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管
子

「
修
廃
篇
」

に
つ
い
て

町

田

良E

郭
沫
若
氏
は
、

『
管
子
』
修
隣
篇
は
中
園
思
想
史
上
き
わ
め
て
特
色
を
も
っ
重
要
な
一
篇
な
の
だ
が
、
錯
簡
が
多
く
難
讃
で
あ
る
た
め
に
二
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千
除
年
来
殆
ん
ど
注
目
さ
れ
ず
に
き
た
、
と
し
て
自
ら
文
章
を
校
訂
し
た
う
え
で
「
修
擁
篇
的
研
究
」
な
る
論
考
を
折
か
ら
創
刊
さ
れ
た

「歴

(
1〉

史
研
究
」
誌
上
に
設
表
し
た
。
恐
ら
く
修
麻
酔
篇
を
総
合
的
に
扱
っ
た
論
文
と
し
て
は
従
来
こ
れ
が
唯
一
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

郭
氏
は
い
う
。
こ
の
篇
の
制
作
年
次
は
、
西
漢一初
年、

漢
の
恵
一帝
期
で
呂
后
専
制
の
時
代
、
す
な
わ
ち
前
一
九

O
年
(
悪
帯
五
)
こ
ろ
で
あ

る
、
と
。
そ
の
誼
援
の
第
一
は
、

「
間
運
之
合
淵
安
識
。
二
十
歳
而
可
康
、
十
二
歳
而
姦
慶
、
百
歳
傷
神
:
:
:
」
の
預
言
め
い
た
一
文
中
に
あ

る
「
婦
人
魚
政
、
鍛
之
重
反
子
金
」
の
句
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
目
后
専
制
と
餓
製
武
器
の

一
般
化
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
考
え
る
と
冒
頭

の

「
二
十
歳
而
可
底
」
は
、
秦
王
政

・
二
世
・
子
嬰
そ
し
て
劉
邦
即
位
に
い
た
る
年
数
の
二
十
年
に
合
し、

こ
の
文
一章
は
「
秦
が
天
下
を
統

一

し
て
以
後
二
十
年
で
漠
家
の
政
権
が
隆
昌
す
る
」
の
意
に
と
れ
る
。
ま
た
次
の
「
十
二
歳
而
嘉
農
」
は
劉
邦
が
漢
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
か
ら
十
二

年
で
恵
一
一帝
の
即
位
、
呂
后
掻
政
と
な
る
こ
と
で
、
績
く
「
百
歳
傷
神
」

は
「
中
園
之
草
木
有
移
子
不
通
之
野
者
」
に
封
躍
し
て
こ
の
頃
強
盛
で

あ
っ
た
旬
奴
勢
力
に
中
原
が
席
巻
さ
れ
る
こ
と
を
レ
ぅ
、
と
す
る
。

第
二
の
謹
按
。



地
之
慶
気
、
慮
其
所
出
。
水
之
繁
集
、
鷹
之
以
精
、
受
之
以
環
。
天
之
繁
気
、
膳
之
以
正
。

且
夫
天
地
精
気
有
五
、
不
必
鴛
阻
其
亜
而
反

其
重
(
動
)
。

こ
れ
は
戦
園
以
来
の
陰
陽
五
行
設
を
引
き
つ
い
だ
も
の
で
「
天
地
精
気
有
五
」
と
は
、

金
木
水
火
土
の
五
行
の
気
を
い
う
。
元
来
秦
は
水
徳

を
以
て
王
と
な
っ
た
。

従
っ
て
相
魁
を
主
と
し
て
王
朝
を
考
え
る
と
き
、

漢
は
土
徳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
こ
で
は

「
天
地
精

気
」
で
「
水
」
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
他
の
四
気
に
及
ぶ
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
黙
が
あ
る
。
そ
れ
は
漢
朝
が
天
下
を
得
た
最
初
の

十
年
聞
に
お
い
て
は
、
漢
王
朝
濁
自
の
「
改
正
朔
、
易
服
色
」

の
段
階
に
ま
で
は
至
ら
ず
、
秦
制
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
王
朝
を
建
て
、
王
朝

の
徳
そ
の
も
の
も
秦
の
「
水
」
徳
を
継
承
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

だ
か
ら
「
水
」
徳
の
み
を
い
っ
て
他
に
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
を
根
接
に
し
て
、
「
『
修
擁
篇
』
は
間
違
い
な
く
西
漢
開
園
以
後
十
年
内
の
作
品
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
う
時
代
を
規
定
し

た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
篇
が
中
園
皐
術
史
上
に
占
む
べ
き
位
置
、
そ
の
思
想
性
等
々
も
自
ら
明
確
に
な
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
修
廃
篇
」
は
基
本
的
に
は
「
経
済
論
文
」
で
あ
り
、
主
意
は
「
修
鹿
」
政
策
の
寅
施
に
あ
る
が
、
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
諸
侯
士
大
夫

階
級
の
財
産
を
費
消
さ
せ
て
力
を
弱
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貧
民
に
は
生
活
の
糧
を
得
さ
せ
同
時
に
君
主
に
は
い

っ
そ
う
の
支
配
樺
力
の
強
化
を
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も
た
ら
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
上
層
に
は
法
度
を
も
た
せ
、
中
層
の
も
の
に
は
す
っ
か
り
財
産
を
費
消
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
は
じ
め

て
下
層
の
も
の
も
安
定
し
た
生
活
が
で
き
る
。
こ
れ
は
『
授
度
篇
』
に
所
謂
る
『
大
夫
巴
に
そ
の
財
物
を
散
ず
れ
ば
、
高
人
得
て
そ
の
流
れ
を

受
く
』
と
同
旨
で
、
こ
れ
を
借
用
し
て
修
際
政
策
の
説
明
と
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
た
だ
修
際
篇
が
授
度
篇
や
他
の
『
管
子
』

軽
重
の
諸
篇
と

修
際
篇
の
作
者
が
な
お
一
商
業
圏
替
政
策
を
と
ら
ず
富
一
商
蓄
買
を
弾
匪
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
重
大
な
差
異
で
あ
る
」

異
な
る
の
は
、

と
。
従
っ
て
結
論
的
に
い
え
ば
、
こ
の
篇
の
作
者
は
、
一
一
商
買
の
立
場
に
立
っ
て
、
一
商
人
と
上
層
支
配
階
級
と
の
提
掃
と
を
企
園
し
、

そ
れ
K
ょ

っ
℃
中
層
す
な
わ
ち
諸
侯
士
大
夫
階
級
を
牽
制
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
を
い
え
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
篇
の
作
者
は
い
っ
た
い
誰
れ
な
の
か
。
氏

は
萄
子
と
こ
の
篇
と
の
親
近
性
を
指
摘
し
な
が
ら
、
「
『
修
康
篇
』
的
作
者
麿
一
語
是
萄
卿
昼
夜
的
一
位
後
起
之
秀
。
他
是
姑
在
代
表
商
人
階
級

的
立
場
、
市
把
萄
卿
思
想
護
展
了
」
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
こ
ん
で
作
者
を
華
文
類
褒
・
太
卒
御
買
に
修
康
読
を
以
て
桓
公
に
見
え
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た
と
さ
れ
る
周
容
子
夏
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
。

郭
氏
の
「
修
麻
酔
篇
的
研
究
」
の
概
略
は
お
お
よ
そ
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
こ
れ
が
難
讃
に
し
て
特
殊
な
こ
の
篇
に
つ
い
て
の
第

一
次
の
研
究
で
あ
っ
た
こ
と
を
高
く
許
債
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
一商
人
の
立
場
に
た
つ
も
の
と
の
見
方
も
面
白
い
。

し
か
し
、
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
著
作
年
次
に
つ
い
て
。
氏
は
先
き
の
「
二
十
歳
」
や
「
婦
人
魚
政
」
を
一

一
特
定
し
、

こ
れ
ら
が
す
べ
て
漢
初
呂
后
期
を
指
す
と
す
る
が
、
果
し
て
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

2

)
 

違
っ
た
特
定
の
仕
方
も
現
に
あ
り
、

「
二
十
歳
」

「
十
二
歳
」
の
年
数
に
関
し
て
は
氏
と
は

「
婦
人
魚
政
」
は
こ
の
章
の
全
慢
の
主
旨
か
ら
す
る
と
、
園
家
が
衰
運
に
向
う
と
き
、
臣
下
が

E
富
を
有

し
、
婦
人
が
政
治
に
介
入
し
、
一
音
楽
も
野
部
に
世
相
も
し
だ
い
に
険
悪
に
な
る
の
一
意
で
、
決
し
て
よ
い
意
味
で
用
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

呂
后
の
専
制
期
に
こ
う
し
た
文
服
で
こ
の
こ
と
ば
が
使
用
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
の
誼
援
と
し
て

「
地
之
愛
気
、
慮
其
所
出
、

水
之
獲

気
、
腰
之
以
正
、
:
:
:
」
を
翠
げ
、
こ
れ
は
水
徳
読
を
支
持
す
る
も
の
と
す
る
が
、
こ
こ
に
掲
示
し
た
資
料
だ
け
で
は
そ
う
は
い
い
き
れ
な
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

い
っ
た
い
修
廃
篇
で
は
陰
陽
を
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

五
行
あ
る
い
は
そ
れ
を
恩
わ
せ
る
も
の
は
、

こ
の
部
分
の
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「
天
地
精
気
有
五
」
の
一
僚
だ
け
で
他
に
は
な
い
。
こ
の
一
章
で
の
「
水
の
獲
気
」
を
た
だ
ち
に
五
行
の
水
、
相
魁
設
に
い
う
水
徳
読
と
捉
え
、

し
か
も
こ
れ
を
以
て
全
篇
を
カ
バ
ー
す
る
の
は
い
さ
さ
か
武
断
に
、過
ぎ
は
し
ま
い
か
。

『
管
子
』
の
書
は
、

水
と
地
に
射
し
て
特
別
な
闘
心
を

有
し
て
い
る
。

「
水
地
篇
」
が
あ
り
、
水
脈
・
地
脈
の
思
想
が
あ
り

「
度
地
篇
」
も
ま
た
水
を
特
殊
覗
す
る
。
こ
う
考
え
る
と
こ
の
輩
も
む

し
ろ
『
管
子
』
に
特
徴
的
な
「
水
」
の
重
視
の
一
と
し
て
み
る
方
が
遁
嘗
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
漢
初
の
十
年
に
こ
の
篇
が
書
か
れ
た
と
し
て
、
こ
の
時
代
一商
人
は
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
誼
明
抜
き
で
は

一商
人
と
君
主
と
の
提
掘
と
い
う
秀
抜
な
瑳
想
も
説
得
力
を
歓
こ
う
。
漢
初
の
十
年
に
果
し
て
「
修
康
」
を
い
う
徐
裕
、
現
貫
性
は
存
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
な
お
「
無
魚
休
息
」
の
時
代
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
作
者
を
萄
子
皐
涯
の
周
容
子
夏
な
ら
ん
と
す
る
の
は
奇
抜
な
見

解
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
あ
く
ま
で
孤
歪
で
あ
っ
て

い
ま
の
段
階
で
は
推
測
の
域
に
止
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
見
て
く
る
と
郭
沫
若
氏
の
「
修
廃
篇
的
研
究
」
は
、
大
い
に
参
考
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
全
て
を
こ
れ
に
依
存
す
る
こ
と
は
で
き
な
い



ょ
う
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
修
擁
篇
」
は
あ
ら
た
め
て
、
何
を
い
か
な
る
目
的
で
読
き
、

は
じ
め
か
ら
考
え
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
つ
頃
の
作
品
と
す
べ
き
か
、
ま
た
そ
れ
が
占
め
る

聞
学
術
史
上
の
位
置
等
々
、

『
管
子
』
修
腕
篇
は
短
語
類
に
あ
っ
て
通
巻
第
三
十
五
。

今
日
の
テ
キ
ス
ト
で
は
経
言

・
外
言

・
内
言

・
短
語
・
匿
言
・
雑
・
解
・
軽
重
の
八
類
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
類
編
輯
の
・次
第
に

(

3

)

 

つ
い
て
は
諸
説
。か
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
大
ま
か
に
A
鰹
言

『
管
子
』
八
十
六
篇
で
あ
る
が
、
う
ち
十
篇
が
侠
し
て
現
存
七
十
六
篇
。
こ
れ
が

↓
D
の
順
に
編
輯
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

C
解
・
雑

む
ろ
ん
仔
細
に
見
れ
ば

A
の
鰹
言
類
に
も
後
代
の
貫
入
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、

B
外
言
・
内
一
言
・
短
語
・
匡
言

D
軽
重

の
四
種
に
分
け
て
A

B
に
も
心

術
・
白
心
等
の
特
殊
な
篇
も
存
し
て
い
、

C
の
雑
の
部
に
も
弟
子
職
の
雄
篇
が
あ
っ
て
、

種
々
の
議
論
も
存
す
る
が
、

お
お
よ
そ
は
A
↓

D
の
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順
に
増
補
編
輯
さ
れ
て
今
日
の
形
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

A
の
鰹
言
の
部
に
古
く
管
仲
の
こ
と
ば
、

『
管
子
』
に
有
名
な
句
と
し

て
知
ら
れ
た
も
の
は
み
え
、
そ
れ
故
に
「
鰹
」
言
と
も
い
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
古
い
部
分
は
恐
ら
く
稜
下
時
代
に
ま
で
湖
る
と
思
わ

れ
る
。
従
っ
て

B
に
属
す
る
修
麻
酔
篇
は
、
ひ
と
ま
ず
A
の
鰹
言
類
に
つ
ぐ
古
さ
を
も
っ
一
篇
と
捉
え
て
お
き
た
い
。

『管
子
』
全
書
中
で
も
一

一一
の
長
篇
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
内
容
の
特
殊
さ
と
も
相
ま

っ
て
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
そ
れ
は

修
焼
篇
は
、

『
管
子
』
の
書
を
多
く
の
思
想
家
、
さ
ま
ざ
ま
な
傾
向
を
も
っ
た
集
圏
の
集
合
的
著
作
物
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
修
扉
篇
は
ゅ
う
に

一
方
の

(

4

)

 

旗
頭
、
自
立
性
を
主
張
す
る
に
足
る
質
量
を
備
え
て
い
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
篇
の
断
一
章
一
に
つ
い
て
は
全
篇
を
日
章
と
し
た
。
そ
の
い
う

と
こ
ろ
は
経
済
設
を
含
ん
だ
政
治
論
で
あ
る
。
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
一
腹
は
全
篇
を
次
の
三
部
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

修
麻
酔
の
法
H
圏
内
経
済
の
活
性
化

E 

圏
内
韓
制
の
強
化
H
停
統
鐙
制
の
擁
護
並
び
に
強
化

理
想
の
政
治
H
自
然
に
従
い
つ
つ
時
に
雁
じ
て
端炭
化
す
る

659 
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そ
れ
ぞ
れ
例
を
奉
げ
て
お
こ
う
。

む
ω
e
e

聞
い
て
臼
わ
く
、
時
化
を
興
す
こ
と
若
何
。
修
腹
よ
り
善
き
は
な
し
。
有
賀
を
賎
し
み
無
用
を
敬
す
れ
ば
、
則
ち
人
刑
む
べ
き
な
り
。

故
に
粟
米
を
践
し
み
て
珠
玉
を
敬
い
、
膿
祭
を
好
み
て
事
業
を
賎
し
む
は
、
本
の
始
め
な
り
。

(
2
牽
〉

(

5

)
 

問
う
、
此
れ
を
用
う
る
こ
と
若
何
。
窪
倍
を

E
に
す
る
は
貧
民
を
使
う
所
以
な
り
。
盟
墓
を
美
に
す
る
は
文
萌
を
使
う
所
以
な
り
。
棺

榔
を
E
に
す
る
は
木
工
を
起
す
所
以
な
り
。
衣
食
を
多
く
す
る
は
女
工
を
起
す
所
以
な
り
。
な
お
牽
く
さ
ず
。
故
に
次
浮
あ
り
。
差
焚
あ

り
。
窪
蔵
あ
り
。
此
れ
を
作
し
て
相
食
み
、
然
る
後
に
民
相
利
す
。
守
戦
の
備
え
も
合
せ
り
。

(
弘
章

)

E 

郷
ご
と
に
俗
を
殊
に
し
、
園
ご
と
に
躍
を
異
に
せ
ば
則
ち
民
流
れ
ず
。
法
を
同
じ
う
せ
ざ
れ
ば
則
ち
民
困
し
ま
ず
。
郷
丘
に
老
い
て
征

(6
〉

(

7

)

議
流
散
を
観
ざ
れ
ば
則
ち
人
俄
な
ら
ず
。
郷
に
安
ん
じ
宅
を
築
し
み
祭
を
享
し
、
而
し
て
謡
吟
稀
挽
す
る
こ
と
み
な
殊
な
る
。
民
の
俗
を

留
む
る
所
以
な
り
。

(
お
章
)
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そ
の
士
に
先
ん
ず
る
者
を
自
ら
犯
す
も
の
と
魚
す
。
そ
の
民
を
後
と
す
る
者
を
自
ら
贈
ら
す
も
の
と
震
す
。
園
の
位
を
軽
ん
ず
る
者
は

(
8
)
 

園
必
ず
敗
れ
、
貴
戚
を
疏
ん
ず
る
者
は
謀
ま
さ
に
法
れ
ん
。

呉
圏
の
人
に
任
ず
る
こ
と
な
か
れ
。
是
れ
を
躍
を
失
す
と
信
用
す
。

数
し
ば
嬰

易
す
る
こ
と
な
か
れ
。
是
れ
を
成
を
敗
る
と
矯
す
。

(
回
章
)

m川
山

天
地
は
留
む
べ
か
ら
ず
む
故
に
動
き
化
す
る
が
故
に
新
に
従
う
。
是
の
故
に
天
を
得
た
る
者
は
高
き
も
崩
ぜ
ず
、
人
を
得
た
る
者
は、

卑
き
も
勝
つ
べ
か
ら
ず
。
是
の
故
に
聖
人
こ
れ
を
重
ん
じ
人
君
こ
れ
を
重
ん
ず
。

(
4
4章
)

不
方
の
政
は
以
て
園
を
魚
む
べ
か
ら
ず
。
曲
静
の
言
は
以
て
遁
と
信
用
す
べ
か
ら
ず
。
時
を
政
に
節
せ
ば
時
と
と
も
に
ゆ
か
ん
。
不
動
以

み
ち

て
道
と
矯
し
、
斉
以
て
行
と
信
用
す
は
、
避
世
の
道
に
し
て
以
て
準
取
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

(
幻
章

)

修
腕
篇
の
多
く
は
こ
の

E
類
に
組
み
分
け
ら
れ
る
が
、
む
ろ
ん
臼
章
の
全
て
が
こ
れ
に
ぴ
っ
た
り
嘗
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

先
に
も
掲
げ
た
「
問
運
之
合
浦
安
蔵
」
の
雪
章
は
殻
識
的
な
園
運
の
未
来
像
を
説
き
、

日一
章
は
星
祭
り
の
種
々
を
い
う
。

日
品
・
お
一章
は
溢
境
問

題
を
説
き
、

し
か
も
お
章
の
終
章
に
は
明
ら
か
に
脱
文
が
あ
る
。
お
一章
は
設
聞
に
封
躍
す
る
解
答
に
凱
れ
が
あ
り
、

組
一
章
一
は
前
後
二
段
に
分
か



れ
る
が
、
後
段
は
意
味
が
不
明
。

却
章
は

「
高
子
関
之
、
以
告
:
:
:
」
と
あ
る
が
、
内
容
か
ら
す
る
と
も
と
戒
篇
に
あ
っ
た
説
話
の
観
れ
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

初
一
章
と
担
章
は
始
末
の
こ
と
ば
が
同
旨
で
ま
と
ま
り
を
示
し
て
い
る
が
、
内
容
は
か
け
離
れ
て
い
る
。

M
一章
か
ら
四
一章一

ま
で
は
、

い
わ
ゆ
る
ハ
ウ
ツ
ウ
も
の
で
臣
下
や
財
政
を
い
か
に
統
括
す
る
か
を
い
う
貼
で
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
修
麻
酔
篇
は
、

大
ま
か

に
括
れ
ば
さ
き
の
三
類
に
括
め
ら
れ
る
が
、
細
見
す
れ
ば
か
な
り
の
範
れ
や
は
み
出
し
も
存
し
て
決
し
て
完
全
な
テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
。

修
鹿
篇
は
、
ま
た
質
問
と
そ
の
解
答
と
い
う
形
式
か
ら
成
っ
て
い
る
。
桓
公
と
管
仲
と
の
問
答
形
式
の
篇
は
、
軽
重
類
と
大
匡

・
中
匡

・
小

匡
の
説
話
化
し
た
三
篇
を
除
く
と
、
覇
形
・
戒
・
小
稀
・
四
稽
・
封
-
揖
・
小
間
・
桓
公
問
・
度
地
の
八
篇
で
、
こ
れ
に
質
問
者
不
明
の
修
麻
酔
篇

と
質
問
だ
け
が
繰
り
返
さ
れ
る
問
篇
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

一
般
に
桓
公
管
仲
の
問
答
は
、
そ
の
内
容
が
経
済
に
わ
た
る
も
の
が
多
い
と

さ
れ
る
が
、
買
は
こ
れ
に
一
該
嘗
す
る
の
は
上
の
八
篇
の
う
ち
覇
形
と
度
地
の
二
篇
の
み
で
、
他
は
有
道
無
道
の
君
、
易
牙
の
こ
と
等
の
読
話
が

主
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
覇
形
篇
に
し
て
も
総
鐙
と
し
て
桓
公
の
事
業
が
読
話
化
し
て
設
か
れ
て
い
、

度
地
篇
は
「
水
」
を
い
っ
て
や
や
特
殊

で
あ
る
が
、
多
く
は
桓
公
の
業
績
や
水
害
針
策
の
巧
妙
さ
な
ど
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
修
擁
篇
と
を
比
較
す
る
と
、

一
寵
し
て
修
腹
篇
に
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特
殊
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
修
膝
篇
が
、

一
部
に
意
義
不
明
の
も
の
を
含
み
な
が
ら
も
全
篇
が
、
質
疑
を
通
じ
て
政
治
世
界
を
全
鐙
的
構
造
的

に
捉
え
て
、
そ
の
い
ま
に
通
じ
る
政
策
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
一
貫
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
桓
公
管
仲
の
過
去
の
功
業
を
誇
張
し
ふ

く
ら
ま
せ
た
説
話
は
こ
こ
に
は
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
は
無
用
な
の
で
あ
る
。

自
然
は
昔
な
が
ら
に
愛
ら
な
い
が
、
人
は
繁
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
政
治
が
襲
っ
た
か
ら
だ
。
か
つ
て
の
天
子
は
そ
の
座
に
即
く
だ
け
で
特
別

の
政
治
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
世
が
蔦
事
卒
穏
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
日
で
は
指
切
り
首
斬
り
足
き
り
の
刑
者
が
街
に
う
よ
う
よ

661 

し
て
い
な
が
ら
、
人
民
は
死
に
至
る
ま
で
お
上
に
服
従
し
な
い
。
政
治
が
で
た
ら
め
だ
か
ら
で
あ
る
。
地
味
も
肥
え
農
民
は
畑
仕
事
に
精
出
す

が
、
生
活
は
成
り
た
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
政
治
が
農
事
を
妨
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
末
作
に
走
っ
て
こ
れ
に
力
を
入
れ
る
。
名
は
悪
い
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が
貫
入
り
の
い
い
末
作
に
従
事
す
る
の
も
こ
う
し
た
次
第
か
ら
で
あ
る
。

右
は
修
膝
篇
冒
頭
1
章
の
大
一
意
で
あ
る
。
い
わ
ば
作
者
の
現
肢
に
劃
す
る
基
本
認
識
で
あ
り
、
全
篇
の
序
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
こ
こ
で
政
治
が
悪
い
、
そ
れ
が
元
凶
だ
と
指
摘
さ
れ
る
政
治
そ
の
も
の
を
ど
う
轄
回
し
獲
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
を
措
い
て
も

世
の
中
の
景
気
を
浮
揚
さ
せ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
方
策
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
、
と
い
う
。
「
(
問
)
時
世
を
活
性
化
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

(
答
)
修
騨
の
法
を
質
施
す
る
よ
り
よ
い
も
の
は
な
い
。
賞
用
を
軽
視
し
無
用
を
傘
重
す
れ
ば
う
ま
く
治
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
だ

か
ら
粟
米
を
軽
親
し
て
珠
玉
を
傘
重
し
、
躍
祭
を
愛
好
し
て
仕
事
を
ば
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
政
策
の
第
一

歩
。
珠
は
陰
中
の
陽
な
る
も
の

(

9

)

 

玉
は
陽
中
の
陰
な
る
も
の
ゆ
え
水
に
勝
つ
。
そ
の
霊
力
は
不
思
議
な
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
天
子
は
こ
の
珠
玉
を
所
蔵
し
、

台、ゆ
え
火
に
勝
ち
、

諸
侯
は
次
な
る
金
石
を
所
有
し
、
大
夫
は
狗
馬
を
飼
育
し
、
民
衆
は
布
自
m
を
所
持
し
て
互
い
に
誇
り
合
う
。
こ
う
し
な
け
れ
ば
力
強
き
も
の
が

粟
米
の
す
べ
て
を
占
有
し
、
智
慧
あ
る
も
の
が
物
責
の
す
べ
て
を
牧
識
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
階
級
ご
と
に
倉
重
し
軽
視
す
る
も
の
を
も
つ
よ

う
に
仕
向
け
て
い
く
。

こ
う
し
て
は
じ
め
て
鯨
寡
濁
老
の
弱
者
も
生
活
の
た
よ
り
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
。

」
れ
が
天
下
均
卒
の
始
め
で
あ
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「
蓄
積
多
き
者
に
は
閑
暇
を
興
え
て
浪
費
さ
せ
、
車
馬
の
美
を
競
っ
て
馳
騒
せ
し
め
、
酒
食
に

耽
っ
て
財
産
を
費
消
さ
せ
る
よ
う
仕
向
け
る
。
こ
う
す
れ
ば
貧
乏
人
も
こ
れ
に
興
っ
て
働
く
ば
を
え
、
他
園
に
ま
で
出
稼
ぎ
に
行
く
必
要
も
な

る
。」

(
2
章
)。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

く
な
る
」

(
同
輩
)
。

「
水
泉
が
湧
き
出
ず
る
地
に
人
々
は
緊
ま
り
、

地
味
の
肥
え
た
美
地
か
ら
人
々
は
死
に
至
る
も
離
れ
な
い
。

大
き
な
湖

沼
に
は
珠
貝
を
求
め
る
も
の
が
ひ
き
も
き
ら
な
い
」

(
却
章
)
。

こ
れ
ら
は

9
章
の

「
丹
沙
の
穴
を
塞
い
だ
な
ら
ば
そ
こ
に
一商一
人
は
寄
り
つ

か

な
い
。
金
持
ち
に
は
整
揮
を
さ
せ
た
ら
い
い
。
貧
乏
人
は
そ
の
絵
津
に
興
る
の
だ
か
ら
・

::」

の
端
的
な
護
言
に
集
約
で
き
る
よ
う
で
あ
り、

先
き
に
も
掲
げ
た

E
大
な
墓
作
り
な
ど
も
民
聞
に
金
を
注
ぎ
こ
む

一
方
法
と
レ
う
わ
け
で
あ
る。

そ
れ
で
は
何
故
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
民
衆
の
生
活
に
配
慮
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
寅
際
は
臣
下
や
富
者
の
財
力
を
消
耗
さ
せ
て
君
主
の
専
制
佳

制
確
立
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
こ
の
政
策
を
と
っ
た
と
す
る
見
方
も
で
き
よ
う
が
、
恐
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
園
家
は
民
衆
を

内
に
包
ん
で
成
立
す
る
と
の
考
え
を
根
底
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
文
を
み
て
み
よ
う
。

「
外
交
交
渉
を
好
む
君
主
は
金
玉
を
尋
重
し
、
戦



争
好
き
の
君
主
は
甲
兵
を
隼
重
す
る
。
こ
の
甲
兵
の
大
本
は
田
宅
に
あ
り
、
そ
の
税
で
ま
か
な
わ
れ
る
。
だ
か
ら
君
主
が
戦
争
し
よ
う
と
思
う

な
ら
ば
、
ま
ず
民
衆
が
好
み
重
ん
ず
る
こ
と
を
行
な
え
。
飲
食
は
民
衆
の
願
い
で
あ
る
。
こ
の
欲
し
願
う
も
の
を
満
足
さ
せ
た
な
ら
ば
、
民
衆

は
十
分
に
君
主
の
用
を
果
そ
う
。
と
こ
ろ
が
現
肢
は
民
衆
に
皮
を
着
せ
角
を
被
ら
せ
粗
末
な
衣
服
で
、
野
草
を
食
い
水
ば
か
り
飲
ま
せ
、
野
獣

を
扱
う
よ
う
に
役
使
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
民
衆
を
使
い
切
れ
な
い
」

(
8
一
章
一
)
。
民
衆
を
ま
ず
食
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
元
来
民
衆
の
支
梯

う
税
金
で
甲
兵
も
金
玉
も
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
衆
を
痩
せ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
民
衆
に
と

っ
て
の
賓
は
、
い
つ
の
世
で
も
財

利
で
あ
る
。
財
利
を
目
嘗
て
と
し
て
全
て
の
行
動
が
あ
る
。
利
益
が
あ
り
生
活
も
安
定
す
る
と
き
、
民
衆
は
君
主
の
用
を
壷
す
。
そ
れ
な
ら
ば

君
主
は
自
ら
の
た
め
に
も
利
盆
誘
導
型
の
政
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
し
嘗
り
そ
の
方
策
が
修
艇
の
法
で
あ
り
、
富
者
層
に
金
を
吐
き
出

さ
せ
る
い
わ
ば
箸
修
奨
開
策
な
の
で
あ
る
。

政
策
的
に
金
を
回
輔
さ
せ
流
動
を
促
進
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
よ
り
積
極
的
に
園
家
は
利
盆
を
創
出
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

園
家
は
商
人
と
か
か
わ
る
。
必
章
に
い
う
。
園
家
の
鐙
制
が
い
ち
お
う
整
い
、
民
衆
も
躍
節
を
わ
き
ま
え
た
時
黙
で
、
一
商
人
を
受
け
容
れ
る
。

「
そ
こ
で
一
商
人
を
園
に
迎
え
入
れ
る
が
、
そ
の
人
物
を
用
い
る
た
め
で
は
な
い
。
か
れ
ら
は
ど
こ
に
で
も
自
由
に
居
住
さ
せ
、
ど
の
グ
ル

ー
プ

と
で
も
接
燭
さ
せ
る
。
利
盆
追
求
に
徹
底
さ
せ
、
園
を
守
る
義
務
は
な
い
。
園
有
林
も
儲
か
れ
ば
切
り
出
し
、
市
場
の
品
目
も
増
加
し
利
益
も

倍
増
さ
せ
る
。
か
く
し
て
園
の
上
下
と
も
に
豊
か
に
利
盆
を
う
れ
ば
、
金
銭
も
お
の
ず
と
流
通
し
て
私
蔵
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
な
れ
ば

貧
乏
人
も
働
く
ば
を
え
食
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
都
市
や
市
場
を
引
越
す
の
も
一
方
法
で
あ
る
。
」
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こ
の
章
で
闇
家
は
一
商
人
を
保
護
し
つ
つ

か
れ
ら
の
活
動
を
遁
じ
た
祉
曾
経
済
の
活
性
化
に
期
待
す
る
。

と

ど

う

C

「
利
静
ま
り
て
化
か
ず
。
そ
の
出
ず
る
と
こ
ろ
を
親
、
従
り
て
こ
れ
を
移
す
」
も
、
相
場
の
停
滞
を
何
と
か
切
り
拓
い
て
利
潤
へ
の
道
を
通
じ

よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

経
済
に
刺
激
を
輿
え
な
が
ら
市
場
の
活
況
を
待
望
す
る
の
で
あ
る
。

口
章
の

663 

し
か
し
経
済
の
現
賓
の
荷
い
手
が
一
一
商
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
修
康
政
策
も
し
く
は
一商
人
の
活
用
案
の
作
者
、
つ
ま
り
主
役
は
決
し
て
一商
人

で
は
な
い
。
園
家
で
あ
り
君
主
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
園
家
が
修
麻
酔政
策
を
案
出
し
、

一商
人
を
利
用
し
て
経
済
を
浮
揚
さ
せ
、
そ
れ
に
よ

っ
て、
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本
来
の
目
的
で
あ
る
君
民
一
致
の
園
家
臨
制
を
目
ざ
し
た
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
移
牒
篇
の
こ
う
し
た
主
張
は
、
決
し
て
一商一
人
の

立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。

以
上
は
修
瞬
篇
か
修
艇
の
法
な
る
も
の
を
用
い
て
従
来
悪
い
と
さ
れ
て
き
た
政
治
に
光
明
を
興
え
、

そ
れ
を
通
じ
て
君
民

一
致
の
奉
園
鐙
制

を
目
ざ
す
と
す
る
こ
の
篇
の
基
調
の
論
理
で
あ
る
。
こ
う
し
て

「民
は
相
い
利
し
、
守
戦
の
備
え
も
合
せ
り
」

(弘
一章〉

と
な
っ
た
と
こ
ろ
で

君
主
は
次
の

こ
と
に
心
を
配
り
濡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
智
慧
を
め
ぐ
ら
す
大
本
は
、
天
地
自
然
の
相
達
、
春
秋
寒
暑
の
分
岐
、
四
季
の
必
然

的
な
推
移
を
知
る
こ
と
。

己
れ
の
貫
カ
を
十
分
わ
き
ま
え
て
諸
侯
と
交
わ
る
こ
と
。

園
家
の
安
危
の
所
在
を
心
得
、

節
季
ご
と
に
天
に
奉
仕

し

同
じ
心
で
祖
先
の
霊
位
に
お
仕
え
す
る
こ
と
。

か
く
す
れ
ば
園
家
に
災
厄
は
降
ら
ず
、

君
主
は
天
需
を
全
う
し

民
衆
は
悪
疫
に
擢
ら

ず
、
智
謀
は
あ
ま
ね
く
め
ぐ
ら
さ
れ
て
兵
刃
も
回
避
さ
れ
る
」

(
必
一章)。

成
閣
の
法
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
。
「
故
(
古
〉
に
法
っ
て
常
を
守
り
、

(

叩

)

め
、
順
腹
を
よ
し
と
し
て
荒
々
し
さ
は
排
除
す
る
L

躍
を
隼
ん
で
俗
を
改
め
、
信
義
を
向
ん
で
華
美
を
賎
し
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四

(
日
章
一
)
。
よ
り
卒
明
具
種
的
に
は
次
の
よ
う
な
問
答
の
形
で
見
え
る
。

渉
が
成
功
し
た
か
に
見
え
て
失
敗
す
る
の
は
何
故
か
。
兵
力
が
遠
園
に
ま
で
及
ん
で
い
な
が
ら
畏
れ
ら
れ
な
い
の
は
何
故
か
。
民
衆
が
い

っ
た

ん
は
緊
集
し
な
が
ら
散
り
散
り
に
な
っ
て
い
く
の
は
何
故
か
。
安
泰
と
思
え
る
園
家
が
突
如
危
機
に
見
舞
わ
れ
る
の
は
何
故
か
。
(
答
)
外
交

交
渉
は
成
立
し
た
が
人
に
信
じ
ら
れ
な
い
も
の
は
危
険
で
あ
る
。
兵
力
は
強
大
だ
が
不
義
の
丘
(
は
残
滅
さ
れ
る
。
亡
園
の
大
本
は
、
園
の
公
族

「(
問
〉
外
交
交

を
鼓
傷
し
近
臣
を
疎
そ
か
に
し
て
遠
人
と
結
ぶ
こ
と
で
、
そ
れ
で
は
事
業
は
成
功
し
た
か
に
み
え
て
も
失
敗
す
る
。
近
郊
と
慎
重
に
交
わ
ら
な

い
で
遠
閣
を
懐
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
信
じ
ら
れ
ず
、
そ
れ
で
は
兵
力
を
遠
く
ま
で
及
ぼ
そ
う
と
も
畏
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
園
は
小
さ
い

の
に
事
業
は
手
康
く
、
仁
道
を
志
し
は
す
る
が
財
力
に
乏
し
く
、
し
か
も
名
撃
だ
け
を
望
む
と
い
う
の
は
、
不
安
定
な
碁
石
を
積
み
重
ね
る
よ

う
な
も
の
で
危
険
き
わ
ま
り
な
い
。
己
れ
の
組
織
力
を
誇
っ

て
他
人
を
抑
匪
粂
併
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
防
衡
を
園
ろ
う
と
す
る
も
の
は
、
い
っ



た
ん
は
衆
力
を
結
集
で
き
て
も
や
が
て
は
散
り
散
り
に
な
ろ
う
。L

(
幻
一
章
一
)
。
同
様
の
主
旨
を
こ
う
も
い
う
。

「
人
主
は
衆
力
を
侍
ま
ず
し
て

自
ら
の
徳
を
頼
り
に
す
べ
き
で
あ
る
。
民
衆
は
お
の
ず
と
有
徳
者
の
下
に
集
ま
り
睦
み
合
う
。
こ
う
な
れ
ば
利
盆
も
あ
が
り
事
業
も
成
功
し、

損
害
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
身
内
を
疎
外
L
て
外
人
を
愛
好
し
、
他
人
を
嘗
て
に
す
れ
ば
計
重
は
外
部
に
洩
れ
る
。
貫
力
も
な
い
の
に
大
き

な
こ
と
が
好
き
と
い
う
の
は
、
園
を
危
う
く
す
る
も
と
で
あ
る
」

ハ
幻
章
)
。

何
よ
り
も
身
近
か
な
も
の
、
親
戚
近
臣
を
大
切
に
す
る
政
治
、

圏
内
優
先
の
政
策
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
お
章
に
い
う
。

一
昨
す
る
園
に
は
必
ず
蔦
世
に
俸
わ
る
賓
が
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
天
地
自
然
の
道
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
。
政
策
と
し
て
圏
内
に
力
を
集
中
し
外

「寓
世
も
延

園
を
こ
と
と
し
な
い
。
小
さ
い
こ
と
を
よ
く
見
究
め
大
げ
さ
な
こ
と
は
し
な
い
。
守
る
べ
き
園
の
賓
を
棄
て
て
劃
外
戦
争
を
ひ
き
起
し
た
な
ら

ば
、
興
園
を
失
い
結
局
は
敗
亡
す
る
。
園
の
賓
を
守
り
小
さ
な
こ
と
を
大
切
に
し
た
な
ら
ば
、
道
理
に
も
と
づ
い
た
園
造
り
が
出
来
る
。
能
力

の
あ
る
臣
下
を
専
門
の
職
に
つ
け
る
。
こ
う
す
れ
ば
上
位
者
に
徐
裕
が
生
じ
る
。
能
力
を
評
債
さ
れ
れ
ば
喜
び
も
ひ
と
し
お
で
任
命
者
と
と
も
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に
楽
し
み
合
え
る
。
こ
う
し
た
人
々
を
官
人
に
し
た
な
ら
ば
特
別
な
園
家
防
衛
策
な
ど
と
ら
な
く
て
も
闘
が
滅
ぶ
こ
と
は
な
い
。

官
界
に
こ
う

し
た
人
物
が
多
く
な
れ
ば
覇
者
と
な
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
し
こ
う
し
な
け
れ
ば
逆
の
思
い
を
す
る
だ
け
で
あ
る
。
」

官
僚
は
以
下
の
よ
う
に
職
務
に
精
闘
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
官
趨
を
司
る
役
人
は
、
有
功
の
租
の
廟
祭
を
先
に
し
祭
器
を
整
え
る
こ
と

は
後
ま
わ
し
に
す
る
(
司
徒
太
宰
の
職
)
。

宗
廟
に
て
組
先
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
列
立
し
、

鬼
神
を
傘
ん
で
故
習
を
循
守
す
る

(宗
伯
の
職
〉。

戦
場
で
の
任
務
は
、
、
戦
功
を
傘
び
は
す
る
が
徒
死
を
賎
し
む
こ
と
(
司
馬
の
職
)
。
園
を
治
め
る
任
務
は
、

事
業
の
成
果
を
拳
げ
し
か
も
出
費
を

抑
え
る
こ
と
(
司
空
の職〉。

う
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、

は
じ
め
て
君
主
は
明
澄
な
政
治
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」

臣
下
の
本
分
を
童
く
さ
せ
能
力
を
掌
重
L
刑
罰
を
恐
れ
慎
し
む
こ
と
(
司
冠
の
職
)。
こ
の
五
官
に
人
材
が
競
い
合

官
僚
は
首
然
そ
の
能
力
・
資
質
に
鷹
じ
て
使

(
一幻
章
〉。

「
人
材
を
登
用
す
る
際
は
能
力
に
鷹
じ
て
等
級
も
定
め
る
。
名
器
心
の
強
い
ち
の
を
選
ん
で
民
の
長
と
す

る
。
名
興
官
や
誇
り
を
重
視
す
る
も
の
を
機
関
の
長
と
す
る
。

事
業
の
成
ら
な
い
も
の
は
名
撃
を
う
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
未
完
成
の
も
の
ま
た

い
分
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

665 

同
様
で
あ
る
。
事
業
が
完
成
し
そ
こ
で
名
春
も
輿
え
ら
れ
、
名
護
も
附
随
す
る
。
そ
の
後
で
君
主
の
贈
り
も
の
で
あ
る
爵
縁
を
授
か
る
」
「 、

18 
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草
従
っ
て
こ
う
し
た
官
僚
と
君
主
と
の
開
係
、
官
僚
聞
の
上
下
の
階
級
す
な
わ
ち
君
臣
関
係
、
階
級
秩
序
と
い
う
も
の
は
巌
正
で
な
け
れ
ば
な

す
る
も
の
で
あ
る
。

ら
な
い
。
そ
れ
は
法
と
躍
と
に
支
え
ら
れ
る
。
却
章
に
い
う
。

い
っ
た
い
君
臣
閥
係
は
義
に
も
と
づ
き
、
身
内
の
愛
情
は
本
性
に
よ
る
の
だ
か
ら
君
臣
聞
の
交
わ
り
ゃ
規
則
は
巌
正
一
定

「
法
度
は
君
臣
閥
係
を
維
持
す
る
大
本
で
あ
る
。
嘩
義
は
君
主
の
教
化
を
神
に

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

君
主
の
座
の
安
定
は
、

ま
さ
に
こ
の
関
係
の
強
化
に
こ
そ
あ
る
。

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

15 
章

「
大
臣
甚
大
、
時
間
反
信
用
害」、

加
章
「
大
臣
得
罪
、
勿
出
封
外
」
は
君
主
の
威
権
を
守
れ
と
説
く
が
、

本
旨
は
同
じ
こ
と
で
あ
る。

君
臣
聞
係
を
も
含
め
た
秩
序
の
意
識
、
集
固
に
必
須
の
序
列
の
感
覚
は
、

日
ご
ろ
か
ら
こ
と
あ
る
ご
と
に
数
え
か
っ
身
に
つ
け
さ
せ
て
お
か

「
祭
り
の
時
に
は
賢
者
を
長
に
た
て
、
群
臣
は
仕
事
を
分
惜
摘
す
る
。
群
臣
が
仕
事
を
分
け
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
み
な
が
和
楽

す
る
。
賢
者
を
長
に
た
て
た
こ
と
に
よ
っ

て
こ
と
は
う
ま
く
運
ぶ
。
そ
う
で
な
い
と
園
を
破
滅
に
も
導
く
。
賢
者
を
こ
き
使
う
園
は
亡
び
、
大

ね
ば
な
ら
な
い
。

は
、
長
た
る
も
の
の
軽
か
ら
ざ
る
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
祭
肥
を
執
行
し
つ
つ
自
ら
の
徳
も
ま
た
明
ら
か
に
す
る
」

(沼
一章)。
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切
に
す
る
園
は
昌
え
る
。
正
義
を
傘
ん
で
亡
飢
を
禁
じ

先
祖
を
傘
ん
で
一
族
を
敬
う
。

一
族
を
褒
め
て
上
下
差
等
の
秩
序
を
明
示
す
る
の事

貫
長
た
る
も
の
が
責
任
を
も
っ
て
管
掌
す
る
集
圏
で
な
け
れ
ば
、

激
し
く
競
合
す
る
世
の
中
に
存
立
し
績
け
る
こ
と
は
難
し
い
。

「
百
人
の
集

固
で
も
君
長
を
た
で
な
け
れ
ば
、
指
令
は
徹
底
し
な
い
」

(
担
章
)
の
が
通
例
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
圏
内
政
策
が
優
先
さ
れ

官
僚
も
能
力
に
雁
じ
て
精
選
さ
れ
、

階

級

秩
序
も
厳
守
さ
れ
、

「
故
き
に
法
と
り
常
を
守
る」

"" 10 

一章〉

風
向
も
隼
重
さ
れ
て
、
園
家
は
安
定
的
に
持
績
す
る
。

し
か
し
時
代
の
潮
流
は
諸
般
の
朕
況
と
結
合
し
て
愛
化
、
新
し
い
封
醸
を
も
迫
つ

て
く
る
。
初
-一章
に
は

「
従
来
の
政
道
と
新
し
い
政
道
と
を
調
整
し
て
園
を
治
め
、

そ
れ
に
よ
っ
て
今
日
の
時
世
に
逼
合
慶
化
さ
せ
よ
う
と
思
う

が
如
伺
」
と
の
設
問
も
瑳
せ
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
一
章
に
は
こ
れ
に
正
し
く
割
腹
す
る
解
答
は
な
い
。

円山
一
章
及
び

6
章
が
代
っ
て
解
答
す
る
。

正
し
か
ら
ざ
る
政
治
で
園
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

清
静
を
第
一
と
す
る
も
の
を
道
理
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
時
世
を
正
し
く
政

治
に
反
映
さ
せ
る
も
の
こ
そ
時
と
と
も
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
固
定
恒
常
を
道
と
し
、

斉
一

こ
そ
基
準
と
す
る
も
の
は
、
消
極
的
な
政
治
で
そ



こ
に
進
取
の
精
神
は
見
出
せ
な
い
。

(
訂
章
〉

愛
草
す
べ
き
時
が
き
て
い
る
の
に
饗
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
獣
の
脱
毛
が
な
お
皮
膚
に
こ
、
ひ
り
つ
い
て
い
る
よ
う
な
朕
態
で
あ
る
。

皮
膚
は
新
し
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
依
然
と
し
て
奮
来
無
用
の
も
の
を
捨
て
き
れ
ず
に
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
で
は
人
心
を
服
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

(
6
章
)

e

既
存
の
櫨
制
や
停
統
的
な
序
列
は
最
大
限
に
辱
重
す
る
も
の
の
、
出
演
え
る
べ
き
と
こ
ろ
は
断
乎
と
し
て
繁
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
時
世

力
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。

は
そ
う
し
た
時
期
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
動
・
斉
一
を
よ
し
と
し
固
執
す
る
も
の
は
、
現
貫
も
将
来
も
見
通
す

元
来
饗
化
を
本
質
と
し
て
内
醸
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

人
聞
が
指
標
と
仰
ぐ
天
地
そ
の
も
の
が
、

「
天
地
の
繁
化
を
畏
敬
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
不
思
議
な
自
然
界
の
費
化
こ
そ
天
地
の
極
限
的
な
姿
で
あ
る
。
こ
の
饗
化
を
、

し
か
も
兆
候
の
段

階
で
捉
え
、
こ
れ
に
劉
躍
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
仁
者
や
智
者
は
こ
う
し
た
饗
化
を
上
手
に
利
用
す
る
。
そ
の
人
で
な
け
れ
ば
天
地
の
饗

化
の
兆
し
は
消
え
去
っ
て
把
捉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

(
川
知
章
〉
。
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自
然
に
根
擦
を
も
っ
政
治
行
政
と
い
う
も
の
は
、

た
し
か
に
絶
劉
的
な
正
し
さ
を
も
と
う
。
そ
れ
だ
け
に
そ
れ
を
知
る
も
の
は
、

き
び
し
く

限
定
さ
れ
る
。

し
か
し
襲
化
そ
れ
自
畿
は
、
普
遍
の
員
理
と
し
て
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
政
治
が
自
然
に
則

っ
て
、
と
い
う

こ
と
は
こ
の
場
合
過
去
や
慣
習
を
評
債
し
傘
重
し
つ
つ
も
自
然
が
雛
る
よ
う
に
時
に
鷹
じ
て
獲
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し

「敵
園
が
強
大
で
あ
っ
て
も
必
ず
忠
賓
さ
と
正
義
の
心
で
割
腹
す
る
。
敵
園

が
小
園
で
あ
っ
て
も
敬
愛
の
心
を
失
わ
ず
に
封
臨
臆
す
る
。
強
弱
い
ず
れ
も
遁
を
誤
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

民
衆
は
上
位
者
の
命
令
に
従
う
。
人

て
時
世
の
饗
り
目
を
い
ち
早
く
把
え
こ
れ
に
封
醸
し
た
政
策
を
採
る
と
き
、
園
家
は
い
よ
い
よ
安
泰
強
固
と
な
り
、
何
の
障
害
も
な
い
。

も
園
家
の
行
動
は
抑
制
の
利
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か

を
先
に
し
て
自
ら
は
後
ま
わ
し
に
な
っ
て
も
仁
者
ぶ
っ
て
は
な
ら
ず
、
手
柄
を
相
手
に
譲
っ

て
も
得
を
さ
せ
た
と
思
つ

て
は
な
ら
な
い
。
包
容

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
け
れ
ば
、

わ
れ
と
争
う
も
の
は
い
よ
い
よ
少
な
い
」

〈
お
牽
)
。
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か
く
し
て
「
園
力
が
均
し
い
と
き
は
争
い
、
倍
す
る
と
き
は
討
ち
、
十
倍
な
ら
ば
従
い
服
し
、
百
倍
な
ら
ば
教
化
に
服
す
」

(
お
章
〉
の
こ
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と
ば
が
あ
る
が
、
園
力
と
道
義
と
を
{兼
ね
て
存
立
す
る
園
家
は、

し
だ
い
に
樹
立
す
る
諸
園
を
翼
下
に
お
さ
め
な
が
ら
、

し
か
も
「
功
業
を
あ

げ
な
が
ら
特
別
の
貫
感
は
な
い
」

(
向
上
)
の
で
あ
る
。
民
衆
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
園
家
に
期
待
す
る
。
覇
者
の
完
成
鐙
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。

修
扉
篤
の
内
容
と
は

お
お
よ
そ
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

五

修
擁
篇
が
折
か
ら
勃
興
し
つ
つ
あ

っ
た
一商
人
階
級
を
園
家
の
が
わ
に
引
き
ょ
せ
こ
れ
を
利
用
し
つ
つ
吐
曾
経
済
を
浮
揚
さ
せ
、
同
時
に
官
制

や
階
組
関
係
を
充
寅
整
備
し
て
髄
制
を
強
化
し
、
君
民
一
致
の
理
想
の
政
治
に
近
づ
こ
う
と
す
る
主
旨
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

や
お
お
か
た
の
了
解
を
得
ら
れ
た
こ
と
と
思
う
。
戦
園
末
期
の
政
治
論
と
捉
え
て
不
可
は
な
か
ろ
う
。

し

古
品

し
か
し
一
歩
踏
み
こ
ん
で
修
擁
の
法
な
る
も
の
の
賓
施
の
朕
況
や
一商
業
活
動
の
質
際
、
あ
る
い
は
制
度
面
か
ら
み
た
中
央
と
地
方
と
の
関
係

- 80ー

等
を
知
ろ
う
と
す
る
と
き
、
移
牒
篇
の
記
述
は
ま
こ
と
に
不
十
分
で
あ
り
不
備
で
あ
る
。
本
来
が
こ
の
篇
に
錯
凱
や
脱
文
が
多
く
今
本
を
十
全

な
も
の
と
は
見
倣
し
難
い
か
ら
で
も
あ
る
。
た
だ
修
擁
篇
の
如
上
の
主
張
は
、
首
然

『
管
子
』
全
書
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
、
多

く
の
貼
で
他
篇
の
主
張
と
か
か
わ
り
合
い
、
時
に
そ
の
設
展
で
さ
え
あ
る
。
つ
ま
り
相
互
補
完
的
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、

修
擁

篇
に
お
い
て
園
家
を
隆
盛
さ
せ
る
根
幹
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
ど
も
を
『
管
子
』
全
書
及
び
関
連
す
る
諸
子
を
も
参
照
し
な
が
ら
、

ま
た
以
上
に

お
い
て
燭
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
部
分
を
も
補
足
し
て
こ
の
篇
を
組
合
的
に
考
え
て
い
き
た
い
。

い
っ
た
い

『
管
子
』
に
特
徴
的
な
主
張
は
、

古
来
有
名
な
牧
民
篇
冒
頭
の

一
文
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
圏
内
経
済
、
民
衆
の
経
済
生
活

の
安
定
が
治
園
を
約
束
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
と
し
て
民
衆
の
土
地
へ
の
定
着
、
停
統
の
重
視
等
が
説
か
れ
、
そ
の
結
果
と

し
て
君
民
一
致
の
園
家
住
制
が
い
わ
れ
て
き
た
。

政
治
は
、
現
質
問
題
と
し
て
多
く
君
主
と
そ
の
周
港
、

せ
い
ぜ
い
卿
大
夫
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
民
衆
は
そ
の
時
外
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば



い
う
べ
か
ら
ず

〈
顛
拳
)
と
い
う
。

「政
を
篤
し
て
民
に
逼
ぜ
ん
こ
と
を
期
す
る
は
、
み
な
凱
の
端
に
し
て
未
だ
輿
に
治
を

し
か
し
『
管
子
』
は
俸
統
的
に
こ
う
は
い
わ
な
い
。
修
藤
篇
の
場
合
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
民
心
に
順
つ

『
韓
非
子
』
は
「
明
主
は
吏
を
治
め
、
民
を
治
め
ず
」

た
政
治
こ
そ
望
ま
し
い
と
す
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に

8
章
で
は

「
甲
兵
の
本
は
:
:
:
民
の
税
」
に
あ
る
こ
と
を
知
る
か
ら
と
い
う
。

政
治
が
民
心
に
順
い
民
衆
と
と
も
に
あ
る
た
め
に
は
地
方
や
地
域
の
貫
情
に
精
通
し
そ
れ
に
封
麗
し
た
施
策
が
準
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
お
一
章
一
に
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
郷
ご
と
に
風
俗
を
異
に
し
、
園
ご
と
に
瞳
を
異
に
し
た
な
ら
ば
、
民
は
流
徒
し
な
い
。
法
が

一

律
で
な
け
れ
ば
、
民
は
困
厄
す
る
こ
と
は
な
い
。
生
ま
れ
故
郷
に
ず
っ
と
暮
し
て
戦
争
や
流
民
の
悲
惨
さ
を
経
験
し
な
け
れ
ば
、
住
民
は
い
た

っ
て
質
朴
で
あ
る
。
郷
里
に
安
ん
じ
わ
が
家
を
築
し
ん
で
先
租
の
祭
り
を
行
う
。
歌
い
方
や
唱
え
方
、
人
々
の
呼
稽
の
仕
方
も
す
べ
て
地
域
ご

と
に
異
な
る
。
こ
う
い
う
や
り
方
で
民
間
の
習
俗
は
保
持
さ
れ
る
」

「
歳
に
春
秩
多
夏
あ
り
。

ず
、
山
陵
民
「
巌
、
淵
泉
聞
流
、
泉
は
濯
を
捻
え
て
壷
き
ず
、
薄
は
濯
を
承
け
て
満
た
ず
。
高
下
肥
暁
、

物
に
宜
し
き
と
こ
ろ
あ
り
。

故
に
日
わ

く
、
地
は
利
を
一
に
せ
ず
、
と
。
郷
ご
と
に
俗
あ
り
。
園
ご
と
に
法
あ
り
。
食
飲
味
を
同
じ
う
せ
ず
c

衣
服
異
影
、

世
用
器
械
、
規
矩
縄
准
、

稽
量
数
度
、
品
と
し
て
成
す
と
こ
ろ
あ
り
。
故
に
日
わ
く
、
人
は
事
を
一
に
せ
ず
、
と
。
此
れ
各
事
の
義
、
そ
の
詳
は
壷
く
す
べ
か
ら
ざ
る
な

」
う
し
た
考
え
を
理
論
づ
け
た
も
の
が
宙
合
篇
の

辰
序
各
々
そ
の
司
あ
り
。

故
に
日
わ
く
、

天
は
時
を

一
に
せ

- 81-

り
'
」
で
あ
っ
て
、
自
然
界
も
人
間
界
の
事
象
も
高
事
一
様
で
は
あ
り
え
ず
、
差
異
が
あ
る
こ
と
こ
そ
自
然
で
、

全
て
を
一
に
固
定
し
て
は
な
ら

と、

。

ゆ
山
し従

っ
て
政
治
が
民
衆
と
と
も
に
あ
る
の
が
望
ま
し
い
と
す
る
と
き
、
民
衆
は
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
に
異
っ
た
傑
件
の
中
で
生
活
し
て
い
る
わ
け

で
、
そ
の
政
治
の
あ
り
方
も
、
地
方
分
権
的
な
、
も
し
そ
れ
が
云
い
過
。き
で
あ
る
な
ら
ば
地
域
差
や
地
方
の
特
殊
性
を
傘
重
し
た
政
策
、
少
く

一
概
に
均
質
的
な
世
界
を
前
提
と
し
、
そ
こ
に
斉
一
の
制
度
が
施
行
さ
れ
る
と
す

と
も
多
様
か
っ
融
、
逼
の
き
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
の
は
、
む
し
ろ
非
現
質
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
「
不
動
以
て
道
と
粛
し
、
費
以
て
行
と
魚
す
は
、
避
世
の
道
に
し
て
以
て
進
取
す
べ
か
ら

669 

ず」

(
訂
章
〉
と
い
う
。
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む
ろ
ん
地
方
や
地
域
の
重
視
と
は
い
う
も
の
の
そ
れ
が
自
然
村
落
的
な
朕
態
に
置
か
れ
、
放
置
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
園
力
の
進
展
と
何

ら
闘
わ
り
な
く
む
し
ろ
園
力
を
阻
擬
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
央
政
府
と
何
ら
か
の
紳
を
も
ち
、
か
つ
地
方
の
溺
自
性
も
全
う
さ
れ
る
と
い
う

閥
係
の
あ
り
方
こ
そ
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
買
は
こ
の
中
央
と
地
方
と
の
パ

イ
プ
、
つ
な
ぎ
の
役
割
り
を
果
す
も
の
こ
そ
、
斉
に
特
有
の
「
五

家
の
制
」
と
い
わ
れ
る
制
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
修
麻
酔
篇
に
は
直
接
こ
れ
に
い
い
及
ん
だ
一章
節
は
な
い
が
、

た
と
え
ば
立
政
篇
に

「
園
を

分
ち
て
以
て
五
郷
と
な
し
、

郷
ご
と
に
師
を
置
く
:
:
:
。
十
家
を
什
と
な
し
五
家
を
伍
と
な
す
。
什
伍
み
な
長
あ
り
。
障
を
築
き
匿
を
塞
ぎ
、

道
路
を
一
に
し
出
入
を
樽
ら
に
し
、

問
問
を
審
ら
か
に
し
莞
鍵
を
慣
し
み
:
:
:
」

ぐ
ん

は
た

「
郷
を
捧
ば
ず
し
て
鹿
り
、
君
を
擦
ば
ず
し
て
使
ら
き
:
:
:
」
と
あ
る
の
を
み
る
と
、 と

あ
る
の
を
み
、

そ
の
う
え
で
修
麻
酔篇
の
必
一章
、
一商
人
は

一商
人
は
あ
る
種
の
規
制
外
の
存
在
で
あ

っ
た
わ
け
で
、

反
射
に
一
般
民
衆
は
そ
れ
な
り
の
規
制
、
恐
ら
く
は
斉
に
俸
統
的
な
五
家
の
制
を
、
制
度
と
し
て
受
け
容
れ
、
そ
れ
に
よ
る
保
護
も
制
約
も
受

け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
国
語
』
斉
語
に
み
ら
れ
る
桓
公

・
管
仲
の
政
治
は
、
圏
内
の
行
政
匡
分
、

四
民
不
雑
慮
、
地
方
の
人
材
登
用
等
で
ひ
と
く
ち
に
云
え
ば
園

- 82ー

思
え
ば
地
方
や
民
衆
を
も
含
め
て
園
家
が
成
立
す
る
と
は
、
斉
に
停
統
的
な
園
家
観
で
も
あ
っ
た
。

内
の
再
組
織
化
で
あ
り
、
そ
の
接
と
し
て
「
五
家
の
制
」
の
案
出
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
時
代
の
魯
語
で
は
、
間
わ
れ
て
い
る

の
は
祭
把
の
躍
の
遵
守
で
あ
っ
て
、
魯
園
の
政
治
に
地
方
や
民
衆
の
姿
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
湖
っ
て
『
史
記
』

「
魯
周
公
世
家
」
で

魯
の
伯
禽
は
、

「
そ
の
俗
を
繁
じ
、
そ
の
膿
を
革
め
」
た
た
め
に
周
公
へ
の
報
告
が
遅
れ
た
の
に
劃
し
、
賓
の
太
公
は
「
君
臣
の
櫨
を
簡
略
に

し
俗
痛
に
従
っ
た
」
の
で
報
告
を
早
く
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
周
公
は
、
後
世
魯
は
北
面
し
て
買
に
仕
え
る
で
あ
ろ
う
、
と
い

っ
た
と
あ
る
。

恐
ら
く
嘗
時
の
宵
の
園
俗
は

民
度
が
き
わ
め
て
低
く
改
饗
し
よ
う
に
も
手
の
打
ち
ょ
う
が
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
高
事
を
思
い
切

っ
た
俗

魚

制
度
の
簡
略
化
に
向
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
原
か
ら
遠
く
離
れ
た
賓
の
文
化
的
後
進
性
が
、
簡
易
な
新
韓
制
の
形
成
に
結
果
的
に
便
宜

を
輿
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
と
ま
り
の
良
さ
や
速
さ
が
か
え
っ
て
、
周
公
に
脅
威
を
感
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。



こ
の
粗
野
で
は
あ
る
が
、
地
方
を
生
き
た
形
で
政
治
に
取
り
こ
ん
だ
斉
の
俸
統
的
な
政
治
路
線
を
縫
承
し
よ
り
護
展
さ
せ
た
も
の
こ
そ
桓
公

管
仲
の
政
治
で
あ
り
「
五
家
の
制
」
に
代
表
さ
れ
る
行
政
で
あ
っ
た
。
修
鹿
篇
も
こ
う
し
た
斉
に
俸
統
的
な
政
治
思
想
を
引
き
つ
ぎ
つ
つ
デ
ィ

テ
ー
ル
を
つ
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

問
篇
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

問
、
邑
之
貧
人
、
債
而
食
者
、
幾
何
家
。

問
、
理
園
田
市
食
者
幾
何
家
。
人
之
開
田
而
耕
者
幾
何
家
。
士
之
身
耕
者
幾
何
家
。

問
、
郷
之
貧
人
、
何
族
之
別
也
。
.

問
、
人
之
貸
粟
米
、
有
別
券
者
幾
何
家
。

(

日

〉

こ
の
間
篇
に
闘
し
て
は
宇
都
宮
清
士
口
氏
に
第
作
が
あ
る
が
、
嘗
面
の
こ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、
地
方
に
い
て
借
金
し
傭
作
し
、
土
の
身
分
か

ら
縛
落
し
食
糧
も
貸
り
て
そ
の
日
暮
ら
し
を
す
る
も
の
の
存
在
を
、
右
の
記
述
は
明
ら
か
に
す
る
。
何
故
こ
う
な
る
の
か
。
農
民
は
小
作
化
し
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身
分
関
係
も
動
揺
し
て
い
る
。
事
貫
そ
う
だ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
問
篇
は
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
を
訊
問
す
る。

こ
う
し
た
中
で
修
腰
篇
が
こ
れ
ら
の
内
容
を
も
っ
地
方
に
関
心
す
る
と
い
う
の
は
、
大
筋
か
ら
す
れ
ば
地
方
へ
の
開
設
や
投
資
が
、

や
が
て

は
大
き
く
園
家
に
は
ね
か
え
っ
て
く
る
放
果
に
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
目
前
の
こ
と
と
し
て
は
賞
態
の
た
し
か
な
把
握
と
い
う

こ
と
に
蓋
き
ょ
う
。
的
確
な
手
嘗
て
を
行
う
た
め
に
も
精
細
に
知
る
こ
と
は
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
問
篇
の
序
に
も
い
う
よ
う
に

「
事
は
大
功

を
先
き
に
し
、
政
は
小
よ
り
始
む
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
地
方
と
い
う
園
家
の
あ
し
も
と
を
凝
視
す
る
と
き
、
そ
こ
に
興
隆
の
鍵

も
ひ
そ
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

戦
園
末
、
時
代
の
流
れ
は
分
裂
朕
態
を
克
服
し
て
の
統
一
志
向
に
あ
っ
た
。
つ
と
に

『萄
子
』
は
そ
の
王
制
篇
に
お
い
て
東
西
南
北
の
四
方

か
ら
す
る
物
産
の
交
易
を
説
い
て
贋
域
経
済
圏
構
想
と
で
も
い
う
べ
き
分
裂
園
家
の
枠
を
超
え
た
統
一
中
園
を
殻
想
す
る
。

民
衆
ま
た
統

一
を

671 

待
望
す
る
。

「
胤
は
天
子
な
き
よ
り
大
な
る
は
な
し
」
(
『
呂
氏
春
秋
』
謹
欝
篇
)
だ
か
ら
で
あ
る
。
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嘗
然
『
管
子
』
も
編
者
た
ら
ん
と
す
る
。
問
篇
も
「
覇
王
の
術
」

と
し
て
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
修
擁
篇
に
し
て
も
そ
の
た
め
の
修
擁
の

法
で
あ
り
地
方
の
確
買
な
把
慢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
は
と
も
あ
れ
、
直
面
す
る
分
裂
園
家
の
勝
ち
残
り
競
争
に
耐
え
か
っ
勝
た
ね
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
諸
侯
園
は
そ
れ
ぞ
れ
に
努
力
す
る
。
園
の
内
外
の
事
情
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
韓
非

の
場
合
が
あ
る
。

か
れ
は
法
の
整
備
を
行
い
つ
つ
階
級
閥
係
の
強
化
を
通
じ
て
韓
の
生
き
残
り
を
策
し
た
。
こ
の
聞
の
事
情
を
『
准
南
子
』
要

や

ま

さ

き

「
韓
は
菅
の
別
園
に
し
て
地
域
せ
民
険
に
し
て
大
圏
の
聞
に
介
ま
る
。
耳
目
園
の
故
艦
未
だ
滅
え
ざ
る
に
韓
園
の
新
法

略
篇
は
こ
う
説
明
す
る
。

重
ね
て
出
ず
。

先
君
の
令
未
だ
牧
ま
ら
ざ
る
に
後
君
の
令
ま
た
下
る。

新
故
相
反
、

前
後
相
綾
り、

百
官
背
飢
し
て
用
う
る
と
こ
ろ
を
知
ら

ず。

故
に
刑
名
の
書
生
ず。
L

す
な
わ
ち
韓
の
土
地
柄
か
ら
し
て
土
地
を
開
設
し
農
業
を
振
興
し
て
の
強
園
策
は
始
め
か
ら
貫
現
不
可
能
で
あ

っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
前
後
相
懲
り
、
百
官
背
乱
と
い
う
混
雑
し
た
法
制
や
秩
序
の
恢
復
修
正
こ
そ
急
務
で
あ
っ
た
。
韓
の
園
家
に
と
っ
て
質
情

に
封
躍
す
る
施
策
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
法
制
の
整
備
に
こ
そ
あ
っ
た
。
し
か
し
寅
は
こ
の
時
期
に
秩
序
の
恢
復
、
階
級
関
係
の
巌
守
を
い

う
こ
と
は
、
む
し
ろ
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
修
腰
篇
に
お
い
て
屡
読
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
た
だ
韓
は
自
明
の
こ
の
道
を
ひ
た
す
ら
追

求
す
る
よ
り
他
に
途
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
れ
が
小
園
韓
に
興
え
ら
れ
た
傑
件
、

つ
ま
り
現
質
だ
っ
た
か
ら
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で
あ
る
。
こ
の
地
が
法
思
想
家
と
し
て
の
韓
非
を
生
む
必
然
性
も
こ
こ
に
存
し
た
。
資
の
園
家
の
場
合
で
も
事
情
は
費
ら
な
い
。
俸
統
的
で
も

あ
る
君
民

一
致
鐙
制
の
中
で
、
よ
り
園
家
を
強
盛
な
ら
し
め
る
も
の
は
何
か
。

修
擁
篇
の
場
合
、
そ
れ
は
修
腔
の
法
の
貫
施
で
あ
り
、
何
よ
り

も
諸
秩
序
の
巌
守
で
あ
り
、
地
方
の
重
硯
で
あ
り
、
商
人
の
新
し
い
位
置
づ
け
で
あ
り
、
時
に
鷹
じ
た
制
度
の
改
革
で
あ

っ
た。

こ
う
し
て
自
己
の
属
す
る
園
家
の
内
外
の
諸
朕
勢
、
特
殊
性
へ
の
自
魔
か
ら
す
る
施
策
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
諸
侯
園
の
特
有
の
強
園
策
と
し
て

打
ち
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
志
向
と
し
て
の
統

一
論
に
劃
す
る
諸
侯
園
が
わ
の
個
別
的
な
解
答
で
も
あ
っ
た
。

よ
り
深
い
統

一

論
と
で
も
稽
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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『
萄
子
』
と
『
管
子
』
の
書
の
閥
係
し
合
う
部
分
は
非
常
に
大
き
い
。
た
と
え
ば
『
萄
子
』
王
制
篇
の
覇
者
を
読
く
僚
、
す
な
わ
ち

「
か
の

す
な

わ

ひ

た

覇
者
は
然
ら
ず
。
田
野
を
砕
き
、
倉
康
を
貫
し
、
備
用
を
便
に
し
、
案
ち
募
選
を
謹
し
み
、
材
技
の
土
を
閲
び
、

然
る
後
慶
賞
に
漸
し
て
以
て

之
を
先
に
し
、
刑
罰
を
巌
に
し
て
以
て
之
を
糾
し
、
存
亡
耀
組
、
弱
を
守
り
暴
を
禁
じ
粂
併
の
心
な
く
ん
ば
、
則
ち
諸
侯
之
を
親
し
む
:
:
:
」

は
、
『
管
子
』
牧
民
篇
の
主
張
と
よ
く
似
て
経
済
を
重
視
し
た
園
づ
く
り
を
基
調
と
す
る
。
序
官
の
箇
所
で
は
、
宰
爵

・
司
徒
・

司
馬

・
大

師
・
司
空
・
治
田
・
虞
師
・
郷
師
・
工
師
・
恒
亙
肢
撃
・
治
市
・

司
冠
・
家
宰
・

野
公

・
天
王
の
職
掌
を
述
べ
る
が
、
『
管
子
』
立
政
篇
で

は
、
君
主
の
務
め
は
山
津
の
管
理
、
水
理
の
保
全
、
桑
腕
五
穀
の
督
察
、
六
畜
輩
菜
の
殖
成
、

工
事
女
工
の
奨
勘
管
理
で
、
こ
れ
が
園
を
富
ま

す
五
事
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
う
え
で
、
「
火
憲
を
修
め
、
山
津
林
薮
積
草
を
敬
い
:
:
:
虞
師
の
こ
と
な
り
。
水
療
を
津
し
溝
演
を
通
じ
・

み

め

ぐ

司
空
の
こ
と
な
り
。
高
下
を
相
肥
境
を
親
:
:
:
白
田
の
こ
と
な
り
。
郷
里
を
行
り
宮
室
を
親
:
:
:
郷
師
の
こ
と
な
り
。
百
工
を
論
じ
事
務
を
審

ら
か
に
し
:
;
:
工
師
の
こ
と
な
り

(
省
官
〉
と
虞
師
・
司
空
・
由
田
・
郷
師
・
工
師
の
五
官
を
い
う
。
こ
れ
は
王
制
篇
序
官
の
僚
の
い
わ
ば
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経
済
閣
僚
を
ピ
ッ
ク
ア
γ
プ
し
て
記
述
し
た
も
の
で
、
政
治
機
構
を
経
済
に
力
貼
を
置
い
て
書
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
。

制
篇
を
下
敷
き
に
し
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
王

ま
た
『
萄
子
』
の
富
園
篇
で
「
園
を
足
ら
す
の
遁
」
と
し
て

「
節
用
裕
民
」
を
い
い
、

民
を
富
ま
す
は
同
時
に
園
を
富
ま
す
こ
と
と
す
る
の

は
、
『
管
子
」
治
園
篇
で
「
凡
そ
治
園
の
道
は
必
ず
先
に
民
を
富
ま
す
。
民
富
ま
ば
則
ち
治
め
易
く
、
民
貧
な
ら
ば
則
ち
治
め
難
し
」
と
同
旨

で
、
こ
れ
は
修
際
篇
8
牽
・

9
一章一で生
活
を
豊
か
に
し
て
こ
そ
園
用
に
立
っ
と
す
る
主
張
と
等
し
い
。
問
題
な
の
は
園
の
富
ま
せ
か
た

で
、

『
萄
子
』
は
「
用
を
節
す
る
に
瞳
を
以
て
し
、
民
を
裕
に
す
る
に
政
を
以
て
す
」
と
し
て
、
そ
の
政
治
と
は

「田
野
の
税
を
軽
く
し
、
関
市
の

征
を
卒
ら
か
に
し
、
商
買
の
教
を
省
き
、
力
役
を
興
す
こ
と
宰
に
、
農
の
時
を
奪
う
こ
と
な
し
」
と
す
る
。
節
用
裕
民
、
農
事
を
奨
勘
し
商
人

673 

の
数
を
滅
守す
る
。

ま
さ
に
「
本
事
に
務
め
て
財
物
を
積
む
」

(
王
制
)
こ
と
こ
そ
本
道
と
す
る
。
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こ
の
黙
で
は
買
は

『
管
子
』
も
基
本
的
に
は
後
ら
な
い
。
冒
頭
牧
民
篇
で
も
文
巧
は
禁
じ
ら
れ
て
地
の
辞
撃
が
求
め
ら
れ
て
い
る。

修
繭
酔篇

で
は
こ
れ
を
い
い
換
え
て
「
末
産
禁
ぜ
ざ
れ
ば
、
野
僻
け
ず
」
と
い
う
。
ま
た
そ
の
1
章
で

「
政
治
が
農
業
を
妨
げ
る
が
故
に
民
は
末
業
に
走

る
」
と
も
指
摘
し
、
一
商
業
が
盛
況
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ
い
て
は
農
業
の
振
興
に
役
立
つ
と
も
い
っ
て
い
る
。

た
だ

『
管
子
』
が

『
萄
子
』
と
本
来
的
に
相
違
す
る
と
こ
ろ
は

『
管
子
』
は
終
始
園
家
的
な
関
心
か
ら
一商
業

・
社
命
国
経
済
に
著
目
し
、
L、

か
に
こ
れ
を
園
家
の
が
わ
に
活
用
す
る
か
に
腐
心
し
績
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
『
萄
子
』
に
も
卓
れ
た
慶
域
経
済
圏
の
構
想
も

存
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
さ
ら
に
追
求
深
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
て
、
い
つ
か
欲
望
論
の

一
部
に
す
り
か
え
ら
れ
て
消
滅
す
る
。
こ
の
貼

で
か
か
わ
り
績
け
る
『
管
子
』
の
場
合
と
大
い
に
懸
隔
す
る
。

『
管
子
』
経
言
類
の
乗
馬
篇
で
は
「
市
と
は
貨
の
準
な
り
」
と
い
い
、
市
場
を
観
察
し
て
い
れ
ば
園
の
治
見
も
景
気
の
動
向
も
推
知
す
る
こ

と
が
で
き
(
務
市
事
)
、
さ
ら
に
「
黄
金
者
用
之
量
也
、
排
於
黄
金
之
理
、
則
知
修
除
、
知
修
俊
則
百
用
節
失
」
(
士
農
工
商
)
と
し
て
通
貨
の
流

動
に
関
心
を
寄
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
今
日
信
用
さ
ざ
れ
ば
、

(

ロ

)

の
機
微
を
つ
い
た
諺
の
引
用
に
も
通
じ
て
い
る
。

明
日
貨
を
失
な
わ
ん
。

昔
の
日
己
に
往
き
て
衆
ら
じ
」

(
失
時
)
と
い
っ
た
投
機
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つ
ま
り
『
管
子
』
は
鰹
言
類
の
こ
れ
ら
の
引
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
園
家
は
い
か
に
枇
曾
経
済
に
関
心
を
持
ち
績
け
る
べ
き
か
が
力

説
さ
れ
、
そ
れ
が

『
管
子
』
全
書
の
一
特
徴
を
も
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
経
済
へ
の
関
心
が
具
鐙
的
な
政
策
と
し
て
立
案
さ

れ
た
も
の
こ
そ
修
擁
の
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
経
言
類
以
来
の
主
張
の
き
わ
め
て
順
な
る
展
開
で
あ
る
と
と
も
に
、
背
後
に
都
臨
楢
に
繰
り
贋

(

日

)

げ
ら
れ
た
一
商
業
活
動
の
股
賑
さ
や
萄
子
の
経
済
圏
構
想
に
も
影
響
を
興
え
た
で
あ
ろ
う
園
際
一商
人
の
活
動
を
珠
想
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
詩
人
た

ち
を
い
か
に
闘
家
の
税
制
の
中
に
組
み
こ
み
、

か
つ
他
の
階
層
と
り
わ
け
農
民
と
の
摩
擦
を
回
避
す
る
か
が
嘗
面
の
課
題
で
あ
っ
た
。

修
廃
篇
で
は
、
後
者
に
つ
い
て
は
富
者
蓄
買
の
誉
修
や
消
費
の
擦
大
と
い
っ
た
方
策
し
か
説
か
な
い
。

「
積
む
者
絵
日
を
立
て
て
修
り
、
車

馬
を
美
に
し
て
馳
せ
、

(
9
一
軍
)
と
き
、
「
富
者
は
こ
れ
を
廃
や
し
、
貧
者
は
こ
れ
を
魚
し
L

取
得
す
る
、
と
。
果
し
て
ど
れ
ほ
ど
に
数
果
が
あ
る
の
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
園
家
が
商
人
を
利
用
し
保
護
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ

酒
獲
を
多
く
し
て
携
す」

(
向
上
)
て
金
銭
を



一
一
商
人
の
問
篇
等
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
な
高
利
貸
し
化
や
土
地
へ
の
投
資
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
で
あ
ろ
う
農
村
の
危
機
的
扶
況
を
避
け
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
姑
息
で
は
あ
る
が
こ
う
し
た
賛
淳
な
消
費
に
目
を
向
け
さ
せ
る
し
か
方
途
も
見
出
せ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ

修
廃
篇
は
、

E
大
な
買
力
を
も
っ
た
一
両
一
人
た
ち
を
、

い
く
つ
か
の
限
定
は
あ
る
に
せ
よ
園
家
の
が
わ
に
引
き
寄
せ
、

ー「

園

か
れ
ら
を
含
め
て

家
」
を
構
想
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
経
言
の
乗
馬
篇
で
市
場
に
お
け
る
商
人
の
数
を
定
め
税
金
を
と
り
た
て
、
そ
れ
を
い
う
小
節

(

H

)

 

を
「
士
農
工
商
」
と
小
題
し
て
い
る
の
と
は
、
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
で
の
商
人
の
枠
づ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
貼
は
評
債
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

同
じ
噴
、

「
排
商
」
を
唱
え
る
。

れ
は
従
来
の
必
要
悪
的
な
商
業
翻
か
ら
積
極
的
な
利
用

・
評
債
へ
と
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
そ
の
一商
工
の
民
は
、
苦
踊
の
器
を
修
治
し
、

弗
腔
の
財
を
褒

『
韓
非
子
』
は
激
し
い
調
子
で

「抑一両一
L

む
さ

め
、
蓄
積
し
て
時
を
待
ち
て
農
夫
の
利
を
伴
ぼ
る
」
と
(
五
葱
〉
。
五
輩
の
一
と
し
て
商
人
は
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

韓
非
は
嘗
時
の
一商
人
階
級
の
祉
曾
的
影
響
力
の
大
き
さ
を
認
め
る
が
故
に
、
現
肢
を
放
置
で
き
ぬ
も
の
と
し
そ
の
針
策
を
「
弾
匪
」
排
除
に

求
め
た
。

『
管
子
』
修
鹿
篇
と
は
劉
照
的
な
決
定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
雨
者
は
、
一
見
相
反
す
る
行
動
を
と
り
な
が
ら
、

そ
の
根
底
に
お
い
て
い
ま
や
無
視
し
え
ぬ
力
と
な
っ
た
一
商
人
階
級
そ
の
も
の
と
封
決
し
そ
れ
ぞ
れ
の
解
答
を
提
出
し
た
貼
に
お
い
て
共
通
す
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る
。
か
れ
ら
に
興
え
ら
れ
た
時
代
の
課
題
で
も
あ
っ
た
。

い
っ
そ
う
園
式
的
な
『
韓
非
子
』
と
修
康
篇
と
の
結
合
は
、
次
の
時
代
に
お
け
る

『
管
子
』
軽
重
類
の
盟
織
の
専
貰
、
園
営
企
業
論
に
み
ら

れ
る
。
そ
れ
は
「
商
人
」
の
排
除
と
園
家
「
利
金
」
と
の
商
得
を
企
む
も
の
で
あ
っ
た
。
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註(
1

)

歴
史
研
究
第
一
巻
三
銃
一
九
五
四
年
。

(

2

)

李
哲
明
の
設
。
か
れ
は
こ
の
年
次
を
あ
く
ま
で
「
斉
」
の
こ
と
と
し

て
捉
え
て
い
る
。
『
管
子
集
校
』
上
六
二
六
頁
。

(

3

)

木
村
英一

氏
「
管
子
の
成
立
に
関
す
る
二
、
三
の
考
察
」
支
那
皐
十

巻
特
別
競
。
羅
根
津
『
管
子
探
源
』
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
4
〉
章
節
の
区
切
り
方
に
つ
い
て
は
異
設
が
あ
ろ
う
が
、
安
井
衡
の
『
管

子
纂
詰
』
の
訓
み
を
参
考
に
し
た
。
近
く
校
法
並
び
に
誇
を
設
表
し
た
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E
L
V
 

(
5
〉
原
文
は
「
文
明
」
に
作
る
。
郭
沫
若
の
設
に
従
っ
て
改
め
読
ん
だ
。

『
管
子
集
校
』
上
五
八
三
頁
。

(
6
〉

原
文
は
「
則
人
不
眺
」
に
作
る
。
張
倒
倫
の
設
に
従
っ
て
改
め
読
ん

だ
。
『
管
子
集
校
』
上
五
八
五
頁
。

(

7

)

原
文
は
「
稽
銑
者
皆
殊
」
に
作
る
。
張
倒
倫
の
設
に
従
っ
て
改
め
讃

ん
だ
。

『
管
子
集
校
』
上
五
八
五
頁
。

(

8

)

原
文
は
「
母
仕
異
園
之
人
」
に
作
る
。
玉
引
之
の
設
に
従
っ
て
改
め

讃
ん
だ
。

『
管
子
集
校
』
上

五

七

五
頁。

(

9

)

原
文
は
「
玉
者
陰
之
陰
也
」
に
作
る
。
王
念
孫
に
従

っ
て
改
め
読
ん

だ。

『
管
子
集
校
』
上
五
四
四
頁
。

〈
叩
)

原
文
は

「
好
縁
而
好
姐
」
に
作
る
。

丁
士
溺
の
説
に
従
っ
て
改
め
讃

ん
だ
。

『管
子
集
校
』

上

五
六
五
頁
。

(
U
〉
「
管
子
問
篇
試
論
第
一
部
」
(
『
中
園
古
代
中
世
史
研
究
』
〉
所

収。

(
ロ
〉
劉
績
は
こ
の
部
分
に
注
し
て
「
上
を
し
て
民
に
時
を
知
ら
し
む
る
を

い
う
な
り
」
と
す
る
が
、
的
確
で
は
な
い
。
一
商
買
上
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を

傘
重
一
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
日
)

『
戟
図
策
』
斉
策
各
四、

『
史
記
』

悼
悪
王
世
家
を
参
照
さ
れ
た

(
M
〉

安
井
衡
は
こ
の
小
題
を
「
後
人
所
加
、
非
此
書
之
奮
」
と
す
る
が
、

究
は
こ
の
小
題
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
立
政
篇
と
乗
馬
篇
の
二
篇

を
通
じ
た
も
の
で
あ
る
。
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a family tree｡

　　

Recently Mr. Makoto Ueda has pointed out ’ａｎimportant fact in that

some noted families in Zhejiang which had branched off, dispersed, and

started to use diverse sets of genealogical markers have, since the mid-

Ming period, shown ａ tendency toward reuniting the branches and app-

lying ａ uniform set of markers｡

　　

This paper aims to trace the courses of diversification and reuni丘cation

of genealogical marker sets in some families located around the walled

city of　Xiao･shan (蕭山:) county during the Qing period, and also to

analyse the relationship between the reunification effort and the develo-

pment of ritual drama performed at ancestral halls. My arguments are

as follows:

　　

（1）ln the case of old｡ families which had settled in Zhejiang since

early Song, it was not easy to reunify the ｅχtremely diversified genealogical

markers.

　

In fact, it was not until after the mid-Qing period that such

efforts were made. Some of these families had met with little success

even after late Qing.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡

　　

（2）lt is to be noted that in these families, theatrical performance had

been introduced into･ the rites･of ancestral worship prior to the efforts

being made to reunify the genealogical markers. It is reasonable to think

that the ritual performance functioned more significantly than the uniform

markers in rebuilding the larger systems of family trees｡

　　

(3) Conceivably the custom of staging plays at ancestral halls was

meant

　

to

　

increase

　

social

　

contact

　

among

　

members

　

of

　

different

　

family

bl‘anches･ preparing for the reunification of genealogical markers.

Ａ STUDY ON THE CHAPTER “ON ＬＵＸＵＲＹ”OF

　　　　　　　　　　　

THE GUANZI

　　　　　　　　　　　　　　　　

Machida Saburo

　　

On the chapter“On ｌｕχｕｒｙ”of the Guanzi there is
the early path-

breaking work done by Guo Moruo郭沫若. Guo Moruo's
views on the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－２－



text, viz. that it was formed in the beginning of the Han dynasty and

that it expresses the views of contemporary merchants, are, however,

hard to accept. The chapter ｅχpresses what might be called the new

“theory of the state” of the times, a theory that also had ａ place for

the newly risen class of merchants, and the point of view taken in the

text is thus always that of the state and never that of merchants. It

also seems　best to regard the tｅχtas having been formed in the late

Warring States period. ―The tｅχtof the Chapter “On ｌｕχｕｒｙ”is in

great disarray and cannot be regarded as being complete, but if it is

seen in the light of the whole of the Guanが, it can be shown that it

shares in full measure the characteristics of the tｅχtit is ａ chapter of.

One of these characteristics is an emphasis on regional differences and

an opposition to standardisation: it is only by investigating regional

characteristics that the perfection of ａ true state can be brought into

existence. One of the things to be investigated is thus how to integrate

the newly risen class of merchants into the frame of the state. This

approach is the complete opposite of that taken in the Ｈａｎｆｅｉｚi韓非子，

according to which merchants are to be completely suppressed. Both tｅχt

attack frontally the central problems of their time.

THE DONGNING COMMANDERY 東寧衛IN LIAOYANG

　　　　　　　　　

IN THE MING DYNASTY

Kawachi Yoshihiro

　　

In the Ming ａ General Commandant for Liaodong 遼東都指揮使司

was established in Liaoyang, Liaoyang becoming the headquarters for

the frontier defense of the Ming and the governance of the northeast.

To the north of Liaoyang, contiguous to the city wall, there was an area

called Beicheng北城and in Beicheng there was ａ government ｏ伍ce

called the Dongning Commandery. This ｏ伍ce had been established to

isolate the Jurchen and Koreans　living　in　Liaoyang　since　the　Yuan

dynasty and those who had recently surrendered to the Ming from the
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