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序

論

『管
子
﹄
小
匡
�
お
よ
び
﹃
國
語
﹄
齊
語
は
︑
春
秋
齊
の
桓
公
と
管
仲
の
對
話
�
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
中
に
は
參
國
伍
鄙
と
い
う
領
域
の

�
成
に
關
わ
る
記
営
が
あ
る
︒
こ
の
記
営
は
從
來
國
制
�
の
分
野
で
中
心

に
取
り
上
げ
ら
れ
︑
岡
崎
一
九
五
〇
を
始
め
︑
春
秋
時
代
の
國
制

や
兵
制
を
考
え
る
�
料
と
さ
れ
て
き
た(1

)
︒
し
か
し
現
在
で
は
小
匡
や
齊
語
の
成
書
は
戰
國
時
代
以
影
に
な
る
こ
と
が
確
實
と
さ
れ(2

)
︑
そ
こ
に
見

え
る
參
國
伍
鄙
の
言
說
が
春
秋
時
代
の
狀
況
を
反
映
し
て
い
る
と
無
條
件
に
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
れ
に
關
し
て
は
既
に
議
論
さ
れ
て

お
り
︑
そ
の
內
容
が
春
秋
の
傳
聞
に
よ
る
と
す
る
說(3

)
︑
戰
國
時
代
の
狀
況
を
背
景
と
す
る
說(4

)
な
ど
�
見
は
一
致
し
な
い
︒
大
陸
の
硏
究
で
は
臧

知
非
一
九
九
五
が
齊
語
の
記
営
を
戰
國
時
代
の
も
の
と
す
る
が
︑
大
勢
は
參
國
伍
鄙
を
春
秋
時
代
の
兵
制
と
國
制
が
合
致
し
た
制
度
と
み
な
し

て
い
る(

5
)

︒
ま
た
小
匡
と
齊
語
に
お
け
る
參
國
伍
鄙
制
度
に
つ
い
て
も
︑
同
一
と
す
る
か
否
か
定
說
が
な
い(6

)
︒

こ
う
し
た
見
解
の
不
一
致
の
原
因
と
し
て
︑
參
國
伍
鄙
に
關
す
る
テ
キ
ス
ト
上
の
矛
盾
が
指
摘
で
き
る
︒
齊
語
と
小
匡
で
の
相
�
に
加
え
︑

小
匡
內
で
の
記
営
の
矛
盾
が
問
題
と
な
る
︒
例
え
ば
伍
鄙
の
記
営
が
二
箇
�
に
あ
る
が
︑
一
囘
目
は
齊
語
と
衣
な
る
の
に
對
し
︑
二
囘
目
は
齊

語
の
記
営
と
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
た
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
︒
既
に
校
勘
學
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
存
在
し
︑
特
に
矛
盾
の
甚
だ
し
い
﹃
管
子
﹄

に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
成
果
と
し
て
黎
Ã
鳳
二
〇
〇
四
が
あ
る
︒
先
行
硏
究
で
は
矛
盾
の
解
�
の
た
め
︑
齊
語
の
記
営
を
も
と
に
小
匡
を
書

き
奄
え
る
が
︑
決
定

な
證
據
と
い
え
る
も
の
は
な
く
︑
諸
說
が
竝
立
し
て
い
る(7

)
︒

ま
た
︑
制
度
�
の
側
面
か
ら
は
︑
國
制
や
兵
制
と
い
っ
た
制
度
の
變
�
の
中
の
ど
こ
に
參
國
伍
鄙
を
位
置
づ
け
る
か
︑
と
い
う
こ
と
に
�
始

し
て
き
た
Ó
い
が
あ
る
が(8

)
︑
�
料
に
對
す
る
理
解
が
不
十
分
な
ま
ま
で
は
確
度
の
高
い
議
論
は
で
き
な
い
︒
�
料
の
性
格
を
考
慮
し
た
硏
究
に

は
佐
竹
二
〇
〇
三
が
あ
り
︑
金
谷
一
九
八
七
の
成
果
を
�
け
︑
小
匡
を
戰
國
時
代
の
狀
況
を
反
映
し
た
も
の
と
す
る
點
は
卓
見
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
氏
の
テ
キ
ス
ト
校
訂
に
は
問
題
が
あ
り
︑﹃
管
子
﹄
諸
�
で
営
べ
ら
れ
る
︑
自
國
の
土
地
や
人
々
を
ど
の
よ
う
に
�
成
し
荏
�
す
る
か
と

い
う
記
営
︑
こ
れ
を
領
域
�
成
と
い
う
が
︑
そ
の
變
�
の
な
か
に
小
匡
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
�
軸
に
し
た
た
め
に
︑
小
匡
と
齊
語
と
の
�
い
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を
無
視
し
て
い
る(9

)
︒
後
営
す
る
�
り
そ
れ
ぞ
れ
の
�
料
の
性
格
は
衣
な
っ
て
お
り
︑
佐
竹
說
の
校
訂
は
�
け
入
れ
が
た
い
︒

そ
も
そ
も
矛
盾
を
考
え
る
際
に
は
︑
ど
う
す
れ
ば
矛
盾
が
解
�
さ
れ
る
か
で
は
な
く
︑
な
ぜ
矛
盾
が
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
原
因
を
考
え
な

け
れ
ば
︑
議
論
は
各
人
の
恣
�
に
依
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
表
面

に
矛
盾
を
解
�
す
る
だ
け
で
は
問
題
の
根
本

解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の

で
あ
る
︒
こ
う
し
た
問
題
點
を
解
決
す
る
た
め
︑
�
料
の
性
格
の
檢
討
か
ら
始
め
︑
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
を
經
て
參
國
伍
鄙
制
度
を
檢
討
す
る
必

�
が
あ
ろ
う
︒
本
稿
は
參
國
伍
鄙
を
再
考
し
︑
銀
雀
山
漢
鯵
な
ど
の
出
土
�
料
と
の
比
�
も
�
し
て
︑
こ
の
議
論
に
一
石
を
投
じ
よ
う
と
い
う

も
の
で
あ
る
︒

檢
討
の
 
に
參
國
伍
鄙
の
制
度
に
つ
い
て
說
!
を
し
よ
う
︒
"
宜
の
た
め
�
中
の
記
営
に
矛
盾
の
な
い
﹃
國
語
﹄
の
記
営
に
準
據
し
て
說
!

す
る
︒
都
城
內
︑
も
し
く
は
郊
以
內
を
指
す
國(10

)
と
そ
の
外
側
を
指
す
鄙
に
分
け
て
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
家
數
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
る
︒
國
は

制
國
以
爲
二
十
一
&
︑
工
商
之
&
六
︑
士
&
十
五
︒
公
帥
五
&
焉
︑
國
子
帥
五
&
焉
︑
高
子
帥
五
&
焉
︒

國
を
制
し
て
以
て
二
十
一
&
と
爲
し
︑
工
商
の
&

六
︑
士
&

十
五
︒
公

五
&
を
帥
い
︑
國
子

五
&
を
帥
い
︑
高
子

五
&
を
帥
い
る
︒

と
二
十
一
&
に
分
け
ら
れ
︑
そ
の
う
ち
の
士
&
十
五
&
を
三
分
割
す
る
こ
と
か
ら
︑﹁
參
國
﹂
と
名
附
け
ら
れ
る
︒
こ
の
&
は

制
國
︒
五
家
爲
軌
︑
軌
爲
之
長
︒
十
軌
爲
里
︑
里
'
司
︒
四
里
爲
連
︑
連
爲
之
長
︒
十
連
爲
&
︑
&
'
良
人
焉
︒

國
を
制
す
︒
五
家

軌
と
爲
り
︑
軌

之
に
長
を
爲
る
︒
十
軌

里
と
爲
り
︑
里
ご
と
に
司
'
り
︒
四
里

連
と
爲
り
︑
連

之
に
長
を
爲
る
︒

十
連

&
と
爲
り
︑
&
ご
と
に
良
人
'
り
︒

と
い
っ
た
具
合
に
連
︑
里
︑
軌
に
分
割
さ
れ
る
︒
こ
れ
が
﹁
制
國
﹂
で
あ
る
︒
制
國
は
兵
制
と
對
應
し
て
お
り
︑

以
爲
軍
令
︑
五
家
爲
軌
︑
故
五
人
爲
伍
︑
軌
長
帥
之
︒
十
軌
爲
里
︑
故
五
十
人
爲
小
戎
︑
里
'
司
帥
之
︒
四
里
爲
連
︑
故
二
百
人
爲
卒
︑

連
長
帥
之
︒
十
連
爲
&
︑
故
二
千
人
爲
旅
︑
&
良
人
帥
之
︒
五
&
一
帥
︑
故
萬
人
爲
一
軍
︑
五
&
之
帥
帥
之
︒
三
軍
︒

以
て
軍
令
を
爲
し
︑
五
家

軌
と
爲
る
が
故
に
五
人

伍
と
爲
り
︑
軌
長

之
を
帥
い
る
︒
十
軌

里
と
爲
る
が
故
に
五
十
人

小
戎
と
爲
り
︑

里
'
司

之
を
帥
い
る
︒
四
里

連
と
爲
る
が
故
に
二
百
人

卒
と
爲
り
︑
連
長

之
を
帥
い
る
︒
十
連

&
と
爲
る
が
故
に
二
千
人

旅
と
爲
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り
︑
&
良
人

之
を
帥
い
る
︒
五
&

一
帥
た
る
が
故
に
萬
人

一
軍
と
爲
り
︑
五
&
の
帥

之
を
帥
い
る
︒
三
軍
︒

と
な
っ
て
い
る
︒
本
稿
で
括
弧
を
附
け
ず
に
參
國
と
表
記
す
る
場
合
は
﹁
參
國
﹂
と
﹁
制
國
﹂
の
總
稱
の
�
味
で
)
い
︑
分
け
て
)
う
場
合
は

か
ぎ
括
弧
附
き
で
示
す
︒

一
方
の
鄙
は

制
鄙
︑
三
十
家
爲
邑
︑
邑
'
司
︒
十
邑
爲
卒
︑
卒
'
卒
帥
︒
十
卒
爲
&
︑
&
'
&
帥
︒
三
&
爲
縣
︑
縣
'
縣
帥
︒
十
縣
爲
屬
︑
屬
'
大
夫
︒

五
屬
︑
故
立
五
大
夫
︒

鄙
を
制
す
︑
三
十
家

邑
と
爲
り
︑
邑
ご
と
に
司
'
り
︒
十
邑

卒
と
爲
り
︑
卒
ご
と
に
卒
帥
'
り
︒
十
卒

&
と
爲
り
︑
&
ご
と
に
&
帥

'
り
︒
三
&

縣
と
爲
り
︑
縣
ご
と
に
縣
帥
'
り
︒
十
縣

屬
と
爲
り
︑
屬
ご
と
に
大
夫
'
り
︒
五
屬
な
る
が
故
に
五
大
夫
を
立
つ
︒

と
屬
︑
縣
︑
&
︑
卒
︑
邑
に
分
割
さ
れ
る
︒
齊
語
と
小
匡
で
內
容
に
�
い
が
見
ら
れ
る
た
め
︑
齊
語
の
場
合
は
制
鄙
︑
小
匡
の
場
合
は
伍
鄙
と

表
記
す
る
︒
な
お
﹁
國
﹂
字
に
は
い
く
つ
か
の
字
義
が
あ
る
︒
基
本

に
本
稿
で
は
都
城
內
や
そ
の
郊
以
內
の
�
味
の
場
合
は
國
を
用
い
︑
齊

の
領
域
*
體
を
指
す
時
は
齊
國
と
表
記
す
る
︒

本
稿
で
は
ま
ず
第
一
違
に
お
い
て
︑
類
似
の
表
現
と
)
用
語
彙
の
比
�
に
よ
っ
て
小
匡
お
よ
び
齊
語
の
成
立
の
先
後
關
係
を
檢
討
す
る
︒
,

い
で
第
二
違
で
は
小
匡
︑
齊
語
の
參
國
伍
鄙
を
取
り
上
げ
︑
兩
�
の
性
格
に
-
目
し
て
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
を
行
い
︑
制
度
の
槪
�
を
摑
む
︒
第

三
違
で
は
︑
兩
�
の
參
國
伍
鄙
を
比
�
し
︑
類
似
の
�
成
案
を
'
す
る
﹃
管
子
﹄
立
政
�
や
︑
銀
雀
山
漢
鯵
﹃
守
法
守
令
等
十
三
�
﹄
な
ど
の

出
土
�
字
�
料
と
も
比
べ
て
檢
討
を
行
う
︒

一
般
に
紀
元
 
四
五
三
～
 
二
二
一
年
を
戰
國
時
代
と
す
る
が
︑
本
稿
で
は
諸
子
の
成
立
に
つ
い
て
體
系

に
檢
討
し
て
い
る
吉
本
/
0
氏

の
時
代
區
分
に
從
い
︑
 
四
五
三
～
 
三
七
〇
年
を
戰
國
時
代
 
1
︑
 
三
七
〇
～
 
三
〇
〇
年
を
中
1
︑
 
三
〇
〇
～
 
二
五
〇
年
を
後
1
︑

 
二
五
〇
～
 
二
〇
七
年
を
秦
代
と
稱
す
る(11

)
︒
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第
一
違

『
管
子
﹄
小
匡
�
と
齊
語
の
先
後
關
係

周
知
の
�
り
︑
先
秦
1
の
記
営
を
含
む
�
料
に
は
︑
そ
の
成
書
年
代
や
成
書
2
3
が
必
ず
し
も
!
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ

る
︒
從
っ
て
本
違
で
は
ま
ず
﹃
國
語
﹄
齊
語
と
﹃
管
子
﹄
小
匡
の
成
立
の
先
後
關
係
を
考
察
す
る
︒
古
く
は
羅
根
澤
一
九
三
一
が
﹃
國
語
﹄
齊

語
と
﹃
管
子
﹄
小
匡
と
の
對
應
を
指
摘
し
︑
松
木
一
九
七
五
の
檢
討
に
よ
り
︑
齊
語
を
�
け
て
小
匡
が
作
ら
れ
た
と
す
る
の
が
�
說
と
な
っ
て

い
る
が
︑
松
木
說
に
は
論
證
の
不
十
分
な
點
が
あ
る
︒
以
下
先
後
關
係
に
つ
い
て
の
先
行
硏
究
を
檢
討
す
る
︒

先
後
關
係
に
つ
い
て
は
大
き
く
三
說
︑
甲
：
齊
語
先
行
︑
乙
：
小
匡
先
行
︑
丙
：
兩
者
に
關
聯
な
し
︑
が
あ
る(12

)
︒
小
匡
と
齊
語
は
そ
の
大
部

分
を
共
'
し
︑
小
匡
の
方
が
齊
語
よ
り
も
記
営
量
が
多
い
︒
そ
れ
ぞ
れ
︑
小
匡
が
齊
語
を
基
に
書
き
加
え
て
成
立
し
た
と
み
る
か
︑
齊
語
が
小

匡
か
ら
抽
出
し
て
成
立
し
た
と
み
る
か
︑
獨
立
し
て
で
き
た
と
み
る
か
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

ま
ず
丙
の
觀
點
︑
岡
崎
一
九
五
〇
は
兩
�
の
參
國
伍
鄙
の
記
営
順
序
の
�
い
を
指
摘
し
︑
そ
れ
に
基
づ
く
各
々
の
�
違
の
趣
旨
の
不
一
致
に

着
目
す
る(13

)
︒
こ
の
順
序
と
趣
旨
の
不
一
致
か
ら
︑
兩
者
の
成
立
は
單
線

で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
︑
既
に
松
木
氏
が
批
6
す
る
よ
う
に
︑
こ

の
相
�
は
兩
�
作
者
の
�
圖
の
�
い
に
よ
る
も
の
で
︑
兩
�
の
單
線

成
立
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
ま
た
小
匡
が
齊
語
の
內
容
を
ほ
ぼ

す
べ
て
含
ん
で
い
る
點
を
考
え
れ
ば
︑
複
線

成
立
の
蓋
然
性
は
低
い
と
い
え
よ
う
︒

乙
說
は
︑
齊
語
と
小
匡
が
同
じ
內
容
で
あ
る
と
し
︑﹁
小
匡
の
�
は
自
ず
か
ら
管
子
の
�
に
し
て
︑
國
語
の
�
と
は
類
﹂
し
な
い
と
い
う
理

由
か
ら
︑
後
人
が
小
匡
で
も
っ
て
內
容
を
補
完
し
た
も
の
だ
と
す
る(14

)
︒
こ
の
說
は
﹃
管
子
﹄
を
管
仲
︑
も
し
く
は
そ
れ
に
7
い
時
代
の
人
物
の

作
と
考
え
︑﹃
國
語
﹄
よ
り
相
對

に
古
い
記
営
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
が
︑﹃
管
子
﹄
が
戰
國
時
代
以
影
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
!

ら
か
と
な
っ
た
現
在
で
は(15

)
︑
そ
の
根
據
は
8
9
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

甲
說
に
つ
い
て
は
︑
松
木
一
九
七
五
が
小
匡
を
獨
自
に
五
段
落
に
分
け
て
考
察
を
行
い
︑
參
國
伍
鄙
を
說
く
第
二
段
落
ま
で
は
丁
寧
に
議
論

し
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
影
の
段
落
の
考
察
は
內
容
の
粗
密
を
�
に
し
て
お
り
︑
先
後
關
係
の
說
!
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
︒
粗
密
の
議
論
だ
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け
で
は
︑
抽
出
し
て
作
成
さ
れ
る
場
合
と
書
き
加
え
て
作
成
さ
れ
る
場
合
︑
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
あ
る
た
め
︑
決
定

な
理
由
と
は
な
ら
な
い
︒

松
木
の
說
!
が
不
十
分
な
箇
�
に
お
い
て
も
說
得
力
の
あ
る
證
據
が
必
�
で
あ
る
︒

以
上
︑
乙
丙
二
說
の
根
據
は
決
定

な
も
の
で
は
な
く
︑
一
方
の
甲
說
も
十
分
な
論
證
が
不
足
し
て
い
る
︒
本
違
で
は
�
*
體
の
成
立
の
先

後
關
係
を
解
!
す
る
た
め
︑
�
に
類
似
す
る
表
現
と
︑
語
彙
の
比
�
か
ら
檢
討
を
行
う
︒
語
彙
レ
ベ
ル
で
の
比
�
に
つ
い
て
は
︑
兩
�
で
表
現

が
相
�
す
る
部
分
と
︑
小
匡
に
し
か
な
い
部
分
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
稀
見
の
語
彙
を
取
り
上
げ
て
檢
討
す
る
︒

齊
語
と
小
匡
の
類
似
箇
�
を
比
べ
た
と
き
︑
齊
語
で
同
じ
表
現
を
繰
り
;
す
部
分
が
︑
小
匡
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
︒

齊
語
：
桓
公
曰
﹁
安
國
若
何
︒﹂
管
子
對
曰
﹁
修・

舊・

法・

︑・

擇・

其・

善・

者・

而・

業・

用・

之・

︑・

=・

滋・

民・

︑・

與・

無・

財・

︑・

而・

敬・

百・

姓・

︑
則
國
安
矣
︒
﹂
桓
公
曰

﹁
諾
︒﹂
=
修
舊
法
︑
擇・

其・

善・

者・

而・

業・

用・

之・

︑・

=・

滋・

民・

︑・

與・

無・

財・

︑・

而・

敬・

百・

姓・

︒
國
既
安
矣
︑
桓
公
曰
﹁
國
安
矣
︑
其
可
乎
︒﹂

小
匡
：
公
曰
﹁
安
之
柰
何
︒﹂
管
子
對
曰
﹁
修・

舊・

法・

︑・

擇・

其・

善・

者・

︑・

擧・

而・

嚴・

用・

之・

︑・

慈・

於・

民・

︑・

予・

無・

財・

︒
寬
政
役
︑
敬・

百・

姓・

︑
則
國
富
而

民
安
矣
︒﹂
公
曰
﹁
民
安
矣
︑
其
可
乎
︒﹂

他
の
部
分
で
も
同
樣
の
處
理
が
な
さ
れ
る
︒

齊
語
：
君
若
正
卒
伍
︑
修
甲
兵
︑
則
大
國
亦
將
正
卒
伍
︑
修
甲
兵
︑
則・

難・

以・

@・

得・

志・

矣・

︒
君
'
攻
伐
之
器
︑
小
國
諸
侯
'
守
禦
之
備
︑
則・

難・

以・

@・

得・

志・

矣・

︒

小
匡
：
君
若
正
卒
伍
︑
修
甲
兵
︑
則
大
國
亦
將
正
卒
伍
︑
修
甲
兵
︒
君
'
征
戰
之
事
︑
則
小
國
諸
侯
之
臣
'
守
圉
之
備
矣
︒
然・

則・

難・

以・

@・

得・

�・

於・

天・

下・

︒

傍
點
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
內
容
を
表
す
が
︑
齊
語
で
二
度
繰
り
;
さ
れ
る
部
分
が
小
匡
で
一
度
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
部
分
で
は
齊

語
の
方
が
よ
り
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
表
現
と
い
え
る
︒

續
い
て
兩
�
共
'
部
分
で
の
語
彙
の
相
�
を
擧
げ
よ
う
︒
語
彙
比
�
に
つ
い
て
は
既
に
李
學
勤
一
九
八
七
で
行
わ
れ
て
い
る
た
め
︑
本
稿
で

は
他
の
用
例
に
着
目
し
つ
つ
︑
鯵
略
に
営
べ
る
に
止
め
る
︒
李
氏
が
営
べ
る
�
り
齊
語
よ
り
も
小
匡
の
方
が
﹁
淺
7
﹂
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
︒
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例
え
ば
︑
齊
語
﹁
四
民
者
﹂
が
小
匡
﹁
士
農
工
商
四
民
者
﹂
に
な
る
な
ど
︑
齊
語
の
表
現
を
引
き
伸
ば
し
わ
か
り
や
す
く
し
た
と
思
わ
れ
る
表

現
が
散
見
さ
れ
る
︒
ま
た
齊
語
﹁
盡
其
四
荏
之
敏
﹂
の
﹁
敏
﹂
字
は
韋
昭
-
に
よ
る
と
﹁
敏
︑
C
材
也
﹂
と
稀
見
の
表
現
だ
が
︑
小
匡
で
は
よ

り
一
般

な
﹁
力
﹂
字
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
他
小
匡
だ
け
に
見
え
る
部
分
の
語
彙
に
つ
い
て
は
︑﹁
珍
衣
﹂
が
﹃
周
禮
﹄
に
九
例
︑﹁
政
役
﹂

が
﹃
周
禮
﹄
に
二
例
あ
る
︒﹃
周
禮
﹄
に
見
ら
れ
る
語
彙
が
D
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

小
匡
が
齊
語
の
內
容
を
ほ
ぼ
含
む
こ
と
や
表
現
の
一
致
の
度
合
い
か
ら
兩
者
が
單
線

な
先
後
關
係
を
も
つ
可
能
性
は
極
め
て
高
い
︒
假
に

齊
語
が
小
匡
の
あ
と
に
作
ら
れ
た
と
す
れ
ば
︑
齊
語
が
小
匡
を
抄
出
し
た
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
場
合
だ
と
他
の
�
料
に
用
例
の
あ
る
一
般


な
語
彙
を
あ
え
て
用
例
の
少
な
い
語
彙
に
奄
え
た
こ
と
に
な
り
︑
合
理

說
!
が
で
き
な
い
︒
齊
語
を
も
と
に
小
匡
が
作
ら
れ
た
と
考
え
る
の

が
�
も
E
當
で
あ
ろ
う
︒

齊
語
が
小
匡
に
先
立
つ
と
い
う
先
後
關
係
が
問
題
な
い
と
し
た
上
で
︑
小
匡
の
成
書
に
お
い
て
は
﹃
周
禮
﹄
に
見
え
る
︑
齊
地
域
の
言
葉
が

)
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
確
F
さ
れ
る(16

)
︒
も
ち
ろ
ん
齊
國
で
の
成
書
と
は
い
え
︑
齊
の
言
葉
の
み
を
)
う
わ
け
で
は
な
い
た
め
例
外
も
あ

ろ
う
が
︑
お
お
よ
そ
の
傾
向
と
し
て
は
﹃
周
禮
﹄
も
し
く
は
そ
れ
に
類
似
の
材
料
を
も
と
に
齊
語
を
書
き
改
め
て
作
成
さ
れ
た
の
が
小
匡
と
考

え
ら
れ
る
︒

兩
�
の
成
書
年
代
に
つ
い
て
は
︑
齊
語
が
﹃
荀
子
﹄
な
ど
戰
國
後
1
以
影
成
書
と
さ
れ
る
書
物
に
見
ら
れ
る
比
�

怨
し
い
語
彙
︑
い
わ
ゆ

る
﹁
 
三
世
紀
の
標
準
�
語
﹂
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
︑
齊
語
の
成
書
は
紀
元
 
四
世
紀
後
G
以
影
と
考
え
ら
れ
る(17

)
︒
小
匡
に
つ
い
て
は
︑
秦

を
戎
狄
視
す
る
言
說
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
紀
元
 
三
〇
〇
年
が
上
限
と
な
る(18

)
︒

-
�
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
小
匡
に
お
い
て
語
彙
の
改
變
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
實
が
︑
小
匡
と
齊
語
で
)
用
さ
れ
た
言
語
の
H
た
り
を
示

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
で
齊
語
に
お
け
る
語
彙
)
用
を
檢
討
す
る
と
興
味
深
い
事
實
に
氣
づ
く
︒
 
三
世
紀
の
標
準
�
語
で
書
か
れ
た

齊
語
で
あ
る
が
︑
そ
の
表
現
の
中
に
は
﹃
左
傳
﹄
に
特
I

な
も
の
が
あ
る
︒
例
え
ば
﹁
J
諸
﹂
は
先
秦
�
料
で
は
︑﹃
左
傳
﹄
に
四
例
あ
り
︑

﹁
若
之
何
﹂
は
﹃
左
傳
﹄
に
五
〇
例
以
上
と
︑
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る(19

)
︒﹁
軍
門
﹂
も
﹃
管
子
﹄
を
除
く
先
秦
�
料
で
は
﹃
左
傳
﹄
の
み
に
三
例
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見
え
る
︒
ま
た
葵
丘
の
會
の
部
分
で
は
﹃
左
傳
﹄
の
引
用
が
見
ら
れ
る
︒

こ
れ
ら
﹃
左
傳
﹄
に
特
'
の
表
現
は
︑
 
三
世
紀
の
標
準
�
語
以
 
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
﹃
左
傳
﹄
特
'
の
表
現
が
齊
語
の
冒
頭
と
�
後

の
部
分
︑
具
體

に
は
桓
公
が
管
仲
を
齊
に
K
え
る
ま
で
の
部
分
と
葵
丘
の
會
の
部
分
に
集
中
す
る
一
方
で
︑
齊
語
の
中
心
部
分
で
あ
る
管
仲

と
桓
公
の
對
話
部
分
は
︑
 
三
世
紀
の
標
準
�
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
對
話
部
分
と
そ
の
 
後
の
部
分
で
は
︑
)
用
さ
れ
た
材
料

に
�
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

齊
語
は
桓
公
の
霸
業
の
み
を
記
営
し
た
も
の
で
︑
桓
公
に
對
す
る
否
定

な
L
報
は
見
�
け
ら
れ
な
い
た
め(20

)
︑
齊
地
で
の
成
立
と
考
え
ら
れ

る
が
︑
用
い
ら
れ
た
材
料
の
一
部
に
は
 
三
世
紀
の
標
準
�
語
で
書
か
れ
る
以
 
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
齊
語
の
成
書
が
小

匡
に
先
立
つ
た
め
︑
齊
語
か
ら
小
匡
へ
の
語
彙
の
變
M
は
︑﹁
 
三
世
紀
の
標
準
�
語
﹂
へ
の
標
準
N
が
園
底
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
︑

現
段
階
で
は
�
も
E
當
で
あ
ろ
う
︒

第
二
違

參
國
伍
鄙
の
テ
キ
ス
ト
校
訂

第
一
節

參
國
伍
鄙
と
そ
の
問
題

 
違
で
齊
語
が
小
匡
に
先
行
し
︑
兩
�
の
成
書
は
紀
元
 
四
世
紀
後
G
以
影
に
な
る
こ
と
を
確
F
し
た
︒
續
い
て
兩
�
に
記
営
さ
れ
る
參
國

伍
鄙
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
︒

參
國
伍
鄙
に
つ
い
て
は
少
な
か
ら
ぬ
議
論
が
あ
る
が
︑
議
論
を
招
く
原
因
に
は
︑
先
秦
時
1
の
國
制
に
つ
い
て
の
貴
重
な
記
営
で
あ
る
こ
と

に
加
え
︑
記
営
內
容
の
矛
盾
や
混
亂
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
と
り
わ
け
伍
鄙
の
記
営
が
齊
語
と
小
匡
の
閒
で
食
い
�
い
︑
ま
た
小
匡
の
內
部
で
も
矛

盾
し
て
い
る
こ
と
が
︑
參
國
伍
鄙
の
議
論
を
複
雜
に
さ
せ
て
い
る
︒
以
下
に
相
�
點
を
示
す
︒
本
�
の
矛
盾
す
る
部
分
を
拔
粹
し
た
も
の
が
表

一
で
あ
る(21

)
︒
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・
齊
語
と
小
匡
で
は
伍
鄙
の
長
官
の
名
 
が
衣
な
る
︒
齊
語
で
は

邑
司
︑
卒
帥
︑
&
帥
︑
縣
帥
︑
屬
大
夫
で
あ
る
が
︑
小
匡
で
は

軌
長
︑
邑
司
︑
P
長
︑
&
良
人
︑
屬
帥
︑
五
屬
大
夫
と
な
る
︒

ま
た
齊
語
﹁
五
屬
︑
故
立
五
大
夫
︒﹂
と
屬
で
�
わ
る
の
に
對

し
小
匡
﹁
五
屬
一
大
夫
︒﹂
と
屬
の
上
Q
に
五
屬
を
置
い
て
い

る
と
い
う
�
い
が
あ
る
︒

・
小
匡
に
は
制
國
に
つ
い
て
の
記
営
が
二
囘
出
る
が
︑
現
行
本
で

は
一
囘
目
の
說
!
の
と
き
は
﹁
三
&
一
帥
﹂
と
す
る
と
こ
ろ
が
︑

二
囘
目
は
﹁
五
&
一
帥
﹂
と
な
る
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
︒

・
同
じ
く
小
匡
の
伍
鄙
の
階
梯
に
つ
い
て
︑
伍
鄙
の
部
分
で
は

﹁
屬
︑
&
︑
P
︑
邑
︑
家
﹂
と
あ
る
が
︑
正
�
之
R

(鄙
)
の

箇
�
で
は
﹁
屬
︑
連
︑
&
︑
卒
︑
邑
︑
家
﹂
と
な
り
︑
連
が
餘

分
で
あ
る
︒
な
お
齊
語
で
は
連
を
縣
に
作
る
︒
連
は
國
に
屬
す

る
た
め
︑
鄙
の
部
分
に
あ
た
る
こ
こ
で
出
る
の
は
理
に
合
わ
な

い
︒
ま
た
︑
連
は
&
の
下
の
階
梯
で
あ
る
た
め
︑
そ
の
觀
點
か

ら
も
矛
盾
す
る
︒

以
上
の
よ
う
に
伍
鄙
の
制
度
に
深
く
關
わ
る
部
分
で
の
矛
盾
が
見

ら
れ
る
た
め
︑
參
國
伍
鄙
の
制
度
を
檢
討
す
る
際
に
は
︑
ま
ず
テ
キ

ス
ト
の
校
訂
を
行
う
必
�
が
あ
る
︒
序
論
で
も
営
べ
た
が
︑
矛
盾
の
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表一：參國伍鄙部分の本�拔粹表

齊 語 小 匡

制五家爲軌、軌'長。十軌爲里、里'司。
四里爲連、連'長。十連爲&、&'良人。
三&一帥。

管子對曰、制鄙、三十家爲邑、邑'司。
十邑爲卒、卒'卒帥。十卒爲&、&'&
帥。三&爲縣、縣'縣帥。十縣爲屬、屬'
大夫。五屬、故立五大夫。
各)治一屬焉、立五正、各)聽一屬焉。是
故正之政聽屬、牧政聽縣、下政聽&。

桓公曰、五鄙柰何。管子對曰、制五家爲
軌、軌'長。六軌爲邑、邑'司。十邑爲
P、P'長。十P爲&、&'良人。三&爲
屬、屬'帥。五屬一大夫。
武政聽屬、�政聽&。

管子於是制國。五家爲軌、軌爲之長。十軌
爲里、里'司。四里爲連、連爲之長。十連
爲&、&'良人焉。以爲軍令、五家爲軌、
故五人爲伍、軌長帥之。十軌爲里、故五十
人爲小戎、里'司帥之。四里爲連、故二百
人爲卒、連長帥之。十連爲&、故二千人爲
旅、&良人帥之。五&一帥、故萬人爲一
軍、五&之帥帥之。三軍。

於是乎管子乃制五家以爲軌、軌爲之長。十
軌爲里、里'司。四里爲連、連爲之長。十
連爲&、&'良人。以爲軍令。是故五家爲
軌。五人爲伍、軌長P之。十軌爲里。故五
十人爲小戎、里'司P之。四里爲連。故二
百人爲卒、連長P之。十連爲&、故二千人
爲旅、&良人P之。五&一帥。故萬人爲一
軍、五&之帥P之。

五屬大夫於是S而修屬、屬S而修縣、縣S
而修&、&S而修卒、卒S而修邑、邑S而
修家。是故T夫'善、可得而擧也、T夫'
不善、可得而誅也。

於是乎五屬大夫S而修屬、屬S而修連、連
S而修&、&S而修卒、卒S而修邑、邑S
而修家、是故T夫'善、可得而擧、T夫'
不善、可得而誅。



解
�
よ
り
も
︑
そ
の
原
因
を
!
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
�
で
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
初
め
て
說
得

な
議
論
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
︒

從
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
に
先
だ
っ
て
︑
ま
ず
兩
�
の
性
格
を
考
え
︑
成
書
2
3
を
想
定
す
る
必
�
が
あ
る
︒
既
に
 
違
で
齊
語
の
先
行
は

!
ら
か
に
な
っ
た
た
め
︑
小
匡
が
い
か
な
る
�
圖
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
か
を
考
え
る
こ
と
で
︑
上
営
の
矛
盾
に
答
え
を
出
し
て
い
き
た
い
︒

第
二
節

兩
�
に
お
け
る
參
國
伍
鄙
の
性
格
と
テ
キ
ス
ト
校
訂

參
國
伍
鄙
に
つ
い
て
は
岡
崎
一
九
五
〇
の
古
典

硏
究
が
あ
り
︑
記
営
順
序
の
�
い
か
ら
兩
�
の
趣
旨
が
衣
な
る
と
指
摘
し
た
︒
兵
農
分
離

か
否
か
に
-
目
し
て
お
り(22

)
︑
參
國
伍
鄙
を
春
秋
時
代
の
制
度
と
見
な
し
て
い
る
點
は
首
肯
で
き
な
い
が
︑
齊
語
と
小
匡
を
同
一
視
し
な
い
點
は

卓
見
で
あ
る
︒
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
順
序
を
比
�
し
︑
�
い
を
確
F
し
て
い
く
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
記
営
順
序
に
つ
い
て
は
表
二
參
照
︒

齊
語
で
は
﹁
四
民
不
雜
處
﹂
の
說
!
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
︑
參
國
の
說
!
は
そ
の
後
か
ら
始
ま
る
︒
ま
た
參
國
と
制
鄙
は
聯
續
し
て
お
ら
ず
︑

參
國
の
說
!
を
し
た
の
ち
︑﹁
正
�
之
R

(
&
)
﹂
を
挾
み
︑﹁
制
鄙
﹂
の
說
!
︑﹁
正
�
之
R

(
屬
)
﹂
に
移
る
と
い
う
順
番
で
あ
る
︒
つ
ま
り

﹁
四
民
不
雜
處
﹂
で
國
鄙
兩
方
の
話
を
し
た
後
︑
&

(國
)
と
屬

(鄙
)
の
二
部
分
に
分
け
て
說
!
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
四
民
が

士
工
商
農
と
い
う
よ
う
に
農
が
�
後
に
な
っ
て
い
る
の
も
︑
&
の
後
に
屬
の
說
!
を
す
る
こ
と
に
合
わ
せ
た
も
の
だ
ろ
う(23

)
︒

一
方
の
小
匡
は
�
初
に
參
國
伍
鄙
制
度
を
ま
と
め
て
記
営
し
︑
そ
の
後
に
﹁
四
民
不
雜
處
﹂︑
&
屬
兩
方
の
﹁
正
�
之
R
﹂
の
�
憲
へ
と
話

が
V
ん
で
い
く
︒
&
と
屬
の
相
�
を
强
X
せ
ず
︑
竝
列
し
た
表
記
で
あ
る
こ
と
が
特
I

で
あ
る
︒
ま
た
參
國
伍
鄙
を
冒
頭
で
ま
と
め
て
說
!

す
る
こ
と
で
︑
參
國
伍
鄙
の
制
度
が
分
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
︒
た
だ
參
國
伍
鄙
を
�
初
に
ま
と
め
た
結
果
︑
後
G
部
分
の
﹁
制
國
﹂
を
Y

除
し
な
か
っ
た
た
め
に
同
じ
記
営
を
繰
り
;
し
て
い
る
し
︑﹁
愛
民
之
/
﹂
か
ら
﹁
作
內
政
而
寓
軍
令
焉
﹂
ま
で
の
議
論
が
︑
國
に
對
し
て
な

の
か
鄙
に
對
し
て
な
の
か
が
不
!
瞭
に
な
っ
て
い
る
︒
小
匡
は
不
-
�
な
順
番
の
入
れ
替
え
を
行
っ
た
結
果
︑
怨
た
な
矛
盾
を
生
ん
だ
こ
と
に

な
る
︒

こ
の
順
序
の
�
い
か
ら
︑
兩
�
の
國
と
鄙
に
對
す
る
F
識
の
�
い
が
讀
み
取
れ
る
︒
齊
語
は
四
民
不
雜
處
を
�
眼
に
し
て
お
り
︑
&
と
屬
の
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�
い
を
!
確
に
し
て
い
る
の
に
對
し
︑
小
匡
の
�
眼
は
そ
の
順
序
が
示
す
�

り
參
國
伍
鄙
で
あ
り
︑
何
ら
か
の
�
圖
を
持
っ
て
改
變
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
從
っ
て
︑
小
匡
の
校
訂
に
は
愼
重
を
1
す
べ
き
で
あ
り
︑
改
め
る
と
し

て
も
︑
諸
本
で
�
字
の
衣
同
が
あ
る
な
ど
の
︑
他
に
參
照
し
う
る
L
報
を
基

に
校
訂
す
る
必
�
が
あ
る
︒

小
匡
の
改
變
2
3
を
考
え
れ
ば
︑
齊
語
の
參
國
伍
鄙
の
記
営
を
拔
き
出
し

て
︑
Z
王
の
制
度
の
直
後
に
置
い
た
こ
と
が
�
な
改
變
と
思
わ
れ
る
︒
一
方

參
國
伍
鄙
以
外
の
部
分
で
は
︑
內
容
の
繫
が
り
を
あ
ま
り
考
慮
せ
ず
︑
表
面


な
繫
が
り
で
改
變
し
た
よ
う
に
み
え
る
部
分
も
あ
る
︒

例
え
ば
﹁
正
�
之
R
﹂
(屬
)
以
影
︑
小
匡
で
は
﹁
寡
甲
兵
﹂
か
ら
﹁
親
[

國
﹂
ま
で
の
順
番
が
齊
語
と
\
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
本
來
﹁
召
天
下

之
賢
士
﹂
が
[
國
に
親
し
む
こ
と
で
あ
っ
た
齊
語
と
は
!
ら
か
に
衣
な
る
︒

齊
語
で
は
國
か
ら
屬
へ
︑
屬
か
ら
[
國
へ
︑
と
い
う
內
か
ら
外
に
廣
が
る
記

営
順
序
で
あ
っ
た
が
︑
小
匡
で
は
&
・
屬
の
﹁
正
�
之
R
﹂
が
聯
續
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
そ
う
し
た
�
識
は
な
い
︒
齊
語
に
は
﹁
親

[
國
﹂
の
部
分
に
﹁
則
四
[
之
國
親
我
矣
︒﹂﹁
而
反
其
]
地
︒﹂
と
い
う
記
営

が
あ
り
︑
そ
れ
を
�
け
た
﹁
欲
伐
南
﹂
の
部
分
に
﹁
四
[
大
親
︒
旣
反
]

地
︒﹂
と
あ
る
︒
こ
う
し
た
表
現
の
類
似
か
ら
︑
小
匡
は
﹁
親
[
國
﹂
を
﹁
欲

伐
南
﹂
の
直
 
に
移
動
し
た
の
だ
ろ
う
︒
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表二：記営順序表。傍線部分は參國伍鄙に關する部分。同じ問いに對する答えが必ずし
も齊語と小匡�で一致しないため、括弧內は答えの內容を示す。

齊 語 小匡�

Z王治民
―
成民之事 (四民不雜處) 士工商農
定民之居 (「參國」)
―
―
安民心〜作內政而寓軍令焉
「制國」
正�之R (&)

Z王治民
六秉
參國 (「參國」+「制國」)・伍鄙
定民之居成民之事 (四民不雜處) 士農工商
相地而衰征
愛民之/
安民心〜作內政而寓軍令焉
｢制國」
正�之R (&)
―
―
正�之R (屬)
寡甲兵
任四子、_五子
收求天下之賢士
親鄰國
欲伐南

伍鄙 (相地而衰征)
定民之居 (制鄙)
正�之R (屬)
親鄰國
―
召天下之賢士
寡甲兵
欲南伐



ま
た
小
匡
は
齊
語
に
改
變
を
加
え
て
作
成
さ
れ
た
わ
け
だ
が
︑
場
�
に
よ
っ
て
は
齊
語
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
寫
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇

�
が
あ
る
︒

正
�
之
R

(
&
)

齊
語
：
是
故
T
夫
'
善
︑
可
得
而
擧
也
︑
T
夫
'
不
善
︑
可
得
而
誅
也
︒
政・

既・

成・

︑
&
不
越
長
︑
R
不
越
`
︑
罷
士
無
伍
︑
罷
女
無
家
︒

小
匡
：
是
故
T
夫
'
善
︑
故・

可
得
而
擧
也
︒
T
夫
'
不
善
︑
故・

可
得
而
誅
也
︒
政・

既・

成・

︑
&
不
越
長
︑
R
不
越
`
︑
罷
士
無
伍
︑
罷
女
無

家
︒

正
�
之
R

(鄙
)

齊
語
：
是
故
T
夫
'
善
︑
可
得
而
擧
也
︑
T
夫
'
不
善
︑
可
得
而
誅
也
︒
政・

既・

成・

矣・

︑
以
守
則
固
︑
以
征
則
彊
︒

小
匡
：
是
故
T
夫
'
善
︑
可
得
而
擧
︑
T
夫
'
不
善
︑
可
得
而
誅
︒
政・

成・

國・

安・

︑
以
守
則
固
︑
以
戰
則
彊
︒
封
內
治
︑
百
姓
親
︑
可
以
出

征
四
方
︑
立
一
霸
王
矣
︒

引
用
部
分
は
右
が
﹁
正
�
之
R
﹂
(
&
)
左
が
﹁
正
�
之
R
﹂
(鄙
)
の
�
違
で
あ
り
︑﹁
是
故
T
夫
'
善
﹂
以
下
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
︑
傍
點
部

の
�
り
改
變
は
一
樣
で
は
な
い
︒
改
變
に
は
瓜
一
性
が
な
い
と
い
え
る
︒

以
上
參
國
伍
鄙
を
强
X
す
る
小
匡
の
�
圖
や
︑
そ
れ
以
外
の
部
分
で
の
杜
8
と
も
い
え
る
改
變
の
存
在
を
確
F
で
き
た
︒
こ
の
性
格
を
考
慮

し
た
上
で
︑
敍
上
の
矛
盾
に
對
す
る
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
を
行
お
う
︒

ま
ず
齊
語
と
小
匡
で
衣
な
る
箇
�
に
つ
い
て
は
基
本

に
變
M
の
必
�
は
な
い
だ
ろ
う
︒
,
に
小
匡
の
參
國
の
矛
盾
﹁
三
&
一
帥
﹂
と
﹁
五

&
一
帥
﹂
に
つ
い
て
は
︑
小
匡
が
﹁
參
國
﹂
と
﹁
制
國
﹂
を
合
體
さ
せ
て
冒
頭
に
ま
と
め
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
本
來
は
後
G
の
﹁
制
國
﹂

の
部
分
そ
の
ま
ま
に
引
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
こ
の
部
分
は
古
本
に
よ
っ
て
﹁
五
&
一
帥
﹂
に
瓜
一
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
,
の
部
分
で
屬

の
說
!
に
﹁
三
&
爲
屬
︑
屬
'
帥
﹂
と
あ
る
こ
と
に
牽
引
さ
れ
後
代
の
人
が
a
っ
た
と
思
わ
れ
る(24

)
︒

同
じ
く
小
匡
の
伍
鄙
の
階
梯
に
つ
い
て
︑
伍
鄙
の
部
分
で
は
﹁
五
屬
︑
屬
︑
&
︑
P
︑
邑
︑
軌
﹂
と
あ
る
が
︑
後
の
﹁
正
�
之
R
﹂
の
部
分
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で
は
﹁
屬
︑
連
︑
&
︑
卒
︑
邑
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
&
と
屬
の
閒
に
連
が
增
え
︑
軌
の

單
位
が
な
く
︑
P
を
卒
に
作
る
︒
こ
の
﹁
正
�
之
R
﹂
の
部
分
は
齊
語
を
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
引
用
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
矛
盾
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
︒
他
に
も
﹁
正
�
之
R
﹂
の

部
分
は
屬
の
部
分
に
も
拘
ら
ず
﹁
國
安
﹂
を
D
加
す
る
な
ど
小
匡
の
杜
8
な
改
變
が
見

ら
れ
る
︒
改
變
に
よ
っ
て
生
じ
た
矛
盾
に
は
無
頓
着
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
小
匡
作
者
の
-
�
が
拔
け
落
ち
て
お
り
︑
當
該
部
分
は
齊
語
を

引
き
寫
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
︒

な
お
﹁
正
�
之
R
﹂
の
部
分
︑
齊
語
で
は
連
を
縣
に
作
る
が
︑
こ
の
縣
と
連
の
�
い

を
︑
安
井
息
軒
は
c
が
7
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
そ
の
可
能
性
も
あ
る

が
︑
小
匡
で
は
﹁
正
�
之
R
﹂
の
&
と
屬
を
聯
續
で
記
営
し
て
い
る
た
め
︑
&
の
記
営

に
牽
引
さ
れ
て
連
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
P
と
卒
は
c
�
だ
が
︑
上
記
の
杜

8
さ
か
ら
a
記
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
︒

以
上
の
校
訂
を
踏
ま
え
た
も
の
が
表
三
に
な
る
︒
兩
�
の
參
國
伍
鄙
の
內
容
︑
お
よ

び
そ
の
�
い
に
つ
い
て
,
違
で
考
察
し
て
い
こ
う
︒
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表三：參國伍鄙比�表。下段括弧內は家數

齊語參國 小匡參國 齊語小匡制國 齊語制鄙 小匡伍鄙

五屬
(450,000)

x大夫
(45,000x)

國 (二十一鄕)
(42,000)

國 (二十一鄕)
(42,000)

三軍
(30,000)

屬 (十縣)
(90,000)

五屬 (五屬)
(45,000)

一帥 (五鄕)
(10,000)

一帥 (五鄕)
(10,000)

軍

(10,000)
縣 (三鄕)
(9,000)

屬 (三鄕)
(9,000)

& (十連)
(2,000)

& (十連)
(2,000)

旅
(2,000)

& (十卒)
(3,000)

& (十P)
(3,000)

連 (四里)
(200)

連 (四里)
(200)

卒
(200)

卒 (十邑)
(300)

P (十邑)
(300)

里 (十軌)
(50)

里 (十軌)
(50)

小戎
(50)

邑 (三十家)
(30)

邑 (六軌)
(30)

軌
五家 (5)

軌
五家 (5)

伍
(5)

軌
五家 (5)



第
三
違

參
國
伍
鄙
の
內
容
比
�

第
一
節

參
國
伍
鄙
の
內
容

 
違
で
営
べ
た
順
番
の
�
い
や
校
訂
を
�
け
︑
兩
�
の
內
容
の
考
察
に
入
っ
て
い
こ
う
︒
ま
ず
齊
語
と
小
匡
で
想
定
さ
れ
て
い
る
齊
國
の
領

域
と
し
て
は

齊
語
：
地
南
至
於
湖
陰
︑
西
至
于
濟
︑
北
至
于
河
︑
東
至
于
紀
酅
︒

地
は
南
の
か
た
湖
陰
に
至
り
︑
西
の
か
た
濟
に
至
り
︑
北
の
か
た
河
に
至
り
︑
東
の
か
た
紀
酅
に
至
る(25

)
︒

小
匡
：
地
南
至
於
岱
陰
︑
西
至
於
濟
︑
北
至
於
海
︑
東
至
於
紀
隨
︒

地
は
南
の
か
た
岱
陰
に
至
り
︑
西
の
か
た
濟
に
至
り
︑
北
の
か
た
海
に
至
り
︑
東
の
か
た
紀
隨
に
至
る
︒

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
臨
淄
を
含
む
東
西
に
橫
長
の
地
域
が
想
定
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
小
匡
で
は
﹁
地
方
三
百
六
十
里
﹂
と
い
う
語
が
附
加
さ
れ

て
い
る
︒
上
記
の
領
域
と
大
き
く
食
い
�
う
數
字
で
は
な
い
が
︑
こ
の
數
字
は
違
炳
麟
が
言
う
�
り
︑
實
數
を
表
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
︑

諸
侯
方
五
百
里
の
面
積
の
G
分
を
當
て
た
も
の
で
︑
多
分
に
理
念

な
數
字
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う(26

)
︒
方
五
百
里
は
二
十
五
萬
�
方
里
と
な

り
︑
方
三
百
六
十
里
は
十
二
萬
九
千
六
百
�
方
里
と
な
る
こ
と
か
ら
︑
槪
ね
G
分
の
面
積
に
な
る
︒

規
模
に
つ
い
て
は
︑
伍
鄙
で
把
握
さ
れ
る
家
數
と
し
て
︑
齊
語
が
四
十
五
萬
家
で
あ
り
︑
小
匡
も
五
屬
大
夫
が
一
人
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
た
め
︑
少
な
く
と
も
十
萬
家
を
越
え
る
は
ず
で
あ
る
︒﹃
戰
國
策
﹄
齊
策
一
に
臨
淄
は
七
萬
家
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
鄙
は

臨
淄
附
7
で
な
く
齊
國
*
體
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
從
っ
て
規
模
か
ら
考
え
て
國
が
首
都
臨
淄
︑
鄙
が
齊
國
*
體
を
想
定
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
︒

な
お
︑
こ
の
家
數
規
模
は
戰
國
時
代
以
影
の
も
の
で
あ
る
︒
試
み
に
﹃
漢
書
﹄
地
理
志
の
記
営
か
ら
︑
想
定
さ
れ
る
地
域
を
含
む
濟
南
郡
︑
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千
乘
郡
︑
齊
郡
︑
甾
川
國
の
戶
數
の
合
計
を
出
す
と
︑
四
十
六
萬
戶
超
で
あ
り(27

)
︑
齊
語
の
戶
數
と
^
色
な
い
︒﹃
漢
書
﹄
地
理
志
は
漢
の
戶
口

の
�
盛
1
に
お
け
る
數
字
と
さ
れ
る
た
め(28

)
︑
領
域
の
範
圍
は
と
も
か
く
︑
參
國
制
鄙
が
春
秋
時
代
の
實
態
を
表
し
て
い
な
い
こ
と
の
傍
證
と
な

る
︒續

い
て
制
度
內
容
の
比
�
を
行
う
︒
參
國
は
同
じ
內
容
だ
が
︑
伍
鄙
に
つ
い
て
は
︑
表
三
の
�
り
︑
�
成
の
單
位
や
家
數
が
衣
な
っ
て
い

る
︒
齊
語
で
は
參
國
と
制
鄙
の
制
度
は
相
似

で
は
な
く
︑
�
成
單
位
の
&
が
一
致
す
る
の
み
で
あ
る
が
︑
小
匡
で
は
伍
鄙
に
も
軌
を
加
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
參
國
と
伍
鄙
の
�
小
單
位
を
同
じ
に
し
て
い
る
︒
�
大
の
單
位
に
つ
い
て
も
︑
齊
語
で
は
長
官
は
屬
大
夫
が
�
上
で
︑
屬
が

五
つ
の
み
だ
が
︑
小
匡
で
は
﹁
五
屬
に
一
大
夫
﹂
と
五
屬
大
夫
が
�
上
に
な
り
︑
大
夫
の
數
が
!
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
屬
が
五
つ
以
上
存

在
し
う
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
ら
は
參
國
の
制
が
齊
語
と
小
匡
で
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
に
比
べ
る
と
︑
!
白
な
�
い
と
い
え
る
︒
小
匡
作
者
が
何
ら

か
の
�
圖
を
も
っ
て
伍
鄙
の
制
度
を
改
變
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

以
上
參
國
伍
鄙
の
內
容
に
は
�
い
が
あ
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
背
景
と
な
る
國
や
鄙
に
對
す
る
F
識
に
相
�
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
國
﹂
字
自

體
の
F
識
が
衣
な
る
︒
齊
語
で
は
﹁
國
﹂
字
を
齊
國
と
し
て
)
う
用
例
は
少
な
く
︑
基
本

に
鄙
に
對
し
城
內
︑
も
し
く
は
郊
以
內
の
�
味
と

し
て
)
用
し
て
い
る(29

)
︒
一
方
小
匡
で
は
﹁
國
﹂
字
を
無
頓
着
に
)
用
し
て
お
り
︑
多
く
齊
國
*
體
の
�
味
で
用
い
︑
國
鄙
の
對
比
に
對
す
る
�

識
が
あ
ま
り
な
い(30

)
︒
例
え
ば
齊
語
の
﹁
群
j
﹂
を
小
匡
が
﹁
群
國
﹂
へ
變
M
す
る
こ
と
や
士
農
工
商
四
民
を
﹁
國
之
石
民
﹂
と
呼
ぶ
表
現
で
あ

り
︑
こ
れ
ら
は
!
ら
か
に
齊
國
*
體
を
想
定
し
て
﹁
國
﹂
を
)
っ
て
い
る
︒

｢國
﹂
F
識
と
關
聯
す
る
こ
と
と
し
て
︑
農
の
l
む
場
�
は
ど
こ
か
と
い
う
F
識
の
�
い
も
見
ら
れ
る
︒
齊
語
で
は
國
は
士
工
商
︑
鄙
は
農

と
區
別
す
る
の
に
對
し
︑
小
匡
で
は
士
農
工
商
*
て
が
國
に
l
む
よ
う
に
︑
小
匡
に
は
國
と
鄙
で
四
民
を
分
か
つ
考
え
が
な
い
︒
つ
ま
り
小
匡

作
者
に
と
っ
て
︑
國
と
鄙
は
四
民
を
分
か
つ
も
の
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る(31

)
︒

記
営
の
順
番
に
着
目
し
て
も
︑
小
匡
は
齊
國
の
閏
實
に
努
め
て
か
ら
人
材
登
用
︑
外
m
と
な
る
が
︑
齊
語
は
鄙
の
後
に
外
m
︑
人
材
登
用
と

な
っ
て
お
り
︑
國
か
ら
鄙
︑
鄙
か
ら
他
國
と
︑
內
か
ら
外
へ
廣
が
り
︑
�
後
に
軍
事
と
な
る
︒
小
匡
に
は
齊
語
の
よ
う
な
內
か
ら
外
へ
の
展
開
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は
な
く
︑

未
可
︑
治
內
者
未
具
也
︑
爲
外
者
未
備
也
︒

未
だ
可
な
ら
ず
︑
內
を
治
む
る
者
未
だ
具
わ
ら
ざ
る
な
り
︑
外
を
爲
む
る
者
未
だ
備
わ
ら
ざ
る
な
り
︒

や
﹁
外
內
定
矣
︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
齊
語
に
比
べ
︑
齊
國
と
他
國
を
對
比
す
る
表
現
が
多
く
︑
齊
國
內
で
の
國
と
鄙
の
差
衣
は
强
X
さ
れ
な

い
︒こ

う
し
た
F
識
の
�
い
を
表
す
端

な
例
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
目

の
�
い
が
あ
る
︒
齊
語
で
は
民
の
居
を
定
め
る
た
め
に
︑
參

國
制
鄙
を
行
い
︑
民
の
事
を
成
す
た
め
に
四
民
不
雜
處
を
行
う
︒
參
國
制
鄙
の
目

は
︑
國
と
鄙
で
四
民
を
分
居
さ
せ
︑
四
民
の
居
l
地
を
固

定
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
四
民
の
居
l
地
を
安
定
さ
せ
る
た
め
︑
人
々
を
家
數
單
位
で
把
握
す
る
の
で
あ
り
︑
參
國
は
士
と
工
商
の
︑
制
鄙
は
農

の
家
數
を
把
握
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
︒

一
方
で
小
匡
で
は
民
の
居
を
定
め
る
こ
と
と
民
の
事
を
成
す
と
い
う
雙
方
の
方
策
と
し
て
四
民
不
雜
處
を
あ
げ
る
︒
小
匡
の
參
國
伍
鄙
は
民

の
居
l
地
を
固
定
さ
せ
る
た
め
の
制
度
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
參
國
奈
何
︑
伍
鄙
奈
何
と
直
接
質
問
し
た
こ
と
に
答
え
た
形
に
な
る
︒
參
國
伍

鄙
に
對
す
る
F
識
が
齊
語
と
衣
な
る
こ
と
が
分
か
る
︒

ま
た
伍
鄙
と
い
う
言
葉
の
F
識
も
衣
な
っ
て
お
り
︑
齊
語
で
は
﹁
鄙
を
五
つ
に
す
る
﹂
な
い
し
﹁
五
つ
の
鄙
﹂
の
�
味
で
あ
る
と
想
定
さ
れ

る
の
に
對
し
︑
小
匡
で
は
﹁
鄙
に
伍
す
﹂
つ
ま
り
伍
制

(軌
制
)
を
鄙
に
n
入
す
る
の
�
味
で
あ
る
︒
齊
語
で
は
﹁
昔
者
︑
Z
王
之
治
天
下
也
︑

參
其
國
而
伍
其
鄙
︒﹂
と
い
う
記
営
や
︑
參
國
が
國
を
三
つ
に
分
け
る
こ
と
︑
制
鄙
の
部
分
に
お
い
て
五
屬
で
五
大
夫
と
す
る
點
︑
そ
れ
ぞ
れ

に
監
視
役
と
し
て
五
正
を
つ
け
る
點
か
ら
︑
五
つ
の
屬
に
分
け
る
と
い
う
�
味
と
考
え
ら
れ
る(32

)
︒

一
方
の
小
匡
で
は
﹁
五
家
を
制
し
て
軌
を
爲
す
︒﹂
と
い
う
よ
う
に
伍
制
の
こ
と
を
指
す
表
現
に
な
っ
て
い
る
︒
小
匡
が
齊
語
の
伍
鄙
を
理

解
で
き
て
い
な
い
こ
と
は
︑
齊
語
で
伍
鄙
と
し
て
記
営
さ
れ
る
﹁
相
地
而
衰
征(33

)
﹂
の
說
!
を
︑
士
農
工
商
の
商
の
後
に
つ
な
げ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
分
か
る
︒
齊
語
は
伍
鄙
を
鄙
を
治
め
る
方
法
と
し
て
F
識
し
て
い
る
の
だ
が
︑
伍
制
と
思
っ
て
い
る
小
匡
作
者
が
理
解
で
き
ず
︑
位
置
を
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變
え
た
と
思
わ
れ
る
︒
士
農
工
商
の
後
ろ
に
お
い
た
の
は
︑﹁
則
ち
民
移
ら
ず
︒﹂
な
ど
の
民
に
つ
い
て
の
記
営

に
牽
引
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
︒

以
上
齊
語
と
小
匡
と
で
は
︑
伍
鄙
の
制
度
內
容
の
�
い
︑
參
國
伍
鄙
の
F
識
の
�
い
が
!
ら
か
と
な
っ
た
︒

こ
の
�
い
は
小
匡
作
者
の
�
圖
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
�
圖
と
は
一
體
ど
う
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
︒

第
二
節

小
匡
の
參
國
伍
鄙

小
匡
が
伍
鄙
を
改
め
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
︑
も
う
一
つ
小
匡
が
變
M
し
た
部
分
が
あ
る
︒
そ
れ
は
�
成
單

位
の
長
官
名
で
あ
る
︒
表
四
に
あ
る
�
り
︑
齊
語
に
お
い
て
制
鄙
の
長
官
名
は
槪
ね
帥
で
あ
り
︑
參
國
の
長
官

名
と
一
致
し
な
い
︒
一
方
の
小
匡
で
は
︑
伍
鄙
の
長
官
名
が
參
國
に
合
わ
せ
て
變
M
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ

く(34
)

︒
從
來
こ
の
長
官
名
の
�
い
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
が
︑
小
匡
と
齊
語
の
參
國
伍
鄙
の
F
識
が
衣
な
る
以
上
︑

そ
の
�
い
に
は
何
ら
か
の
�
圖
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒

こ
こ
で
小
匡
の
參
國
伍
鄙
に
基
づ
い
て
行
政
機
o
を
考
え
て
み
よ
う
︒
國
で
は
齊
君
の
下
に
五
つ
の
士
農
の

&
が
あ
り
︑
そ
の
下
に
は
&
良
人
︑
連
長
︑
里
司
︑
軌
長
と
續
く
︒
鄙
で
は
大
夫
の
も
と
に
五
つ
の
屬
が
あ
り
︑

屬
帥
の
下
に
&
良
人
︑
P
長
︑
邑
司
︑
軌
長
と
續
く
︒
齊
語
の
制
鄙
と
比
�
す
る
と
︑
縣
を
除
き
︑
軌
を
加
え

た
こ
と
に
な
り
︑
小
匡
の
國
と
鄙
は
︑
五
家
を
�
小
單
位
と
す
る
六
階
層
の
行
政
組
織
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒

從
っ
て
細
か
い
家
數
や
役
人
數
を
除
け
ば
︑
國
君
以
下
と
大
夫
以
下
の
行
政
組
織
の
枠
組
み
は
同
じ
形
に
な
っ

て
い
る
︒

さ
ら
に
長
官
名
を
一
致
さ
せ
た
こ
と
は
︑
國
と
鄙
の
そ
れ
ぞ
れ
の
�
成
階
梯
が
同
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
!
示
す
る
︒
こ
れ
は
規
模
の
面
か
ら
考
え
て
も
︑
國
の
四
萬
二
千
家
に
對
し
一
大
夫
四
萬
五
千
家
と
な
り
︑
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表四：長官名比�表。

齊語參國 齊語制鄙 小匡參國 小匡伍鄙 齊語小匡制國

國君 屬大夫 國君 五屬大夫 公高子國子

五鄕一帥 縣帥 五鄕一帥 屬帥 五&之帥

&良人 &帥 &良人 &良人 &良人

P長 卒帥 連長 P長 連長

里'司 邑司 里司 邑司 里'司

軌長 軌長 軌長 軌長



ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
小
匡
の
q
つ
か
の
改
變
の
結
果
︑
參
國
の
軌
か
ら
國
ま
で
と
︑
伍
鄙
の
軌
か
ら
五
屬
ま
で
の
�
成
單
位
の
數
が

一
致
す
る
こ
と
に
な
り
︑
國
鄙
の
行
政
機
o
が
同
質
N
し
た
と
い
え
る
︒
こ
の
國
鄙
が
同
じ
行
政
機
o
︑
規
模
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
一
體
ど

の
よ
う
な
�
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
︒

そ
も
そ
も
瓜
治
機
o
の
�
成
案
と
い
う
も
の
は
︑
あ
る
3
度
現
實
を
踏
ま
え
た
上
で
作
ら
れ
な
け
れ
ば
說
得
力
の
な
い
も
の
に
な
る
︒
小
匡

を
含
む
﹃
管
子
﹄
の
性
格
に
つ
い
て
は
金
谷
氏
の
硏
究
が
な
お
'
效
で
あ
り
︑
氏
に
よ
れ
ば
﹃
管
子
﹄
は
齊
の
管
仲
學
r
に
よ
っ
て
作
ら
れ
︑

現
實
�
義

性
格
を
持
つ
と
い
う(35

)
︒
そ
う
し
た
點
を
考
え
れ
ば
︑
小
匡
に
営
べ
ら
れ
る
狀
況
は
︑
成
書
さ
れ
た
戰
國
時
代
に
s
し
た
形
で
書
か

れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒
そ
こ
で
︑
戰
國
時
代
の
狀
況
か
ら
︑
參
國
伍
鄙
の
制
度
を
檢
討
し
た
い
︒

國
は
齊
君
の
l
む
都
城
を
指
し
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
は
國
二
十
一
&
を
齊
君
︑
國
子
︑
高
子
の
三
人
で
分
け
合
う
こ
と
か
ら
も
!
ら
か
で
あ

る
︒
從
っ
て
參
國
は
首
都
臨
淄
︑
齊
の
君
�
を
頂
點
に
戴
く
行
政
機
o
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
直
屬
か
否
か
は
と
も
か
く
︑
國
の
役
人
は
齊
君

の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
︒
一
方
の
鄙
は
都
城
以
外
の
齊
國
の
領
域
を
想
定
し
て
お
り
︑
小
匡
に
お
い
て
五
屬
は
國
と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
で
あ

る
︒齊

は
周
邊
の
邑
を
自
國
の
領
域
に
加
え
て
い
く
こ
と
で
領
域
を
擴
大
し
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
︑
そ
う
し
た
邑
に
は
當
然
の
こ
と
な
が
ら
規
模

の
大
小
や
行
政
組
織
な
ど
に
相
�
が
あ
っ
た
は
ず
で
︑
邑
ご
と
に
獨
自
性
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
戰
國
1
に
は
し
ば
し
ば
城
單
位
で
の

領
地
割
讓
が
行
わ
れ
た
が
︑
割
讓
さ
れ
る
ご
と
に
行
政
組
織
を
改
�
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
邑
で
獨
自
性
が
存
在
し
た
可

能
性
が
高
い
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
邑
ご
と
の
相
�
は
荏
�
の
效
P

t
營
に
荏
障
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
齊
の
領
域
の
邑
に
對
す
る
齊
王
の
影
u
力
に

は
强
9
が
あ
っ
た
は
ず
で
︑
臨
淄
外
の
勢
力
の
細
か
い
家
數
ま
で
齊
君
が
把
握
で
き
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
も
ち
ろ
ん
�
陸
や
卽
墨
な
ど

齊
の
﹁
五
都
﹂
と
さ
れ
る
'
力
な
都
は(36

)
︑
國
家
に
よ
り
强
固
に
軍
事

に
�
成
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
︑
*
て
の
都
市
に
お
い
て
そ
れ
が
行
わ

れ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
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そ
う
し
た
狀
況
を
考
え
れ
ば
︑
齊
語
の
制
鄙
の
よ
う
な
鄙
を
瓜
一

に
荏
�
す
る
制
度
は
︑
齊
王
の
荏
�
の
效
P
性
を
高
め
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
︒
そ
こ
か
ら
一
步
V
め
て
︑
小
匡
が
國
と
鄙
の
組
織
を
相
似
N
し
た
こ
と
は
︑
よ
り
效
P

な
荏
�
を
�
圖
し
た
こ
と
の
表
れ
で
は
な

い
か
︒
ま
た
國
と
同
じ
名
稱
の
長
官
名
に
す
る
こ
と
で
︑
鄙
の
そ
れ
ぞ
れ
の
�
成
階
梯
を
國
の
對
應
す
る
階
梯
と
竝
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
︒
こ
れ
は
國
と
鄙
の
等
質
性
を
示
す
も
の
で
︑
各
階
層
に
お
け
る
等
質
N
を
園
底
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
地
方
の
官
職
を
齊
王
が
把

握
す
る
こ
と
に
な
る
︒
鄙
の
行
政
組
織
の
再
�
成
を
想
定
し
た
記
営
と
い
え
︑
齊
王
の
權
力
强
N
を
志
向
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒

戰
國
時
代
︑
威
王
の
時
の
說
話
と
し
て
業
務
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
阿
の
大
夫
を
處
𠛬
し
た
話
が
あ
る
こ
と
か
ら(37

)
︑
戰
國
中
1
頃
に
は
齊
王
が

大
夫
の
生
殺
與
奪
の
權
を
握
り
︑
君
�
の
權
力
が
一
定
の
水
準
に
z
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
參
國
伍
鄙
は
︑
君
�
權
力
を
伸
張
す
る
志
向

を
背
景
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
瓜
一

な
組
織
�
制
は
︑
旣
存
の
領
域
の
荏
�
效
P
N
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
怨
し
く
加
え
た
領
地
荏
�
の
效
P
N
に
も
役
立
つ
︒

例
え
ば
小
匡
の
上
限
を
設
け
な
い
表
現
は
︑
領
土
擴
大
へ
の
對
應
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
齊
語
の
記
営
で
は
鄙
が
四
十
五
萬
家
に
止
ま

る
が
︑
小
匡
で
あ
れ
ば
五
屬
大
夫
の
數
を
增
や
す
こ
と
で
そ
れ
以
上
の
規
模
に
も
對
應
可
能
で
あ
る
︒

ま
た
小
匡
內
で
は
直
接
の
言
{
は
な
い
が
︑
鄙
の
行
政
組
織
を
參
國
と
同
じ
形
に
し
た
こ
と
で
︑
參
國
と
同
樣
の
兵
制
を
そ
の
ま
ま
鄙
に
應

用
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
︒
齊
語
の
參
國
制
鄙
で
は
兵
制
は
も
っ
ぱ
ら
國
中
の
士
が
握
っ
て
お
り
︑
國
の
特
權
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
一

方
の
小
匡
で
は
國
と
鄙
に
い
る
民
に
は
質

な
差
は
存
在
せ
ず
︑
四
民
を
國
鄙
で
分
居
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
︑
國
の
軍
事
特
權
が
8
れ

て
い
る
︒
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︑
小
匡
で
は
國
の
軍
事

�
成
を
鄙
に
準
用
す
る
こ
と
で
荏
�
を
軍
事

に
も
さ
ら
に
强
N
す
る

こ
と
を
考
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

以
上
の
行
論
を
�
じ
て
︑
小
匡
の
性
格
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
齊
語
の
內
容
を
軸
と
し
て
︑
そ
こ
か
ら
參
國
制
鄙
の
制
度
を
抽
出
し
︑
制

鄙
の
制
度
を
參
國
に
合
わ
せ
て
改
變
し
た
怨
た
な
參
國
伍
鄙
を
 
面
に
押
し
出
す
︒
こ
の
參
國
伍
鄙
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
邑
で
獨
自
性
を
'
す
る

鄙
の
瓜
治
機
o
を
︑
國
と
同
樣
の
行
政
機
o
に
再
�
成
す
る
こ
と
で
︑
國
君
の
齊
國
*
體
に
對
す
る
荏
�
を
强
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
が
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齊
君
の
權
力
の
强
N
を
�
圖
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
宴
に
難
く
な
い
︒
管
仲
の
時
代
に
假
託
し
て
︑
戰
國
の
世
に
應
用
で
き
る
國
制
プ

ラ
ン
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
作
者
の
�
圖
が
讀
み
取
れ
る
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
視
點
か
ら
小
匡
を
と
ら
え
直
す
と
︑
こ
う
し
た
案
が
作
ら
れ
た
背
景
に
︑
領
土
の
擴
大
が
考
え
ら
れ
る
︒
戰
國
齊
の
具
體

な
軍

事
行
動
の
推
移
に
つ
い
て
は
例
え
ば
楊
|
一
九
八
〇
に
詳
し
い
が(38

)
︑
伐
宋
に
至
る
ま
で
の
數
々
の
領
土
擴
大
や
戰
亂
に
よ
る
荏
�
の
混
亂
が

あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
狀
況
が
瓜
一

な
國
制
案
の
考
案
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
 
営
の
�
り
︑
小
匡
が
齊
語
に
比
べ
て
領
土
擴
大

を
想
定
し
た
�
成
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
こ
の
考
え
を
裏
附
け
る
︒
戰
國
後
1
か
ら
秦
代
に
か
け
て
の
齊
の
狀
況
を
�
け
て
作
ら
れ
た
プ
ラ

ン
と
考
え
る
の
が
E
當
で
あ
ろ
う
︒

現
實
と
し
て
︑
齊
の
滅
}
ま
で
に
小
匡
の
參
國
伍
鄙
が
實
行
さ
れ
た
確
證
は
な
い
が
︑
戰
國
時
代
︑
他
國
が
縣
の
設
置
を
V
め
て
い
っ
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
︑
齊
も
ま
た
獨
自
に
行
政
組
織
改
變
を
志
向
し
た
可
能
性
は
あ
る
︒
領
土
擴
大
の
際
︑
他
國
で
あ
れ
ば
縣
の
設
置
が
行
わ
れ
た

が
︑
齊
で
は
大
夫
の
增
加
で
對
處
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
都
の
長
官
と
し
て
の
大
夫
の
語
は
﹃
孟
子
﹄
に
頻
見
し
︑
他
國
で

は
秦
漢
郡
縣
制
を
先
取
り
し
た
太
守
や
縣
令
が
見
え
る
の
と
比
�
す
る
と
︑
齊
の
獨
自
性
と
い
え
る
︒
例
え
ば
﹃
孟
子
﹄
公
孫
丑
下
に
は
�
陸

の
大
夫
で
あ
る
孔
~
心
に
關
わ
る
記
営
が
見
ら
れ
︑
孟
子
が
彼
の
怠
慢
を
叱
責
す
る
が(39

)
︑
そ
の
後
の
記
営
か
ら
同
樣
の
立
場
の
人
物
が
五
人
い

た
こ
と
が
分
か
る
︒

他
日
︑
見
於
王
曰
﹁
王
之
爲
都
者
︑
臣
知
五
人
焉
︒
知
其
罪
者
︑
惟
孔
~
心
︒
爲
王
誦
之
︒﹂
王
曰
﹁
此
則
寡
人
之
罪
也
︒﹂

他
日
︑
王
に
見
え
て
曰
く
﹁
王
の
都
を
爲
む
る
者
︐
臣
五
人
を
知
る
︒
其
の
罪
を
知
る
者
︑
惟
だ
孔
~
心
の
み
︒
王
の
爲
に
之
を
誦
す
︒﹂

王
曰
く
﹁
此
れ
則
ち
寡
人
の
罪
な
り
︒﹂

ま
た
同
じ
く
公
孫
丑
下
に
︑
王
の
お
氣
に
入
り
の
大
夫
で
あ
っ
た
王
驩
が
︑
副
)
で
あ
り
な
が
ら
萬
事
を
取
り
仕
切
り
︑
齊
卿
で
あ
っ
た
孟

子
は
名
 
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
︒
孟
子
の
頃
に
は
大
夫
の
權
力
が
卿
に
�
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

孟
子
爲
卿
於
齊
︑
出
弔
於
滕
︒
王
)
蓋
大
夫
王
驩
爲
輔
行
︒
王
驩
R
暮
見
︑
反
齊
滕
之
路
︑
未
嘗
與
之
言
行
事
也
︒
公
孫
丑
曰
﹁
齊
卿
之
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位
︑
不
爲
小
矣
︒
齊
滕
之
路
︑
不
爲
7
矣
︒
反
之
而
未
嘗
與
言
行
事
︑
何
也
？
﹂
曰
﹁
夫
旣
或
治
之
︑
予
何
言
哉
？
﹂

孟
子
齊
に
卿
爲
り
し
と
き
︑
出
で
て
滕
に
弔
う
︒
王

蓋
の
大
夫
王
驩
を
し
て
輔
行
と
爲
さ
し
む
︒
王
驩

R
暮
見
え
︑
齊
滕
の
路
を
反
り

し
も
︑
未
だ
嘗
て
之
と
與
に
行
事
を
言
わ
ざ
る
な
り
︒
公
孫
丑
曰
く
﹁
齊
卿
の
位
︑
小
と
爲
さ
ず
︒
齊
滕
の
路
︑
7
し
と
爲
さ
ず
︒
之
を

反
り
て
未
だ
嘗
て
與
に
行
事
を
言
わ
ざ
る
は
︑
何
ぞ
や
？
﹂
曰
く
﹁
夫
れ
旣
に
之
を
治
む
る
或
り
︑
予
何
ぞ
言
わ
ん
や
？
﹂

結
局
齊
國
は
伐
宋
以
影
︑
大
規
模
な
軍
事
行
動
を
行
う
こ
と
な
く
秦
に
影
伏
し
た
わ
け
だ
が
︑
こ
う
し
た
戰
國
後
1
以
影
に
作
ら
れ
た
改
革

プ
ラ
ン
か
ら
は
︑
齊
が
滅
}
を
 
に
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
想
宴
で
き
よ
う
︒

第
三
節

齊
語
の
參
國
制
鄙

小
匡
が
齊
語
を
基
に
︑
戰
國
後
1
の
狀
況
を
背
景
に
作
ら
れ
た
と
考
え
た
わ
け
だ
が
︑
そ
の
參
照
元
に
な
っ
た
齊
語
に
描
か
れ
る
參
國
制
鄙

は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒
松
木
一
九
七
五
が
言
う
よ
う
に
︑
優
れ
て
春
秋
時
代
の
狀
況
を
傳
え
る
も
の
で
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う

か
︒結

論
か
ら
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
う
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
︒
旣
に
臧
知
非
一
九
九
五
が
営
べ
る
�
り
︑
齊
語
は
戰
國
時
代
の
狀
況
を
基
に
作

ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
E
當
で
あ
る
︒
氏
は
齊
語
に
営
べ
ら
れ
る
縣
や
行
政
單
位
が
春
秋
時
代
に
は
實
現
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
と
指
摘

す
る(

40
)

︒
氏
は
行
政
制
度
の
側
面
か
ら
戰
國
僞
作
說
を
営
べ
る
が
︑
そ
の
他
の
點
で
も
齊
語
が
戰
國
時
代
を
背
景
に
し
た
こ
と
が
分
か
る
も
の
が

あ
る
︒

春
秋
時
代
に
つ
い
て
の
F
識
は
ほ
ぼ
﹃
左
傳
﹄
に
よ
っ
て
う
か
が
い
知
る
L
報
に
限
ら
れ
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
世
界
觀
と
齊

語
の
世
界
觀
に
は
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
兵
制
に
つ
い
て
︑﹃
左
傳
﹄
に
お
い
て
は
戰
車
の
乘
數
が
重
�
な
指
標
の
一
つ
で
あ
る
が(41

)
︑

齊
語
で
は
そ
う
い
っ
た
記
営
は
見
ら
れ
ず
︑
兵
卒
の
人
數
が
軍
の
規
模
を
示
す
︒
ま
た
桓
公
の
命
に
よ
り
改
革
が
斷
行
さ
れ
︑
國
人
の
政
治
に

對
す
る
發
言
力
を
考
慮
し
た
よ
う
な
表
現
は
な
さ
れ
ず
︑
國
人
の
存
在
感
は
8
い
︒
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こ
う
し
た
﹃
左
傳
﹄
と
の
�
い
に
加
え
︑
論
理

に
も
齊
語
が
春
秋
時
代
の
制
度
そ
の
ま
ま
を
傳
え
て
い
る
譯
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の

が
︑
四
民
不
雜
處
の
强
X
の
部
分
で
あ
る
︒
既
に
指
摘
が
あ
る
�
り(42

)
︑
四
民
が
雜
處
し
て
い
る
狀
況
で
あ
る
か
ら
不
雜
處
を
强
X
す
る
の
で

あ
っ
て
︑
戰
國
時
代
以
影
の
發
想
で
あ
る
︒
'
能
な
も
の
を
�
び
官
に
つ
け
る
と
い
う
發
想
も
︑
戰
國
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

『國
語
﹄
二
十
一
�
の
う
ち
單
獨
の
國
君
を
�
う
の
は
︑
齊
語
・
É
語
・
吳
語
・
越
語
上
下
の
五
�
の
み
で
あ
り(43

)
︑
そ
れ
以
外
の
�
が
複
數

の
國
君
に
屬
す
る
長
1
閒
を
�
う
こ
と
か
ら
︑
齊
語
は
桓
公
の
霸
業
を
営
べ
る
點
が
特
I
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
齊
語
の
內
容
の
ほ
と
ん
ど
は
四

民
不
雜
處
や
參
國
制
鄙
な
ど
の
改
革
を
�
し
て
︑
齊
が
富
國
强
兵
を
實
現
し
︑
葵
丘
の
會
で
霸
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
費
や
さ

れ
て
い
る
︒
�
後
に
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
に
大
夫
ら
を
う
ま
く
用
い
た
こ
と
で
閲
め
く
く
る
が
︑
そ
の
後
の
桓
公
の
末
路
な
ど
に
は
*
く
觸
れ

な
い
︒
從
っ
て
齊
語
作
者
の
�
眼
は
桓
公
そ
の
人
よ
り
も
︑
富
國
强
兵
を
實
現
す
る
た
め
の
樣
々
な
改
革
の
提
示
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
︒

齊
語
も
ま
た
︑
小
匡
と
同
樣
に
春
秋
時
代
に
假
託
し
て
︑
戰
國
時
代
に
�
用
す
る
改
革
プ
ラ
ン
の
提
示
を
行
わ
ん
と
す
る
�
違
で
あ
る
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
︑
齊
語
の
參
國
制
鄙
も
ま
た
︑
戰
國
時
代
の
狀
況
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
記
営
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
鄙
の
o

成
に
つ
い
て
も
︑
齊
語
は
戰
國
時
代
の
狀
況
を
一
定
3
度
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
臨
淄
外
の
お
お
よ
そ
の
家
數
を
把
握

す
る
た
め
制
鄙
を
考
え
︑
一
邑
三
十
家
を
�
下
層
の
�
成
單
位
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
中
で
考
え
ら
れ
た
の

が
齊
語
に
お
け
る
參
國
制
鄙
の
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

で
は
こ
の
制
度
は
現
實
を
ど
れ
だ
け
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
プ
ラ
ン
の
性
格
上
︑
そ
の
土
臺
は
現
實
に
卽
し
た
も
の
で
あ
り
︑

そ
う
し
た
部
分
は
諸
�
獻
と
共
�
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
宴
さ
れ
る
︒
\
に
孤
立
し
た
表
現
の
部
分
は
︑
現
時
點
の
材
料
に
お
い
て
で
は
あ

る
が
︑
現
實
か
ら
離
れ
た
理
想

な
宴
を
描
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
參
國
制
鄙
と
類
似
の
も
の
を
檢
討
し
て
み
た
い
︒

『管
子
﹄
立
政
�
に
も
&
と
屬
を
對
比
す
る
表
現
が
あ
る
が
︑
屬
に
つ
い
て
は
五
屬
大
夫
と
い
う
語
が
見
え
る
の
み
で
︑
&
の
よ
う
な
詳
し

い
記
営
は
な
い
︒
屬
�
と
い
う
語
彙
か
ら
五
屬
大
夫
の
も
と
に
官
�
が
い
た
こ
と
は
分
か
る
が
︑
そ
の
內
實
は
不
!
で
あ
る
︒
例
え
ば
立
政
�
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首
憲
の
正
�
之
朔
の
段
落
に
お
い
て
︑

五
&
之
師

出
R
︑
=
于
&
官
︑
致
于
&
屬
︑
{
于
游
宗
︑
皆
�
憲
︒
憲
既
布
︑
乃
反
致
令
焉
︑
然
後
敢
就
舍
︑
憲
未
布
︑
令
未
致
︑
不
敢
就
舍
︒
就

舍
︑
謂
之
留
令
︒
罪
死
不
赦
︒

R
を
出
で
︑
=
に
&
官
に
于
い
て
︑
&
屬
に
致
し
︑
游
宗
に
{
ぶ
ま
で
︑
皆
憲
を
�
く
︒
憲

既
に
布
き
て
︑
乃
ち
反
り
て
令
を
致
す
︑

然
る
後
に
敢
え
て
舍
に
就
く
︑
憲

未
だ
布
か
ず
︑
令

未
だ
致
さ
れ
ざ
れ
ば
︑
敢
え
て
舍
に
就
か
ず
︒
舍
に
就
く
︑
之
を
留
令
と
謂
う
︒

罪
死
し
て
赦
さ
ず
︒

五
屬
大
夫

皆
以
行
車
R
︑
出
R
不
敢
就
舍
︑
=
行
︒
至
都
之
日
︑
=
於
Þ
︑
致
屬
�
︑
皆
�
憲
︒
憲
既
布
︑
乃
發
)
者
︑
致
令
以
布
憲
之
日
蚤
晏
之

時
︒
憲
既
布
︑
)
者
已
發
︑
然
後
敢
就
舍
︒
憲
未
布
︑
)
者
未
發
︑
不
敢
就
舍
︑
就
舍
︑
謂
之
留
令
︑
罪
死
不
赦
︒

皆

行
車
を
以
て
R
し
︑
R
を
出
づ
れ
ば
敢
え
て
舍
に
就
か
ず
し
て
︑
=
行
す
︒
都
に
至
る
の
日
︑
=
に
Þ
に
於
い
て
︑
屬
�
に
致
し
︑

皆
憲
を
�
く
︒
憲

既
に
布
き
︑
乃
ち
)
者
を
發
し
︑
令
を
致
す
に
布
憲
の
日
の
蚤
晏
の
時
を
以
て
す
︒
憲

既
に
布
く
と
き
は
︑
)
者
已

に
發
し
︑
然
る
後
に
敢
え
て
舍
に
就
く
︒
憲

未
だ
布
か
ず
︑
)
者
未
だ
發
せ
ざ
れ
ば
︑
敢
え
て
舍
に
就
か
ず
︒
舍
に
就
く
︑
之
を
留
令

と
謂
う
︒
罪
死
し
て
赦
さ
ず
︒

と
あ
り
︑
こ
の
&
と
屬
の
關
係
は
齊
語
や
小
匡
の
そ
れ
と
同
樣
と
考
え
ら
れ
る
︒
五
屬
大
夫
が
﹁
都
に
至
る
﹂
と
い
う
表
現
な
ど
︑
こ
こ
で
は

屬
は
!
ら
か
に
齊
の
國
都
臨
淄
の
外
に
あ
る
︒

ま
た
&
の
方
で
は
﹁
&
屬
に
致
し
︑
游
宗
に
{
ぶ
ま
で
︑
皆
憲
を
�
く
︒﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
に
對
し
︑
屬
で
は
﹁
=
に
Þ
に
於
い
て
︑

屬
�
に
致
し
︑
皆
憲
を
�
く
︒﹂
と
あ
り
︑
&
が
游
宗
を
具
體

に
指
定
し
て
い
る
の
に
對
し
︑
屬
は
屬
�
と
具
體
性
に
缺
け
る
︒
も
し
同
じ

機
o
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
屬
も
類
似
の
表
現
で
良
い
だ
ろ
う
か
ら
︑
屬
は
&
と
は
�
う
行
政
機
o
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
ま
た
立
政
�
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省
官
で
は
﹁
&
師
﹂
や
﹁
工
師
﹂
な
ど
&
を
監
督
す
る
官
名
は
営
べ
ら
れ
る
が
︑
屬
に
つ
い
て
は
!
示

に
は
觸
れ
ら
れ
な
い
︒

)
力
作
毋
偷
︑
懷
樂
家
室
︑
重
去
&
里
︑
&
師
之
事
也
︒
論
百
工
︑
審
時
事
︑
辨
功
苦
︑
上
完
利
︑
監
壹
五
&
︑
以
時
鈞
修
焉
︒
)
刻
鏤

�
采
毋
敢
�
于
&
︑
工
師
之
事
也
︒

力
作
し
て
偷
す
る
毋
く
︑
家
室
を
懷
樂
し
︑
&
里
を
去
る
を
重

(は
ば
)
か
ら
し
む
る
は
︑
&
師
の
事
な
り
︒
百
工
を
論
じ
︑
時
事
を
審

ら
か
に
し
︑
功
苦
を
辨
じ
︑
完
利
を
上
び
︑
五
&
を
監
壹
に
し(44

)
︑
時
を
以
て
鈞
修
す
︒
刻
鏤
�
采
を
し
て
敢
え
て
&
に
�
る
毋
か
ら
し
む

る
は
︑
工
師
の
事
な
り
︒

屬
は
大
夫
が
任
命
さ
れ
︑
そ
の
下
に
役
人
が
い
る
こ
と
は
分
か
る
が
︑
ど
の
よ
う
に
瓜
治
さ
れ
て
い
る
か
は
︑
分
か
ら
な
い
︑
な
い
し
は
齊
君

の
管
理
下
に
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
記
営
に
鑑
み
れ
ば
︑
立
政
�
に
お
い
て
屬
の
仔
細
な
行
政
機
o
は
把
握
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
れ
と
關
聯
す
る
記
営
と
し
て
︑
銀
雀
山
漢
鯵
﹃
守
法
守
令
等
十
三
�
﹄
庫
法
に
大
中
小
の
縣
の
記
営
が
あ
る
︒
銀
雀
山
漢
鯵
は
齊
地
の
著

作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
成
書
年
代
は
紀
元
 
三
世
紀
後
G
か
ら
漢
代
ま
で
の
閒
と
さ
れ
る(45

)
︒
ま
た
同
じ
く
﹃
守
法
守
令
等
十
三
�
﹄
の

田
法
に
は
里
・
州
・
&
の
單
位
が
あ
る
︒

『守
法
守
令
等
十
三
�
﹄
庫
法

【大
縣
︼
百
里
︑︻
中
︼
縣
七
十
里
︑
小
縣
五
十
里
︒
大
縣
二
萬
家
︑
中
縣
萬
五
千
家
︑
小
縣
萬
︻
家
︼

同
︑
田
法

五
十
家
而
爲
里
︑
十
里
而
爲
州
︑
十
&
︿
州
﹀
而
爲
州
︿
&
﹀︒
州
︑
&
以
地
,
�

(
�
)
田
于
野
︑
百
人
爲
區
︑
千
人
爲
或

(
域
)
︒

五
十
家
に
し
て
里
を
爲
し
︑
十
里
に
し
て
州
を
爲
し
︑
十
州
に
し
て
&
を
爲
す
︒
州
︑
&

地
,
を
以
て
田
を
野
に
�
く
︑
百
人

區
と
爲

り
︑
千
人

域
と
爲
る
︒

里
・
州
・
&
が
家
數
に
基
づ
い
て
下
か
ら
數
え
る
と
い
う
參
國
伍
鄙
と
似
た
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
︑
縣
を
大
中
小
で
分
け
る
點
や
︑
面
積
も
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關
係
す
る
點
な
ど
︑
縣
が
里
・
州
・
&
と
質

に
衣
な
る
こ
と
は
!
ら
か
で
あ
る
︒
縣
が
里
・
州
・
&
と
は
別
系
瓜
の
瓜
治
單
位
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
︑
齊
語
に
お
い
て
里
や
&
が
參
國
に
屬
す
る
の
に
對
し
︑
縣
が
制
鄙
に
屬
す
る
點
と
類
似
し
た
關
係
と
い
え
る
︒
ま
た
﹃
周
禮
﹄
地

官
の
=
人
で
も
縣
は
=

(鄙
)
に
屬
す
る(46

)
︒

以
上
の
齊
國
に
關
わ
る
瓜
治
機
o
の
記
営
と
比
�
し
た
と
き
︑
齊
語
の
立
ち
位
置
が
一
定
3
度
理
解
で
き
る
︒
齊
語
の
參
國
制
鄙
も
小
匡
同

樣
一
種
の
改
革
プ
ラ
ン
で
あ
り
︑
實
態
を
表
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
︒
立
政
�
の
國
の
�
成
と
鄙
の
そ
れ
は
衣
質
で
あ
り
︑
鄙
が
仔
細
に

把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
︑
鄙
に
關
す
る
瓜
治
單
位
が
﹃
周
禮
﹄
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
︑
齊
語
の
制
鄙
の
よ
う
な
制
度
が
實
在

し
て
い
た
可
能
性
は
現
段
階
で
は
低
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒
ま
た
五
屬
大
夫
の
う
ち
功
の
少
な
い
も
の
を
�
問
す
る
件
が
あ
り(47

)
︑
&
に
は

な
い
獨
特
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
︑
屬
の
荏
�
が
基
本

に
大
夫
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
結
論
を
傍
證
す

る
︒一

方
で
︑
國
に
關
し
て
は
家
數
を
積
み
上
げ
て
�
成
を
行
う
類
似
の
記
営
が
他
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
齊
語
の
作
ら
れ
た
戰
國
齊
に
お

い
て
︑
參
國
と
似
た
性
質
の
制
度
が
實
際
に
あ
っ
た
と
考
え
て
も
良
い
だ
ろ
う(48

)
︒
改
革
プ
ラ
ン
で
あ
る
以
上
︑
既
に
存
在
す
る
制
度
と
*
く
か

け
離
れ
た
も
の
が
い
く
つ
も
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
︒
國
に
相
當
す
る
部
分
で
は
︑
細
か
い
數
値
は
と
も
か
く
︑
い
ず
れ
も
家

數
を
基
準
に
�
成
さ
れ
る
點
で
共
�
す
る
た
め
︑
こ
う
し
た
狀
況
が
戰
國
1
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

結

論

以
上
參
國
伍
鄙
の
制
を
中
心
に
︑
小
匡
と
齊
語
の
性
格
や
︑
�
成
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
て
き
た
︒
ま
ず
第
一
違
で
は
齊
語
が
小
匡

に
先
行
す
る
こ
と
を
︑
表
現
や
語
彙
比
�
の
觀
點
か
ら
確
F
し
た
︒
第
二
違
で
は
參
國
伍
鄙
に
關
す
る
記
営
の
矛
盾
に
つ
い
て
︑
兩
�
の
性
格
︑

特
に
小
匡
の
成
書
2
3
を
檢
討
す
る
こ
と
で
︑
現
時
點
で
E
當
と
思
わ
れ
る
校
訂
を
施
し
た
︒
第
三
違
で
は
參
國
伍
鄙
の
制
度
を
比
�
檢
討
す

る
こ
と
で
︑
兩
�
に
お
け
る
參
國
伍
鄙
制
度
の
捉
え
方
の
�
い
を
!
ら
か
に
し
た
︒

― 25 ―

25



齊
語
に
お
い
て
は
︑
い
わ
ゆ
る
四
民
不
雜
處
が
�
眼
で
あ
り
︑
參
國
制
鄙
は
國
と
鄙
を
區
分
す
る
こ
と
を
目

と
す
る
︒
參
國
伍
鄙
を
�
初

に
說
!
し
て
い
る
小
匡
と
對
照

で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
大
G
は
改
革
に
つ
い
て
で
あ
り
︑
改
革
案
の
提
示
が
齊
語
の
�
眼
で
あ
ろ
う
こ
と
を

指
摘
し
た
︒
そ
の
た
め
齊
語
は
從
來
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
︑
優
れ
て
春
秋
時
代
の
制
度
を
傳
え
る
も
の
で
は
な
く
︑
戰
國
時
代
の
狀
況
を
背

景
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
制
鄙
に
つ
い
て
は
現
實
に
行
わ
れ
た
制
度
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
た
だ
︑
參
國
部
分
に
つ

い
て
は
︑
類
似
の
記
営
が
銀
雀
山
漢
鯵
﹃
守
法
守
令
等
十
三
�
﹄
や
﹃
管
子
﹄
立
政
�
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
戰
國
時
代
の
臨
淄
に
お
い
て

家
數
を
積
み
上
げ
て
行
政
組
織
を
�
成
す
る
よ
う
な
制
度
の
存
在
は
あ
り
え
る
だ
ろ
う
︒

一
方
の
小
匡
は
︑
齊
語
の
參
國
伍
鄙
の
制
度
を
奄
骨
奪
胎
し
︑
軌
の
創
出
に
加
え
指
揮
す
る
長
官
を
同
じ
に
す
る
こ
と
で
︑
國
鄙
を
同
じ
行

政
機
o
に
し
て
い
る
︒
こ
う
す
る
こ
と
で
鄙
を
瓜
一

に
荏
�
し
︑
齊
君
を
頂
點
と
す
る
行
政
組
織
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
國
と
鄙
を
對
比
す
る
�
識
が
9
い
こ
と
も
︑
兩
者
の
結
び
つ
き
が
 
提
に
あ
る
こ
と
を
裏
附
け
る
︒
ま
た
屬
の
上
に
さ

ら
な
る
階
梯
を
示
唆
す
る
表
現
か
ら
︑
齊
語
の
規
模
に
止
ま
ら
な
い
プ
ラ
ン
を
提
示
し
て
い
る
︒
小
匡
に
描
か
れ
る
參
國
伍
鄙
は
︑
齊
語
よ
り

も
領
土
擴
大
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
戰
國
齊
の
領
土
擴
大
や
戰
い
に
よ
る
混
亂
を
�
け
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
︒

以
上
參
國
伍
鄙
に
限
定
し
て
は
い
る
が
︑
兩
�
を
比
�
す
る
こ
と
で
︑
從
來
や
や
も
す
れ
ば
春
秋
時
代
の
制
度
と
さ
れ
て
き
た
參
國
伍
鄙
は
︑

實
際
は
戰
國
齊
の
狀
況
を
反
映
し
た
制
度
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
︑
齊
語
と
小
匡
は
そ
れ
ぞ
れ
の
�
圖
は
�
え
ど
︑
國
制
改
革
の
一
例
を
提
示
す

る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
�
張
し
て
き
た
︒
管
仲
と
い
う
2
去
の
洩
人
へ
の
假
託
に
よ
る
權
威
附
け
も
自
說
に
說
得
力
を
持
た

せ
る
た
め
の
手
法
で
あ
り
︑
春
秋
時
代
の
實
錄
を
傳
え
る
こ
と
が
�
目

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
今
囘
取
り
上
げ
た
參
國
伍
鄙
の
記

営
か
ら
︑
兩
�
が
作
成
さ
れ
た
當
時
の
狀
況
が
︑
	
か
で
は
あ
る
が
窺
い
知
れ
る
だ
ろ
う
︒

齊
の
瓜
治
を
檢
討
す
る
上
で
︑﹃
管
子
﹄
立
政
�
や
乘
馬
�
に
も
興
味
深
い
記
営
が
存
在
す
る
が
︑
本
稿
に
お
い
て
は
十
分
に
檢
討
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
ま
た
今
囘
取
り
上
げ
た
小
匡
で
は
參
國
伍
鄙
だ
け
で
な
く
︑
桓
公
に
よ
る
外
征
︑
い
わ
ゆ
る
九
合
諸
侯
の
說
話
も
含
ま

れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
擧
げ
ら
れ
る
地
名
に
つ
い
て
齊
語
と
の
衣
同
が
甚
だ
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
︑
そ
の
變
M
に
は
小
匡
作
成
當
時
の
世
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界
F
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

『管
子
﹄
に
は
經
濟
に
關
す
る
言
{
も
多
く
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
�
に
も
多
く
の
興
味
深
い
記
営
が
見
ら
れ
る
︒
輕
重
諸
�
は
漢

初
の
成
書
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
諸
�
と
の
比
�
を
行
う
こ
と
で
︑
戰
國
か
ら
漢
に
至
る
ま
で
の
經
濟
面
の
變
�
を
た

ど
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
こ
れ
ら
の
側
面
か
ら
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)

例
え
ば
增
淵
一
九
七
〇
は
齊
語
を
用
い
て
春
秋
時
代
の
社
會
を
說

!
し
て
お
り
︑
春
秋
時
代
の
面
影
を
殘
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒

(2
)

『管
子
﹄
小
匡
�
に
つ
い
て
は
金
谷
一
九
八
七
︑﹃
國
語
﹄
齊
語
に

つ
い
て
は
吉
本
二
〇
一
六
第
十
二
違
﹁
國
語
成
書
考
﹂
參
照
︒
そ
の

他
に
佐
竹
二
〇
〇
三
な
ど
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
成
書
を
戰
國
中
1

以
影
と
す
る
點
で
共
�
す
る
︒

(3
)

松
木
一
九
七
五
︒

(4
)

金
谷
一
九
八
七
︑
佐
竹
二
〇
〇
三
︒

(5
)

越
書
業
二
〇
〇
三
の
一
六
〇
頁
で
は
︑
齊
語
の
記
載
の
*
て
を
信

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
當
時
の
實
體
の
影
は
保
存
さ
れ
て
い

る
と
す
る
︒
�
德
融
・
朱
順
龍
二
〇
〇
一
︑
七
三
頁
〜
七
六
頁
に

至
っ
て
は
︑
齊
語
の
記
営
を
疑
わ
ず
︑
參
國
伍
鄙
を
そ
の
ま
ま
管
仲

の
事
績
と
し
て
営
べ
て
い
る
︒
楊
|
二
〇
〇
三
︑
四
〇
四
頁
〜
四
〇

六
頁
も
同
樣
で
あ
る
︒

(6
)

小
匡
と
齊
語
の
記
営
を
衣
質
と
す
る
說
は
岡
崎
一
九
五
〇
︑
同
質

と
す
る
說
は
佐
竹
二
〇
〇
三
が
代
表

で
あ
る
︒

(7
)

例
え
ば
郭
沫
若
一
九
五
六
で
は
齊
語
を
傍
證
に
小
匡
�
の
屬
以
下

を
﹁
屬
︑
連
︑
&
︑
卒
︑
邑
﹂
の
五
階
梯
に
す
べ
し
と
す
る
︒
佐
竹

二
〇
〇
三
は
﹁
連
﹂
が
國
で
は
&
の
下
に
︑
鄙
で
は
&
の
上
に
あ
る

と
い
う
の
は
不
合
理
と
い
う
理
由
で
︑
齊
語
と
*
く
同
じ
﹁
三
&
爲

縣
︑
縣
'
縣
帥
︑
十
縣
爲
屬
﹂
に
校
訂
す
べ
し
と
す
る
︒
縣
と
連
の

古
體
が
7
い
か
ら
閒
�
え
た
の
だ
と
い
う
說
を
展
開
す
る
が
︑
�
料

の
性
格
に
對
す
る
考
察
は
な
く
︑
決
定

な
說
と
は
い
え
な
い
︒
こ

う
し
た
テ
キ
ス
ト
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
第
二
違
で
�
う
︒

(8
)

 
営
の
岡
崎
一
九
五
〇
を
皮
切
り
に
︑
松
木
一
九
七
五
や
佐
竹
二

〇
〇
三
な
ど
︑
い
つ
の
時
代
の
制
度
で
あ
る
か
︑
と
い
う
議
論
が
爭

點
に
な
っ
て
い
る
︒
三
者
に
共
�
し
て
い
え
る
こ
と
と
し
て
︑
記
営

の
�
い
が
時
代
の
�
い
に
對
應
す
る
こ
と
を
 
提
に
し
て
い
る
が
︑

同
時
代
�
料
で
な
い
以
上
︑
作
者
が
春
秋
時
代
の
狀
況
の
再
現
を
�

圖
し
た
確
證
は
な
い
︒
記
営
か
ら
制
度
を
n
く
に
は
愼
重
に
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
︒

(9
)

佐
竹
說
は
﹃
管
子
﹄
諸
�
の
記
営
の
�
い
を
︑
無
媒
介
に
制
度
の
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時
代

變
�
を
表
し
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
點
か
ら

も
そ
の
結
論
を
�
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

(10
)

國
字
の
指
す
領
域
は
︑
焦
循
﹃
孟
子
正
義
﹄
梁
惠
王
下
第
二
違

﹁
合
天
下
言
之
︑
則
每
一
封
爲
一
國
︒
就
一
國
言
之
︑
則
郊
以
內
爲

國
︑
外
爲
野
︒
就
郊
以
內
言
之
︑
印
城
內
爲
國
︑
城
外
爲
郊
︒﹂
に

よ
っ
た
︒
後
営
の
�
り
齊
語
と
小
匡
�
で
は
國
F
識
が
衣
な
り
︑
齊

語
で
は
恐
ら
く
城
內
を
︑
小
匡
�
で
は
郊
以
內
を
想
定
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
︑﹃
國
語
﹄
韋
昭
-
は
﹁
國
郊
以
內
︑
鄙
郊
以
外
︒﹂
と

し
て
お
り
︑
確
言
は
で
き
な
い
︒

(11
)

本
稿
で
の
時
代
區
分
は
吉
本
一
九
八
九
に
從
う
︒

(12
)

甲
說
は
羅
根
澤
一
九
三
一
︑
安
井
一
八
六
五
小
匡
�
序
�
︑
松
木

一
九
七
五
︑
板
野
一
九
八
三
︑
李
學
勤
一
九
八
七
︑
乙
說
は
 
川
一

九
二
二
︑
孫
海
波
一
九
三
四
︑
丙
說
は
岡
崎
一
九
五
〇
が
そ
れ
ぞ
れ

�
張
す
る
︒

(13
)

岡
崎
一
九
五
〇
は
複
線

成
立
の
根
據
と
な
る
�
違
の
趣
旨
の
不

一
致
に
つ
い
て
!
言
し
て
い
な
い
が
︑
參
國
伍
鄙
の
說
!
の
際
︑
齊

語
で
は
民
の
居
を
定
め
る
こ
と
を
目

と
す
る
に
對
し
︑
小
匡
で
は

制
度
そ
の
も
の
が
目

と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
�
い
な
ど
を
想
定

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
相
�
に
つ
い
て
は
︑
二
違
以
影
詳
し
く
檢

討
す
る
︒

(14
)

 
川
一
九
二
二
の
解
題
に
よ
る
︒
氏
は
︑
淸
の
董
增
齡
﹃
國
語
正

義
﹄
の
序
說
を
基
に
し
て
い
る
よ
う
で
︑
董
增
齡
の
﹁
齊
語
一
�
皆

管
子
小
匡
�
之
辭
︑
管
子
�
出
左
氏
之
 
︑
必
不
預
知
國
語
之
�
而

襲
之
︒
竊
疑
齊
語
*
}
而
後
人
采
小
匡
以
補
之
︒﹂
と
い
う
說
を
補

う
形
で
解
題
を
書
い
て
い
る
︒
齊
語
が
小
匡
�
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
か

ら
齊
語
後
人
書
き
奄
え
說
を
唱
え
て
い
る
が
︑﹃
管
子
﹄
が
管
仲
や

そ
の
當
時
の
實
錄
で
は
あ
り
得
ず
︑
ま
た
後
営
の
�
り
表
現
の
重
複

や
)
用
語
彙
か
ら
考
え
て
も
︑
齊
語
が
小
匡
�
か
ら
抽
出
し
て
作
ら

れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
こ
の
ほ
か
﹃
國
語
集
解
﹄
附
錄
の
王
樹

民
二
〇
〇
二
の
よ
う
に
小
匡
�
と
齊
語
を
*
く
同
じ
と
す
る
見
解
が

あ
る
が
︑
岡
崎
氏
の
言
う
�
り
*
く
同
じ
と
い
う
こ
と
は
な
い
︒

(15
)

/

(
2
)
二
參
照
︒

(16
)

『
周
禮
﹄
の
成
書
年
代
︑
性
格
に
つ
い
て
は
山
田
二
〇
〇
六
參
照
︒

(17
)

諸
子
の
成
書
年
代
に
つ
い
て
は
吉
本
二
〇
一
六
第
五
違
﹁
左
傳
成

書
考
﹂
參
照
︒
カ
ー
ル
グ
レ
ン
の
歷
�
言
語
學

分
析
に
︑
氏
の
硏

究
成
果
を
加
え
た
同
書
四
九
頁
の
表
が
"
利
で
あ
る
が
︑﹃
國
語
﹄

に
關
し
て
は
�
に
よ
っ
て
成
立
2
3
が
衣
な
る
た
め
︑
同
書
第
十
二

違
﹁
國
語
成
書
考
﹂
を
參
照
︒

(18
)

吉
本
二
〇
一
六
第
十
二
違
﹁
國
語
成
書
考
﹂
お
よ
び
/

(
528
)
參

照
︒
氏
は
小
匡
�
が
秦
を
戎
狄
視
す
る
記
営
を
附
け
加
え
た
點
を
指

摘
す
る
︒
秦
を
戎
狄
視
す
る
言
說
は
﹃
公
羊
﹄
に
頻
見
し
︑
こ
れ
は

齊
湣
王
時
代

(紀
元
 
三
〇
〇
～
 
二
八
四
年
)
の
齊
秦
對
立
を
反

映
す
る
も
の
だ
と
い
う
︒
從
っ
て
秦
を
戎
狄
視
す
る
言
說
の
無
い
齊

語
の
成
書
は
︑﹃
公
羊
﹄
に
先
行
し
︑
 
四
世
紀
以
 
に
4
り
う
る
︒

加
え
て
齊
語
の
)
用
言
語
が
﹁
 
三
世
紀
の
標
準
�
語
﹂
に
屬
す
る

こ
と
か
ら
︑
齊
語
の
成
書
年
代
は
紀
元
 
四
世
紀
 
G
を
4
る
も
の

で
な
い
︑
と
し
て
い
る
た
め
︑
紀
元
 
四
世
紀
後
G
の
成
書
を
想
定

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
齊
語
が
齊
地
制
作
で
あ
る
こ
と

を
 
提
と
す
る
說
で
あ
る
︒
な
お
﹁
 
三
世
紀
の
標
準
�
語
﹂
は
︑

同
書
二
九
四
頁
に
よ
れ
ば
上
海
�
物
館
藏
戰
國
楚
鯵
に
用
例
が
見
え
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る
こ
と
か
ら
︑
一
部
語
彙
は
紀
元
 
四
世
紀
に
4
り
う
る
と
い
う
︒

こ
の
用
語
は
カ
ー
ル
グ
レ
ン
に
よ
る
も
の
だ
が
︑
混
亂
を
招
き
や
す

い
た
め
︑
怨
た
な
用
語
の
提
言
を
1
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

(19
)

な
お
﹁
若
之
何
﹂
は
︑﹃
國
語
﹄
の
內
︑
周
・
魯
・
晉
・
楚
語
に

も
一
九
例
見
え
る
が
︑
こ
れ
ら
の
�
が
﹃
左
傳
﹄
と
重
複
す
る
內
容

を
持
つ
違
が
多
く
︑﹃
左
傳
﹄
特
'
の
表
現
を
'
す
る
こ
と
に
よ
る
︒

吉
本
二
〇
一
六
第
十
二
違
﹁
國
語
成
書
考
﹂
參
照
︒

(20
)

例
え
ば
﹃
左
傳
﹄
僖
公
十
七
年
﹁
齊
侯
之
夫
人
三
︑
王
姬
・
徐

嬴
・
蔡
姬
︑
皆
無
子
︒
齊
侯
好
內
︑
多
內
寵
︑
內
嬖
如
夫
人
者
六

人
︒﹂
な
ど
に
み
え
る
桓
公
が
好
色
で
あ
っ
た
話
は
齊
語
に
は
な
い
︒

ま
た
魯
に
地
を
;
す
話
が
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
︑
曹
沫
の
說
話
を
載

せ
な
い
︒
こ
の
說
話
は
﹃
�
記
﹄
刺
客
列
傳
で
は
�
�

に
桓
公
が

諸
侯
か
ら
信
用
を
得
た
話
に
な
っ
て
お
り
︑
必
ず
し
も
桓
公
に
對
し

て
否
定

な
も
の
で
は
な
い
が
︑
國
益
と
な
る
記
営
で
は
な
い
た
め

に
�
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
な
お
齊
語
の
特
I
に
つ
い
て
は

第
三
違
に
て
営
べ
る
︒

(21
)

本
稿
の
テ
キ
ス
ト
校
訂
の
底
本
は
﹃
國
語
﹄
は
上
海
師
範
大
學
古

籍
整
理
組
校
點
一
九
七
八
を
︑﹃
管
子
﹄
は
小
柳
一
九
七
七
を
用
い

る
︒

(22
)

岡
崎
の
兵
農
分
離
か
否
か
と
い
う
議
論
は
︑
周
の
封
円
の
V
行
と

共
に
兵
農
分
離
が
�
こ
り
︑
春
秋
末
1
に
至
っ
て
農
が
兵
役
�
擔
者

と
な
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
︒

(23
)

松
木
一
九
七
五
は
︑
齊
語
の
士
工
商
農
か
ら
小
匡
の
士
農
工
商
へ

の
表
現
の
變
N
か
ら
︑
齊
語
が
重
農
思
想
が
廣
が
る
時
代
以
 
の
作

と
考
え
て
い
る
︒
し
か
し
記
営
の
順
序
を
考
え
れ
ば
︑
必
ず
し
も
齊

語
が
重
農
思
想
以
 
の
作
で
あ
る
と
考
え
る
必
然
性
は
な
い
︒
齊
語

に
お
い
て
桓
公
が
﹁
處
士
農
工
商
若
何
︒﹂
と
�
ね
て
い
る
こ
と
も

こ
の
考
え
の
傍
證
と
な
る
︒

(24
)

現
行
本
で
﹁
三
&
一
帥
﹂
と
す
る
部
分
は
﹃
管
子
集
校
﹄
五
一
一

頁
に
よ
る
と
︑
古
本
・
劉
本
・
朱
本
で
は
﹁
五
&
一
帥
﹂
に
作
る
︒

た
だ
古
本
・
劉
本
・
朱
本
は
﹁
制
五
家
以
爲
軌
︑
軌
爲
之
長
︒
十
軌

爲
里
︑
里
'
司
︒﹂
の
箇
�
の
十
軌
を
五
&
に
a
る
な
ど
︑
テ
キ
ス

ト
と
し
て
の
信
用
度
が
低
い
點
が
氣
に
か
か
る
︒

(25
)

實
際
は
︑
濟
水
が
河
水
よ
り
南
側
に
あ
る
た
め
︑
齊
語
に
は
何
ら

か
の
a
り
が
あ
る
︒
小
匡
が
河
を
海
に
變
え
て
い
る
の
は
整
合
性
を

と
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

(26
)

違
炳
麟
一
九
三
八
︑
第
一
︑
封
円
攷
︒
な
お
小
匡
�
の
示
す
範
圍

は
お
よ
そ
二
萬
�
方
キ
ロ
3
度
で
あ
り
︑
一
里
四
百
メ
ー
ト
ル
と
考

え
る
と
︑
方
三
百
六
十
里
と
大
き
な
乖
離
は
な
い
︒

(27
)

『
漢
書
﹄
地
理
志
上
﹁
濟
南
郡
︑
戶
十
四
萬
七
百
六
十
一
︒﹂﹁
千

乘
郡
︑
戶
十
一
萬
六
千
七
百
二
十
七
︒
﹂
﹁
齊
郡
︑
戶
十
五
萬
四
千
八

百
二
十
六
︒
﹂﹁
甾
川
國
︑
戶
五
萬
二
百
八
十
九
︒
﹂

(28
)

佐
�
一
九
八
四
︒

(29
)

春
秋
1
の
﹁
國
﹂
に
つ
い
て
は
︑
吉
本
二
〇
〇
五
第
二
部
中
�
に

詳
し
い
︒

(30
)

岡
崎
一
九
五
〇
は
小
匡
�
の
﹁
國
﹂
字
を
都
城
7
郊
の
地
を
含
む

�
味
と
す
る
︒
こ
れ
は
氏
が
參
國
伍
鄙
を
春
秋
末
1
の
制
度
と
考
え

る
た
め
だ
が
︑
同
�
が
戰
國
後
1
の
成
書
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑

齊
國
の
�
味
で
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(31
)

佐
竹
二
〇
〇
三
で
は
制
度
の
實
態
の
檢
討
か
ら
小
匡
�
の
國
鄙
の
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同
質
性
を
指
摘
す
る
︒

(32
)

な
お
齊
語
で
は
伍
鄙
若
何
の
問
い
に
對
し
﹁
相
地
而
衰
征
﹂
以
下

が
営
べ
ら
れ
鄙
に
對
す
る
施
策
を
営
べ
る
が
︑
こ
れ
は
國
に
對
し
︑

鄙
に
は
ど
の
よ
う
な
施
策
を
行
う
か
︑
と
い
っ
た
�
圖
の
問
い
と
考

え
ら
れ
る
︒

(33
)

こ
の
﹁
相
地
而
衰
征
﹂
の
部
分
は
﹃
荀
子
﹄
王
制
�
に
も
見
ら
れ
︑

そ
れ
ら
の
繼
�
關
係
が
伺
わ
れ
る
︒
荀
子
自
身
が
齊
に
い
た
こ
と
を

考
慮
す
れ
ば
︑
彼
と
兩
�
に
何
ら
か
の
關
係
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ

る
︒

(34
)

な
お
小
匡
�
で
は
﹁
十
軌
爲
里
︑
里
'
司
︒﹂﹁
故
五
十
人
爲
小
戎
︑

里
'
司
帥
之
︒﹂
と
あ
り
︑
實
は
里
'
司
と
里
司
の
二
種
類
が
存
在

す
る
︒
こ
の
矛
盾
は
小
匡
�
が
齊
語
を
引
き
寫
し
た
こ
と
に
�
因
す

る
も
の
で
あ
る
︒

(35
)

金
谷
一
九
八
七
結
語
な
ど
︒

(36
)

五
都
に
つ
い
て
は
楊
|
一
九
八
〇
第
六
違
︑
中
央
集
權

政
治
體

制
{
其
重
�
制
度
︑
二

郡
縣
制
度

円
立
を
參
照
︒

(37
)

『
�
記
﹄
田
敬
仲
完
世
家
﹁
威
王
初
卽
位
以
來
︑
不
治
︑
委
政
卿

大
夫
︑
九
年
之
閒
︑
諸
侯
竝
伐
︑
國
人
不
治
︒
於
是
威
王
召
卽
墨
大

夫
而
語
之
曰
﹃
自
子
之
居
卽
墨
也
︑
衛
言
日
至
︒
然
吾
)
人
視
卽
墨
︑

田
野
闢
︑
民
人
給
︑
官
無
留
事
︑
東
方
以
寧
︒
是
子
不
事
吾
左
右
以

求
譽
也
﹄
封
之
萬
家
︒
召
阿
大
夫
語
曰
﹃
自
子
之
守
阿
︑
譽
言
日
聞
︒

然
)
)
視
阿
︑
田
野
不
闢
︑
民
貧
苦
︒
昔
日
趙
攻
甄
︑
子
弗
能
救
︒

衞
取
薛
陵
︑
子
弗
知
︒
是
子
以
�
厚
吾
左
右
以
求
譽
也
﹄
是
日
︑
烹

阿
大
夫
︑
{
左
右
嘗
譽
者
皆
幷
烹
之
︒﹂

(38
)

當
該
時
1
の
戰
國
齊
の
動
向
に
つ
い
て
は
︑
楊
|
一
九
八
〇
の
第

七
違
︑
八
違
を
參
照
︒

(39
)

『孟
子
﹄
公
孫
丑
下
﹁
孟
子
之
�
陸
︒
謂
其
大
夫
曰
﹁
子
之
持
戟

之
士
︑
一
日
而
三
失
伍
︑
則
去
之
否
乎
？
﹂
曰
﹁
不
待
三
︒﹂﹁
然
則

子
之
失
伍
也
亦
多
矣
︒
凶
年
饑
歲
︑
子
之
民
︑
老
羸
轉
於
e
壑
︑
壯

者
散
而
之
四
方
者
︑
q
千
人
矣
︒﹂
曰
﹁
此
非
~
心
之
�
得
爲
也
︒﹂

曰
﹁
今
'
�
人
之
牛
羊
而
爲
之
牧
之
者
︑
則
必
爲
之
求
牧
與
芻
矣
︒

求
牧
與
芻
而
不
得
︑
則
反
諸
其
人
乎
？
抑
亦
立
而
視
其
死
與
？
﹂
曰

﹁
此
則
~
心
之
罪
也
︒﹂

(40
)

臧
知
非
一
九
九
五
は
﹃
管
子
﹄
に
見
え
る
行
政
制
度
と
衣
な
る
こ

と
︑
春
秋
時
代
の
齊
國
の
領
域
の
規
模
か
ら
考
え
て
五
〇
も
の
縣
が

存
在
し
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
︑
縣
の
用
例
に
九
千
家
ほ
ど

の
規
模
を
持
つ
も
の
は
な
い
こ
と
な
ど
を
そ
の
理
由
と
し
て
擧
げ
て

い
る
︒

(41
)

春
秋
1
の
﹁
國
﹂
に
つ
い
て
は
︑
/

(
29
)
參
照
︒

(42
)

余
英
時
二
〇
〇
四
︑
三
六
〜
三
八
頁

(43
)

こ
の
う
ち
︑
É
語
は
本
來
周
語
の
一
部
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

從
っ
て
É
語
を
除
い
た
齊
語
吳
語
越
語
の
四
�
は
︑
他
の
�
と
は
性

格
を
衣
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
吉
本
二
〇
一
六
第
十
二

違
﹁
國
語
成
書
考
﹂
參
照
︒

(44
)

訓
讀
は
安
井
說
に
從
い
︑
監
壹
は
監
視
し
て
同
じ
に
す
る
と
い
う

�
で
解
し
た
︒

(45
)

吉
本
二
〇
〇
三
︑
第
二
違
參
照
︒

(46
)

『
周
禮
﹄
地
官
司
徒
﹁
=
人
掌
邦
之
野
︒
以
土
地
之
圖
︑
經
田
野
︑

�
縣
鄙
形
體
之
灋
︒
五
家
爲
[
︑
五
[
爲
里
︑
四
里
爲
酇
︑
五
酇
爲

鄙
︑
五
鄙
爲
縣
︑
五
縣
爲
=
︒﹂
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(47
)

『國
語
﹄
齊
語
﹁
正
�
之
R
︑
五
屬
大
夫
復
事
︒
桓
公
擇
是
寡
功

者
而
謫
之
︑
曰
制
地
・
分
民
如
一
︑
何
故
獨
寡
功
︒
敎
不
善
則
政
不

治
︑
一
再
則
宥
︑
三
則
不
赦
︒﹂

(48
)

實
際
に
參
や
五
と
い
っ
た
數
字
に
あ
ま
り
現
實
味
が
な
い
と
思
わ

れ
る
理
由
と
し
て
は
︑
例
え
ば
諸
侯
國
は
卿
が
三
人
で
大
夫
が
五
人

と
い
う
考
え
が
﹃
禮
記
﹄
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒﹃
禮

記
﹄
王
制
﹁
大
國
三
卿
︑
皆
命
於
天
子
︒
下
大
夫
五
人
︒﹂
こ
う
し

た
古
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
傳
承
か
ら
數
字
を
¡
擇
し
た
可
能
性
が

高
い
だ
ろ
う
︒

參
考
�
獻

(日
�
)
五
十
c
順

板
野
長
八

一
九
八
三

｢管
仲
の
參
國
伍
鄙
の
制
を
論
じ
て
商
鞅
の
縣
の
制
に
{
ぶ
﹂﹃
東
方
學
﹄
六
六
︑
一
～
一
七
頁

岡
崎
�
夫

一
九
五
〇

｢參
國
伍
鄙
の
制
に
就
て
﹂﹃
東
洋
�
論
叢
：
羽
田
�
士
頌
壽
記
念
﹄
東
洋
�
硏
究
會

(京
都
大
學
�
學
部
內
)︑
二
一
一
～
二
二
三
頁

金
谷
治

一
九
八
七

『管
子
の
硏
究
：
中
國
古
代
思
想
の
一
面
﹄
岩
波
書
店

小
柳
司
氣
太
校

一
九
七
七

『
漢
�
大
系
第
二
十
一
卷

管
子
纂
詁
︑
晏
子
春
秋
﹄
冨
山
£

高
橋
康
浩

二
〇
〇
六

｢管
仲
の
政
治
改
革
﹂﹃
大
東
�
N
大
學
中
國
學
論
集
﹄
二
四
︑
一
～
二
〇
頁

佐
竹
靖
彥

二
〇
〇
三

｢
�
獻
﹃
管
子
﹄
の
領
域
�
成
﹂﹃
人
�
學
報
﹄
三
三
五
︑
一
三
七
～
二
〇
三
頁

佐
�
武
敏

一
九
八
四

｢
 
漢
の
戶
口
瓜
計
に
つ
い
て
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
四
三−

一
︑
一
一
八
～
一
四
一
頁

 
川
三
郞

一
九
二
二

｢國
語
解
題
﹂
(林
泰
輔
一
九
二
二
�
收
)

林
泰
輔

一
九
二
二

『國
譯
漢
�
大
成

國
語
﹄
國
民
�
庫
刊
行
會

增
淵
龍
夫

一
九
七
〇

｢春
秋
戰
國
時
代
の
社
會
と
國
家
﹂﹃
岩
波
§
座
世
界
歷
�
﹄
四
︑
岩
波
書
店

松
木
民
雄

一
九
七
五

｢四
民
不
雜
處
考

︱
上
︱
﹃
國
語
﹄
齊
語
と
﹃
管
子
﹄
小
匡
�
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
三
三
︑
一
〇
三
～
一
一
九
頁

︱
︱
︱
︱

一
九
七
六

｢四
民
不
雜
處
考

︱
下
︱
﹃
國
語
﹄
齊
語
と
﹃
管
子
﹄
小
匡
�
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
三
五
︑
一
二
二
～
一
四
七
頁

安
井
衡

一
八
六
五

『管
子
纂
詁
﹄
玉
山
堂

(小
柳
司
氣
太
校
一
九
七
七
を
)
用
)

山
田
崇
仁

二
〇
〇
六

｢﹃
周
禮
﹄
の
成
書
時
1
・
地
域
に
つ
い
て
﹂﹃
中
國
古
代
�
論
叢
﹄
三
︑
九
六
～
一
五
〇

吉
本
/
0

一
九
八
九

｢國
語
小
考
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
四
八−

三
︑
四
二
一
～
四
五
一
頁
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︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
三

｢
墨
子
兵
技
巧
諸
�
小
考
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
六
二−

二
︑
二
〇
八
～
二
三
五
頁

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
五

『中
國
先
秦
�
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
學
¨
出
版
會

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
六

『出
土
�
獻
に
基
づ
く
左
傳
學
の
再
o
築
﹄
�
成
二
十
五
年
度
～
二
十
七
年
度
科
硏
費
硏
究
成
果
報
吿
書

(中
�
)
拼
c
順

�
德
融
︑
朱
順
龍

二
〇
〇
一

『中
國
斷
代
�
系
列

春
秋
�
﹄
上
海
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A RECONSIDERATION OF THE CANGUOWUBI 參國伍鄙 :

A PLAN FOR THE REFORMATION OF THE QI STATE

MUNE Shutaro

The canguowubi參國伍鄙 was a policy to create a “wealthy state and strong

army” (富國强兵) in ancient China. It is often seen as having been carried out

during the Spring and Autumn period. The canguowubi is described in the two

works : the “Xiaokuang”小匡 chapter of the Guanzi 管子 and the “Qiyu” 齊語

chapter of the Guoyu國語. These descriptions have several serious problems, the

details of the canguowubi differ between the “Xiaokuang” and the “Qiyu,” and there

are moreover contradictions within the “Xiaokuang” itself.

Previous research on the canguowubi assumed that these differences occurred

due to errors in copying by the editor of the “Xiaokuang,” therefore the description

in the “Xiaokuang” was revised based on that in the “Qiyu.”

But in considering such contradictions, we should focus on the causes of the

contradictions and not how the contradictions can be resolved. This paper first

examines the character of the “Xiaokuang” and the “Qiyu” as historical sources

from such a viewpoint, and then, revises the description in the “Xiaokuang.” This

paper attempts to resolve the contradictions in the canguowubi based on an

examination of its character and thus to reconsider the canguowubi itself.

Based on comparison of corresponding expressions and vocabulary of the two

works, the first section confirms that the “Qiyu” was produced earlier than the

“Xiaokuang” and that the editor of the “Xiaokuang” rewrote the “Qiyu” in Qi

dialect. The second section revises the description of the canguowubi in the

“Xiaokuang,” editing it on the basis of what appear to be the most appropriate

choices after a consideration of characteristics of the two, and then resolves the

contradictions in the description of the canguowubi in the “Xiaokuang.” The third

section clarifies difference in editorial purposes of the two works by comparing each

description of the canguowubi with other historical literature and excavated sources

that have a similar plan of administrative organization.

The “Qiyu” chapter focuses on so-called “non-mixed residence of the four

occupations” (四民不雜處), and the purpose of the canguozhibi 參國制鄙 is to

distinguish the guo 國 and the bi 鄙. The greater part of the “Qiyu” describes a

political reformation, and its main goal is to propose a plan of reorganization. In

order to make the description more persuasive, the “Qiyu” reflects the situation of
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the Warring States period, therefore, it is not a description of a plan actually carried

out in the Spring and Autumn period as previously claimed. As for the part

devoted to the“canguo”參國, similar descriptions are seen in other works, therefore,

it is possible that such a plan to form an administrative organization by

accumulating a fixed number of families might actually have been carried out in the

Qi state during the Warring States period.

On the other hand, the “Xiaokuang” focuses on the canguowubi with the aim of

creating a wealthy state and strong army. The “Xiaokuang” chapter changed the

name of the chief of bi to that which corresponded to that of the chief of the guo,

giving the guo and bi the same administrative organization, and by strengthening

the control of bi, made it equal in strength to the guo. Furthermore, as it appears

that a higher administrative unit was placed above shu屬 within the bi, this plan

was also intended to provide for territorial expansion.

This paper concludes that the canguowubi was in fact a plan that reflects the

actual situation in the Qi state during the Warring States period rather than one

implemented in the Spring and Autumn period as has previously been suggested,

and that the aims of the “Qiyu” and the “Xiaokuang” were to propose plans to

reorganize the state system in order to strengthen monarchʼs power and control.

THE SERPENT SLAYING SWORD (ZHANSHEJIAN斬蛇劍) OF

EMPEROR GAOZU OF THE HAN DYNASTY AND

ITS HISTORICAL DEVELOPEMENT

MEGURO Kyoko

The Serpent Slaying Sword is famous in Chinese history as the sword with

which Liu Ban, Emperor Gaozu 高祖劉邦 of the Han dynasty, killed the white

serpent. Since that sword was conveyed in the ritual of accession to the imperial

throne, it can be regarded as the regalia of the Han Dynasty. Nishijima Sadao

previously described the process of how the sword became such a treasure. In this

paper, I reconsidered the process that Nishijima observed and the appearance of the

sword, and then considered the historical development of the sword by further

focusing on the fact that two different lengths for the same sword can be seen in

sources from the Han, Wei, Jin and Northern and Southern Dynasties periods.

In the imperial accession ritual described in the Treatise on Ritual (禮儀志) of
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