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周
腐
王
の
子
、
宣
王
の
母
弟
(
庶
弟
〉
桓
公
友
は
、
宣
玉
二
二
(
前
八

O
六〉

年
に
節
に
「
封
」
ぜ
ら
れ
、
一
二
十
三
年
後
に
幽
王
に
よ
り
司
倒
叫
倒
剖
叫
判
制
。

時
に
王
室
は
褒
似
の
震
に
飢
れ
、
「
東
徒
」
を
謀
っ
た
桓
公
は
徹
・
部
よ
り
十

邑
を
献
ぜ
ら
れ
、
そ
の
地
に
「
園
」
し
た
。
桓
公
自
身
は
幽
王
一
一
(
前
七
七

一
)
年
に
幽
王
と
と
も
に
犬
戎
に
敗
死
す
る
が
、
そ
の
子
武
公
掘
突
(
滑
突
)

が
即
位
し
、
卒
王
の
東
遷
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

『
史
記
』
の
俸
え
る
鄭
の
始
封
・
東
遷
の
事
情
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
そ

の
員
僑
を
め
ぐ
る
論
争
は
以
後
絶
え
る
こ
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
そ
の
論

黙
は
『
左
俸
』
『
園
語
』
『
史
記
』
『
竹
書
紀
年
』
等
々
の
諸
史
料
の
う
ち
、

い
ず
れ
の
記
述
を
重
視
す
る
か
と
い
う
一
黙
に
還
元
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
現

在
も
な
お
そ
の
結
論
を
見
出
せ
な
い
と
い
う
事
貸
そ
の
も
の
が
、
こ
の
論
争
の

方
法
上
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。

本
報
告
で
は
、
従
来
の
論
争
と
は
調
黙
を
か
え
、
『
史
記
』
の
内
容
引
用
中

に
傍
線
を
附
し
た
「
封
」
と
司
徒
と
の
関
係
の
分
析
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て

み
た
い
。
司
徒
(
飼
土
)
の
官
名
は
西
周
金
文
に
も
見
え
、
王
朝
の
執
政
に
あ

た
る
地
位
の
官
で
あ
り
、
更
に
『
左
俸
』
に
擦
れ
ば
桓
公
に
次
ぐ
武
公
・
荘
公

も
王
朝
の
卿
土
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
「
王
官
」
と
し
て
の
俸
承
を
持
つ
鄭
が

「
封
建
」
諸
侯
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
の
断
絶
に
、
一鄭
の
始
封
・
東
濯
を
め
ぐ
る

論
争
の
岡
県
の
愛
端
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
分
析
を
遜
し

て
、
西
周
期
か
ら
東
周
期
へ
の
努
化
の
一
端
を
窺
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

た
「
ノ
。

果
・
南
唐
政
権
の
性
格

ー
ー
そ
の
地
域
支
配
を
中
心
と
し
て
|
|伊

藤

明

宏

唐
末
五
代
期
に
お
け
る
江
准
の
政
治
・
祉
禽
朕
況
を
明
か
に
す
る
上
で
、

呉
・
南
唐
王
朝
に
関
す
る
研
究
は
紋
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
以
前

よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

と
く
に
政
治
史
の
分
野
で
は
、
臭
か
ら
南
唐
へ
の
政
治
的
な
展
開
を
、
武
入

居
に
よ
る
藩
鎖
的
な
軍
事
支
配
鰻
制
を
克
服
し
て
文
治
主
義
的
な
集
権
官
僚
鐙

制
を
確
立
し
て
い
く
過
程
と
し
て
従
来
か
ら
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

こ
う
し
た
見
通
し
の
も
と
に
、
本
田
技
表
で
は
、
と
く
に
呉
・
南
唐
政
権
に
よ
る

地
域
支
配
の
問
題
を
取
り
主
け
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
雨
政
権
下
に
お
け

る
地
域
支
配
の
分
析
を
す
る
こ
と
が
、
奥
・
南
唐
園
家
の
も
つ
公
共
的
な
性
格

を
考
え
る
上
で
重
要
な
視
角
に
な
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
で
い
う
地
域

支
配
と
は
州
懸
段
階
の
支
配
を
示
す
。

唐
末
、
資
築
の
微
な
ど
に
よ
っ
て
荒
蹴
出
し
た
江
准
社
曾
を
如
何
に
再
建
し
よ

う
と
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
江
准
祉
曾
が
か
か
え
も
っ
て
い
る
流
民
、
少
数
民

族
問
題
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
如
何
に
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
ま
た
そ

こ
に
住
む
民
衆
の
意
思
を
如
何
に
地
域
支
配
の
中
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
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か
、
等
々
の
黙
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
呉
・
南
麿
政
権
に
よ
る
地
域
支
配
の
分
析
を
ウ
過
し
て
呉
・
南
唐
図

家
の
性
格
の
一
端
に
迫
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

元
朝
屯
田
考

大

子

島

立

モ
ン
ゴ
ル
軍
は
、
華
北
を
侵
略
し
た
嘗
初
よ
り
、
屯
田
を
設
営
し
は
じ
め
、

元
朝
で
は
金
朝
と
同
様
に
逃
境
の
み
な
ら
ず
、
ほ
ぼ
全
領
域
に
屯
田
を
設
置
し

た
。
そ
れ
を
管
制
附
す
る
機
関
も
、
軍
政
を
つ
か
さ
ど
る
枢
密
院
だ
け
で
は
な

く
、
大
股
司
、
中
書
省
、
行
中
書
省
な
ど
多
く
あ
っ
た
。
そ
の
設
置
目
的
は
、

直
接
的
に
は
、

ω逃
境
防
術
、

ω軍
的
確
保
、
川
W
荒
地
開
設
が
穆
げ
ら
れ
、
閲

接
的
に
は
貧
民
の
救
済
、
不
穏
分
子
の
監
察
の
役
を
果
し
て
い
た
。

ω・
ωの
よ
う
な
純
粋
に
軍
事
的
な
目
的
を
も
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
は
多

い。

金
朝
、
南
宋
朝
攻
略
中
に
随
時
置
か
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
北
迭
、
西

川
地
、
南
方
の
逃
境
の
地
に
あ

っ
た
も
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

本
来
的
に
は
屯
田
設
置
は
、
軍
事
的
要
素
の
強
い
も
の
の
は
ず
で
あ
る
が
、

元
朝
に
あ
っ
て
は
、
第
三
の
荒
地
開
設
を
目
的
と
し
た
も
の
も
無
観
で
き
な

い
。
そ
の
多
く
は
、
金
末
の
動
飢
期
に
荒
時
惜
し
た
由
民
地
の
再
開
設
を
理
由
に
設

置
さ
れ
、
従
っ
て
、
多
く
は
河
南
行
省
に
あ
っ
た
。
ほ
か
に
腹
宙
開
に
は
、
モ
ン

ゴ
ル
軍
隊
に
付
輿
さ
れ
た
屯
田
が
あ

っ
た
。

本
報
告
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
各
種
の
要
素
を
持
つ

元
朝
の
屯
田
を
検
討

し
、
そ
れ
が
元
朝
の
漢
人
統
治
に
お
い
て
い
か
な
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
か
を

考
察
し
た
い
。『

耕
織
圃
』
の
流
俸
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て

渡

武

中
園
で
は
古
来
鴛
政
者
は
農
木
主
義
の
立
場
を
と
り
、
そ
の
思
想
を
鐙
現
す

る
た
め
好
ん
で
農
桑
を
テ
l
マ
と
し
た
給
査
が
描
か
れ
て
き
た
。
こ
と
に
宋
代

に
お
い
て
は
杜
経
の
『
農
器
国
』
、
曾
之
謹
の
『
農
器
譜
』
、
楼
認
の

『
耕
織
函
』

な
ど
、

農
業
技
術
史
上
重
要
な
園
録
が
描
か
れ
た
が
、

残
念
な
こ
と
に
い
ず
れ

も
亡
侠
し
て
博
わ
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
後
世
の
農
書
に
大
き
く
影
響

を
輿
え
て
お
り
、
王
棋
の
『
農
番
』
や
徐
光
啓
の
『
農
政
全
書
』

の
括
給
中
に

縫
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『
耕
織
箇
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
多
く
の
挙
本
や

版
本
が
こ
し
ら
え
ら
れ
、
朝
鮮
お
よ
び
日
本
に
も
停
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
閣
の

蜜
壇
や
農
製
に
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
わ
が
園
に
お
い
て
は
室
町
末
期

に
宋
蛮
系
の

『
耕
織
図
』
が
偲
わ
り
、
狩
野
振
の
資
家
に
よ
っ
て
一

一阪
の
粉
本

の
一
つ
に
さ
れ
、

寺
院
や
豪
州以
の
家
の
艇
や
界
風
に
買
に
多
く
の
『
耕
織
図
』

(
と
く
に
耕
図
)
が
描
か
れ
て
い
く
。
織
園
も
養
盛
技
術
書
誕
生
の
一
助
と
な

り、

『
耕
織
図
』

が
後
世
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
甚
大
で
あ
る
。
私
は
数
年
来
、

各
地
に
停
存
す
る
『
耕
織
固
』
を
探
索
し
、
資
料
の
牧
集
に
努
め
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
従
来
未
紹
介
の
新
資
料
の
設
見
も
あ

っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
資
料
の

一
端
を
紹
介
し
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て

『
耕
織
図
』
流
俸
の
意
義
を
考
え
て
み
た
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