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西
周
が
東
遷
し
た
の
ち
、
各
地
の
諸
侯
は
独
自
の
文
化
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
文
字
も
同
様
で
あ
る
。
春
秋
戦
国
期
は
、
地
方
に
よ
っ
て
書
風
の
差
が

現
れ
る
。
既
に
専
家
に
よ
っ
て
大
ま
か
な
分
類
が
試
み
ら
れ
た
の
は
よ
く
知
ら

れ
る
が
、
例
え
ば
陳
夢
家
は
、
列
国
の
器
を
東
土
系
、
西
土
系
、
南
土
系
、
北

土
系
、
中
土
系
の
五
系
統
に
分
類
し
た
。

　

い
ず
れ
の
春
秋
戦
国
器
の
文
字
に
も
共
通
す
る
の
は
、
流
麗
・
繊
麗
と
い
っ

た
点
で
あ
ろ
う
。
西
周
金
文
に
間
々
見
ら
れ
る
重
厚
・
荘
重
な
イ
メ
ー
ジ
が
薄

れ
る
背
景
に
は
、
周
代
の
「
鬼
神
を
敬
し
て
之
を
遠
ざ
け
る
」
か
ら
更
に
一
段

階
進
み
、
文
字
が
一
般
の
生
活
に
よ
り
近
づ
い
た
こ
と
も
一
因
に
挙
げ
ら
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
中
で
西
土
系
を
代
表
と
す
る
秦
の
文
字
な
ど
は
、
や
や
線
状
化
が
進
ん

で
は
い
る
が
、
整
然
と
し
た
姿
を
残
す
文
字
も
多
い
。
一
方
で
南
土
系
の
楚
の

文
字
の
よ
う
に
円
転
の
字
形
を
示
す
も
の
、
同
じ
南
土
系
で
も
越
の
「
越
王
勾

踐
剣
」
な
ど
の
よ
う
に
極
端
な
装
飾
性
（
鳥
書
）
を
示
す
も
の
も
あ
る
。
ま
た

こ
の
時
期
は
肉
筆
文
字
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
楚
系
の
簡
牘
が
多
く
、
楚
帛
書

も
よ
く
知
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
肉
筆
文
字
が
見
ら

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
大
い
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
実
際
に
楚
系
の
肉

筆
文
字
と
青
銅
器
に
鋳
込
ま
れ
た
金
文
に
は
、
明
白
な
相
互
性
が
見
ら
れ
る
。

　

拙
作
は
、
楚
系
の
円
転
の
リ
ズ
ム
の
要
素
を
も
ら
い
、
や
や
縦
長
の
結
体
を

選
択
し
た
。
文
字
の
取
捨
選
択
は
作
家
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
考
え
る
と
こ
ろ
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
楚
系
の
文
字
に
は
そ
も
そ
も
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
文

字
が
な
い
も
の
も
多
く
、
ま
た
文
字
が
あ
っ
て
も
そ
の
根
拠
を
見
出
し
が
た
い

字
体
を
有
し
て
い
る
文
字
も
あ
っ
て
複
雑
で
あ
る
。
な
る
べ
く
字
体
の
根
拠
の

な
い
も
の
、
曖
昧
な
も
の
は
排
除
し
、
金
文
や
小
篆
の
字
体
を
大
い
に
参
考
に

し
た
。
結
果
、
字
体
・
字
形
の
統
一
感
は
維
持
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

い
わ
ゆ
る
楚
系
特
有
の
字
体
は
控
え
た
た
め
、
そ
の
風
は
や
や
潜
ん
だ
結
果
と

な
っ
た
。
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