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子

産

の

施

策

と

た士，
刀て

教

コ主主

I~'、

品
問

ニコ
n
F

出

雅

鄭
の
子
産
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
左
氏
伝
』
研
究
の
な
か
で
数
多
く
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
法
治
主
義
の
採
用
と
、

ふ
ち
か

「
天
道
は
遠
く
、
人
道
は
遁
し
」
と
い
う
言
葉
と
に
よ
っ
て
、
反
宗
教
的
合
理
主
義
者
で
あ
り
、
伝
統
を
批
判
す
る
進
歩
主
義
者
で
あ

る
、
と
い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
果
し
て
そ
う
で
あ
る
の
か
。
法
治
主
義
の
採
用
そ
の
も
の
が
合
理
主
義
で
も
な
け
れ

ば
革
新
性
を
一
不
す
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
施
策
の
主
眼
が
ど
こ
に
あ
る
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
天
道
は
速
く
、
人
道
は
遁
し
」

と
い
う
言
葉
だ
け
を
断
章
取
義
的
に
解
釈
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
ほ
か
に
も
子
産
の
宗
教
意
識
の
顕
れ
た
部
分
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
え
に
立
ち
、
子
産
の
施
策
の
主
眼
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
子
産
の
宗
教
意
識
は
反
宗
教
的
な
も
の
か
、

と

い
う
二
点
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
小
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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子
産
は
一
一
袈
公
十
九
年
(
前

五
五
回
)
に
卿
に
取
り
立
て
ら
れ
、
間
三
一
十
年
、
伯
有
の
乱
の
鎮
ま
っ
た
後
、
子
皮
よ
り
政
権
を
委
ね

ら
れ
た
。
そ
し
て
す
ぐ
さ
ま
着
手
し
た
の
は
、
親
楚
派
と
親
晋
派
の
抗
争
、
そ
の
後
の
伯
有
の
乱
の
聞
に
蹴
一
属
し
始
め
た
新
興
勢
力
の

弾
圧
と
、
素
乱
し
た
行
政
組
織
を
建
て
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

親
楚
派
・
親
晋
派
と
い
え
ど
も
、
鄭
を
楚
あ
る
い
は
晋
の
領
土
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

い
、
ず
れ
の
傘
下
に
入
る
か
と
い

う
争
い
で
あ
り
、
対
外
的
圧
迫
下
に
あ
る
以
上
、
固
と
し
て
の
纏
ま
り
は
ま
だ
保
た
れ
て
い
る
。
だ
が
、

「天

鄭
園
に
繭
し
て
、

大
園
の
聞
に
介
居
せ
し
め
、
大
園

徳
土
日
を
加
ヘ
ず
し
て
、
乱
以
て
之
を
要
す
」

(
褒
以
年
)

状
態
が
た
と
え
名
目
的
に
で
は
あ
れ
、
鈍
…

く
な
っ
た
時
、
第
一
に
動
き
始
め
る
の
は
、
従
来
の
政
府
に
不
満
を
持
ち
、
動
乱
の
う
ち
に
力
を
蓄
積
し
て
き
た
、
新
興
勢
力
で
あ
ろ

ぅ
。
彼
ら
は
、
混
乱
の
後
の
虚
脱
状
態
に
つ
け
い
り
、
自
ら
に
都
合
の
よ
い
政
府
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
勢
の
な

か
で
、
従
来
の
政
府
の
者
が
国
政
を
左
右
す
る
立
場
に
つ
い
た
な
ら
ば
、
何
を
属
す
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
不
平
分
子
の
弾
圧
と
、

政
府
の
意
志
を
す
み
や
か
に
下
部
に
ま
で
浸
透
さ
せ
得
る
行
政
組
織
の
建
て
直
し
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
国
家
権
力
の
強
化
で
あ
る
。

し

か
し
、

い
か
に
春
秋
時
代
と
は
い
え
、
否
、
春
秋
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
正
当
性
だ
け
を
主
張
し
て
も
な
ん
に
も
な
ら
ぬ
。
名

分
を
充
分
条
件
た
ら
し
め
る
の
は
、
経
済
的
基
盤
で
あ
る
。
経
済
力
及
び
武
力
(
武
力
も
経
済
力
の
一
部
で
あ
る
)
を
パ
ッ
ク
に
し
て

こ
そ
、
新
興
勢
力
を
弾
圧
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

ま
た
そ
の
経
済
力
を
う
ま
く
回
転
さ
せ
、
経
済
を
安
定
さ
せ
、
国
人
の
支
持
を
得

る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
無
か
ら
有
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
ぬ
。
最
も
手
っ
取
り
早
い
の
は
何
か
。
そ
れ
は
田
制

改
革
の
名
の
も
と
に
、
新
興
勢
力
の
経
済
的
基
盤
を
剥
奪
し
、
政
府
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
動
乱
の
な
か
で
、
新
興
勢
力
に
は
、

不
法
に
田
地
を
私
有
化
し
て
い
る
も
の
も
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

『
左
氏
伝
』
裏
公
三
十
年
の
条
に
は
、



子
産
使
都
郡
有
章
、
上
下
有
服
、

田
有
封
温
、
産
井
有
伍
。
大
人
之
忠
倹
者
、
従
市
奥
之
、
泰
修
者
、
因
市
繁
之
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
都
郡
に
章
有
り
、
上
下
に
服
有
ら
使
む
」
と
は
、
地
域
と
身
分
の
王
下
に
従
っ
て
生
活
基
準
を
区
別
し
、
差
等

を
は
っ
き
り
さ
せ
た
こ
と
を
い
う
。

い
わ
ば
、
儒
家
的
身
分
秩
序
を
回
復
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
如
何
な
る
働
き
を
す
る
の
か
。
ま

さ
に
台
頭
し
よ
う
と
す
る
新
興
勢
力
の
取
る
方
法
は
、
従
来
の
身
分
秩
序
を
越
え
、
自
己
の
力
を
誇
示
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、
身
分
秩
序
を
強
化
す
る
こ
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
新
興
勢
力
の
出
鼻
を
く
じ
く
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
伝
統
的
な
も

の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
支
持
を
得
や
す
く
、
効
力
を
持
つ
も
の
と
な
る
。

「
田
に
封
油
有
ら
使
め
」
た
の
は
、
新
興
勢
力
の
私
有
地
の
う
ち
不
法
な
も
の
を
取
り
上
げ
、
弾
圧
す
る
と
と
も
に
、
税
の
増
収
を

子産の施策と宗教意識

図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
税
の
増
収
を
図
っ
た
の
は
、
経
済
的
基
盤
を
固
め
る
の
と
同
時
に
、
一
一
業
公
二
十
七
年
の
和
平
会
議
に
よ
っ
て
晋

-
楚
両
国
に
朝
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
の
費
用
を
捻
出
し
、
更
に
長
年
の
戦
乱
に
よ
る
国
家
の
損
失
を
補
填
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

即
ち
対
内
的
と
対
外
的
と
の
両
面
の
経
済
的
基
盤
を
固
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
経
済
再
建
政
策
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
策
を
実
施
し
た
時
、

か
な
り
の
抵
抗
が
あ
っ
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
だ
が
そ
れ
を
切
り
抜
け
得
た
の
は
、
子
皮

し
r
」
も
わ

「
大
人
の
忠
倹
な
る
者
は
、
従
ひ
て
之
と
奥
に
し
、
泰

を
後
楯
と
し
た
(
後
述
)
、

武
力
と
信
賞
必
罰
の
法
家
者
流
政
策
で
あ
っ
た
。

仲
惨
な
る
者
は
、
因
り
て
之
を
艶
す
」
と
い
う
事
態
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

一
刻
を
争
う
時
に
は
、
儒
者
流
の
な
ま
ぬ
る
い
徳
化
主
義

で
は
如
何
と
も
し
が
た
い
。
飴
と
鞭
で
強
力
に
推
し
進
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

「
忠
倹
な
る
者
」
と
言
わ
れ
る
な
か
に
も
、
新
興
勢
力

は
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
宗
法
的
秩
序

l
礼
に
循
う
限
り
に
お
い
て
、
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
子
産
は
新
興
勢
力
の
弾
圧
と
国
家
経
済
の
再
建
を
も
く
ろ
ん
だ
が
、
新
興
勢
力
は
鎮
ま
っ
た
も
の
の
、
経
済
再

35 

建
は
思
う
ほ
ど
の
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
五
年
後
の
昭
公
四
年
(
前
五
三
八
)
、
丘
賦
を
作
っ
た
。

(
1
)
 

丘
賦
は
元
来
、
軍
事
面
に
お
け
る
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
の
税
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
こ
の
時
、
軍
事
面
に
そ
れ
ほ
ど
の
緊
急
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性
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
国
家
と
し
て
あ
る
程
度
の
軍
事
力
を
持
つ
こ
と
は
、
春
秋
時
代
に
は
、
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
し
か
し
、
裏
公
年
間
の
動
乱
の
世
を
従
来
の
も
の
で
切
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
丘
賦
を
作
る
の
も
、
今
更
と
い

う
感
が
し
な
い
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
子
産
の
丘
賦
は
、
軍
事
面
に
使
用
す
べ
き
費
用
を
、
経
済
再
建
に
流
用
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
裏
公
二
十
七
年
の
和
平
会
議
以
来
、
国
際
情
勢
に
軍
事
を
必
要
と
す
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
に
封
温
を
実
施
し
て
五
年
後
に
行

わ
れ
る
と
い
う
の
も
、
封
、
直
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
の
効
果
が
得
ら
れ
る
か
を
み
る
期
聞
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
正
賦
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
国
人
の
批
難
が
出
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
子
産
は
、

手

b
b勺

を
利
さ
ぱ
、
死
生
之
を
以
ゐ
ん
」
と
決
意
の
ほ
ど
を
述
べ
、
更
に
「
五
口
選
さ
ず
」
と
強
調
す
る
。

「
何
の
害
か
あ
ら
ん
。
有
く
も
一
枇
稜

〈
世
稜
〉
を
保
ち
利
す
こ
と
、
こ
れ

が
自
分
に
与
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。

〈
世
稜
〉
を
保
つ
こ
と
は
、
単
に
国
君
を
保
つ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
裏
公
二
十
五
年
の
妻

嬰
の
言
葉
で
も
わ
か
ろ
う
。
国
君
と
臣
と
国
人
を
結
び
つ
け
る
〈
世
稜

V
-
1
-換
言
す
れ
ば
国
家
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
国
家
た

ら
し
め
る
経
済
力
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
大
切
な
時
期
に
国
人
の
批
判
に
耳
を
貸
す
余
裕
も
な
い
し
、
国
益
に
基
づ
く
施

策
で
あ
る
が
故
に
強
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
の
批
判
は
長
く
続
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
子
産
に
と
っ
て
丘
賦
を
中
止
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
っ
て
、

国
人
の
批
判
を
そ
の
ま
ま
手
を
扶
い
て
傍
観
し
て
い
く
の
も
さ
し
さ
わ
り
が
あ
る
。
そ
こ
で
昭
公
六
年
に
、
刑
書
を
鋳
た
。

刑
書
の
内
容
は
具
体
的
に
は
分
ら
ぬ
が
、
推
測
し
て
み
る
に
、
丘
賦
に
対
す
る
不
満
を
仰
え
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
封
温
・

正
賦
と
実
施
し
て
き
た
彼
の
経
済
政
策
を
強
化
す
る
た
め
に
も
〈
法
〉
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
子
産
に
と
っ
て
、
封
油

丘
賦
と
い
う
経
済
政
策
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
、
刑
室
田
が
そ
の
充
分
条
件
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
子
産
の
政
策
は
、
国
家
経
済
を
再
建
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
と
き
新
興
勢
力
を
弾
圧

し
て
き
た
。
そ
れ
は
子
産
の
行
な
っ
た
政
治
、
行
な
お
う
と
し
た
政
治
が
、
そ
れ
ま
で
の
鄭
圏
内
部
に
お
け
る
貴
族
政
治
に
根
ざ
し
た



も
の
で
あ
り
、
子
産
自
身
保
守
的
考
え
方
を
し
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
子
産
の
政
策
を
み
て
く
る
と
、
法
家
者
流
の
も
の
が
色
濃
く
現
わ
れ
て
い
る
。

で
は
子
産
は
法
家
の
先
駆
で
あ
る
の
か
。

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
儒
者
流
の
考
え
方
が
日
常
の
礼
に
よ
っ
て
現
わ
れ
る
な
ら
、
子
産
は
そ
れ
を
体
得
し
て
い
た
人
で
あ
る
。
こ

れ
は
伯
有
の
死
亡
に
際
し
て
の
記
事
で
も
わ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
儒
者
的
な
も
の
を
知
り
な
が
ら
も
、
事
実
を
事
実
と
し
て
捉
え
、
現

実
に
対
処
す
る
時
、
そ
れ
が
動
乱
期
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
国
政
を
左
右
す
る
立
場
に
つ
い
た
も
の
は
、
法
家
者
的
傾
向
を
帯
、
び
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
儒
家
的
政
治
理
念
を
棄
て
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
理
念
を
実
現
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
こ
そ
、

法
家
的
政
治
技
術
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

子産の施策と宗教意識

刑
童
日
を
鋳
た
こ
と
に
対
し
、
子
産
は
叔
向
よ
り
批
判
を
受
け
る
。
そ
の
批
判
は
、
実
は
儒
家
的
政
治
理
念
を
連
綿
と
説
い
た
も
の
で

守
」
レ
し

あ
る
。
し
か
し
子
産
は
「
子
の
言
の
若
し
」
と
、
全
面
的
に
是
認
し
な
が
ら
も

僑
不
才
、
不
能
及
子
孫
。
五
口
以
救
世
也
。
既
不
承
命
、
敢
忘
大
恵
。

と
一
言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
子
産
に
と
っ
て
か
か
る
理
念
は
既
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
晋
の
大
侍
で
あ
る
叔
向
は
か
か
る

理
念
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
鄭
と
い
う
小
国
で
執
政
と
し
て
行
動
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
子
産
に
は
、
観
念
的
理
念
よ
り
も
、
現
実
に

有
効
な
も
の
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
大
国
の
意
見
役
と
は
異
な
る
現
実
に
決
定
権
を
持
つ
者
の
行
動
で
あ
る
。
彼
に
は
、

三
た
び
諌
め
て
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
去
る
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
子
産
の
施
策
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
あ
ま
り
に
恐
意
的
で
あ
る
、

と
の
そ
し
り
を

免
れ
え
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
。
こ
こ
で
、
そ
の
保
守
性
と
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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子
産
は
裏
公
三
十
年
に
封
温
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
が
、
鄭
に
お
い
て
は
既
に
二
十
年
前
に
同
様
な
田
制
改
革
が
、
子
細
の
手
に
よ
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っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
つ
は
、
説
話
と
し
て
同
ビ
構
成
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
を
進

め
て
い
こ
h
7
。

子
冊
刷
局
田
泊
。

大
人
之
忠
倹
者
、
従
而
奥
之
、
泰
修
者
、
因
而
繁
之
。

白
幽
豆
巻
将
祭
、
請
田
罵
、
弗
許
。

子
張
(
豊
巻
)
怒
、
退
市
徴
役
。

子
産
使
都
郡
有
章
、
上
下
有
服

田
有
封
泊
。

司
氏
堵
氏
侯
氏
子
師
氏
、
皆
喪
田
罵
。

故
五
族
衆
翠
不
達
之
人
、
因
公
子
之
徒
以
作
蹴
。

尉
止
司
臣
侯
膏
堵
女
父
子
師
僕
帥
賊
以
入
、
殺
子
組
。

子
産
奔
音
、
子
皮
止
之
、
市
逐
豊
中
否
。

(
裏
十
年
)

(
裏
三
十
年
)

こ
れ
に
は
幾
分
補
足
が
必
要
で
あ
る
。
田
を
喪
っ
た
の
が
四
氏
で
あ
る
の
に
対
し
、

五
族
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
次
に
出
て
く
る
尉
止

を
含
ん
で
い
る
。
田
温
の
記
事
の
直
前
に
、
子
細
と
尉
止
が
車
に
つ
い
て
争
い
、
尉
止
の
車
は
「
曜
に
非
、
ず
」
|
|
装
飾
が
札
の
規
定

に
過
ぎ
て
い
る
、

と
言
わ
れ
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
根
に
も
っ
て
、
四
氏
と
と
も
に
子
細
を
殺
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
豊
巻
の

行
動
を
五
族
の
乱
と
同
様
に
看
倣
す
の
は
、
封
温
と
は
直
接
の
関
わ
り
は
な
い
も
の
の
、

「
都
都
有
章
、
上
下
有
服
」
に
反
対
す
る
も

の
と
し
て
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
比
較
し
て
み
る
と
、
回
日
温
・
封
泊
を
行
な
い
、
反
対
を
受
け
~
攻
撃
さ
れ
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
同
じ
で
あ
る
。
だ

が
子
細
は
五
族
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
田
泊
が
破
棄
さ
れ
た
の
に
対
し
、
子
産
は
子
皮
の
助
け
に
よ
り
豊
巻
を
逐
い
出
し
、
封
温
が
実
施
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
、
子
産
に
は
大
き
な
勢
力
を
持
つ
子
皮
が
つ
い
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
子
皮
と
い
う
人
物

が
、
子
産
の
政
治
に
色
濃
く
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。



そ
も
そ
も
子
産
が
執
政
と
な
っ
た
の
も
、
子
皮
よ
り
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
何
故
に
子
皮
は
そ
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

宇
都
木
氏
は
、
穆
族
内
部
の
政
権
移
動
に
注
目
さ
れ
、

「
鄭
国
に
は
公
族
の
族
的
秩
序
が
あ
っ
て
、
同
一
世
代
の
者
が
、
長
幼
の
順

に
そ
の
公
族
の
代
表
者
と
な
り
、
そ
れ
が
同
時
に
国
政
の
責
任
者
と
し
て
『
首
園
』

(
2
)
 

位
に
つ
い
た
」
と
い
う
説
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
子
皮
が
子
産
に
政
権
を
委
ね
た
の
も
、
こ
の

恐
ら
く
子
皮
は
、
伯
有
無
き
後
、
鄭
圏
内
に
お
い
て
最
大
の
勢
力
を
持
ち
、
伯
有
の
死
後
一
時
的
に
政
権
を
担
当
し
た
。
し
か
し
、
貴

(
執
政
)
に
就
任
し
た
り
、
ま
た
そ
の
他
の
卿
の

〈
不
文
律
〉

に
従
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

子産の施策と宗教意識

族
政
治
に
は
札
が
必
要
と
考
え
た
か
ら
か
、
七
穆
内
部
の
秩
序

1
〈
不
文
律
〉
に
従
わ
う
と
し
た
か
ら
か
、
子
産
に
政
権
を
委
ね
た
。

せ

ま

お

き

当
初
、
子
産
は
「
園
小
に
し
て
信
ら
れ
、
族
大
に
し
て
寵
多
し
、
矯
む
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
辞
退
し
た
。
実
力
主
義
の
横
行
す
る

中
で
伝
統
的
貴
族
秩
序
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
の
を
み
せ
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
と
、
自
分
の
氏
族
が
さ
ほ
ど
の
勢
力
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
子
皮
は
「
虎
(
子
皮
)
帥
ゐ
て
以
て
聴
か
ば
、
誰
か
敢
へ
て
子
を
犯
さ
ん
」
と
、
最
大

の
勢
力
を
持
っ
て
い
た
竿
氏
が
後
楯
と
な
る
こ
と
に
よ
り
執
政
の
座
に
つ
い
た
。

子
皮
が
子
産
を
選
ん
だ
の
は
、
単
に
執
政
と
な
る
べ
き
順
位
に
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
先
に
子
産

を
伐
ち
、

し
か
る
べ
き
者
を
執
政
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
伯
有
の
乱
の
時
に
、
子
皮
は
子
産
の
行
動
に
つ
い
て
、

死
者
に

「
夫
子

も
耀
あ
り
、
況
ん
や
生
者
を
や
」
と
言
い
、
子
細
氏
が
子
産
を
殺
そ
う
と
し
た
時
に
も
「
躍
は
園
の
幹
な
り
。
躍
有
り
し
を
殺
す
は
、

荒
れ
よ
り
大
な
る
は
莫
し
」
と
言
っ
て
い
る
。
子
産
は
札
を
体
得
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
、
と
い
う
評
価
が
子
皮
に
は
あ
っ
た
。

市品そ
れ
故
に
こ
そ
、
子
産
に
白
羽
の
矢
を
た
て
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
子
皮
か
ら
政
権
を
委
ね
ら
れ
た
子
産
の
政
治
は
、

礼
あ
る
も
の
、
従
来
の
貴
族
秩
序
に
従
お
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

39 

そ
れ
で
は
、
子
産
が
考
え
た
政
治
形
態
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
先
の
宇
都
木
氏
の
説
を
考
え
る
な
ら
、

〈
不
文
律
〉
も
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結
局
は
七
穆
に
よ
る
合
議
制
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
、

一
貴
族
に
よ
る
、
国
人
の
動
向
を
無
親
し
た
専
制
を
極
力
避
け
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

〈
枇
稜
〉

の
存
在
を
危
く
し
な
い
限
り
、
国
人
の
動
向
に
従
お
う
と
す
る
。

こ
の
こ
と
は
子
孔
の
載
書
の
記
事

3pi)
か
ら
も
み
ら
れ
よ
う
。
子
孔
は
誓
約
書
を
作
り
合
議
制
を
廃
し
て
、
貴
族
の
格
式
・
官

位
の
順
に
従
っ
て
事
を
定
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
子
孔
の
専
制
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
子
産
は
誓
約
書
を
焼
く
よ
う
に
願
い

出、

衆
怒
難
犯
、
専
欲
難
成
。
合
二
難
以
安
園
、
危
之
道
也
。
不
如
焚
主
回
以
安
衆
。
子
得
所
欲
、
衆
亦
得
安
、
不
亦
可
乎
。

と
一
言
う
。
こ
の
言
葉
は
、
子
産
自
身
が
合
議
制
を
廃
止
す
る
の
に
反
対
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
国
人
が
国
事
を
決
定
す
る
の
で
は
な
い

が
、
国
人
の
恐
ろ
し
さ
を
知
っ
た
う
え
で
、
治
め
る
方
法
を
考
え
る
も
の
の
言
葉
で
あ
り
、
子
産
の
現
実
的
な
考
え
、
政
治
形
態
の
あ

(
4
)
 

り
方
を
、
明
白
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

子
産
の
施
策
の
意
図
が
こ
で
述
べ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
天
道
は
遠
く
、
人
道
は
遁
し
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
迷
信
を
排

除
し
宗
教
を
否
定
す
る
と
い
わ
れ
る
、
宗
教
意
識
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
子
産
が
宗
教
を
否
定
す
る
も
の
な
ら

ば
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
が
他
の
箇
所
に
も
現
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
古
代
に
お
い
て
は
通
常
宗
教
意
識
と
結
び
つ
い
て

い
る
、
疾
病
観
な
ど
に
も
現
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

『
左
氏
伝
』

の
な
か
で
も
有
名
な
説
話
は
、

疾

膏
宵
に
入
る
」
と
い
う
語
の
出
血
(
で
あ
る
、
成
公
十
年
の
話
で
あ
ろ
う
。

音
侯
夢
、
大
属
被
髪
及
地
、
持
暦
市
踊
、
日
「
殺
余
孫
不
義
。
余
得
請
於
帝
央
日
公
費
、
召
桑
田
亜

o
E言
如
夢
。
公
日
「
何



如
己
日
「
不
食
新
実
は
公
疾
病
、
求
醤
子
秦
o
i
l
i
-
-
未
至
、
公
夢
疾
属
二
竪
子
、
日
「
彼
良
醤
也
。
憧
傷
我
。
罵
逃
之
己
其
一
日

「
居
宵
之
上
・
膏
之
下
、
若
我
何
己
。

こ
の
話
は
、
単
に
先
の
語
の
出
典
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

『
左
氏
伝
』
に
み
え
る
疾
病
観
の
全
て
の
パ
タ
ー
ン
を
含
ん
で
い
る
。
大
属

は
超
同
・
超
括
を
殺
し
た
こ
と
に
対
し
て
罰
を
下
す
、

と
景
公
に
告
げ
る
の
で
あ
る
が
、
罰
の
内
容
は
、
具
体
的
に
は
病
気
で
あ
る
。

(
5
)
 

の
な
か
で
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
病
気
が
何
ら
か
の
行
為
に
対
す
る
罰
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、

『
左
氏
伝
』

ま
た
、
こ
の
時
桑
田
の
亙
が
召
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
病
気
が
重
く
な
っ
て
、
や
っ
と
医
者
が
呼
ば
れ
て
い
る
。

『
左
氏
伝
』

の
な

子産の施策と宗教意識

か
で
は
こ
の
よ
う
に
亙
と
医
と
が
並
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
で
は
何
故
に
昼
が
用
い
ら
れ
る
の
か
。
亙
の
役
割
は
、
常
人
に
は
見
る

こ
と
も
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の

!
l
!
精
霊
と
交
通
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
亙
が
病
気
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
と
い

う
の
は
、
当
時
の
人
々
が
疾
病
を
精
霊
に
よ
る
も
の
と
考
え
、
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
精
霊
及
び
呆
り
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
か
を
知
る
た
め
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
疾
が
二
竪
子
の
姿
を
と
っ
て
夢
に
現
わ
れ

た
と
い
う
が
、
こ
れ
も
疾
病
は
精
霊
に
よ
っ
て
お
こ
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
な
ろ
う
。

な
お
、

「余

(す

帝
に
請
ふ
こ
と
を
得
た
り
」
と
い
う
が
、
大
属
が
天
帝
に
願
い
出
、
そ
の
許
可
を
得
て
大
属
が
罰
を
下
す
の
か

る
と
、
二
竪
子
と
な
っ
た
の
は
大
属
で
あ
る
)
、

そ
れ
と
も
願
い
出
を
受
け
て
天
帝
が
手
を
下
す
の
か
(
す
る
と
、
大
属
は
単
に
夢
の

中
で
そ
れ
を
告
げ
た
だ
け
で
あ
る
)
と
い
う
問
題
が
残
る
が
、

「
左
氏
伝
』
だ
け
で
は
、

い
や
つ
れ
と
も
断
定
し
が
た
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
少
く
と
も
「
左
氏
伝
』

で
は
、
凶
疾
病
は
何
ら
か
の
行
為
に
対
す
る
罰
で
あ
り
、
同
疾
病
自
体
は
精
霊
に
よ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
と
子
産
の
言
葉
と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
子
産
の
疾
病
観
の
特
質
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

41 

山
昭
公
元
年
、
子
産
は
晋
に
行
っ
た
時
、
平
公
の
病
気
に
つ
い
て
卜
人
が
崇
り
を
為
す
と
い
う
実
沈
・
台
駄
に
対
す
る
叔
向
の
質
問
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に
答
え
て
、
そ
の
二
神
の
由
来
を
説
い
た
の
ち
、

「
君
の
身
の
若
き
は
、
則
ち
亦
出
入
・
飲
食
・
哀
楽
の
事
」
に
よ
る
も
の
で
、
二
神

の
崇
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
政
務
の
取
扱
い
方
と
、
姓
を
卜
せ
ず
に
同
姓
の
女
を
入
れ
た
た
め
で
あ
る
、
と
言
う
。
し
か
し
こ
こ
で
否

定
し
て
い
る
の
は
平
公
の
病
気
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
り
、
疾
病
一
般
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
台
駄
は
沿
水
の
神
で
あ
る
と

ま
つ

「
山
川
の
紳
は
、
則
ち
水
田
干
癌
疫
の
災
あ
れ
ば
、
是
に
於
い
て
か
之
を
祭
る
」
と
い
う
。
癒
疫
、
即
ち
流
行
病
の
時

さ
れ
て
い
る
が
、

に
は
山
川
の
神
を
祭
る
の
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
疾
病
と
精
霊
と
の
関
連
性
を
認
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
価
昭
公
七
年
、
病
気
の
平
公
が
夢
に
見
た
黄
熊
は
如
何
な
る
属
鬼
で
あ
る
か
、

と
い
う
韓
宣
子
の
質
問
に
対
し
て
、

以
君
之
明
、
子
潟
大
政
、
其
何
属
之
有
。
昔
尭
唾
係
予
羽
山
、
其
紳
化
属
黄
熊
、
以
入
子
羽
淵
。
賞
馬
夏
郊
、
一
二
代
町
之
。
育
属

盟
主
、
其
或
者
未
之
杷
也
乎
。

と
答
え
た
。
そ
こ
で
韓
官
一
子
が
夏
郊
を
杷
っ
た
と
こ
ろ
、
平
公
の
病
気
が
少
し
癒
え
た
、

と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
係
の
霊
の
化
し
た
黄

熊
が
夢
の
な
か
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
盟
主
た
る
平
公
が
夏
郊
を
杷
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
係
の
崇
り
を
受
け
て
病
気
に
な
っ

た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
平
公
の
病
気
は
、
夏
郊
を
杷
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
罰
で
あ
る
と
看
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
山
・
⑪
と
も
に
、

『
左
氏
伝
』
全
体
に
顕
わ
れ
て
い
る
疾
病
観
と
、
根
本
的
に
は
異
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
基
本
的

性
格
は
同
一
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
そ
こ
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
山
で
は
「
山
川
の
紳
は
、
則
ち
水
田
干
癌
疫
の
災
あ

れ
ば
、
是
に
於
い
て
か
之
を
祭
り
、
日
月
星
辰
の
紳
は
、
則
ち
雪
霜
風
雨
の
時
な
ら
ざ
れ
ば
、
是
に
於
い
て
か
之
を
祭
る
」
と
言
っ
て
、

祭
る
べ
き
場
合
を
限
定
し
、
ま
た
⑪
で
は
「
君
の
明
を
以
て
、
子

大
政
を
矯
す
に
、
其
れ
何
の
属
か
之
れ
有
ら
ん
」
と
、
明
君
賢
相

の
と
こ
ろ
に
は
属
鬼
が
出
現
す
る
は
ず
が
な
い
、

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
疾
病
に
限
ら
ず
、
精
霊

1
鬼
が
呆
り
を
為
す
と
信
じ
て
い
た
こ
と
は
、
伯
有
の
鬼
に
つ
い
て
の
こ
と
か
ら
も
立
証
さ
れ



ょ
う
。
昭
公
七
年
に
、
伯
有
の
亡
霊
に
よ
っ
て
人
心
が
動
揺
し
た
た
め
、
子
産
が
公
孫
洩
(
子
孔
の
子
)
と
良
止
(
伯
有
の
子
)
と
を

立
て
て
宗
廟
を
祭
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
崇
り
は
止
ん
だ
。
子
大
叔
が
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
、

つ
ノ
¥

を
矯
さ
、
ず
。
吾
、
之
が
障
す
る
と
こ
ろ
を
濡
れ
り
」
と
答
え
て
い
る
。
即
ち
、
鬼
の
存
在
を
信
じ
、
そ
の
鬼
が
祭
ら
れ
な
い
時
に
は
也
市

「
鬼
は
揖
す
る
所
有
ら
ぱ
、
乃
ち
属

り
を
属
す
こ
と
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
鬼
が
崇
り
を
為
す
と
い
う
考
え
は
、
そ
れ
以
前
の
人
々
の
信
仰
の
う
ち
に
も
あ
っ
た
。
子
産
も
そ
れ
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
と
い
っ
て
盲
信
す
る
の
で
も
な
い
。
子
産
は
こ
の
信
仰
を
よ
り
理
性
的
に
解
釈
し
、
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
祭
杷

子産の施策と宗教意識

の
条
件
を
限
定
し
、
明
君
賢
相
の
と
こ
ろ
に
は
廃
鬼
は
出
現
せ
ぬ
と
し
、
鬼
は
祭
ら
れ
て
い
る
限
り
属
鬼
と
な
ら
ぬ
と
す
る
こ
と
こ
そ
、

子
産
の
理
性
主
義
の
表
わ
れ
で
あ
る
。

疾
病
観
か
ら
見
る
限
り
、
子
産
は
宗
教
的
観
念
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
「
天
道
は
遠
く
、
人
道
は
遁
し
」
と
い
う

言
葉
は
ど
う
な
る
の
か
。
私
の
見
る
限
り
、
こ
の
言
葉
だ
け
を
抽
出
し
て
、
断
章
取
義
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら

な
い
。
し
か
し
こ
の
説
話
は
、
予
言
に
関
す
る
説
話
群
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
予
言
記
事
の
『
左
氏
伝
』
に
お
け
る
位
置
、
及

び
こ
の
説
話
の
中
心
人
物
で
あ
る
子
産
と
禅
寵
が
こ
れ
ま
で
予
言
に
対
し
て
如
何
な
る
態
度
を
と
っ
て
き
た
の
か
を
考
え
て
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

「
左
氏
伝
』

の
予
言
は
様
々
な
型
式
を
と
る
が
、

い
か
な
る
型
式
を
と
る
に
せ
よ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
予
言
さ
れ
た
通
り
の
結
果
を

も
た
ら
し
て
く
る
。
例
え
ば
、
先
の
成
公
十
年
の
話
に
し
て
も
、
景
公
は
新
麦
を
食
べ
よ
う
と
し
、

か
の
桑
田
の
墨
を
殺
し
た
が
、

しミ
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よ
い
よ
口
に
し
よ
う
と
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
予
言
し
た
者
に
よ
っ
て
は
、
予
言
の
内
容
が
現
実
化
し
な
い
の
で
は
な
い
。
予
言
自
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体
に
何
ら
か
の
聖
的
働
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
津
田
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
予
言
は
後
代
に
附
加
さ
れ
た
も
の

か
も
知
れ
ぬ
が
、

「
左
氏
伝
』
全
体
が
無
数
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
予
言
と
い
う
伏
線
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

予
言
と
い
え
ば
、
子
産
も
予
言
者
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
陳
に
つ
い
て
、

陳
亡
園
也
、
不
可
輿
也
。
主
(
君
弱
植
、
公
子
修
、
大
子
卑
、
大
夫
故
、
政
多
門
、
以
介
於
大
園
。
能
無
亡
乎
、
不
過
十
年
央
。

(
諸
山
年
)

と
言
い
、
伯
有
に
つ
い
て
は

伯
有
特
矯
裁
失
。
詩
以
言
志
。
志
誼
其
上
、
市
公
怨
之
、
以
馬
賓
策
。
其
能
久
乎
。
幸
而
後
亡
。

(
持
一
仁
)

と
一
言
う
。
こ
れ
ら
が
子
産
の
予
言
で
あ
る
。
予
言
の
種
類
か
ら
す
れ
ば
、

〈
礼
の
思
想
〉

か
ら
下
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
固
定
化
し

た
〈
札
の
提
〉
か
ら
で
は
な
い
。

〈
礼
の
提
〉

か
ら
な
さ
れ
る
予
言
は
、
ト
筆
や
夢
占
い
、
占
星
と
同
じ
で
あ
る
。
理
論
的
根
拠
が
固

定
化
し
て
し
ま
っ
た

〈
礼
の
提
〉
に
よ
る
予
言
と
、
事
実
を
事
実
と
し
て
把
握
し
た
現
実
認
識
に
基
づ
く
〈
礼
の
思
想
〉
に
よ
る
予
言

と
は
異
な
る
。
子
産
の
予
言
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
現
実
政
治
に
対
処
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
境
遇
に
よ
る
。
だ
が
、
彼

も
固
定
化
し
た
予
言
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

本
章
の
も
う
ひ
と
り
の
中
心
人
物
、
神
竃
と
の
関
係
か
ら
み
て
み
よ
う
。
禅
竃
は
、
鄭
の
火
災
の
記
事
を
除
け
ば
、
四
度
予
言
し
て

宇

品

え

」

宇

品

わ
り
、
そ
の
う
ち
二
度
は
子
産
も
関
係
し
て
い
る
。
昭
公
九
年
、
陳
に
つ
い
て
「
五
年
に
し
て
陳
特
に
復
た
封
ぜ
ら
れ
ん
。
封
ぜ
ら
れ

て
五
十
二
年
に
し
て
遂
に
亡
び
ん
」
と
予
言
じ
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
子
産
に
答
え
て
、

陳
水
屡
也
、
火
水
妃
也
、
而
楚
所
相
也
o
A
7
火
出
而
火
陳
、
逐
楚
而
建
陳
也
。
妃
以
五
成
、
故
日
五
年
。
歳
五
及
鶏
火
、
而
後
陳

卒
亡
。
楚
克
有
之
、
天
之
道
也
。
故
田
五
十
二
年
。



と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
翌
十
年
に
も
、
惑
星
が
婆
女
の
宿
に
懸
っ
た
の
を
見
て
、
子
産
に
告
げ
「
七
月
戊
子
、
耳
目
君
特
に
死
せ
ん
と
す
」

と
予
言
し
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、

A
7
草
歳
在
踊
項
之
虚
。
萎
氏
任
氏
、
賓
守
其
地
。
居
其
維
首
、
而
有
妖
星
駕
、
告
邑
萎
也
。
邑
萎
膏
之
枇
也
。
天
以
七
紀
。
戊
子

逢
公
以
登
、
星
斯
於
是
乎
出
。
五
口
是
以
誠
之
。

と
言
う
。
こ
れ
ら
の
予
言
の
理
論
的
根
拠
に
対
す
る
現
代
的
評
価
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
理
論
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
基

盤
は
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
子
産
も
そ
れ
に
反
論
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
子
産
自
身
、
予
言
、
が
適
中
し
て
い
く
こ
と

子産の施策と宗教意識

を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
に
、
周
王
と
楚
子
と
の
死
亡

(
1
十
日
)
、
伯
有
の
死
(
ヨ
十
日
)

に
関
す
る
神
竃
の
予
言
も
現
実
化
し
て
い

る
。
し
か
し
、
現
実
的
理
性
主
義
的
な
思
惟
方
法
を
と
る
子
産
に
は
、
そ
の
よ
う
な
国
定
化
し
た
予
言
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と

回
以
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
昭
公
十
七
・
十
八
年
の
鄭
の
火
災
に
関
す
る
記
事
は
ど
う
な
る
の
か
。
袴
竃
は
子
産
に
「
宋
衛
陳
鄭
、
終
に
同
日
に
火

あ
ら
ん
と
す
。
若
し
我

瑳
出
{
斗
・
玉
墳
を
用
ふ
れ
ば
、
鄭
必
ず
火
あ
ら
ず
」
と
告
げ
る
。
予
言
の
理
論
的
根
拠
は
、
申
須
・
梓
慎
の
言

と
同
一
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
翌
十
八
年
、
鄭
に
火
災
が
お
こ
る
と
「
吾
が
言
を
用
ひ
ざ
れ
ば
、
鄭
又
特
に
火
あ
ら
ん
と
す
」
と
言
う
が
、

い
づ
く

駕
ん
ぞ
天
道
を
知
ら
ん
。

子
産
は
聴
か
ず
に
「
天
道
は
遠
く
、
人
道
は
通
し
。
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
。
何
を
以
て
之
を
知
ら
ん
。
竃

b
め

是
れ
亦
多
言
な
り
、
宣
に
信
も
或
ら
ざ
ら
ん
」
と
丑
一
雪
ノ

O

と
こ
ろ
で
、
こ
の
話
に
は
他
の
占
星
に
よ
る
予
言
と
異
な
っ
た
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
の
場
合
予
言
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
を
廻

避
す
る
方
法
は
述
べ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
と
、
昭
公
十
八
年
の
予
言
の
理
論
的
根
拠
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
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子
産
の
「
是
亦
多
一
言
失
、
山
立
不
或
信
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
理
論
的
根
拠
の
欠
如
し
た
予
言
に
つ
い
て
言
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
伯
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有
の
死
に
つ
い
て
も
理
論
的
根
拠
が
欠
如
し
て
い
な
が
ら
適
中
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
う
と
ば
か
り
も
言
う
こ
と
は
で
き
な

しミ
O 

子
産
も
鄭
に
火
災
の
あ
る
こ
と
は
確
信
し
た
。
し
か
し
、
神
竃
の
言
う
方
法
で
火
災
を
廻
避
で
き
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
天
文
に
現

わ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
は
如
何
と
も
し
が
た
い
。
と
す
れ
ば
、
火
災
の
お
こ
る
の
を
前
提
に
し
て
、
我
々
は
人
と
し
て
の
行
な
い
を
泊

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
対
処
し
て
い
く
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
確
か
に
禅
竃
は
占
星
術
を
心
得
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は

あ
く
ま
で
未
来
に
お
い
て
も
避
け
得
ざ
る
予
言
で
あ
っ
て
、
瑳
町
一
斗
・
玉
措
を
用
い
る
と
い
う
場
当
り
的
な
方
法
で
は
廻
避
で
き
ぬ
こ
と

を
知
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が
先
の
言
葉
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
は
子
産
な
り
の
理
論
に
よ
る
発
言
で
あ
る
。

観
念
を
よ
り
理
性
的
に
解
釈
し
よ
う
と
試
み
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
の
疾
病
観
や
魂
塊
論
(
昭
切
年
)

以
上
の
如
く
、
子
産
は
予
言
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
伝
統
的
宗
教
観
念
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
彼
は
従
来
の
宗
教

(
8
)
 

.
龍
に
関
す
る
記
事

(
昭
十
一

F
)
か
ら
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
子
産
は
宗
教
を
否
定
す
る
立
場
で
は
な
く
、
宗
教
改
革
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

四

こ
れ
ま
で
我
々
は
子
産
の
施
策
と
宗
教
意
識
と
を
み
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
従
来
革
新
的
政
治
家
で
あ
り
、
法
家
的
政
治
を
行

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
彼
の
施
策
は
、
国
家
経
済
を
再
建
し
、
伝
統
的
貴
族
政
治
を
維
持
す
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い
た
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
宗
教
意
識
に
し
て
も
、
伝
統
的
宗
教
意
識
と
相
反
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
根
本
的
に
は
異
な
ら
な
い
が
、
法

治
主
義
を
採
用
し
た
り
、
あ
る
い
は
宗
教
意
識
に
お
い
て
も
、
よ
り
理
性
的
に
新
し
い
解
釈
を
加
え
て
き
た
。
子
産
が
こ
の
よ
う
に
従



来
の
も
の
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
理
性
的
な
解
釈
を
と
っ
て
き
た
の
は
、
彼
自
身
執
政
と
し

て
国
政
を
左
右
す
る
立
場
で
あ
る
た
め
に
、
現
実
を
現
実
と
し
て
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

子
産
が
合
理
主
義
者
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
ぬ
。
だ
が
そ
れ
は
宗
教
を
否
定
す
る
自
然
科
学
的
合
理
主
義
で
は
な
い
。
深
い
宗

教
的
心
情
を
持
ち
、
よ
り
高
度
に
純
化
さ
れ
た
宗
教
理
論
へ
と
導
く
も
の
で
あ
り
、
理
神
論
へ
と
む
か
う
流
れ
に
位
置
す
る
も
の
で
あ

る

子産の施策と宗教意識

注(
1
)
佐
藤
武
敏
氏
「
春
秋
時
代
魯
国
の
賦
税
制
度
に
関
す
る
一
考
察
」
(
『
中
国
古
代
の
社
会
と
文
化
』
)
、
加
藤
繁
氏
「
支
那
古
田
制
の
研

究
」
(
『
支
那
経
済
史
考
証
上
』
)
、
宮
崎
市
定
氏
「
中
国
古
代
賦
税
制
度
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究
1
』
)
な
ど
を
見
ら
れ
た
い
。

(
2
)
宇
都
木
章
氏
「
鄭
の
七
穆
|
|
ー
子
産
の
立
場
を
中
心
と
し
て
|
|
i
」
(
『
中
国
古
代
史
研
究
田
』
)
。

(
3
)
こ
の
こ
と
は
、
伯
有
の
乱
の
最
中
の
、
「
伯
有
開
鄭
人
之
盟
己
也
怒
、
聞
子
皮
之
甲
不
奥
攻
己
也
喜
日
「
子
皮
奥
我
失
』
」
と
い
う
記
事

に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
竿
氏
の
こ
の
勢
力
は
、
子
竿
・
子
展
・
子
皮
の
三
代
に
亙
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
も
の
で
、
国
人
に
施
す
な
ど
し
て
支

持
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
4
)
増
淵
龍
夫
氏
「
春
秋
戦
国
時
代
の
社
会
と
国
家
」
(
岩
波
『
世
界
歴
史
4
』
)
参
照
。

(
5
)
信
公
二
十
八
年
に
「
膏
侯
有
疾
。
曹
伯
之
竪
侯
嬬
貨
笈
史
、
使
日
『
以
曹
矯
解
』
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
偽
ら
す
こ
と
の
で
き
た
背

景
に
は
、
病
気
が
あ
る
行
為
に
対
す
る
罰
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
哀
公
六
年
に
「
若
祭
之
、
可
移
於
令
手
司

馬
」
と
い
う
の
は
、
病
気
が
精
霊
に
よ
る
と
い
う
考
え
の
顕
わ
れ
で
あ
る
。

(
6
)
こ
の
よ
う
に
祭
杷
の
条
件
を
限
定
す
る
の
は
、
哀
公
六
年
の
「
三
代
命
紀
、
祭
不
越
望
o
l
i
-
-
繭
一
幅
之
至
、
不
是
過
也
。
不
穀
難
不
徳
、

河
非
所
獲
罪
也
」
に
も
み
ら
れ
る
。

(
7
)
段
玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
・
食
楢
『
葦
経
平
義
』
・
竹
添
光
鴻
『
左
氏
曾
筆
』
な
ど
は
、
神
竃
と
禅
譲
を
同
一
人
物
と
す
る
。
し
か
し
、

杜
預
の
注
・
『
史
記
』
天
宮
書
・
『
漢
書
』
古
今
人
表
、
更
に
、
枠
竃
は
す
べ
て
占
星
に
よ
る
予
言
で
あ
り
、
禅
議
の
予
言
は
礼
の
思
想
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に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
別
人
と
看
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
8
)
こ
の
記
事
も
祭
紀
の
条
件
を
限
定
す
る
も
の
と
看
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
池
田
末
利
氏
「
春
秋
合
理
主
義
の
再
検
討
」

学
部
紀
要
二
七
』
)
二
二

1
三
頁
参
照
。

(
『
広
島
大
学
文

(
大
学
院
学
生
)


