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夏
王
朝
と
禹

中
国
の
伝
統
と
い
う
の
は
長
い
歴
史

と
深
く
て
広
い
内
容
が
あ
り
ま
す
。
神

話
の
時
代
か
ら
確
か
な
歴
史
時
代
に
か

け
て
、
中
国
に
は
夏
殷
周

か
い
ん
し
�
う

と
い
う
三
代

の
王
朝
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

夏
王
朝

か
お
う
ち
ょ
う

（
紀
元
前
２
１
０
０
年
こ
ろ
か
ら
紀
元

前
１
６
０
０
年
こ
ろ
。
以
下
、
紀
元
前
は
前
と
略

記
）
は
、
中
国
の
史
書
に
は
初
代
の
禹う

か
ら
末
代
の
桀け

つ

ま
で
17
代
、
ほ
ぼ
４
７

１
年
続
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

従
来
、
伝
説
上
の
王
朝
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
近
年
、
実
在
が
見
直
さ
れ
て

い
ま
す
。
文
字
史
料
が
発
掘
さ
れ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
文
献
史
料

の
い
う
夏
王
朝
が
実
在
し
た
こ
と
を
直

接
証
明
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
中
国
現
代

の
歴
史
学
界
や
考
古
学
界
で
は
実
在
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
夏
王
朝
を
開
い
た
人
物
が
禹
で

し
た
。『
尚
書
』（
後
世
で
は
『
書
経
』
と
呼
ば

れ
る
）
「
堯
典

ぎ
ょ
う
て
ん

」
に
よ
れ
ば
、
堯
帝
の
時

代
に
大
洪
水
が
起
こ
っ
た
の
で
、
堯
帝

は
禹
の
父
親
で
あ
る
鯀こ

ん

に
治
水
を
命
じ

ま
し
た
。
し
か
し
９
年
た
っ
て
も
成
果

が
上
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
『
尚

書
』「
洪
範
」
に
は
、
鯀
が
洪
水
を
ふ

さ
ご
う
と
し
た
と
き
に
五
行
を
乱
し
た

の
で
殺
さ
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
。『
山せ

ん

海
経

が
い
き
ょ
う』「

海
内
経
」
に
は
、
帝
の
息
壌

そ
く
じ
ょ
う

（
自
然
に
盛
り
上
が
っ
て
く
る
土
）
を
盗
ん
で

洪
水
を
ふ
さ
い
だ
が
、
帝
の
怒
り
を
買

っ
て
殺
さ
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
鯀
の
治
水
事
業
は
失
敗
し

た
わ
け
で
す
。

鯀
の
事
業
を
受
け
継
い
で
治
水
に
当

た
っ
た
の
が
息
子
の
禹
で
す
。
禹
は
鯀

が
誅
さ
れ
た
と
き
に
、
鯀
の
腹
か
ら
生

ま
れ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
鯀
も
禹
も
も
と
は
水
神
で
、
鯀
は

亀
、
禹
は
龍
の
化
身
で
あ
り
、
亀
信
仰

部
族
か
ら
龍
信
仰
部
族
に
勢
力
が
交
代

し
た
の
だ
、
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

鯀
の
治
水
方
法
は
「
堙い

ん

」
と
い
い
、

水
没
地
帯
を
埋
め
立
て
る
方
法
、
禹
の

治
水
方
法
は
「
疏そ

」
と
い
い
、
水
路
を

切
り
拓
き
、
堤
防
を
築
い
て
洪
水
を
流

す
方
法
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
禹
は
ま

た
「
堙
」
方
式
も
採
用
し
て
お
り
、
両

者
の
間
で
基
本
的
に
は
大
差
が
な
い
、

と
す
る
議
論
も
あ
り
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
鯀
は
失
敗
者
と
な
り
禹

は
成
功
者
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
簡
単
に
結
論
を
出
せ
る
問
題
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
民
族
や
部

族
間
闘
争
の
反
映
、
信
仰
形
態
の
違
い
、

神
話
の
伝
承
系
統
の
相
違
、
後
世
の
歴

史
家
ら
に
よ
る
合
理
づ
け
な
ど
が
要
因

と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
た
だ
、
治
水

事
業
や
自
然
観
察
の
経
験
を
蓄
積
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
堙
」
よ
り
も
「
疏
」

の
方
が
水
の
性
質
に
適
合
し
て
お
り
、

「
疏
」
こ
そ
が
治
水
の
基
本
な
の
だ
、

と
い
う
認
識
が
一
般
化
し
た
、
と
い
う

こ
と
は
言
え
そ
う
で
す
。

ず
っ
と
後
世
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

禹の治水と中国史の流れ
日本にとって、中国は社会制度やもろもろの文化の手本であり、長らく、師と仰ぐ対象でした。

しかし、中国文明の基層を理解するのはなかなか難しいことです。そこで、長い歴史を持ち、

深くて広い中国文明の基層を分析し、理解することによって、

禹の問題についても理解を深めたいと思います。
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前
４
世
紀
ご
ろ
、
中
国
の
戦
国
時
代
に

活
躍
し
た
孟
子
は
、
楊
朱

よ
う
し
�

と
い
う
人
物

を
批
判
し
て
、「
楊
朱
と
い
う
奴
は
、

脛す
ね

の
毛
を
一
本
抜
け
ば
天
下
が
救
わ
れ

る
と
い
う
場
合
で
も
、
そ
の
毛
一
本
さ

え
抜
か
な
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
の

意
味
は
、
楊
朱
は
自
分
の
こ
と
し
か
考

え
な
い
奴
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

楊
朱

（
約
前
３
９
５
年
〜
前
３
３
５
年
）

戦
国
時
代
の
思
想
家
。
楊
子
、
楊
子
居
と
も
呼
ば
れ

る
。
儒
家
や
墨
家
に
対
抗
し
、
個
人
の
生
命
を
重
視

し
、
他
人
を
侵
害
し
な
い
と
い
う
個
人
主
義
的
な
為

我
説
を
唱
え
た
。
孟
子
は
楊
朱
の
思
想
を
異
端
と
し

て
極
力
排
撃
し
た
。『
孟
子
』『
荘
子
』『
韓
非
子
』

な
ど
に
断
片
的
な
学
説
が
残
る
。

孟
子
の
言
葉
に
は
拠
り
所
が
あ
り
、

禹
が
泥
の
中
を
這
い
回
っ
て
治
水
に
苦

心
し
、
そ
の
た
め
に
脛
の
毛
が
み
な
抜

け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
が
前
提
に
な

っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
「
脛
の
毛
を

抜
く
」
と
い
う
言
葉
だ
け
を
と
ら
え
た

な
ら
、
そ
れ
だ
け
で
社
会
が
救
わ
れ
る

と
い
う
わ
け
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ

は
自
分
を
犠
牲
に
し
て
労
働
す
る
と
い

う
意
味
に
と
ら
え
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
す
。
禹
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
け
れ

ば
意
味
は
通
じ
ま
せ
ん
。

堯
帝
の
後
を
嗣
い
だ
舜
帝
か
ら
、
治

水
の
功
績
に
よ
り
、
禹
は
帝
位
を
譲
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
は
代
々
禹
の
子
孫

が
帝
位
を
嗣
い
だ
の
で
、
こ
こ
に
中
国

最
初
の
世
襲
王
朝
（
夏
王
朝
）
が
成
立
し

ま
し
た
。
禹
の
治
水
事
業
は
中
国
人
の

間
に
伝
説
と
な
っ
て
継
承
さ
れ
、
今
日

で
も
中
国
各
地
に
禹
王
廟
が
残
っ
て
い

ま
す
。

日
本
に
も
、
禹
に
か
か
わ
る
碑
や
地

名
が
20
以
上
も
あ
る
と
聞
い
て
驚
き
ま

し
た
。
我
が
先
祖
た
ち
に
と
っ
て
い
か

に
治
水
事
業
が
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た

か
、
日
本
人
が
い
か
に
中
国
の
歴
史
・

伝
説
に
学
ん
だ
か
が
わ
か
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
禹
は
、
後
世
、
堯
・
舜
・

禹
・
殷
（
商
が
正
称
。
後
半
は
殷
を
都
と
し
た

の
で
、
一
般
的
に
は
殷
と
呼
ば
れ
る
）
の
湯

王
・
周
の
文
王
・
武
王
と
並
べ
て
聖
人

と
し
て
尊
敬
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
そ
う

し
た
系
列
を
尊
崇
し
た
の
は
儒
家
の
人

た
ち
で
し
た
。
な
ぜ
儒
家
の
人
々
は
禹

を
そ
れ
ほ
ど
ま
で
尊
敬
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
こ
に
は
儒
家
独
特
の
見
方
が

あ
り
ま
す
の
で
、
次
に
儒
家
の
思
想
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。

伝
統
社
会
の
基
層
は
宗
族
制

儒
家
は
孔
子
が
始
め
た
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
孔
子
自
身
は

「
述
べ
て
つ
く
ら
ず
、
信
じ
て
古

い
に
し
えを

好

む
」（『
論
語
』
述
而
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。

「
自
分
は
な
に
も
創
造
的
な
こ
と
を
言

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
昔
の
こ
と

を
言
っ
て
い
る
だ
け
だ
」
と
い
う
の
で

す
か
ら
、
孔
子
か
ら
儒
家
が
始
ま
っ
た

と
い
う
の
は
本
来
お
か
し
な
言
い
方
な

ん
で
す
。
孔
子
が
言
っ
た
「
い
に
し
え
」

と
い
う
の
は
周
の
初
め
の
こ
と
で
、
具

体
的
に
い
え
ば
周
公
（
周
公
旦
）
の
教
え



の
宗
族
内
で
の
位
置
に
よ
っ
て
決
ま
っ

て
く
る
日
常
の
行
動
ル
ー
ル
、
言
い
換

え
れ
ば
「
礼
」
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
維
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
伝

統
が
、
中
国
の
人
た
ち
に
「
関
係
こ
そ

が
大
事
な
の
だ
」
と
い
う
意
識
を
植
え

つ
け
ま
し
た
。
私
は
１
９
８
０
年
（
昭

和
55
）
以
降
、
何
度
も
中
国
に
行
き
ま

し
た
が
、
行
く
た
び
に
痛
感
す
る
の
は
、

人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
入
り
込

ま
な
け
れ
ば
、
何
も
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

宗
族
制
に
は
「
礼
」
の
秩
序
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
が
、
礼
は
、
君
臣
の
間
で
の

作
法
、
諸
侯
や
臣
下
同
士
の
訪
問
の
儀

式
、
冠
婚
葬
祭
の
式
次
第
な
ど
ま
で
含

む
形
式
で
あ
る
と
同
時
に
、
も
っ
と
大

切
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
形
式
を
成
り

立
た
せ
て
い
る
気
持
ち
（
道
徳
）
だ
と
考

え
ら
れ
ま
し
た
。
孔
子
は
人
と
し
て
最

も
大
切
な
気
持
ち
は
「
仁
」
だ
と
考
え

ま
し
た
が
、
仁
の
気
持
ち
は
、
実
は
親

や
兄
に
対
す
る
気
持
ち
が
も
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
親
に
対
す
る
孝
、

兄
に
対
す
る
悌
で
す
。
孝
悌
の
う
ち
、

特
に
大
事
な
の
は
孝
で
す
。
孝
と
は
、

具
体
的
に
言
え
ば
父
母
に
対
し
て
食
べ

も
の
や
飲
み
も
の
を
捧
げ
て
大
切
に
す

る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
孝

を
一
番
の
基
本
に
し
て
出
て
く
る
徳
目

が
仁
な
ん
で
す
ね
。
仁
を
大
切
に
し
た

と
い
う
の
は
、
や
は
り
目
上
の
者
に

「
仕
え
る
」
と
い
う
こ
と
が
基
本
に
な

り
ま
す
。
仁
と
は
、
親
に
対
す
る
孝
を
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で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
制
度
や
法
の

規
定
、
文
化
の
在
り
方
な
ど
、
一
切
合

切
を
周
公
が
基
を
創
っ
た
、
と
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
が
崩
れ
て
き
た
か
ら
孔
子

は
周
公
の
精
神
に
立
ち
戻
っ
た
社
会
に

し
よ
う
、
と
い
う
努
力
を
し
た
わ
け
で

す
。
し
か
し
こ
れ
は
孔
子
の
考
え
で
あ

っ
て
、
実
際
に
周
公
が
こ
う
い
う
こ
と

を
や
っ
た
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
す
。

周
は
前
11
世
紀
後
半
か
ら
前
２
５
６

年
ま
で
の
王
朝
で
、
前
半
の
前
８
世
紀

初
め
こ
ろ
ま
で
を
西
周
と
い
い
、
そ
の

後
を
東
周
と
い
い
ま
す
。
西
周
は
西
安

の
そ
ば
に
あ
る
鎬
京
と
い
う
所
を
都
と

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
西
か
ら
来
た
異

民
族
に
圧
迫
さ
れ
て
、
洛
陽
近
辺
に
都

を
移
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
後
を
東
周

と
い
い
ま
す
。
東
周
の
前
半
、
前
５
世

紀
半
ば
ま
で
を
春
秋
時
代
と
い
い
、
そ

の
あ
と
を
戦
国
時
代
と
い
い
ま
す
。
周

王
の
権
威
は
春
秋
く
ら
い
ま
で
は
何
と

か
保
た
れ
ま
し
た
が
、
戦
国
時
代
に
な

る
と
周
は
洛
陽
を
中
心
と
す
る
小
地
方

権
力
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

孔
子
は
春
秋
の
末
期
に
生
ま
れ
、
失

わ
れ
て
ゆ
く
周
の
秩
序
を
何
と
か
し
て

回
復
し
よ
う
と
努
力
を
し
た
の
で
す
。

孔
子
の
考
え
た
周
の
秩
序
は
宗
族
制

そ
う
ぞ
く
せ
い

と

封
建
制
の
形
で
保
た
れ
て
い
た
も
の
で

す
。
宗
族
と
い
う
の
は
、
祖
父
—
父
—

自
分
（
男
）
—
息
子
—
孫
と
い
う
よ
う

な
男
子
の
系
統
、
つ
ま
り
男
系
一
族
を

指
す
言
葉
で
す
。
宗
族
制
は
、
宗
族
の

結
束
を
強
く
す
る
祖
先
崇
拝
と
、
成
員

禹が山を削り拡幅したといわれる龍門は、別名禹門口とも呼
ばれている。かつては両岸に禹廟がいくつも建っていたが、
日本軍によってことごとく破壊された。今は、大禹廟跡であ
ることを示す碑亭がひっそりと建つのみ。黄河は黄土高原の
黄土を削り、下流へと運んでいく。俗に「水一斗土六升」つ
まり、1斗の水に6升の土が含まれる、といわれる。
禹門口を案内してくれた張仲勛さんが、河津博物館（文物局）
で保管している禹王碑の見学に立ち会ってくれた。向かって
左は、王芳さん。



に
つ
な
が
っ
て
い
く
ん
で
す
。
し
か
し
、

儒
教
に
は
必
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
宗
教
と

は
い
え
な
い
面
が
あ
り
ま
す
。
社
会
体

制
で
あ
り
、
道
徳
で
あ
り
、
政
治
理
念

で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
と
か
仏
教
と
は

違
い
ま
す
ね
。

た
だ
し
、
先
祖
の
神
霊
を
拝
む
わ
け

で
す
か
ら
、
似
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

元
来
、
天
を
拝
み
、
先
祖
を
拝
み
、
食

べ
も
の
や
飲
み
も
の
を
捧
げ
て
神
と
し

て
祀
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
面
か

ら
い
っ
た
ら
宗
教
と
言
っ
て
言
え
な
い

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
微
妙
な
と
こ
ろ

で
す
ね
。

封
建
制
と
郡
県
制

宗
族
制
と
並
ん
で
、
周
の
大
事
な
制

度
と
し
て
封
建
制
が
あ
り
ま
し
た
。
封

建
制
は
、
周
が
殷
を
滅
ぼ
し
た
と
き
、

武
王
が
一
族
の
者
や
功
臣
に
「
そ
な
た

は
、
こ
こ
に
国
を
建
て
ろ
」
と
土
地
を

与
え
て
で
き
た
制
度
で
す
。
土
地
に
封

じ
て
国
を
建
て
る
か
ら
封
建
と
い
う
の

で
す
。
周
の
人
た
ち
は
、
殷
を
滅
ぼ
し

た
の
は
殷
王
が
暴
虐
で
天
（
最
高
の
神
さ

ま
で
あ
る
天
帝
の
こ
と
）
を
侮
っ
て
き
ち
ん

と
祀
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ

で
天
は
、
天
を
よ
く
祀
っ
て
い
る
周
に
、

殷
に
代
わ
っ
て
王
朝
を
開
け
と
い
う
天

命
を
与
え
た
の
だ
、
と
主
張
し
ま
し
た
。

天
を
祀
る
と
い
う
の
は
、
王
が
、
定

め
ら
れ
た
日
時
に
決
ま
っ
た
場
所
で
、

決
ま
っ
た
手
順
を
踏
ん
で
飲
食
物
を
捧

41 禹の治水と中国の歴史の流れ

一
般
的
な
人
と
人
の
関
係
に
ま
で
拡
大

し
て
い
っ
た
考
え
方
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

禹
は
治
水
事
業
を
成
功
さ
せ
た
点
が

評
価
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
孝
の
徳

目
を
身
に
つ
け
て
い
た
点
で
も
評
価
さ

れ
ま
し
た
。『
論
語
』「
泰
伯
」
に
は
、

孔
子
の
言
葉
と
し
て
「
禹
は
吾
れ
間
然

す
る
こ
と
な
し
。
飲
食
を
菲う

す

く
し
て
孝

を
鬼
神
に
致
し
…
」
と
い
う
発
言
が
見

え
ま
す
。「
禹
は
、
文
句
の
付
け
よ
う

が
な
い
。
自
分
の
飲
食
物
を
粗
末
な
も

の
に
し
て
、
先
祖
の
御
霊
に
孝
行
し
た
」

と
い
う
意
味
で
す
。
先
祖
に
孝
行
す
る

と
い
う
の
は
、
先
祖
の
神
霊
に
飲
食
物

を
捧
げ
て
、
立
派
に
お
祀
り
を
し
た
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
存
命
中
の
親
に
対

し
て
も
、
亡
く
な
っ
た
先
祖
に
対
し
て

も
、
飲
食
物
を
捧
げ
る
と
い
う
の
が
孝

だ
っ
た
の
で
す
ね
。
禹
は
儒
教
の
聖
人

と
し
て
も
尊
敬
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

宗
族
の
「
宗
」
と
い
う
の
は
、
家
の

中
で
先
祖
の
神
霊
が
祀
っ
て
あ
る
大
事

な
所
、
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、

大
本

お
お
も
と

の
意
味
に
な
り
ま
す
。
清
朝
の
末

期
に
日
本
か
ら
宗
教
と
い
う
言
葉
が
入

っ
て
き
た
と
き
に
、
中
国
人
に
は
レ
リ

ジ
ョ
ン
な
ん
て
い
う
発
想
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
か
ら
、
一
番
大
事
な
教
え
、

と
い
う
意
味
で
と
ら
え
ま
し
た
。
そ
し

て
中
国
で
一
番
大
事
な
教
え
と
は
、
い

っ
た
い
何
だ
ろ
う
、
と
考
え
ま
し
た
。

そ
れ
は
儒
教
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
儒
教
は
宗
教
で
あ
る
、
と
い
う
風



春秋時代
紀元前770～403年

晋 魯

燕

鄭曹

蔡
周

秦

楚
呉
越

陳

衛

宋

斉

西周の勢力圏
紀元前11世紀～771年

殷の勢力圏
紀元前16～11世紀

初期の領域

戦国時代
紀元前403～221年

魏
長城

燕
趙

韓
秦

楚

斉

げ
て
行
な
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を

周
の
人
は
徳
と
呼
び
ま
し
た
。
封
建
制

の
根
底
に
は
王
の
徳
が
あ
っ
た
の
で
す
。

武
王
や
周
公
が
、
殷
に
は
徳
が
な
く
周

に
は
徳
が
あ
る
と
強
調
し
た
こ
と
は

『
尚
書
』
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
た
だ
、

歴
史
的
事
実
と
し
て
は
、
そ
の
全
部
を

信
じ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
。孔

子
も
周
に
は
徳
が
あ
っ
た
か
ら
天

命
を
受
け
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
一
所

懸
命
宣
伝
し
た
ん
で
す
。
こ
の
徳
は
後

世
の
道
徳
の
徳
と
は
違
っ
て
、
神
に
飲

食
物
を
捧
げ
て
祀
る
と
い
う
意
味
で
す

が
、
先
祖
の
神
霊
を
祀
る
こ
と
も
徳
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
徳
を
道
徳
の
意
味
に
ま
で
深
め
た

の
は
孔
子
で
し
た
。

孔
子
の
考
え
で
は
、
封
建
制
と
宗
族

制
の
秩
序
が
き
ち
ん
と
保
た
れ
て
い
る

こ
と
が
大
切
で
し
た
。
徳
に
基
づ
く
封

建
制
の
理
念
、
祖
先
崇
拝
や
親
孝
行
を

中
心
と
し
た
宗
族
の
ま
と
ま
り
、
こ
れ

ら
を
き
ち
ん
と
維
持
し
よ
う
と
し
た
の

で
す
。
そ
し
て
、
天
を
祀
っ
て
い
い
の

は
周
王
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
人
が
や

っ
た
ら
越
権
行
為
な
ん
で
す
。
天
を
祀

る
の
と
同
様
、
地
を
祀
る
の
も
、
天
下

の
名
山
を
祀
る
の
も
周
王
だ
け
。
そ
れ

ら
の
祀
り
を
、
い
つ
、
ど
う
い
う
風
に

し
て
祀
る
か
と
い
う
規
定
も
、
事
細
か

に
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
封
建
制
や

宗
族
制
の
秩
序
の
中
心
が
、「
祀
る
」

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
し
て
、
儒

と
い
う
の
は
祀
り
を
担
当
す
る
人
と
い

う
意
味
で
、
そ
う
い
う
人
を
総
称
し
て

儒
家

じ
�
か

と
い
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
孔
子
が
生
き
た
春
秋
の

末
ご
ろ
に
は
、
封
建
制
の
秩
序
が
だ
い

ぶ
崩
壊
し
て
い
ま
し
た
。
諸
侯
同
士
が
、

周
王
の
命
令
も
待
た
ず
に
勝
手
に
戦
争

を
し
、
本
来
は
周
王
か
ら
封
建
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
他
国
を
滅
ぼ
し
、
自
国
の

領
地
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
す
。
春
秋

の
初
め
に
は
国
が
１
４
０
ぐ
ら
い
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
春
秋

末
期
に
は
40
ぐ
ら
い
に
減
少
し
て
い
ま

す
。
次
の
戦
国
時
代
に
な
る
と
さ
ら
に

減
っ
て
、
主
な
国
は
七
雄
（
秦
・
楚
・

斉
・
燕
・
趙
・
魏
・
韓
）
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
っ
て
い

っ
た
の
で
す
。
周
王
の
権
威
も
ま
っ
た

く
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

自
国
に
近
い
国
を
滅
ぼ
し
た
ら
自
国

に
く
っ
つ
け
ま
す
。
つ
ま
り
県
で
す
。

県
の
本
字
は
縣
で
、
こ
れ
は
懸
と
同
じ

意
味
で
、
ぶ
ら
下
が
る
、
と
い
う
意
味

を
持
ち
ま
す
。
本
国
に
ぶ
ら
下
げ
た
わ

け
で
す
。
と
こ
ろ
が
時
代
が
進
ん
で
大

規
模
な
戦
争
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
と
、
本
国
か
ら
遠
く
離
れ
た
国
々
を

征
服
す
る
よ
う
な
こ
と
が
起
き
ま
す
。

そ
う
し
た
場
合
、
そ
の
地
域
を
ま
と
め

て
統
括
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
れ

が
郡
で
す
。
ま
と
ま
っ
た
多
く
の
も
の

と
い
う
意
味
で
、
群
と
同
じ
意
味
で
す
。

日
本
の
行
政
系
統
で
す
と
某
県
某
郡
と

な
り
ま
す
け
れ
ど
、
中
国
は
県
よ
り
も
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三門峡ダムは、1960年（昭和35）西安の下
流につくられた。当時は中国最大のダムだ
ったが、流入する泥を少なく見積もるとい
う計画ミスのために、貯水池に大量の泥が
溜まった上、発電所のタービンも能力不足
に陥ってしまった。今では、土砂を流し出
すトンネルやタービンの性能を上げるなど
の努力で、ダムとしての機能を維持してい
るが、発電量は当初計画の５分の１に留ま
っているという。ページ中央：ダム堰から
下流へ。左ページ上：上流のダム湖。下は
ダム湖畔。右：三門峡ダムのサイトにある
大禹は、筋骨隆々。

王朝の流域図 『グローバルワイド　最新世界史図表　二訂版』（第一学習社 2008改訂11版）をもとに編集部で作図



三国時代
220～280年

魏

蜀
呉

漢代初期の郡国制
前漢：紀元前202年～紀元後7年　後漢：紀元後25～220年

郡県制 封建制

秦の領域
紀元前247～210年

長城

紀元前247年
（秦王政元年）紀元前221年

（天下統一時）

最大領域

西晋の領域
280年ごろ

西晋
265～316年

郡
の
ほ
う
が
ず
っ
と
格
が
上
で
す
。

こ
の
よ
う
に
統
治
に
際
し
て
郡
と
県

を
つ
く
り
出
し
て
い
っ
た
の
が
、
郡
県

ぐ
ん
け
ん

制せ
い

で
す
。
郡
や
県
に
は
本
国
か
ら
官
僚

を
派
遣
し
て
統
治
さ
せ
ま
し
た
。
封
建

制
の
根
底
に
は
徳
が
あ
り
、
然
る
べ
き

血
筋
の
者
が
国
君
と
し
て
統
治
す
る
の

で
す
が
、
郡
県
制
で
は
統
治
の
能
力
こ

そ
が
重
要
で
、
時
代
の
要
請
は
徳
か
ら

能
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

秦
の
天
下
統
一
は
法
家
の
力

戦
国
の
七
雄
の
中
で
勝
ち
残
っ
た
の

は
秦
で
し
た
。
秦
の
始
皇
帝
は
前
２
２

１
年
に
全
国
を
統
一
し
て
秦
王
朝
を
開

き
ま
し
た
。
始
皇
帝
は
郡
県
制
を
徹
底

し
て
推
し
進
め
、
統
一
後
は
中
国
全
体

を
36
の
郡
に
し
ま
し
た
。
し
か
し
秦
は
、

は
じ
め
か
ら
郡
県
制
の
国
と
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
方
向
へ
と
強

力
に
推
し
進
め
た
人
物
が
い
た
の
で
す
。

孝
公
（
前
３
６
１
〜
前
３
３
８
年
在
位
）
の
時

代
に
活
躍
し
た
商
鞅

し
ょ
う
お
う（

約
前
３
９
０
〜
前
３

３
８
年
）
と
い
う
人
物
で
す
。

商
鞅
は
衛
の
人
で
し
た
が
、
秦
に
行

っ
て
孝
公
に
仕
え
ま
し
た
。
商
鞅
が
進

め
た
政
策
は
法
令
を
最
も
重
視
す
る
も

の
で
、
商
鞅
は
法
家
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

「
人
民
に
知
識
を
持
た
せ
る
必
要
は
な

い
。
国
の
政
策
と
し
て
は
農
業
だ
け
を

や
る
」
と
し
て
、
商
業
や
工
業
を
徹
底

的
に
否
定
し
ま
し
た
。
商
業
で
金
儲
け

を
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
み
ん
な
が
そ

ち
ら
に
頭
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
、
農

業
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
。
ま
た
、
議
論

に
優
れ
た
人
を
官
僚
と
し
て
採
用
す
る

の
も
ダ
メ
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、

み
ん
な
議
論
ば
か
り
し
て
農
業
を
や
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
工
芸
品
を
つ
く

る
の
も
い
け
な
い
。
工
芸
品
が
い
く
ら

立
派
で
も
国
は
強
く
な
ら
な
い
、
と
い

う
わ
け
で
す
。
で
も
、
人
は
み
ん
な
豊

か
に
な
り
た
い
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら

元
気
な
農
民
は
兵
隊
に
な
っ
て
、
そ
の

功
績
の
み
に
賞
を
与
え
る
、
と
い
う
考

え
で
強
国
を
つ
く
ろ
う
と
し
ま
し
た
。

で
す
か
ら
貴
族
が
勝
手
な
こ
と
を
す

る
な
ん
て
い
う
の
は
、
も
っ
て
の
ほ
か

で
す
。
こ
う
し
た
政
策
を
貫
徹
す
る
た

め
に
、
商
鞅
は
法
と
い
う
も
の
を
非
常

に
重
視
し
ま
し
た
。
法
を
犯
し
た
人
間

は
厳
罰
に
処
し
ま
し
た
。
罪
を
犯
し
た

者
だ
け
で
は
な
く
、
一
族
す
べ
て
に
連

帯
責
任
を
負
わ
せ
た
の
で
す
。
政
府
の

政
策
と
し
て
は
、
十
の
う
ち
九
は
罰
、

褒
め
る
の
は
一
だ
け
で
す
。
あ
る
と
き

皇
太
子
が
法
を
犯
し
ま
し
た
が
、
ま
さ

か
皇
太
子
を
罰
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
の
で
、
後
見
役
の
公
子
虔
を
罰
し
、

教
育
係
の
額
に
入
墨
を
施
し
ま
し
た
。

の
ち
に
公
子
虔
が
ま
た
規
律
を
犯
し
ま

し
た
の
で
鼻
削
ぎ
の
刑
に
し
ま
し
た
。

秦
の
人
々
は
法
を
守
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
が
、
商
鞅
は
大
い
に
憎
ま
れ
ま
す
。

商
鞅
は
宰
相
と
な
り
、
秦
は
強
国
に
な

り
ま
し
た
が
、
孝
公
が
亡
く
な
る
と
、

皇
太
子
が
即
位
し
て
恵
文
王
と
な
り
、

43 禹の治水と中国の歴史の流れ



公
子
虔
は
商
鞅
は
反
逆
を
謀
っ
て
い
る

と
告
発
し
ま
し
た
。
商
鞅
は
秦
の
都
か

ら
逃
亡
し
、
途
中
で
宿
に
泊
ま
ろ
う
と

し
ま
す
が
、
宿
の
主
人
は
「
商
鞅
様
の

法
令
で
、
手
形
を
持
た
な
い
旅
人
を
泊

め
る
と
罰
せ
ら
れ
ま
す
」
と
断
ら
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
商
鞅
は
い
っ
た
ん
魏
に

逃
げ
ま
す
が
追
放
さ
れ
、
封
地
の
商
で

秦
の
討
伐
軍
に
攻
め
ら
れ
て
殺
さ
れ
ま

し
た
。
恵
文
王
の
命
令
で
遺
骸
は
車
裂

き
の
刑
に
処
せ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
非
常
に
恨
ま
れ
た
人
物

で
す
が
、
商
鞅
の
お
蔭
で
秦
は
た
い
へ

ん
強
い
国
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

な
法
家
の
路
線
を
受
け
継
い
で
い
っ
た

か
ら
、
始
皇
帝
も
天
下
統
一
で
き
た
の

で
す
。
始
皇
帝
が
行
な
っ
た
こ
と
の
一

つ
に
焚
書
坑
儒
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す

が
、
書
物
を
焼
き
、
儒
者
を
穴
埋
め
に

す
る
と
い
う
の
は
商
鞅
が
考
え
た
教
え

を
継
承
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
法
家
の
理
念
と
い
う
の

は
、
法
令
を
重
視
し
、
君
主
の
意
の
ま

ま
に
な
る
官
僚
が
い
て
、
そ
の
官
僚
が

身
分
に
応
じ
て
民
衆
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
す
。
つ
ま
り

徳
な
ん
て
い
う
も
の
は
全
然
関
係
が
な

く
な
っ
た
の
で
す
。

秦
の
始
皇
帝
と
五
行
思
想

秦
の
始
皇
帝
は
極
端
な
法
治
主
義
を

と
り
ま
し
た
。
そ
の
拠
り
所
の
一
つ
が

五
行

ご
ぎ
ょ
う

思
想
で
す
。
五
行
思
想
と
は
戦
国

時
代
の
半
ば
ご
ろ
か
ら
出
て
き
た
も
の

で
、
元
来
は
、
堯
舜
か
ら
禹
（
夏
王
朝
）

そ
れ
か
ら
殷
周
と
い
う
王
朝
の
推
移
を

理
論
づ
け
る
思
想
で
し
た
。
つ
ま
り
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
王
朝
は
推
移
し
た
の

か
、
そ
の
根
拠
を
分
析
し
た
の
で
す
。

五
行
と
は
木
火
土
金
水

も
っ
か
ど
ご
ん
す
い

と
い
う
五
つ
の

要
素
、
も
し
く
は
原
理
の
こ
と
で
す
。

木
は
燃
え
る
か
ら
火
を
生
み
、
火
は

物
を
燃
し
て
土
を
生
み
、
土
か
ら
は
金

属
が
産
出
し
、
金
は
溶
け
て
水
を
生
み
、

水
は
ま
た
木
を
育
て
る
と
い
う
よ
う
に
、

五
行
は
次
の
要
素
を
生
み
だ
す
方
向
で

循
環
し
ま
す
（
こ
れ
を
五
行
相
生
と
言
い
ま
す
）。

ま
た
、
木
は
金
属
の
ナ
タ
に
切
ら
れ
ま

す
し
、
金
は
火
に
溶
か
さ
れ
ま
す
し
、

火
は
水
に
消
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、

勝
ち
負
け
の
関
係
に
も
あ
り
ま
す
（
こ

れ
を
五
行
相
勝
ま
た
は
相
克
と
言
い
ま
す
）
。
ま

た
、
土
の
要
素
を
持
つ
も
の
は
土
徳

ど
と
く

が

あ
る
と
言
い
、
火
の
要
素
を
持
つ
も
の

は
火
徳
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
王
朝
は

み
な
土
徳
と
か
火
徳
と
か
、
何
ら
か
の

徳
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
五
行
の
関
係
に
よ
っ
て
王

朝
も
交
替
し
た
、
と
考
え
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
木
徳
の
王
朝
の
次
は
火
徳
の

王
朝
に
な
り
ま
す
。
木
徳
の
王
朝
を
戦

争
で
滅
ぼ
し
て
で
き
た
王
朝
な
ら
、
木

に
勝
つ
金
徳
の
王
朝
に
な
り
ま
す
。

五
行
思
想
は
、
の
ち
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
事
象
に
当
て
は
め
ら
れ
、
天
地
の
間

に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
物
事
の
推
移
、

変
化
を
説
明
す
る
思
想
と
な
り
ま
し
た
。
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南北朝時代（北魏の華北統一直後北魏の華北統一直後）
439～589年

宋
420～479年

北魏
386～534年
（439年統一）

五胡十六国時代
304～439年

東晋の領域（4世紀後半）

匈奴
北涼西涼

前涼

後涼

前秦

成漢
後秦

西秦

夏
前趙

後趙
後燕

前燕

北燕

南燕

南涼

羌

鮮卑

羯
前秦の領域

前

後

東晋
317～420年

随の統一（589年）
581～618年

文帝時代の領域
581～604年

煬帝時代の最大領域
604～618年



五行 木 火 土 金

方位 東 南 中央 西

色 青 赤（朱） 黄 白

季節 春 夏 土用 秋

五臓 肝 心 脾 肺

道徳 仁 礼 信 義

聖獣 青龍 朱雀 白虎

生数 三 二 五 四

成数 八 七 十 九

五岳 泰山 衡山 嵩山 華山

味 酸 苦 甘 辛

水

北

黒（玄）

冬

腎

智

玄武

一

六

恒山

鹹

い
わ
ば
中
国
の
世
界
観
と
な
っ
た
と
言

っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
五
徳
の
内
、

特
に
土
徳
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
根
拠
は
農
業
を
生
産
の
基
本
に
し
て

い
た
か
ら
で
す
。
農
業
生
産
を
安
定
さ

せ
る
と
い
う
行
為
が
、
い
か
に
重
要
だ

っ
た
か
が
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

高
貴
な
色
が
黄
色
と
さ
れ
る
の
も
、
土

徳
に
は
黄
色
が
配
当
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。
農
村
社
会
の
基
本
は
春
に
種
を

蒔
き
、
夏
に
成
長
さ
せ
、
秋
に
収
穫
し

て
、
冬
に
休
息
す
る
と
い
う
生
活
様
式

で
す
。
で
す
か
ら
時
節
は
一
年
を
単
位

と
し
て
循
環
、
再
生
す
る
も
の
だ
と
い

う
意
識
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

周
の
文
王
の
と
き
に
赤
い
烏
が
赤
い

文
字
で
書
か
れ
た
文
書
を
く
わ
え
て
周

の
や
し
ろ
に
集
ま
る
と
い
う
現
象
が
あ

っ
た
の
で
、
周
は
火
徳
と
さ
れ
ま
し
た
。

秦
は
周
王
朝
を
破
っ
た
の
で
す
か
ら
、

秦
王
朝
は
火
に
勝
つ
水
徳
だ
と
自
負
し

ま
し
た
。
水
徳
の
内
容
に
は
北
・
黒
・

冬
・
六
・
厳
格
な
ど
の
原
則
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
秦
の
旗
は
黒
で
し
た
し
、

正
月
は
冬
の
初
め
で
す
。
統
一
後
、
中

国
全
体
を
36
郡
に
し
た
の
も
、
六
の
二

乗
だ
か
ら
で
す
。
も
と
も
と
法
令
尊
重

の
伝
統
が
あ
る
上
に
、
始
皇
帝
の
統
治

が
一
段
と
厳
格
だ
っ
た
の
は
五
行
思
想

に
拠
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。

漢
王
朝
と
儒
教

秦
は
あ
ま
り
に
も
急
激
か
つ
厳
格
に

法
令
に
よ
る
政
治
を
と
っ
た
た
め
、
短

時
日
で
亡
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
秦
に

続
く
漢
（
前
漢
）
は
、
南
方
の
楚
か
ら
出

て
き
た
項
羽
を
、
河
南
あ
た
り
か
ら
出

て
き
た
劉
邦
が
破
っ
て
、
前
２
０
６
年

に
全
国
統
一
を
果
た
し
た
王
朝
で
す
。

漢
王
朝
の
力
と
い
う
の
は
、
当
初
、
中

国
全
体
の
３
分
の
１
ぐ
ら
い
に
し
か
及

び
ま
せ
ん
で
し
た
。
直
接
統
治
で
き
た

所
は
郡
と
し
、
力
が
及
ば
な
い
諸
侯
王

の
領
域
は
国
と
称
し
ま
し
た
か
ら
、
郡

国
制
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
漢
の
初
期

に
は
、
国
を
滅
ぼ
し
て
郡
の
力
、
つ
ま

り
王
朝
の
力
を
強
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
完
成
し
て
く
る
の
は
、
王
朝
が

で
き
て
１
０
０
年
ぐ
ら
い
経
っ
た
、
第

７
代
皇
帝
の
武
帝
あ
た
り
の
時
代
で
す
。

最
初
は
、
と
も
か
く
政
権
を
安
定
さ

せ
な
く
ち
�
い
け
ま
せ
ん
。
人
民
は
秦

末
の
戦
乱
で
疲
弊
し
て
い
ま
す
か
ら
、

ま
ず
は
人
民
の
力
を
回
復
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
の
拠
り
所
と

な
っ
た
思
想
は
黄
老
思
想
と
呼
ば
れ
ま

す
。
つ
ま
り
黄
帝
と
老
子
の
思
想
で
す
。

黄
老
思
想
と
は
、
で
き
る
だ
け
政
府
の

干
渉
を
避
け
、
人
々
の
生
活
力
が
自
然

に
回
復
す
る
の
を
待
つ
と
い
う
も
の
で

す
。
黄
帝
は
実
在
の
王
と
い
う
よ
り
伝

説
上
の
古
代
の
帝
王
で
す
が
、
中
国
文

明
の
基
を
創
っ
た
帝
王
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
老
子
は
実
在
の
人
物
と
す

れ
ば
春
秋
末
か
ら
戦
国
の
初
め
こ
ろ
に

活
躍
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

文
帝
（
第
５
代
皇
帝
）
や
景
帝
（
第
６
代
皇

45 禹の治水と中国の歴史の流れ

北宗と遼（11世紀後半）

北宗
960～1127年

遼
916～1125年

五代十国時代（950年代）
907～960年

後周
951～960年 呉

南唐

南漢

楚荊南

前蜀

後蜀

北漢

五代
後梁（907）
後唐（923）
後晋（936）
後漢（947）
後周（951）

呉越

唐の支配（初期）
618～907年

直接支配地域

勢力圏

南宋と金（12世紀後半）

南宗
1127～1279年

金
1115～1234年

紹興・会稽山の大禹陵。施設の配置にも、五行
思想に則った流儀があるようだ。禹陵村の住民
の多くは、禹と同じ姓である姒（じ）で、現在
で144代目であるという。祖廟（写真左）には、
歴代の氏名が書かれていた。
下図：五行思想を反映させ、木火土金水にあら
ゆる物事を配当したのが、五行の配当表だ。



で
が
支
配
階
級
で
、
そ
の
下
に
庶
民
が

い
る
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
あ
る
わ

け
で
す
。
そ
こ
で
、
郡
太
守
と
か
県
知

事
を
卿
や
大
夫
、
士
と
し
て
読
み
替
え

て
い
く
の
で
す
。
本
当
は
法
治
を
推
進

す
る
官
僚
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
あ
た
か

も
封
建
制
の
臣
下
の
ご
と
く
に
思
わ
せ

る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。

そ
も
そ
も
宗
族
制
と
い
う
の
は
男
系

の
血
族
集
団
と
し
て
閉
鎖
的
に
ま
と
ま

る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
地
方
分
権
的
な

社
会
に
適
合
す
る
組
織
で
あ
っ
て
、
中

央
集
権
制
に
な
っ
て
宗
族
の
秩
序
よ
り

も
君
主
の
法
的
な
権
力
だ
け
が
強
力
に

な
る
と
い
う
の
で
は
困
る
の
で
す
。
し

か
し
、
皇
帝
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
ま

す
と
、
宗
族
な
ん
て
な
い
ほ
う
が
い
い

し
、
卿
な
ど
の
貴
族
な
ん
か
、
い
な
い

ほ
う
が
い
い
ん
で
す
。
全
国
を
県
と
か

郡
に
し
て
自
分
の
官
僚
に
地
方
を
治
め

さ
せ
た
ほ
う
が
都
合
が
い
い
ん
で
す
。

そ
う
し
た
両
方
の
都
合
あ
る
い
は
利
益

を
調
和
す
る
も
の
と
し
て
、
儒
教
が
尊

重
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

景
帝
の
と
き
に
諸
侯
王
の
領
地
を
削

減
す
る
と
い
う
法
家
的
な
政
策
が
行
な

わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
す

る
と
反
乱
が
起
き
ま
す
。
そ
の
と
き
に

誰
が
割
を
食
う
か
と
い
う
と
、
そ
う
し

た
政
策
を
推
進
し
た
法
家
的
な
官
僚
で

す
。
反
乱
側
の
風
当
た
り
を
弱
め
る
た

め
に
首
を
切
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
う
や
っ
て
段
々
と
封
建
制
的

な
国
の
力
を
弱
め
、
武
帝
の
と
き
に
や
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帝
）
の
と
き
も
黄
老
思
想
が
有
力
で
し

た
。
し
か
し
実
際
に
は
法
令
に
よ
っ
て

王
朝
の
力
を
強
く
し
た
い
と
い
う
の
が

本
音
で
す
。
そ
れ
で
法
律
を
重
視
す
る

法
家
的
な
政
策
に
近
づ
い
て
い
き
ま
す
。

法
律
と
い
う
の
は
普
遍
性
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
現
代
の
よ
う
に
万
民
に
平
等
に

適
応
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、

ど
ん
な
人
で
も
あ
る
こ
と
を
や
っ
た
ら

罰
を
受
け
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
な
い
と
機
能
し
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う

法
家
的
な
傾
向
が
、
文
帝
時
代
あ
た
り

か
ら
ち
ら
ほ
ら
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
文
帝
も
景
帝
も
表
面
上
は

黄
老
思
想
を
尊
重
し
た
穏
や
か
な
人
と

さ
れ
ま
す
が
、
実
際
に
は
法
家
的
な
人

材
が
登
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
秦
の
例
も
あ
り
ま
す
の
で
、

法
家
政
策
を
ぱ
っ
と
表
に
出
す
わ
け
に

い
き
ま
せ
ん
か
ら
、
慎
重
に
行
動
し
た

の
で
す
。
宗
族
制
も
根
強
く
残
っ
て
い

ま
す
の
で
、
建
前
は
儒
教
で
や
っ
た
わ

け
で
す
よ
。
道
徳
も
、
宗
族
制
で
重
要

な
孝
の
徳
を
忠
の
徳
と
読
み
替
え
て
い

く
の
で
す
。
忠
は
、
元
来
は
ま
ご
こ
ろ

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
が
、
漢
代
で

は
忠
君
の
意
味
に
転
化
し
て
い
き
ま
し

た
。
官
僚
制
の
職
責
も
封
建
制
の
身
分

に
読
み
替
え
て
い
き
ま
す
。
封
建
制
と

い
う
の
は
王
が
い
て
諸
侯
が
い
て
、
王

に
も
諸
侯
に
も
臣
下
と
し
て
卿け

い

・

大
夫

た
い
ふ

・
士し

と
い
う
身
分
が
あ
り
ま
し
た
。

卿
な
ど
は
君
主
の
一
族
が
な
っ
て
い
る

場
合
が
け
っ
こ
う
あ
り
ま
す
。
そ
こ
ま

っ
と
王
朝
権
力
が
安
定
し
て
く
る
ん
で

す
。
本
音
を
言
え
ば
、
皇
帝
は
官
僚
を

郡
と
か
県
に
派
遣
し
て
、
自
分
の
意
の

ま
ま
に
や
り
た
い
ん
で
す
よ
。
し
か
し
、

あ
の
広
い
中
国
で
そ
う
し
た
形
で
権
力

を
維
持
す
る
の
は
不
可
能
で
す
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
あ
る
宗
族
的
な
社

会
の
存
在
価
値
を
認
め
て
い
か
な
い
と

折
り
合
い
が
つ
か
な
い
。
そ
れ
に
一
番

都
合
の
い
い
思
想
が
儒
家
思
想
な
ん
で

す
。そ

れ
で
武
帝
の
こ
ろ
に
、
儒
教
一
尊

と
い
っ
て
、
儒
教
以
外
の
思
想
は
尊
重

し
な
い
、
と
な
る
ん
で
す
ね
。
今
は
い

ろ
い
ろ
な
議
論
が
あ
っ
て
「
そ
ん
な
こ

と
は
な
か
っ
た
」
と
言
う
人
も
い
ま
す
。

し
か
し
、
全
体
の
流
れ
か
ら
見
る
と
、

前
漢
と
い
う
時
代
に
儒
家
思
想
は
い
わ

ば
国
教
に
な
っ
て
、
儒
教
と
な
っ
た
の

で
す
。

漢
代
に
は
、
お
お
む
ね
官
僚
は
儒
教

に
も
と
づ
い
て
採
用
し
ま
し
た
。
武
帝

が
、
毎
年
国
や
郡
ご
と
に
孝
な
る
者
、

廉
な
る
者
を
し
か
る
べ
き
基
準
で
推
挙

す
る
よ
う
に
命
じ
た
の
で
す
。
こ
の
選

抜
制
は
郷
挙
里
選
も
し
く
は
選
挙
と
い

い
ま
す
。
ち
�
ん
と
人
事
担
当
官
が
い

て
、
文
字
通
り
、「
選
ん
で
挙
げ
て
」

い
た
の
で
す
。
郷
挙
里
選
で
挙
げ
ら
れ

る
に
は
、
知
識
よ
り
も
行
動
が
重
視
さ

れ
ま
し
た
。「
あ
の
人
は
親
孝
行
だ
」

「
財
産
を
気
前
よ
く
人
に
施
す
」
と
い

う
よ
う
な
良
い
評
判
が
基
準
に
な
り
ま

し
た
。
一
番
重
視
さ
れ
た
の
は
親
孝
行

夏県禹王村で訪れた禹城遺跡。だだっ広い野原の真ん中に、突如台地が盛り上げられ、
その上に禹廟が建てられている。台の下に開いている穴は、作物の貯蔵に使われていた
が、暑い夏と寒い冬を乗り切るための住まい〈ヤオトン〉も同様にしてつくられる。黄
土は砂より小さいシルト状の土壌だから、粉状になって飛び散りやすい。埃が多く、絶
えずもやがかかったような景色なのは、この黄土のせいである。村には禹城の城壁がま
だ残る箇所がある。版築という技法でつくられている。収穫の季節、とうもろこしが道
一杯に並べられるが、実を取ったあとの芯はあとから溝に落とされて燃やされる。
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唐
代
の
科
挙
で
は
、
一
番
重
視
さ
れ

た
の
は
詩
で
す
。
宋
以
降
の
よ
う
に
政

策
論
も
あ
り
ま
し
た
が
、
詩
を
詠
む
こ

と
が
一
番
大
切
に
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
ど
ん
な
に
立
派
な
詩
を
詠
む
人
だ

っ
て
政
治
的
な
能
力
が
あ
る
と
は
限
り

ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
ん

で
す
。

日
本
で
は
白
楽
天
が
人
気
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
は
わ
か
り
や
す
い
か
ら
で

す
。
杜
甫
の
詩
は
難
し
い
。
東
晋
や
南

朝
の
詩
は
も
っ
と
難
し
い
。
な
ぜ
、
難

し
い
の
か
と
い
え
ば
、
多
く
の
表
現
に

典
拠
（
出
典
）
が
あ
る
か
ら
で
す
。
典
拠

が
わ
か
ら
な
い
と
、
本
当
の
意
味
は
理

解
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
大
変
な
教
養

が
必
要
で
す
。
そ
の
典
拠
た
る
や
、
儒

教
の
経
典
で
あ
る
と
か
、
歴
史
書
で
あ

る
と
か
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
引
か

れ
て
い
ま
す
。

中
国
の
詩
は
杜
甫
の
詩
を
代
表
と
し

て
、
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
的
な
こ
と

が
ら
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
男
女
の
関

係
を
詠
ん
で
も
、
ど
こ
か
に
社
会
的
な

問
題
が
あ
る
。
で
す
か
ら
科
挙
の
試
験

で
も
詩
が
重
視
さ
れ
た
の
で
す
ね
。
中

国
は
歴
史
始
ま
っ
て
以
来
、
徹
頭
徹
尾
、

政
治
的
な
社
会
で
し
た
。

中
国
の
領
域
拡
大
と
客
家

こ
こ
で
、
中
国
領
土
の
拡
大
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
中

華
文
明
が
で
き
た
の
は
、
３
０
０
０
年

く
ら
い
前
で
、
せ
い
ぜ
い
遡
っ
て
４
０

０
０
年
く
ら
い
前
の
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
つ
ま
り
夏
殷
周
の
時
代
で
、
中
心

地
は
黄
河
中
流
域
、
今
の
山
西
と
河
南

の
辺
り
で
し
た
。
夏
と
殷
は
山
西
と
河

南
を
中
心
と
し
て
、
河
北
と
安
徽
の
一

部
ぐ
ら
い
で
し
た
が
、
次
の
周
は
陝
西

か
ら
起
こ
り
ま
し
た
。
山
東
や
河
北
に

も
封
建
国
家
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
春

秋
時
代
に
入
る
と
、
夏
殷
の
山
西
と
河

南
、
西
周
の
陝
西
に
、
安
徽
、
山
東
、

江
蘇
、
河
北
な
ど
が
加
わ
り
ま
す
。
ま

た
、
黄
河
中
流
域
の
い
わ
ゆ
る
中
原
諸

国
と
は
別
に
南
方
に
は
楚
が
起
こ
り
ま

し
た
。
楚
の
本
拠
地
は
湖
北
と
湖
南
で
、

河
南
の
南
方
で
す
。
春
秋
時
代
は
、
中

原
諸
国
と
南
方
の
楚
と
の
対
立
が
続
い

た
時
代
で
す
。
楚
は
陝
西
の
秦
に
圧
迫

さ
れ
、
安
徽
か
ら
最
後
に
は
山
東
ま
で

逃
げ
て
滅
ぼ
さ
れ
ま
し
た
。
長
江
下
流

に
は
呉
や
越
が
起
こ
り
、
浙
江
や
江
西

も
領
域
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。

秦
の
始
皇
帝
が
全
国
を
統
一
す
る
こ

ろ
に
は
、
四
川
、
浙
江
、
福
建
、
広
東
、

広
西
あ
た
り
ま
で
政
権
の
力
が
及
ん
だ

よ
う
で
す
。
広
西
に
運
河
を
開
削
し
て

い
る
こ
と
を
み
る
と
、
た
し
か
に
政
権

の
力
は
あ
る
程
度
及
ん
で
い
た
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
南
方
が
「
中
国
化
」
し

て
く
る
の
は
、
ま
だ
後
代
の
こ
と
で
し

た
。中

国
で
は
、
人
口
の
大
移
動
が
４
回

あ
り
ま
し
た
。
１
回
目
は
前
漢
の
末
期
、

２
回
目
は
西
晋
か
ら
東
晋
に
か
け
て
で
、

で
、
そ
う
い
う
人
が
太
学

た
い
が
く

に
行
っ
て
儒

教
を
勉
強
し
て
然
る
べ
き
役
職
に
就
く
、

と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら

前
漢
と
い
う
の
は
非
常
に
儒
教
的
な
国

家
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

後
漢
に
な
る
と
儒
教
は
も
っ
と
盛
ん

に
な
り
ま
す
。
選
挙
で
挙
げ
ら
れ
た
人

は
官
僚
に
な
り
、
や
が
て
豪
族
化
す
る

人
も
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
後
漢
で

は
、
選
挙
さ
れ
た
人
た
ち
が
一
つ
の
勢

力
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
有
力
者
は
、

ほ
と
ん
ど
豪
族
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ

の
豪
族
が
貴
族
化
し
て
く
る
の
が
三
国

時
代
以
降
で
、
西
晋
、
東
晋
以
後
は
多

く
の
大
貴
族
が
政
権
を
担
っ
た
の
で
す
。

孝
廉

父
母
へ
の
孝
順
、
お
よ
び
物
事
に
た
い
す
る
廉
正
な

態
度
を
意
味
し
、
選
挙
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
視
さ

れ
た
。
や
が
て
こ
の
種
の
選
挙
は
孝
廉
と
通
称
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
漢
代
選
挙
制
の
中
の
最
重
要
科
目

と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
儒
教
的
な

教
養
と
素
行
を
兼
ね
備
え
て
い
る
人
物
が
主
に
推
挙

さ
れ
た
。

貴
族
社
会
か
ら
官
僚
国
家
へ

後
漢
あ
た
り
か
ら
唐
代
ま
で
、
豪

族
・
貴
族
の
勢
力
が
非
常
に
強
い
時
代

が
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
五
代
に
貴

族
が
全
部
没
落
し
た
あ
と
、
代
わ
り
に

出
て
き
た
の
が
宋
以
降
の
官
僚
社
会
で

す
。
官
僚
を
採
用
す
る
の
に
科
挙
の
試

験
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

科
挙
の
試
験
自
体
は
隋
代
か
ら
あ
っ
た

の
で
す
が
、
き
わ
め
て
重
要
に
な
っ
た

の
は
宋
代
か
ら
で
す
。
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に
お
け
る
近
代
化
は
、
清
朝
が
滅
び
中

華
民
国
に
な
っ
て
す
ぐ
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
紆
余
曲

折
が
あ
り
、
さ
ら
に
日
本
と
の
戦
争
と

か
文
化
大
革
命
と
か
、
近
代
化
を
阻
む

要
因
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
鄧
小
平
が

「
改
革
開
放
」
の
旗
振
り
を
し
て
か
ら
、

や
っ
と
現
在
の
中
国
の
基
本
が
で
き
た

と
い
え
ま
す
。

道
観（
道
教
寺
院
）の
調
査
か
ら

最
後
に
私
自
身
の
道
教
調
査
に
つ
い

て
ち
ょ
っ
と
お
話
し
し
ま
す
。
私
は
、

文
化
大
革
命
が
終
息
し
た
１
９
７
０
年

代
半
ば
か
ら
道
教
が
少
し
ず
つ
復
活
し

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
１
９
８
５
年

（
昭
和
60
）
以
降
10
年
ほ
ど
調
査
に
行
き

ま
し
た
。
ご
承
知
の
と
お
り
、
文
化
大

革
命
で
は
宗
教
は
否
定
さ
れ
、
古
い
も

の
は
み
ん
な
ダ
メ
だ
と
さ
れ
ま
し
た
。

仏
教
ダ
メ
、
道
教
ダ
メ
、
儒
教
も
ダ
メ

で
す
ね
。
道
観
や
い
ろ
い
ろ
な
廟
も
ず

い
ぶ
ん
壊
さ
れ
ま
し
た
。
神
像
は
こ
と

ご
と
く
壊
さ
れ
、
石
碑
で
さ
え
、
た
く

さ
ん
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。
道
観
は
、
建

物
と
し
て
残
っ
て
い
て
も
、
倉
庫
と
か

学
校
と
か
別
の
目
的
に
転
用
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
道
教
の
文
物
は
、
よ
ほ
ど
の

山
奥
に
行
か
な
け
れ
ば
、
昔
の
も
の
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
廟
な
ど
は
日
本
軍

が
壊
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
今
見
ら

れ
る
禹
王
廟
も
、
だ
い
た
い
が
新
し
い

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
、
外
国
か
ら
の
圧
力
も
あ
っ

て
信
教
の
自
由
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
道
観
の
外
に
出
て
民
衆
に
布

教
す
る
と
か
、
人
の
家
に
行
っ
て
活
動

す
る
こ
と
な
ど
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
現
在
は
だ
い
ぶ
自
由
に
な
っ
て

き
て
い
る
よ
う
で
す
。
道
観
も
か
な
り

再
建
、
修
復
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
岳
廟

や
媽
祖

ま
そ

廟
な
ど
も
結
構
あ
り
ま
す
。
媽

祖
は
本
当
は
道
教
の
神
様
で
は
な
い
ん

で
す
が
、
関
帝
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
道

教
が
取
り
入
れ
た
神
様
で
す
。
道
教
は

何
で
も
か
ん
で
も
取
り
入
れ
ま
す
か
ら

ね
。
遡
っ
て
考
え
て
み
る
と
「
な
ん
だ

こ
れ
は
、
カ
エ
ル
じ
�
な
い
か
」
と
い

う
よ
う
な
神
様
も
い
ま
す
。
そ
う
い
う

の
は
、
特
に
南
方
に
多
い
ん
で
す
よ
。

２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
の
12
月
に
香

港
で
道
教
の
学
会
が
あ
り
ま
し
た
。
席

上
、
あ
る
道
教
学
の
大
家
は
、
現
在
は

道
教
の
黄
金
時
代
だ
と
言
い
ま
し
た
。

経
済
が
発
展
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
良
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
精
神

的
拠
り
所
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

道
教
は
そ
の
一
つ
で
す
が
、
道
教
界
人

士
の
熱
気
た
る
や
当
た
る
べ
か
ら
ざ
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
中
国
社

会
は
ど
こ
に
向
か
う
の
か
、
道
教
の
動

向
も
含
め
て
、
注
意
し
て
見
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
１
年
10
月
25
日

（
２
０
１
２
年
１
月
18
日
補
訂
）

こ
の
と
き
は
地
縁
血
縁
で
ま
と
ま
っ
た

一
族
郎
党
が
集
団
で
逃
げ
ま
し
た
。
そ

の
集
団
の
こ
と
を
部
曲
と
い
う
ん
で
す

が
、
部
曲
単
位
で
逃
げ
た
の
で
す
。
３

回
目
は
唐
代
の
半
ば
、
４
回
目
は
満
州

民
族
の
金
が
入
っ
て
き
た
時
代
で
す
。

こ
う
し
た
人
口
移
動
を
経
て
、
南
方
が

中
国
化
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
中
華

文
明
の
中
心
は
黄
河
流
域
か
ら
長
江
流

域
に
移
り
、
さ
ら
に
南
方
の
珠
江

し
�
こ
う

ま
で

下
が
っ
て
い
く
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ

の
先
が
な
い
。
そ
れ
で
海
外
に
出
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。
一
人
二
人
が
バ
ラ
バ
ラ

と
出
る
の
で
は
な
く
、
ま
と
ま
っ
て
海

外
に
出
た
。
行
っ
た
先
で
は
華
人
街
を

つ
く
る
。
そ
の
と
き
中
心
に
な
る
の
は

宗
廟
、
つ
ま
り
一
族
の
先
祖
を
祀
っ
た

廟
な
ん
で
す
。
海
外
に
行
っ
た
者
、
つ

ま
り
華
僑
は
宗
廟
を
中
心
に
し
て
ま
と

ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
宗
族
制
は
変
化

し
な
が
ら
も
、
し
ぶ
と
く
生
き
残
っ
て

い
く
わ
け
で
す
ね
。

民
族
が
北
か
ら
南
に
移
動
し
た
と
い

う
現
象
の
た
め
に
、
他
所
か
ら
来
た
人

だ
と
い
う
意
味
で
、
客
家

は
っ
か

と
呼
ば
れ
る

人
た
ち
が
誕
生
し
ま
し
た
。
現
在
、
客

家
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
古
く
て
も
宋

代
ぐ
ら
い
か
ら
の
人
た
ち
の
よ
う
で
す
。

客
家
の
人
た
ち
は
故
郷
を
持
た
ず
に
他

人
の
領
域
に
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
か

ら
、
頼
り
に
な
る
も
の
と
い
っ
た
ら
客

家
同
士
の
連
帯
と
お
金
で
す
。
そ
れ
で

客
家
の
人
た
ち
は
主
と
し
て
経
済
と
政

治
の
分
野
の
一
翼
を
担
い
、
政
治
家
や

実
業
家
が
多
く
出
て
い
ま
す
。
鄧
小
平

も
そ
の
一
人
で
す
。

最
近
は
激
し
く
社
会
が
変
化
し
て
い

ま
す
が
、
伝
統
と
の
か
か
わ
り
が
無
く

な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国

開封の禹王大公園。黄河を見下ろす山の頂きに、巨大な禹王像が立つ。禹が手に持ってい
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