
期

11
前

一
八
八
〇
年
～
前

一
六
四
〇
年

二
期

目
前

一
七
四
〇
年
～
前

一
五
九
〇
年

三
期
H
前

一
六

一
〇
年
～
前

一
五
二

一
年

四
期
11
前

一
五
六
四
年
～
前

一
五
二

一
年

河
南
龍
山
文
化
晩
期

C
14
の
年
代
測
定

一
段
日
前

二

一
九
〇
年
～
前
一
二

〇
五
年

二
段
11
前

二

=
二
二
年
～
前
二
〇
三
〇
年

三
段
11
前

二
〇
五
〇
年
～
前

一
九
六
五
年
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禺
時
の

「五
星
聚
」
と
は

『太
平
御
覧
』
に
引
く

『孝
経
鈎
命
訣
』

の
記
載
に
出
る
五
星

(土
星

・
木
星

・
水
星

・
火
星

・
金
星
)
直
列

の
記
載

「禺
時
、
五
星
累
累
と
し
て
珠
を
貫
ぬ
く
が
如
し
、
嫡
嫡
と

ご
と

し
て
連
壁

の
若

し
」
で
、
五
千
年
に

一
度

の
得
難

い
天
象
で
あ
る
と

い
う
。

こ
の
天
象
は
前

一
九
五
三
年
二
月
二
六
日
に
起

っ
た
と
計
算

さ
れ
た
。

こ
の
奇
異
な
天
文
現
象
の
時
点
が
古
人

の
記
憶

の
中
に
伝

わ

っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
夏
年
代
の
推
定
に
参
考
に
な
り
得
る
、

と
さ
れ

て
い
る
。
仲
康
時

の
日
食
の
記
載
は

『左
傳
』
引
用

の
夏
書

(『尚
書
』

中
の
夏
書
)、
『史
記
』
夏
本
紀
、
『尚
書
』
胤
誓

(従
来

「偽
古
文
」
と
言

わ
れ
た

「晩
書
」
に
属
す
篇
)
の
三
書
に
出
る
記
載

で
、夏
王
朝
第
四
代

の
仲
康
の
時

の
日
食
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。

た
だ
し

『尚
書
』
胤
誓

で
は

「季
秋

の
月

(秋

の
末
月
、

こ
れ
が
周

の
何
月

に
当
た
る
か

の
問
題
が
あ
る
)
朔
」
に
起

っ
た
の
文

が
あ
り
、

こ
れ
は
他

の
二
書

に
は
な
い
。
こ
の
日
食
を
め
ぐ
り
、
そ
の
年
月
日

を
計
算
し
、
前
二
〇
四
三
年

一
〇
月
三
日
、
前
二
〇

一
九
年

一
二
月

六
日
、
前

一
九
七
〇
年

=

月
五
日
、
前

一
九
六

一
年

一
〇
月
二
六

日

の
四
時
点
が
計
算
さ
れ
て
挙
げ
ら
れ
、
参
考
と
さ
れ
て
い
る
。

河
南
龍
山
晩
期
と
二
里
頭
遺
肚

一
期

の
間
に
は
文
化

の
伝
承
関
係

と
C
14
の
年
代
測
定

に
お
い
て
従
来
ミ

ッ
シ
ン
グ

・
リ
ン
グ
あ
り
と

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が

一
九
九
九
年

の
河
南
新
密
市

の
新
砦
遺
肚

の
発
見
と
発
掘

に
よ

っ
て
そ
の
間
隙
を
完
全
に
埋
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
れ
も
大
き
な
成
果
の

一
つ
で
あ
る
。

夏
代
に
関
す
る
天
象
記
録
で
は

『尚
書
』
仲
康
時
の
日
食
記
録
以

外

に
も
、
『夏
小
正
』

の
星
象
記
録
が
研
究

の
主
要
な
関
心
対
象
に

な

っ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
、
『古
文
尚
書
』
(
い
わ
ゆ
る

「偽
古
文
」
11
「晩
書
」
篇
。
胤
誓

は
こ
れ
に
属

す
)
と
文
献

『夏
小

正
』

の
可
信
性

の
研
究
検
討
が
待
た
れ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
検
討

の
上
に
立

っ
て
、
夏
代

の
二

つ
の
基
本
的
な
年
代
枠

組
み
と
し
て
、
夏
と
商

の
分
界

(11
夏
代

の
終
り
)
と
夏
代
の
始
ま

り
が
推
測
さ
れ
た
。
夏
と
商
の
分
界
は
前

一
六
〇
〇
年
が
最
も
高

い

確
立
あ
り
と

の
結
論
が
出
さ
れ
た
。
夏
代

の
始
ま
り
に

つ
い
て
は
、

二
里
頭
文
化

一
期
の
時
と
す
る
説
と
河
南
龍

山
文
化
晩
期
と
す
る
二

説
が
あ
る
が
、
前
記
、
新
砦
遺
吐
二
期
文
化

の
存
在
確
認
に
よ

っ
て

二
里
頭
文
化

一
期
と
河
南
龍
山
文
化
晩
期
は
密
接
に
連
結
し
た
の
で

あ
る
。
前

一
六
〇
〇
年

の
商
代

の
始
ま
り
か
ら
四
七

一
年
前

へ
湖
ら

せ
る
と
、
夏
代
の
始
年

は
前
二
〇
七

一
年
と
な
る
。
こ
れ
は
河
南
龍

山
文
化
晩
期
の
第
二
段
C
14
測
定
年
代

の
前

二

=
二
二
年
～
前

二
〇

三
〇
年

(前
掲
)
の
範
囲

の
内
に
あ
る
。
報
告
は

「現
在
暫
く
前
二

〇
七
〇
年
を
も

っ
て
夏

の
始
年
と
す
る
」
と
記
し
て
、
禺
か
ら
夏
末

に
至
る

一
七
代
の
王
の
夏
王
朝
年
代
を
紀
元
前
二
〇
七
〇
年
～
前

一

六
〇
〇
年
と
し
て
い
る
。

報
告
は
、
夏
商
周
断
代
工
程
は
基
本
的
な

目
標
を
達
成
し
た
と
し

つ
つ
、
多
く
の
新
し
い
課
題
が
出
て
き
た
こ
と
、
ま
た
各
専
題

の
引

き
続

い
て
の
探
求
、
お
よ
び

こ
れ
ま
で
の
成

果
に
対
す
る
補
充
と
よ

り
完
全
な
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
今
回

の
簡
本
報
告
書
と
は
別
に
繁
本
も
予
定
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
こ
の
工
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程
に
関

わ
る
研
究
書
が
目
下

『夏
商
周
断
代
工
程
叢
書
』
と
し
て
刊

行
中

で
あ
る
。
中
国
古
代
歴
史
学

・
考
古
学
は
、
こ
の
工
程
に
よ
っ

て
新

し

い
段
階
に
入
っ
た
と
言
え
る
。

次
に
期
待
さ
れ
る
考
古
学

・
歴
史
学
上
の
解
明
は
、
お
そ
ら
く
、

馬
王
堆
漢

墓

・
雲
夢
秦
簡

・
銀
雀
山
漢
墓

・
郭
店
楚
墓
と
同
様
あ
る

い
は
そ

れ
以
上
の
大
規
模
な
出
土
に
よ
る
新
た
な
文
献
資
料

の
発
見

に
よ
る
解

明
の
進
展
で
あ
り
、
か
つ
中
国
人
類
史
上

の
あ
ら
ゆ
る
時

点

・
地
点

で
出
土
し
た
す
べ
て
の
人
骨

の
遺
伝
子
D
N
A
測
定
に
よ

る
中
国

に
お
け
る
人
類

の
流
れ
の
全
系
譜

の
解
明
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

特
に
後
者

の
全
面
的
な
解
明
が
な
さ
れ
る
の
は
ま
だ
ま
だ
五
〇
年
位

は
か
か

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

四

世
界
中

の
ど
の
民
族

・
国
家
も
文
明
の
原
初

の
時
期
に
神
話
の
展

開
を
必
ず
持

っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
う
し
た
神
話
的
な
過
程

が
人
類

に
と
っ
て
必
然
的

で
普
遍
的
な
過
程
で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ

て
い
る
。
「人
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
の
問

い
か
け
に

対
し
て

の
答
え
は
、
そ

の
意
味
で
神
話
的
な
そ
の
時
期

の
考
察
を
欠

か
せ
ぬ
も

の
と
す
る
。
し
か
し
世
界

の
様

々
な
民
族

・
国
家
と
き
わ

め
て
対
照
的
に
、
中
国

の
神
話
が
示
す
そ
の
原
初

の
姿
は
定
か
で
は

な
い
。
未

知
な
ま
ま
、
そ
の
姿
は
曖
昧

で
は
っ
き
り
し
な
い
。
二
〇

世
紀

に
入

っ
て
か
ら
の
中
国
神
話
の
考
察
は
様
々
な
問

い
か
け
と
答

え
を
人
々
に
提
供
は
し
た
も
の
の
、
中
国
文
明
幕
開
け
に
位
置
す
る

神
人
が
果
た
し
て
も
と
も
と
神
な
の
か
人
な

の
か
定
か
で
は
な
い
。

か
つ
二
〇
世
紀
冒
頭
に
提
起
さ
れ
た
、
中
国
神
人
群
像
は
も
と
も
と

神

(非
人
な
る
神
、
い
わ
ゆ
る
天
神
)
か
ら
人

へ
移
行
し
た
も
の
だ

と
す
る
考
え
を
強
く
残
し
た
ま
ま
、
そ
の
後

の
明
確
な
解
明
の
進
ま

ぬ
ま
ま
に
推
移
し
て
き
た
。
そ
の
傾
向

は
中

国
神
話
学

の
領
域

で
、

特
に
日
本

の
そ
れ
に
顕
著
で
あ
る
。

禺
が
尭
舜
と
共
に
歴
史
人
物
で
は
な
く
神
話
上
の
存
在

に
す
ぎ
な

い
と
す
る
考
え
は
前
記
倉
石
先
生
紹
介
の
箭
内
亙
を
始
め
と
し
白
鳥

倉
吉
の
発
舜
抹
殺
論

に
す
で
に
出
る
の
を
見

た
が
、
中
国

で

一
世
を

風
靡
す
る
に
至

っ
た
の
は
何
と

い
っ
て
も
顧
韻
剛

の
論
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
。

こ
の
論
に
よ

っ
て
、
決
定
的

な
基
調
が
作
り
出
さ
れ

た
。
こ
の
論
調
は
現
在

の
中
国
で
は
ほ
ぼ
そ

の
影
響
を
絶

つ
に
至

っ

て
い
る
が
、
日
本

で
現
在
も
な
お
そ
の
影
響

は
大
き
く
強
く
残

っ
て

お
り
、
特
に
神
話
研
究

で
は
完
全
に
そ
の
枠
内
に
あ
る
と
言
え
る
。

神
話
研
究
に
止
ま
ら
ず
上
古
文
明
研
究
が
ほ
ぼ
そ
の
枠
内
に
あ
る
。

例
え
ば
、
私
が
親
し
く
師
事
し
最
も
尊
敬
す

る
師
、
藤
堂
明
保
先
生

の
晩
年
の
著
作

『論
語
』
(
一
九
八

一
年
)
は
私
に
と

っ
て
は
最
も
役

立
ち
最
も
愛
用
す
る

『論
語
』
で
あ
る
が
、
「尭
日
篇
」
の
解
説

に
は

ムお
　

以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

尭

は

「土
を
高
く
盛

っ
た
さ
ま
+
人
」

か
ら
な
る
字

で
、
山
の

ご
と
く
高
き
偉
人
を
表
し
、
舜
は
瞬

(す
ば
や
い
目
ば
た
き
)
の
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原
字

で
、
動
作
の
さ
と

い
人

を
表
す
。
ど
ち
ら
も
固
有
名
詞
で
は

な
い
。
禺
は
爬
虫
類

の
姿
を
描

い
た
字

で
、
華
中
と
華
南
に
伝
わ

る

「水
を
治
め
た
蛇
神
」

の
話
を
人
格
化

し
た
も
の
で
あ
り
、
夏

王
朝

の
始
祖
で
は
な

い
。
特

に
尭
舜

は
全
く
の
虚
像
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
掲
げ
て
墨
子
や
老
荘

学
派
を
異
端
と
み
な
す
立
場
を
明
ら

か
に
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
甲
骨
学
と
神
話

・
般
商
史
研
究

の
泰
斗
、
赤
塚
忠
先
生
は
そ

　
お
　

の
学
の
総
決
算
と
も
い
え
る

『書
経
・易
経
』

(
一
九
七
二
年
)
の
中

で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

帝
発

が
実
在
し
た
帝
王
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
土

の
高
く
積
ん
だ
さ
ま
と
そ
の
音
を
示
す
毒

(ぎ

ょ
う
)
と
、
元

(こ

う
べ
)
を
示
す
兀
と
か
ら
成

っ
て
お
り
、
ま
た
嶢
と
同
音

で
あ
り
、

高

・
喬

な
ど
と
近
似
音

で
あ
る
こ
と
か
ら
推
す
と
、
そ
の
原
義
は

高
山
神

か
も
し
れ
な

い
。
…
…
し
か
し
発
が
曉
と
同
音
で
あ
り
、

呆

・
皓

・
傲

・
確
な
ど
と
近
似
音
で
あ
り
、
か
つ
い
ず
れ
も
太
陽

の
光

の
明
白

で
あ
る
あ
る
意
を
持

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
す
と
、

尭
は
太

陽
神
を
い
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

縣
は
亀

の
形
を
し
た
神

で
あ
り
、

る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

禺
は
龍
の
形
を
し
た
神
で
あ

舜
も
太
古
の
神
話
・伝
説
か
ら
展
開
し
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
は
幾
種
類
か
の
神
話
の
類
を
混
合

さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
(七
種
類
の
神
の
性
質
を
挙
げ

n
引
用
者
付
記
)
そ
の
う
ち
ど

れ
が
最
も
原
初
的
で
あ
る
か
な
か
な
か
判
定
し
か
ね
る
が
、
素
朴

な
も
の
か
ら
よ
り
高
度
な
も
の
へ
の
展
開

の
筋

で
考
え
れ
ば
、
も

と
林
沢
の
神
で
あ
っ
た
も
の
が
、
農
業
神

と
さ
れ
る
と
と
も
に
帝

発

(上
帝
)
神
話
と
結
び

つ
き
、
そ
し
て
古
帝
王
説
話
に
転
化
し

た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

日
本

の
代
表
的
な
神
話

の
著
作
と
も
な
し
得

る
白
川
静
氏

の

ヨ
　

国

の
神
話
』
(
一
九
七
五
年
)
に
も
次

の
よ
う

に
見
え
る
。

『中

中
国
に
は
数
種

の
洪
水
神
話
が
あ
る
。
禺
、
共
工
、
伏
義
と
女

蝸
、
ま
た
伊
サ
の
説
話
が
あ
る
。
禺
は
夏

王
朝

の
始
祖
と
も
さ
れ

る
。
そ
れ
は
夏
系

の
も
の
で
あ
る
。

…
…
こ
れ
ら
の
神
々
の
葛
藤
は
、
共
工

の
治
水

の
失
敗
の
あ
と

を
承
け
て
、
夏
系

の
禺
が
こ
れ
を
治

め
た
と
し
、
苗
系
で
は
伏
義
・

女
蝸
が
こ
れ
を
修
復
し
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
闘
争
の
過
程
か

ら
い
え
ば
、
共
工
が
最
も
古

い
神
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
し
か
し

そ
れ
は
種
族
間
の
闘
争
と
し
て
語
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
必

ず
し
も
時
間
的
な
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
勢
力
関

係
、
あ
る
い
は
敵
対
関
係
を
反
映
す
る
と

み
る
べ
き
で
あ
る
。
た

だ
話
の
順
序
と
し
て
は
、
や
は
り
そ
の
闘
争

の
過
程
を
追
う
こ
と
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が
便
宜

で
あ
ろ
う
。

…
…
禺
は
夏
王
朝

の
始
祖
で
あ
り
、
古
聖
王
の

一
人
と
さ
れ
て

い
る
。
周
初

の
成
立
と
み
ら
れ
る

『書
』
の

「周
書
」

の
諸
篇
や

西
周
後
期

の

『詩
』

の
大
雅
、
ま
た
春
秋
期
の
金
文

に
も
、
禺
が

洪
水

を
治
め
、
夏
王
朝

の
始
祖
と
な

っ
た
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い

る
が
、
禺

の
説
話
は
そ
れ
ら
よ
り
な
お
は
る
か
に
古
く
か
ら
存

し

た
も

の
で
、
夏
王
朝

の
歴
史
性
は
い
ま
も
明
ら
か
で
は
な

い
。
禺

の
説
話

の
原
形
は
、
お
そ
ら
く
最
古

の
土
器
文
化
で
あ
る
仰
詔
前

期
に
発

し
て
い
よ
う
。
そ
の
画
文
と
し
て
多
く
み
え
る
人
魚

の
モ

チ
ー

フ
は
、
洪
水
神
禺

の
最
初

の
姿

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
禺

は
も
と
魚
形

の
神

で
あ
る
。

…
…
洪
水
神
と
し
て
の
禺
を
、
治
水
の
成
功
し
た
古
代

の
聖
王

と
し

て
伝
え
た
の
は
、
周
王
朝

で
あ

っ
た
。
禺
の
治
水
を
し
る
し

た

『書
』

の

「周
書
」
や

『詩
』

の
大
雅
諸
篇
は
、
み
な
周
人
の

伝
承

で
あ
る
。

か
い

つ
ま
ん
で
言
え
ば
、

つ
ま
り
、
夏
王
朝
は
、
歴
史
性
は
明
ら

か
で
は
な

い
。
中
国

に
は
数
種

の
洪
水
説
話
が
あ
り
、
禺
の
説
話

は

夏
系

で
あ

る
。
種
族
間

の
洪
水
神
と
し
て
の
葛
藤
関
係
か
ら
は
、
共

工
の
説
話
が
あ
り
、
夏
系

の
禺
が
そ
れ
を
治
め
、
苗
系

の
伏
義

・
女

蝸
が
そ
れ
を
修
復
す
る
と
い
う
形

の
説
話
と
な

っ
て
い
る
。
禺

の
洪

水
説
話
は
周
人

の
伝
承

の
中
に
語
り
継
が
れ
て
お
り
、
禺
の
そ
の
説

話

の
原
形

は
仰
詔
文
化

の
土
器

の
画

の
魚
で
あ
る

(図
表
n
参
照
)
。

図 表11〈 人面 魚紋 図 仰 詔文 化 半」皮遺 」止出土 〉

白川静氏 は禺の原型 とす る。

出所:『中華文明史』第一巻、河北教育出版社、1989年 。

 

禺
は
も
と
魚
形
の
神

で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
時
代
と
共

に
夏
王
朝

の
始

祖
に
転
じ
た
も
の
で
あ
る
。

洪
水
を
治
め
る
も
の
を
魚
形

の
神
と
す
る

こ
と
は
必
ず

し
も
有
り

得
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
禺

の
存
在

の
出
発
点
を
そ
の
洪
水
を
治
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め
た
神
な
る
存
在
と
し
て
魚
形

の
神
だ
と
す
る
こ
と
は
、
顧
頷
剛

の

主
張
の
枠
内

に
あ

っ
て
、
そ
の
枠
内
か
ら
出
る
も
の
で
な

い
。

ム
ゐ
　

最
近

の
小
南

一
郎
氏

の

「大
地

の
神
話

縣

・
禺
傳
説
原
始
」

(
一
九
八
五
年
)
は
秀
れ
た
想
像
力
を
天
翔
け
さ
せ
る
気
宇
壮
大
な
論

で
あ
る
。

論
は
述

べ
る
。
禺
治
水

の
洪
水

は
河
川

の
大
氾
濫
と
し
て

お
お

歴
史
化
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
が
、
「洪
水
と
は
文
字
通
り

〈洪

い
な

る
水
〉
で
神
話
学

で
い
う
、
原
初

の
大
水

prim
ev
al
w
aters
で
、
原

始

の
海

p
rim
o
rd
ia
locean
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
」
と
し
、
縣

・

禺
が
天
上

か
ら
盗
ん
だ

「息
壌
」
は

「
こ
の
よ
う
な
原
初
の
大
水

の

上
に
、
縣

・
禺
は
天
上
か
ら
持

っ
て
き
た
息
壌
を
ば
ら
ま

い
た
。
そ

の
息
壌
が
成
長
し
、
そ
の
上
に
穀
物
も
生
え
て
、
現
在

の
大
地
が
出

来
上
が

っ
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
禺
が
行

っ
た

『敷
土
』
『布
土
』

は
軍
に
水
が
深
く
て
簡
軍
に
治
め
ら
れ
ぬ
場
所
に
、
い
わ
ば
パ

ッ
チ
・

ワ
ー
ク
の
よ
う
に
息
壌
を
ま
い
た
と

い
う
の
で
は
な
い
。
現
在

の
大

地
の
全

て
が
息
壌
が
成
長
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
」
と
地
球
原
初

の
洪
水
を
伝
え
る
伝
説
と
結
び

つ
け
る
。
「縣
と
禺
と
の
神
話
と
し
て

の
現
像
が
水
生
動
物
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
す
で
に
諸
家

の

説
く
所

で
あ
る
」
と
し
、
「字
形
か
ら
神
々
の
原
像
を
論
ず
る
こ
と
は

危
険
が
と
も
な
う
の
で
あ
る
が
」
と
し
つ
つ
も
、
字
形
を
考
察
し
て

縣

・
禺

は
水
中

の
蛇
形

の
動
物

で
あ
ろ
う
と
す
る
考
え
を
述

べ
て
い

る
。
ま
た
禺
と
夏
王
朝

の
結
び

つ
き
も
後
世

に
な
る
も
の
と
す
る
考

え
で
も
顧
論
を
継
承
す
る
。

こ
う
し
た
禺
を
原
型
は
神
と
す
る
見
解
は
広

く
普
及
し

一
般
の
書

中
に
も
見
え
、
い
か
に
疑
古
学
派
の
影
響
が
強

い
か
が
読

み
取
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
夏
商
周
断
代
工
程
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
中
国

側

の
考
古
学
の
成
果
と
そ
れ
に
も
と
つ
く
歴
史
的
認
識
と
、
上
に
見

た
特
に
日
本
に
お
け
る
神
話
学
、
上
古
文
明

に
対
す
る
日
本
側
の
認

識
と
は
極
端
な
対
照
を
示
し
て
、
こ
れ
に
ど
う
対
処
す
れ
ば
よ
い
か
、

戸
惑

い
さ
え
覚
え
る
。
禺

の
原
像
を
天
神
と
す
る
考
え
を
決
定
づ
け

た
古
典
的
な
文
章
は
顧
韻
剛

の
論
文
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
か

ら
も
顧
韻
剛
論
文
が
ど
の
よ
う
な
論
拠
を
も

っ
て
萬
の
本
来
の
姿
は

人
で
は
な
く
神
だ
と
想
定
し
た
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
。

そ
の
論

に
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
根
拠
が
あ
る

の
か
、
な
い
の
か
。
そ

れ
を
こ
こ
で
検
証
し
て
み
た
い
。

(続
く
)

注〈
1
>

三
皇

五
帝

:
一二
皇

は
、
唐

司
馬

貞
補

『
史

記

三
皇
本

紀
』

に
よ

る

三
人

つ
ま

り
伏
義

・
女

蝸

・
神
農

を

三
皇

と

す

る
説

が
広

く
行

な

わ

れ

て

い
る
。

そ

の
他

、
諸
説

あ

り
、

そ

の
顔

ぶ

れ

は
上

記

三
人

以

外

に
燧
人

・
祝

融

・
共

工

・
黄

帝

・
少
曄

・
額

碩

が
挙
げ

ら

れ

て

い

る
。

ま

た
天
皇

・
地

皇

・
泰
皇

(
『史

記
』

秦
始

皇
本

紀

)
、

あ

る

い

は
天

皇

・
地
皇

・
人

皇

を
三
皇

と
す

る
系
統

の
説

も
あ

る
。
五

帝

は
、

『
史
記

』

に

よ
る

五
帝
説

が
広

く
行

な

わ
れ

て
お

り
、
黄

帝

・
額
項

・

帝
轡

・
発

・
舜

を

も

っ
て
五
帝

と

す

る
。

そ

の
他

、
以

上

の
五
人

の

他
、

庖
犠

(
伏
戯

ま

た
は
太

昊
)
・
神

農

・
炎

帝

・
少
曝

(
ま
た

は
少
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昊
)
・
萬

・
湯

の
中

か
ら

五
人

を
取

り
上
げ

て
五

人

に
数

え

る
説
も

あ

る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
編

『中
國
神
話
人
物
資
料
集
-

三
皇
五

帝

夏

萬
先
秦

資
料
集

成
』

(汲
古

書
院

、
二
〇
〇

一
年

)
二

一
-

二
一二

頁

を
参

照
。

〈
2
>

『
中
国
文

学
講

話
』

岩
波

書
店

、

一
九
六

八
年

、

一
ー
二
頁
。

〈
3
>

『
中
國
小

説
史

略
』
原
刊

、
上

巻
、
北
京

:
新

潮
社

、

一
九

二
三

年

。
『魯

迅
全

集
』
第

八

巻
所
収

版

、
人

民
文

学
出

版
社

、

一
九

五
七

年

、

一
六
頁

。

〈
4
>

『白

話
文
學

史

』
上

巻
、

上
海

:
新

月
出

版
社

、

一
九

二
八
年

、

七

五

ー
七
六
頁

。

〈
5
>

玄

珠

(茅
盾

筆

名

)
『中

國
神

話
研
究

A
B

C
』
上

冊
、
世

界
書

局

、

一
九

二
九
年

、

七

1

=

二
頁

。

〈
6
>

王
國
維

『観
堂

集

林
』
(中
華
書

局

、

一
九

五
九

年
)
巻
九

所
収

。

〈
7
>

胡

厚
宣

「甲
骨

文

四
方

風
名
考

証
」

(
『
甲
骨

学
商
史

論
叢

・
初

集

』
斉
魯

大
学

国
学

研
究

所
専

刊
之

一
、

一
九
九

四
年
所

収
)
。

〈
8
>

鄭

光

「
二
里
頭

遺

趾
的
発

掘
」

(
『夏

文

化
研
究

論
集

』
中
華

書

局

、

一
九

九
六
年

所

収

、
六
六

-
七
九
頁

)
。

〈
9
>

厳
文

明

「東

方

文

明
的
揺

藍

」

(
『文

化

的
韻

贈
』
l

l
漢

学
研

究

国
際
会

議
論
文

集

考
古
学

巻
』

北
京

大

学
出
版

社
、

二
〇

〇
〇

年

所
収
、

五

四
-
五

九

頁
)
。

〈
10
>

同
注

〈
9
>
。

〈
n
>

高

明
著

『中

国

古
文

字
学

通
論

』
北

京

大
学
出

版
社

、

一
九

九

六
年

、

二
七

⊥

二
四
頁

。

〈
12
>

同
注

〈
H
>

二

九
頁

。

〈
13
>

蘇

乗
埼

・
殿

璋

璋

「関
於

考
古

学
文

化

区
系
類

型
問

題
」

(『
文

物

』

一
九

八

一
年

五
期

)
。

〈
14
>

費

孝
通

『中

華
民

族
多
元

一
体

格

局
』
中

央

民
族

大
学

出
版
社

、

一
九
九

九
年

。

〈
15
>

傅

斯
年

「夷
夏

東

西
説
」
『
傅
斯

年

全
集

』
第

三
冊

、
聯
経

出
版

事
業

公

司

(原
載

『
慶
祝

察
元

培
先

生
六

十

五
歳
論

文

集
』
國

立
中

央
研

究

歴
史

語
言

研
究

所
集
刊

、

一
九

三
三
年

)
。

〈
16
>

徐
旭

生

『
中
国
古

史
伝

説
時

代
』

(初
版

、

一
九

四
三
年
/

科
学

出
版

社

増
訂
版

、

一
九
六

〇
年

/
文
物

出

版
社

増
訂

新

一
版
、

一
九

八

五
年

)
。

〈
17
>

股

法
魯

・
許
樹

安

『
中

国
古

代

文
化

史

1
』

北
京

大

学

出
版

社
、

一
九

八
九

年
。

〈
18
>

張

国
碩

「夏
商

周

三
族

起
源

研
究

述

評
」
(『
中

国
史

研
究
動

態
』

一
九

九
六

年

一
〇
期

、

一
〇

1

一
七
頁

)
。

〈
19
>

楊
檀

・
蒋

福
亜

・
田
培

棟
主

編

『
中

国
古
代

史

』
光

明
日
報

出

版
社

、

一
九

八
八
年

。

〈
20
>

劉

沢
華

・
楊

志

玖

・
王
玉

哲

等
編

著

『
中

国
古

代
史

』

上

冊
、

人
民

出
版

社
、

一
九
七

九
年

。

〈
21
>

王
文

明

・
最

玉

海
主

編

『
中

国
古

代

史

』

河
南

大
学

出

版
社

、

一
九

八
八

年
。

〈
22
>

『
論
語

』
学

習
研
究

社

、

一
九

八

一
年
、

三

七
六

頁
。

〈
23
>

『
書
経

・
易

経
』

平
凡
社

、

一
九
七

二
年

、

六
頁

。

〈
24
>

『
中
国

の
神

話
』
中

央
公
論

社

、
一
九

七
五

年

、
六

〇

1
六

六
頁

。

〈25
>

「大
地
の
神
話
-

縣
・萬
伝
説
原
始
」

(『古
史
春
秋
』
第
二
号

所

掲
、

朋
友

書
店

、

一
九
八

五
年
、

ニ
ー

二
二
頁

)
。
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