
周
公
と
王
奔

i

i
王
芥
期
に
お
け
る
周
公
居
摂
践
昨
の
解
釈
i

i

序

照
王
朝
創
設
後
ま
も
な
ぐ
武
王
が
崩
御
し
、
後
納
の
成
主
に
代
わ

っ
て
潟
公
が
政
治
を
執
行
し
た
。
周
公
の
こ
の
執
政
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
の
議
論
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
戦
国
期
に
お

い
て
で
あ
る
。
戦
国
期
は
『
設
問
』
(
吋
尚
議
』
)
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て

ゆ
く
過
程
で
あ
る
と
と
も
に
、
胞
の
建
問
闘
を
一
記
す
「
五
詰
」
な
ど
の

諸
篇
の
内
容
が
関
わ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
田
川
は
ど
の
よ
う
に
王

朝
を
ひ
ら
き
、
そ
の
権
力
基
盤
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
か
が
考
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
も
、
問
問
公
の
執
教
は
…
つ
の

大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。

さ
て
戦
爵
期
の
人
々
が
示
し
た
こ
の
執
政
問
題
に
対
す
る
見
解
は

「

1
)

『
戸
子
』
『
逸
周
智
之
『
韓
非
子
』
な
ど
に
見
え
る
。
そ
れ
ら
は
基
本

的
に
は
…
致
し
て
お
り
、
国
間
公
民
摂
践
件
設
(
以
下
、
既
知
摂
践
昨
説
と

い
う
〉
と
よ
ば
れ
る
。
そ
の
説
は
、
な
ど
の
諾
篇
に
あ
っ
た

間

嶋

潤

成
王
を
指
す

ムJ

の

が
幼
少
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ

に
お
い
て
館
公
の
こ
と
ば
の
ま
え
に
冠
せ
ら
れ
て
い
た

に
よ
る
と
、
関
川
公
は
王
と
称
し
て
い
た
と
い
え
る
こ
と
、

さ
ら
に
さ
諮
」
の
な
か
の
「
洛
諾
」
一
篇
の
結
尾
に
あ
っ
た
「
惟

れ
周
公
結
い
に
文
・
武
の
受
命
を
保
つ
こ
と
、
堆
れ
七
年
な
り
」
の

「
七
年
」
は
路
公
の
執
政
の
期
間
と
解
し
う
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
と

し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
説
明
さ
れ
て
い
た
。

成
主
は
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
、
武
王
を
嗣
ぐ
天
子
と
し
て
即
位
で

き
ず
太
子
の
地
伎
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
馬
公
は
文
王
の
子
・
武
王
の

弟
に
し
て
成
主
の
叔
父
と
い
う
立
場
に
も
と
づ
い
て
、
成
王
の
居
摂

(2) 

(
摂
に
居
る
)
i
i
摂
政
に
就
任
す
る
と
同
時
に
、
践
昨
(
昨
を
践
む

v
i

天
子
に
問
即
位
し
て
王
と
称
し
た
。
居
摂
践
件
す
る
こ
と
七
年
に
し
て
、

罵
公
は
政
治
を
成
王
に
返
し
た
、
と
。

以
上
に
お
い
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
居
摂
の
「
摂
」
の
意
味
で

あ
る
c

そ
れ
は
助
け
る
、
代
わ
る
と
い
う
意
味
を
あ
わ
せ
も
つ
。
つ

(1) 



ま
り
居
摂
銭
件
説
に
お
け
る
周
公
の
摂
政
は
、
幼
少
の
成
主
を
助
け
、

本
来
は
成
支
が
即
位
し
て
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
っ
た
支
の
政
治
を
代

行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
成
玉
、
が
郎
位
し
て
親

政
で
き
る
年
齢
に
達
す
る
と
、
周
公
は
践
砕
か
ら
退
き
、
そ
れ
ま
で

お
こ
な
っ
て
い
た
政
治
を
成
主
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
の

こ
う
し
た
居
摂
践
件
説
は
、
前
漢
初
に
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
る
。

韓
嬰
語
科
詩
外
伝
』
や
、
「
礼
記
』
一
の
「
文
王
世
子
」
「
明
堂
位
」
な

ど
に
そ
れ
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
前
漢
初
は
先
秦
以
来
の
明
帯
一
一
之
が

古
川
書
』
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
居
摂
銭
件
説
は
当
然

『
尚
書
』
解
釈
と
し
て
展
開
閉
す
る
こ
と
に
な
る
。
最
初
の
『
尚
設
立

解
釈
の
著
述
と
い
え
る
、
伏
生
と
そ
の
門
人
の
欧
揚
生
・
張
生
に
な

る
古
川
敢
闘
大
伝
b

は
「
孫
子
」
を
「
撤
線
」
に
あ
る
年
齢
に
特
定
し
て
ー

居
摂
践
件
説
を
強
く
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
の
局
公
の
居
摂
践
鮮

は
武
王
崩
御
の
と
き
の
成
主
が
幼
け
れ
ば
幼
い
ほ
ど
合
理
化
で
き
る

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
に
し
た
が
う
と
、
照
公
が
政
治

を
返
す
七
年
後
の
成
王
は
十
歳
に
も
満
た
な
い
年
齢
で
あ
る
σ

こ
れ

で
は
成
主
の
親
政
は
可
能
で
あ
る
の
か
、
が
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
周
公
の
七
年
の
執
政
期
間
は
史
実
で
あ
っ
た
。
が
そ
の

よ
う
な
年
齢
で
あ
っ
て
も
元
服
し
て
親
政
し
た
、
と

は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
の
そ
し
て

の
こ
の
解
釈
が

以
後
の
居
摂
銭
件
一
説
の
定
説
と
な
る

G

『
尚
骨
一
一
回
大
伝
』
片
山
一
方
に
お
い
て
、
居
摂
践
昨
説
と
は
異
な
る
馬

公
の
執
政
に
撰
す
る
見
解
も
示
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
局
公
摂
政
談

(
以
下
、
摂
政
設
と
い
う
)
で
あ
る
。
こ
の
説
は
局
公
の
銭
昨
を
否
一
定

し
て
成
王
の
即
位
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
摂
」
の
意
味

は
居
摂
践
件
説
に
お
け
る
そ
れ
と
同
意
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
成
王
は

幼
少
で
あ
っ
た
が
十
分
に
部
位
し
う
る
年
齢
に
達
し
て
お
り
、
問
問
公

は
天
子
成
王
を
檎
佐
す
る
た
め
に
仮
に
王
と
称
し
て
政
治
に
あ
た
っ

て
い
た
と
い
う
の
が
、
『
尚
番
大
伝
』
の
摂
政
説
で
あ
る
。

こ
の
授
政
説
が
局
公
の
執
政
に
つ
い
て
の
説
と
し
て
、
前
漢
期
を

通
じ
て
次
第
に
有
力
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く

G

前
漢
の
皇
帝
集
権
が

強
化
さ
れ
る
に
つ
れ
、
一
時
的
で
あ
ろ
う
と
も
臣
下
で
あ
る
は
ず
の

周
公
が
践
昨
す
る
こ
と
な
ど
は
許
さ
れ
る
事
態
で
は
な
い
と
認
識
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
つ

し
か

3
U
Y
 

(2) 

。〉

こ
れ
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

確
立
し
た
武
帝
の
こ
ろ
に
お
い
て
も
、
そ

際
に
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
一
「
尚

解
釈
を
背
後
に
も
つ
、
巧
馬
遼
「
史
記
』
の
「
期
公
本
紀
」
「
魯

路
公
の
執
政
に
か
か
わ
る
記
述
に
は
持
説

で
あ
る
。

に
比
擁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

々
な

び〉



そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
し
た
の
が
、

へ
の
道
を

民
摂
践
昨
説
で
あ
る
。
王
奔
は
そ
れ
に
よ
っ

ひ
ら
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

小

稿

は

か

わ

っ

て

、

府

摂

践

昨

設

が

ど

の

よ
う
に
と
り
あ
げ
ら
れ
解
釈
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
検
討

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
こ
れ
は
従
来
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て

い
な
い
問
題
で
あ
る
の

。〉
閣
公
に
比
擬
す
る
王
奔

五
葬
は
前
襟
第
十
代
巣
帝
元
常
の
(
以
下
、
芝
川
と
よ
ぶ
)

庶
母
弟
主
蔓
の
次
予
で
あ
っ
た
。
一
応
帝
が
崩
御
し
、
一
見
后
の
子
の

成
母
が
即
位
す
る
と
、
忠
治
太
戸
市
一
冗
后
の
兄
弟
は
外
戚
と
し
て
勢
力
を

も
ち
は
じ
め
、
五
芥
も
伯
父
王
鳳
の
推
薦
に
よ
っ
て
黄
門
郎
と
な
り
、

以
後
そ
の
地
位
を
次
第
に
高
め
、
威
を
振
る
う
よ
う
に
な
る
。
一
冗
寿

一
一
年
(
前
一
一
)
、
元
信
の
子
の
定
絢
恭
主
藤
の
子
で
あ
っ
た
第
十
二
代

血
統
帝
哀
帝
が
崩
御
し
た
。
元
信
は
線
朝
し
て
、
五
葬
を
大
司
馬
に
任

じ
、
こ
の
と
き
九
歳
で
あ
っ
た
、
一
克
容
の
庶
孫
の
中
山
王
箕
子
を
即

位
さ
せ
る
。
こ
れ
が
平
帝
で
あ
る
。
こ
こ
に
王
葬
の
独
裁
的
な
政
治

が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
王
葬
が
自
ら
を
周
公
に
比

擬
し
て
そ
の
故
(
事
を
再
現
す
る
幕
開
け
で
も
あ
っ
た
。

翌

年

の

王

葬

は

あ

ら

か

じ

め

益

州

)
の
正
月
、

後

て
い

の
摂
政
に
あ
た
っ
て
太
平
を
招
来

の
交
妹
都
の
南
方
に
あ
っ
た
越
裳
氏
が
中
国
に
来

し
た
と
い
う
故
事
の
再
現
で
あ
る
の
つ
ま
り
、
五
葬

補
佐
す
る
自
ら
の
地
位
を
罵
公
に
比
擬
し
た
の
で
あ

し
て
元
后
は
、
そ
の
自
雄
を
関
川
公
が
成
主
を
補
佐
し
た
こ

と
考
え
、
主
葬
に
平
帝
を
輔
翼
し
て
太
平
を
実
現
す
る

る
と
と
も
に
、
安
漢
公
の
称
号
を
あ
た
え
る
認
を
く
だ
す
。

漢
を
安
泰
に
し
た
と
の
王
葬
の
功
績
を
意
味
し
、
周
公
が

つ
に
悶
叫
ん
で
惜
別
公
と
称
し
て
い
た
こ
と
に
も
と
づ
く
称
号
で
あ
っ

たの一 し
た
と
き
、

るのと
σ3 

(3) 

(
後
開
)
、
の
娘
が
平
帝
の
活
に
立
て
ら
れ
、
王
葬

は
外
戚
と
な
る
。
こ
の
と
き
元
后
は
、
王
葬
の
功
績
が
段
の
阿
衡
の

伊
予
、
践
の
太
宰
の
問
料
公
に
匹
敵
し
て
い
る
と
考
え
、
安
漢
公
王
葬

に
宰
衡
の
称
号
を
賜
る
。
こ
う
し
て
玉
奔
の
位
は
、
諾
侯
王
の
上
に

あ
る
こ
と
に
な
っ
た
c

元
始
年
間
刊
に
入
っ
て
、
王
葬
は
「
礼
を
制
し
楽
を
作
る
」
(
以
下
、
「
制

札
作
楽
」
と
い
う
)
を
し
ば
し
ば
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
摂
敦
周

公
が
す
す
め
た
「
制
札
作
楽
」
に
散
う
功
績
を
立
て
よ
う
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
王
葬
が
お
こ
な
っ
た
の
は
、
宮
制
の
改

札
制
の
っ
た
。
一
元
始
四
年
、
王
葬
が
南
北
郊
記
を
修



立
し

-
霊
台
を
建
造
し
た
と
き
、
群
百
は
一
元
后
に
つ
ぎ
の
よ

う
に
上
奏
す
る
つ
関
川
公
は
摂
政
の
七
年
間
を
か
け
て
「
制
札
作
楽
」

を
完
成
さ
せ
た
が
、
安
漠
公
は
そ
れ
を
僅
か
四
年
間
で
な
し
と
げ
た
。

も
は
や
九
錫
を
賜
う
以
外
に
は
な
い
、
と
。
一
冗
后
は
そ
れ
を
「
可
」

と
し
、
九
錫
の
法
を
議
論
せ
よ
と
の
詔
を
く
だ
す
の
で
あ
る
つ

翌
五
年
(
後
五
)
、
主
葬
は
九
錫
の
議
に
つ
い
て
は
辞
退
し
、
今
後

も
「
制
札
作
楽
」
に
励
み
た
い
と
す
る
旨
の
上
奏
を
お
こ
な
う
。
こ

れ
に
対
し
て
元
后
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
認
を
く
だ
す
。
宰
衡
は
扶
(
…
見

応
)
を
締
け
る
こ
と
五
年
、
「
判
例
礼
作
楽
」
に
よ
っ
て
天
下
は
和
合
し
、

麟
・
鼠
・
亀
・
縫
な
ど
の
端
祥
が
し
き
り
に
現
れ
て
い
る
の
安
漢
公

は
い
ま
、
宰
備
に
し
て
上
公
で
あ
る
。
こ
こ
に
九
錫
を
加
賜
す
る
、
と
。

元
信
は
五
葬
に
よ
る
「
制
札
作
楽
」
は
完
成
し
、
ま
た

て
い
た
太
平
も
実
現
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

て
九
錫
を
う
け
ざ
る
を
え
な
か
っ

人
肢
を
撮
め
る
こ
と
に
な
る

η

こ
れ
に
よ
っ
て
、

劉
援
の
上
難
問
と
ま
舜
の
品
一
一
向
上

王
芥
が
九
錫
を
う
け
た
あ
と
す
ぐ
さ
ま
、
漢
の

は
、
王
芥
の
処
遇
を
提
議
す
る

子
と
称
し
、
府
公
、
摂
に

く
安
漢
公
を
し
て
天
子
の

の
泉
陵
君
制
的

幼
少
の
と
き
、

今
、
帝
、

こ
と
、
間
公
の

こ
の
上
書
は
ど
の
よ
う
に
考
え

と
い
う
よ
蓄
を
一
元
活
に
お
こ
な
う
。

ら
れ
る
の
で
争
の
ろ
う
か
号

「
周
の
成
玉
、
幼
少
の
と
き
、
議
子
と
称
し
、
爵
公
、
摂
に
居
る
」

は
摂
政
説
を
い
う
。
摂
敦
説
は
成
王
の
郎
位
を
前
提
と
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
い
ま
の
平
者
の
存
在
と
リ
ン
ク
す
る
。
す
な
わ
ち
平
告

は
「
春
秋
に
富
む
}
十
四
歳
で
あ
り
、
成
主
と
開
様
に
幼
少
の
年
齢

と
い
え
、
そ
れ
故
に
王
奔
は
局
公
に
倣
っ
て
摂
政
に
就
き
天
子
の
職

務
を
代
行
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提
議
が
劉
慶
の
上
書
で
あ
っ
た
。

こ
れ
よ
り
以
前
、
王
葬
は
す
で
に
摂
政
説
を
念
頭
に
お
い
て
自
ら

を
平
帝
の
摂
政
に
泣
震
づ
け
て
お
り
、
元
信
も
そ
れ
を
認
め
て
い
た
。

つ
ま
り
劉
援
の
上
警
は
こ
れ
に
沿
っ
て
、
王
葬
の
摂
政
を
正
式
に
決

定
す
る
よ
う
元
后
に
求
め
る
も
の
と
い
え
る
。
群
症
は
こ
の
提
議
に

芦
を
揃
え
賛
同
す
る

3

ま
た
元
后
も
了
承
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
した

だ
し
劉
壌
が
漢
の
宗
常
別
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
σ

す
で
に
宰
衡
の
称
号
を
鴻
い
諸
校
五
の
上
位

に
あ
っ
た
う
え
に
、
さ
ら
に
九
錫
を
賜
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
芥

り
う
る
威
勢
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鶴
慶
は
主

退
け
そ
れ
を
実
行
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
。
か

は
呼
つ
け
て
王
葬
を
牽
制
し
た
と
も
考
え

h

ら
れ
る
の
で

(4) 

;
}
白
ん
一

変〆一



し

か

し

閉

じ

の

十

二

月

、

で

あ

っ

た

平

者

は

十
四
歳
で
夫
折
す
る
。
併
の
系
統
は
こ
こ
で
絶
た
れ
る
の
平
常
の

こ
の
死
に
つ
い
て
壬
芥
の
毒
殺
説
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
吋
漢
書
b

に
は
一
切
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
王
葬
の
悪
練
さ
を
あ
げ
つ
ら
う
た
め

に
つ
く
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

ヤ
ホ
葬
は
そ
の
月
の
う
ち
に
第
九
代
皇
帝
室
婿
の
玄
孫
嶋
一
十
三
人
の

な
か
か
ら
、
最
も
幼
く
、
僅
か
二
歳
で
あ
っ
た
劉
山
裂
を
後
嗣
と
し
て

選
ぶ
。
こ
れ
に
は
劉
嬰
の
人
祁
が
最
も
青
で
あ
る
と
い
う
瑚
由
を
つ

け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
成
人
し
て
い
る
も
の
を
嫌
っ
た
と
い
う
の

が
実
際
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
主
芥
は
平
帝
の
死
を
契

機
と
し
て
、
問
問
公
の
執
政
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
説
で
あ
る
居
摂

践
件
説
に
性
お
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
の

が
太
保
の
壬
舜
の
元
信
へ
の
一
一
一
一
m
k
と
、
こ
の
一
一
一
一
向
上
を
う
け
る
元
后
の

認
で
あ
る
ο

つ
ぎ
に
こ
の
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
。

一
十
一
葬
、
が
後
制
選
び
に
入
っ
た
伺
じ
十
二
月
に
、
前
輝
光
の
謝
繋
が

奇
妙
な
白
石
の
出
現
を
一
見
后
に
上
奏
す
る
。
武
功
県
の
県
長
の
孟
通

が
井
戸
を
扱
う
と
、
「
上
向
下
方
」
の
白
石
を
得
た
c

そ
れ
に
誌
「
丹

欝」

i
赤
い
文
字
で
ω

記
さ
れ
た
「
安
漢
公
奔
に
告
ぐ
、
皇
帝
と
為
れ
」

(
告
安
漢
公
葬
、
為
患
帝
)
の
入
字
が
あ
っ
た
、
と
。
元
信
は
こ
れ
を

天
下
を
た
ぶ
ら
か
す
も
の
と
し
て
退
け
る
。

こ

こ

で

王

舜

が

く

の

如

け

れ

ば

、

奈

何

と

も

す

可

く

な
く
し
て
、

と

カ
も
て
立

八
字
を
入
力
で
は
削
除
止
で
き
な
い
天
命
と
し

う
と
す
る
言
上
で
あ
る
。
王
舜
は
王
葬
の
緩

で
に
王
葬
の
意
向
に
沿
う
上
奏
を
…
冗
后
に
お

の一
M
m

上
も
王
葬
の
元
后
へ
の
意
向
を
代
弁
す

る
役
さ
ら
に
白
石
に
は
、
八
字
を
天
命
と
す
る

え
ら
れ
て
い
る

3

こ
の
こ
と
は
、
出
石
の
出
現

か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

方
」
と
い
う
形
体
が
、
そ
の
装
援
の
一
つ
で
あ

は
、
天
は
動
い
て
円
を
描
き
、
地
は
静
止
し
て

方
形
で
あ
る
と
い
う
宇
宙
構
造
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形

体
を
も
っ
白
石
は
、
ま
さ
に
天
が
く
だ
し
た
瑞
祥
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
ま
た
「
丹
襲
」
と
い
う
タ
j
ム
も
玉
葬
が
故
意
に
用
い
さ
せ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
丹
世
一
一
面
」
は
戦
国
末
の
制
御
街
以
来
、
天
の
こ

(6) 

と
ば
が
記
さ
れ
て
い
る
瑞
祥
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

八
学
は
天
命
と
し
て
装
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
白
容
の
八
字
の
よ
う
に
瑞
祥
(
符
)
に
一
記
さ
れ
た
天

命
を
王
奔
と
そ
の
腹
心
た
ち
は
「
符
命
」
と
よ
び
、
そ
の
出
現
を
以

後
の
前
漢
纂
奪
の
過
程
の
な
か
で
し
ば
し
ば
利
用
す
る
。

王
舜
は
以
上
を
う
け
て
「
た
だ
摂
と
称
し
て
以
て
其
の
権
を
重
く

し
、
天
下
を
填
癒
せ
ん
と
欲
す
る
の
み
」
と
ユ
一
一
向
上
を
結
ぶ
。
王
奔
は

るの

てJ仁、
ぴ〉

る
も
の

る
。
「
ト
ん

(5) 



「
摂
」
と
称
し
て
己
の
権
威
を
重
く
し
、
天
下
を
安
定
に
さ
せ
た
い

と
願
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
主
張
さ
れ

て
い
る
の
は
、
摂
政
の
地
位
の
も
と
で
「
皇
帝
と
為
る
」
こ
と
が
王

努
の
瀬
い
で
あ
り
、
そ
れ
が
天
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
つ
そ

し
て
王
芥
の
F

}

の
執
政
の
説
明
と
し
て
主
舜
は
一
一
一
一
向
上
の
擦
に
局
公
の

居
摂
践
昨
を
援
用
し
、
一
冗
后
は
そ
の
説
明
を
受
け
入
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
の
と
い
う
の
は
、
元
后
は
王
舜
の
一
一
一
一
向
上
の
あ
と
つ
ぎ
の
よ

う
な
認
を
く
だ
す
か
ら
で
あ
る
。

後
続
例
制
嬰
は
「
徹
線
」
に
あ
る
年
齢
で
あ
り
、
至
徳
の
君
子
を
得

な
け
れ
ば
、
天
下
は
安
定
し
な
い
の
王
葬
は
世
を
異
に
し
な
が
ら
、

周
公
と
符
節
を
合
わ
せ
て
い
る
つ
「
月
石
の
符
」
を
熟
慮
す
る
に
、
「
皇

帝
と
為
れ
」
と
は
「
皇
帝
の
事
を
摂
行
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
の

こ
こ
で
元
后
は
、
吋
微
zm
淋
」
に
あ
る
劉
嬰
の
た
め
に
王
葬
が
と
る

べ
き
執
政
を
王
葬
と
符
節
を
合
わ
せ
る
潟
公
の
執
教
に
求
め
て
い
る
。

こ
こ
に
周
公
の
府
摂
践
件
が
ポ
さ
れ
る
。
「
撤
州
怖
い
に
あ
る
成
王
の

た
め
に
照
公
が
と
っ
た
そ
れ
は
、
成
王
と
閉
じ
く
「
機
械
」
に
あ
る

劉
嬰
の
た
め
の
五
葬
の
執
政
の
模
範
と
い
え
る
の
で
あ
る
の
…
冗
活
は

こ
う
し
た
の
執
政
を
「
丹
石
の
符
い
の
天
命
と
認
め
、
そ
れ
を

)
よ
い
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
の

、

を
ぷ
《
れ
安
漢
公
を
し
て
摂
に
庶
り
詐
を
践
む

の
如
か
ら
し
な
」
と
つ
づ
け
、

か
く
て

こ
と
、
府
公
の

の

、(7
)

す
な
わ
ち
周
公
の
岩
摂
接
昨
仁
も
と
づ
く
居
摂
銭
円
砕
を
王
奔
に
許
す

と
と
も
に
、
居
摂
銭
詐
す
る
王
葬
の
た
め
の
犠
礼
の
検
討
を
群
症
に

命
じ
る

3

こ
う
し
て
王
葬
の
麗
摂
践
鮮
は
正
式
に
決
定
す
る
。

群
臣
の
上
奏
(
1
)
i
『
山
向
室
田
』
「
君
爽
」
解
釈

王
葬
が
居
摂
銭
詐
す
る
に
あ
た
っ
て
の
犠
礼
は
も
と
よ
り
皇
帝
の

儀
礼
全
般
に
わ
た
る
と
と
も
に
、
周
公
の
居
摂
践
昨
に
も
と
づ
く
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
問
問
公
の
故
事
」
の
も
と
に
居
摂
銭
円
群

が
王
葬
に
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
王
葬
の
そ
れ
も
罵
公
の
居
摂

銭
昨
を
模
範
と
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
群
庄
は
元
活

の
要
請
に
応
ず
る
上
奏
に
お
い
て
、
周
公
の
居
摂
践
昨
が
具
体
的
に

示
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
『
尚
官
官
』
の
な
か
の
期
初
の
諾
篇
に

同
府
摂
践
詐
す
る
主
葬
の
た
め
の
三
つ
の
儀
礼
を
提
議
す
る
。

(6) 

以
'下

認
し

の
聖
徳
は
昭
然
た
れ
ば
、
深
く
天
意
を
見
、

一
し
む
」
と
は
じ
め
る
。
「
深
く
天

の
八
字
を
天
命
と
し
て
解
し
た
こ

の
認
の
内
容
を
く
り

こ
こ
で
い
ャ
フ

か
え
し

い
る
の

あ
る
ろ
そ
れ
故
に
、て

い
る
。

の
居
摂
践
件
に
つ
い

こ
の

し
て



て
の
論
述
に
入
っ
て
ゆ
く
の

ま
ず
群
誌
が
お
こ
な
う
の
は
、
出
川
公
の
時
摂
賎
昨
が
問
初
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
ウ
問
書
』
に
徴
す
る
論
説
で
あ
る
の
そ
の
た
め
に

群
疫
が
と
り
あ
げ
る
の
は
、
問
問
公
の
絃
摂
の
意
図
で
あ
る
の
吋
町
民
間

く
い
と
の
ペ
て
、
そ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
く
っ

崩
御
し
た
武
王
を
綿
い
だ
成
主
は
幼
少
で
あ
り
、
周
が
王
道
を
成

就
で
き
な
か
っ
た
と
き
、
関
川
公
が
「
権
し
て
」
ー
そ
の
事
態
に
郎
応

し
て
、
ぷ
択
に
腐
る
い
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
て
こ
そ
周
は
王
道
を

成
就
で
き
た
の
で
あ
り
、
関
川
公
の
居
摂
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
問
問
は

天
命
を
失
態
ー
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
。
群
肢
は
問
問
公
の
居
摂
を
王

道
の
成
就
と
い
う
、
周
に
く
だ
っ
て
い
た
天
命
を
保
持
す
る
た
め
に

と
ら
れ
た
権
道
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
群
誌
は
つ
ぎ
に
、
「
窓
爽
」
…
篇
を
と
り
あ
げ
る
の

「
君
爽
」
は
期
公
が
召
公
爽
を
説
得
す
る
一
篇
で
あ
り
、
そ
の
勢

頭
に
あ
る
「
君
爽
よ
」
と
い
う
燭
公
の
よ
び
か
け
を
と
っ
て
篇
名
と

し
て
い
た
の
そ
う
し
た
な
か
で
、
群
臣
、
が
こ
こ
で
特
に
引
く
間
公
の

?
や
今
、
宇

こ
と
ば
は
、
「
我
が
事
を
腕
ぐ
子
孫
、
大
い
に
上
下
を
共
し
く
す
る

松
わ
ず
、
前
人
の
射
を
過
失
し
、
家
に
桟
り
て
は
命
の
ゐ
わ
ら
ざ
る

-

去

さ

え

す

主

二

土

を
知
ら
ず
。
天
応
に
楽
く
べ
き
は
譲
に
あ
れ
ば
、
乃
ち
命
を
亡
隊
わ

ん
」
で
あ
る
。
我
が
田
川
を
瞬
ぐ
子
孫
た
る
成
王
が
天
命
の
保
ち
が
た

い
こ
と
を
心
得
て
い
な
け
れ
ば
、
腐
は
天
命
を
失
う
で
あ
ろ
う
、
と

問
問
公
は
い
う
の
で
あ
る
内
こ
こ
に
は
、
路
公
が
天
命
の
保
持
を
告
ら

の
課
題
し
ふ
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
い
う
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
さ

き
の
持
摂
の
怠
関
に
対
す
る
論
述
と
重
な
っ
て
い
る
つ
す
な
わ
ち
群

距
は
、
期
公
の
こ
と
ば
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
し
て
引
い
て
い
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
つ
期
公
が
権
道
と
し
て
と
っ
た
居
摂
を
召
公
に
納
得

さ

せ

る

た

め

に

、

そ

の

る

こ

と

ば

で

あ

る

、

と

。

つ
づ
い
て
、

臼
く
、
周
公
は
天
子
の
晃
を
賎
し
、

南

面

し

号

を

発

し

令

を

施

し

て

、

常

に

王

命

と

称
主
ろ
帆
『

す

。

沼

も

、

聖

一

人

の

意

を

知

ら

ず

。

故

に

説

ば

ざ

る
な
り
、

1
F
と
と
の
べ
る
つ
こ
の
「
説
」
は
「
君
爽
」
の
引
用
の
あ

と
を
刷
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
「
君
爽
」
に
か
か
わ

る
学
説
と
考
え
ら
れ
る
の
そ
し
て
そ
の
内
容
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

関
公
は
天
子
の
箆
を
つ
け
、
南
部
し
て
群
箆
を
召
見
し
、
そ
の
と
き

常
に
「
目
玉
Am
」
と
称
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
周
公
の
意
図
を
知
ら
な

か
っ
た
召
公
は
快
く
患
わ
な
か
っ
た
、
と
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
局
公

の
践
件
を
沼
公
に
納
得
さ
せ
る
の
が
「
君
爽
」
一
篇
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
号

す
な
わ
ち
、
群
庄
は
「
君
爽
」
作
成
の
事
情
に
か
か
わ
る
こ
つ
の

解
釈
を
併
一
記
し
、
権
道
と
し
て
の
居
摂
が
践
一
昨
す
る
こ
と
で
も
あ
る

と
の
解
釈
を
示

L
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
以
上
に
は
、
補
う
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

(7) 



前

漢

の

後

半

期

に

な

っ

た

は

「

君

爽

」

作

成

の

事

情

を
や
ヱ
マ
ラ

い
て
、
「
石
公
、
保
と
為
り
、
期
公
、
師
と
為
り
、
成
五
を
桔
げ

て
左
右
と
為
る
つ
話
公
、
説
ば
ず
。
潟
公
、
君
爽
を
作
る
」
と
い

う
。
こ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
c

摂
政
か
ら
退

い
た
興
公
が
成
主
の
親
政
後
も
三
公
の
「
師
」
と
し
て
僅
位
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
こ
と
を
、
閉
じ
く
三
公
の
「
保
」
に
あ
っ
た
者
公
が
不

快
に
患
っ
て
い
た
の
か
く
て
周
公
は
召
公
を
説
得
す
る
た
め
に
「
君

爽
」
を
つ
く
っ
た
、
と
。
群
臣
の
解
釈
は
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
『
史
記
』
「
燕
刀
口
公
世
家
」
に
は

「
成
王
既
に
幼
け
れ
ば
、
間
川
公
政
を
摂
し
、
隠
に
当
た
り
件
を
践
め
ば
、

召
公
之
れ
を
疑
う
。
君
爽
を
作
る
つ
君
爽
は
問
問
公
を
説
ば
ず
」
と
あ
る
σ

群
院
の
解
釈
は
、
吋
史
記
』
の
こ
の
よ
う
な
記
述
に
淵
獄
中
乞
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
の

さ
て
群
院
は
つ
ぎ
に
、
さ
き
の
「
君
爽
」
作
成
の
事
構
を
補
う
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

め
に
、
叶
礼
間
約
堂
記
に
、
協
同
公
、
諸
侯
を
明
堂
に
耕
せ
し
め
し
と
き
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

天
子
、
斧
一
依
を
負
い
、
商
郷
し
て
立
っ
と
日
う
は
、
関
川
公
、
小
太
子
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

位
を
践
み
、
六
年
に
諸
侯
を
戦
せ
し
め
、
礼
を
制
し
楽
を
作
り
、
一
火

、、、、、、、

下
大
い
に
服
す
る
を
謂
う
な
り
い
と
の
べ
る
。
傍
点
部
分
は
と
も
に

吋
札
明
快
一
記

b
!
?札
記

b
「
間
約
堂
位
ん
の
経
文
で
あ
る
の
こ
こ
で
群

庄
は
、
そ
の
経
文
自
体
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
示
し
て
い

k

摘

し

て

い

る

。

に

耕

せ

し

め

し

と

き

、

一

大

子

、

斧
依

を
負
い
、
南
郷
し
て
立
つ
一
は
ヱ
ハ
年
に
諾
侯
を
朝
せ
し
む
」
を
具

体
的
に
の
べ
る
経
文
で
あ
る
。
そ
の
ニ
ハ
年
」
に
局
公
は
は
じ
め
て
「
天

子
の
位
、
を
践
む
」

i
i
践
昨
し
、
間
的
堂
に
お
い
て
天
子
の
位
置
に
坐
し

て
諾
侯
を
謁
見
し
た
の
で
は
な
い
。
接
件
の
「
六
年
」
に
そ
れ
は
お

こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
。

群
臣
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
「
君
爽
」
作
成
の
事
情
に
も
ど
り
、
「
召

公
、
説
ば
、
さ
れ
ど
も
、
時
、
武
王
山
朋
じ
、
綾
議
未
だ
除
せ
ず
」
と
い

う
説
明
を
」
加
え
る
。
石
公
一
な
不
快
と
し
た
も
の
の
、
武
王
が
山
崩
御
し

て
喪
も
ま
だ
あ
け
て
い
な
か
っ
'
た
と
き
に
即
応
す
る
た
め
に
、
田
川
公

は
底
摂
の
ま
ま
た
だ
ち
に
践
件
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
む
こ
こ
に
は
、

摂
政
就
径
と
開
特
に
罵
公
は
銭
件
し
て
い
た
と
の
群
箆
の
解
釈
が
一
が

さ
れ
て
い
る
つ
か
く
て
群
臣
は
「
是
に
由
り
て
之
れ
を
言
え
ば
、
関
川

公
始
め
摂
す
る
と
き
、
別
問
ち
天
子
の
位
に
居
れ
ば
、
乃
ち
六
年
に
し

て
昨
を
践
む
に
一
と
結
論
づ
け
る
。

「
君
爽
」
に
も
と
づ
い
て
罵
公
の
法
摂
践
昨

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
周
公
の
居

の
た
め
の
犠
礼
の
…
つ
め
が
導
き
だ
さ

面
し
て
群
箆
の
謁
見
を
う
け
る
な
ど

こ
と
が
、
そ
れ
で
あ
る
の

こ
う
し

を
期
初

(8) 

れ
る
つ

天
子
の

天



四

群
芭
の
上
奏

(
2
)
l
逸

「
嘉
未
」
の
侠
文

に
徴
す
る
論
誌
の
あ
と
、

hι
べ
包
守
口

日
く
、
問
問
公
、
箆
を
春
、
げ
、
件
階
に
す
…
ち
、

て
経
る
。
日
く
、
仮
王
、
政
に
夜
み
、
勤
め
て
天
下
を
和
せ
り
、
と
っ

此
れ
周
公
、
政
を
模
す
る
と
き
、
賛
者
の
称
う
る
所
な
り
」
と
の
べ
る
む

こ
こ
に
は
、
問
問
公
の
賠
摂
践
件
に
対
す
る
群
肢
の
見
解
、
が
ポ
さ
れ
て

、‘.、
J
n
v

しず
f
b

逸
j笥

の

;

1

1

;

i

:

 

ま
す
税
問
h
U
3
J
く
迭

そ
れ
に
は
盃
叩
禾
い
が
ど
の
よ
う
な

点
の
線
認
が
必
要
で
あ
る
。

戦
国
末
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る

ぴ〉

の
経
文
を
と
り
あ
げ
る
が
、

っ
た
の
か
、
と
い
う

の

諮

問

問

に

あ

り

、

ま

た

そ

の

の

濁

初

の

綴
と
並
ん
で
い
る
が
、
前
漢
に
は
い
私
わ
ら
な
か
っ
た
だ
し
咋
成

の
経
緯
に
つ
い
て
は
わ
か
る
c

司
馬
遜
が
「

ι

魯
腐
公
世
家
」
に
お
い

て
つ
ぎ
の
よ
う
に
そ
れ
を
詳
述
し
て
い
る
。

武
五
の
崩
御
後
、
ま
も
な
く
潟
公
の
兄
弟
の
管
叔
・
察
叔
、
般
の

討
の
子
の
武
庚
ら
が
東
の
准
夷
を
率
い
て
叛
乱
を
お
こ
し
た
。
開
公

は
「
成
主
の
命
」
を
奉
じ
て
東
征
を
挙
行
し
た
。
管
叔
・
武
藤
を
殺

し
察
叔
を
追
放
し
、
さ
ら
に
推
爽
を
平
定
し
て
東
方
の
諾
換
を
安
ん

天
下
の
諾
侯
は
関
を
宗
室
と
し
て
綿
、
ぎ
、
天
は
端
洋
を
く
だ

じ

の

弟

の

得

た

王
に
献
上
し
た
が
、
は
周
公
に
こ
そ

、
東
土
に
あ
っ
た
周
公
に
お
く
つ
た
。
こ

ぶ
川
公
既
に
命
禾
を
受
け
、
天
子
の
命
を
嘉
す
。
嘉

一
山
す
丹
、
「
嘉
禾
」
は
、
嘉
禾
を
得
た
照
公
が
天
子
成

ν

た
一
…
時
純
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

}
の
よ
う
な
な
か
で
、
成
王
に
は
嘉
禾
を
献
上
で
き
る
弟
藤
叔
が

い
る
こ
と
に
注
ロ
す
る
と
、
成
王
は
「
撤
襟
」
に
あ
る
は
ず
は
な
く
、

す
で
に
即
位
し
う
る
年
齢
に
達
し
て
お
り
、
ま
た
即
位
し
て
も
い
る

と
い
え
る
。
そ
れ
故
に
興
公
は
「
成
王
の
命
」
を
奉
じ
、
天
子
成
王

の
患
命
を
嘉
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
嘉
禾
」
作
成
の
と
き
、

ω

周
公
は
天
子
成
主
の
摂
政
に
就
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

っr山
d

ま
た
「
審
序
」
に
も
「
筒
公
既
に
命
禾
を
得
、
天
子
の
命
を
旅
ぬ
。

嘉
禾
を
作
る
」
と
あ
る
つ
『
史
記
』
以
後
、
「
嘉
禾
」
作
成
に
お
け
る

馬
公
の
執
教
は
摂
政
説
で
説
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
説
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
の

し
か
し
群
臣
は
、

し

ーで

茎

:王
ぴヲ

な

の
経
文
を
罵
公
の
居
摂
一
銭
件
の
論
述

る
も
の
と
し
て
引
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う

作
成
の
経
緯
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
経
文
を
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
記
述
と
し
て
引



で
は
「
嘉
禾
」
の
経
文
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

関
川
公
が
さ
さ
げ
る
欝
警
の
溜
は
、
間
の
天
子
が
宗
廟
の
祭
儀
の
な

(8} 

か
で
祖
撃
を
よ
び
下
ろ
す
裸
礼
に
常
用
す
る
も
の
で
あ
る
つ
と
す
る
と
、

周
公
の
み
に
許
さ
れ
る
宗
廟
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。つ

づ
く
「
昨
階
に
立
ち
、
廷
か
れ
て
登
る
」
も
、
こ
の
よ
う
な
祭

儀
に
か
か
わ
る
記
述
で
あ
る
。
『
礼
記
』
「
曲
礼
下
」
の
「
天
子
、
.

件
を
践
み
祭
犯
に
臨
む
」
に
よ
れ
ば
、
宗
廟
の
祭
儀
、
天
地
山
川
の

諸

神

を

拠

る

と

き

、

の

昨

階

よ

り

升

る

と

さ

れ

て
い
る
の
で
あ
る
つ

仮
豆
、
政
に
淀
み
、
勤
め
て
天
下
を
和
せ
り
、

と
」
は
、
昨
階
に
升
る
こ
と
を
促
す
、
祭
儀
執
行
の
介
添
え
に
あ
た

で
あ
る
っ
こ
れ
に
よ
っ
て
、

そ
し
て

る

る

の
称
謂
を
以
て
問
問
公
が

宗
廟
の
祭
儀
在
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
す
る
と
、
「
嘉
禾
い
の
経
一
文
に
お
け
る
賂
公
の
執
政
の
慕
本
的

な
立
場
は
「
仮
王
」
の
称
謂
に
集
約
し
て
い
る
と
い
え
る
つ
そ
れ
故
に
、

群
憶
は
「
嘉
禾
」
の
経
文
に
対
す
る
説
明
の
な
か
で
「
仮
モ
」
の
意

味
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
の
た
だ
し
こ
れ
を
論
じ
る
に
あ
た
っ

て
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
つ

そ
れ
は
、
戦
間
期
か
ら
前
漢
初
ま
で
の
関
川
公
の
執
殺
を
説
く
文
献

る
た
め
に

に
お
い
て
「
仮
王
」
を
以
て
民
公
を
指
し
て
い
る
例
は
な
い

こ
と
で
あ
る
つ
「
仮
王
」
は
秦
漢
の
際
に
お
け
る
現
実
の
政
治
の
舞

台
で
用
い
ら
れ
て
い
た
諸
侯
の
称
号
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
錬
王
に
郎
い
た
陳
渉
が
盟
友
の
呉
広
に
「
仮
王
」
を
あ
た
え
(
史

記
陳
渉
註
家
て
ま
た
斉
を
滅
ぼ
し
た
韓
信
が
そ
の
「
復
王
」
と
な
る

こ
と
を
漢
王
観
季
に
求
め
た
(
史
記
没
陰
侯
伝
)
。
こ
れ
ら
の
「
仮
王
」

に
対
す
る
称
号
と

の

σ〉

に
即
位
す
る

し
て

い
え
る
の
で
あ
る
つ

「
仮
王
」
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
、

そ
れ
を
用
い
る
「
嘉
禾
」
の

で
は
な
く
、
前
漢
に
入
っ
て
か
ら
の
偽
作

に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
深
入
り
し

な
い
が
、
」
が
「
真
玉
」
に
対
す
る
称
号
と
い
え
る
こ
と
は

あ

と

の

い

て

は

考

慮

す

る

必

要

が

あ

る

。

禾
」
の
経
文
を
説
明
す
る
「
此
れ
田
川
公
、
政
を

の
森
う
る
所
な
り
」
を
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

辞
を
特
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
旨

し
て
の
問
問
公
の
称
謂
と
解
す
る
こ
と
に
あ
る
の

設
の
な
か
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
間
公

の
見
解
は
あ
き
ら
か
と
な
る
。

似
品
ゼ
設
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

べ
き
で
あ
る
か
ら
、

0) 

、、s，J

ハ
U

33BA 

J
'
g

也、

:立こ
の

グ〉

と
い
え



る

の

こ

の

成

主

に

対

す

る

の

称

謂

で

さ
ら
に
天
子
に
郎
位
し
て
い
た
と
す
る
と
お
か
し
な
こ
と
に
な
る

φ

潤
公
の
践
昨
l
天
子
即
位
も
ま
た
2
民
主
」
に
即
く
こ
と
に
か
わ
り

な
く
、
「
真
主
」
が
一
一
人
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
の
そ
し
て
戸
奴

王
」
の
称
鰯
は
『
尚
番
』
に
属
す
る
「
嘉
禾
」
の
経
文
に
記
さ
れ
て

い
る
以
と
、
潤
公
、
が
そ
の
称
講
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
史
実
で
あ
る

と
い
え
る
。

か
く
て
群
箆
は
、
周
公
の
庶
摂
践
昨
の
践
昨
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
天
子
郎
位
で
は
な
く
、
「
仮
王
い

の
称
諮
を
以
て
天
子
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。
こ
れ

は
摂
政
説
に
お
け
る
局
公
の
執
政
内
容
と
か
わ
ら
な
い
が
、
成
王

の
即
位
、
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
一
点
で
摂
殺
説
と
は
異
な
る
。

す
な
わ
ち
天
子
空
位
の
状
況
の
も
と
で
、
摂
政
の
期
公
が
天
子
の
職

務
に
従
事
す
る
ニ
と
は
実
質
、
即
位
の
天
子
と
し
て
の
執
政
で
あ
り
、

こ
れ
は
践
昨
の
本
来
の
意
味
も
掛
酌
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ

る。
群
誌
の
こ
の
見
解
は
、
の
詔
を
ャ
つ
け
て
関
公
の
居
摂
践
砕
を

模
範
と
す
る
儀
礼
の
提
議
の
論
述
の
な
か
で
示
さ
れ
て
い
る

9

こ
の

こ
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
。
群
庄
の
見
解
は
王
舜
が
説
き
元
活

が
受
け
入
れ
た
局
公
の
居
摂
践
昨
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
。

さ
て
以
上
か
ら
群
臣
は
最
摂
践
詐
す
る
王
葬
の
た
め
の
犠
礼
の

五

葬

が

と

称

し

て

天

・

地

・

お
こ
な
う
こ
と
が
、
そ
れ
で
あ
る
の
「
仮
皇
帝
」
の
称

の
「
奴
支
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
主
葬

の
伎
を
ぶ
す
の
で
は
な
く
、
摂
政
と
し
て
の
王
葬
の
称
謂
と

い
え
る
。
天
・
地
・
宗
賄
の
祭
儀
は
皇
帝
独
占
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

に
比
擬
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
王
葬
の
居
摂
践
詐
で

れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
王
葬
が
天
・

こ
な
う
こ
と
は
実
質
の
皇
者
と
し
て
の
職
務

/) 

め

廟
び〉

遂地
行・
ル
し1

え

る

五

群
臣
の
上
奏

(
3
)
!
『
尚
書
』
「
洛
詰
」
解
釈

、、，ノ13b声
喝

l
ム

，，s
‘、

群
臣
は
さ
ら
に
周
公
の
農
摂
賎
昨
を
説
明
す
る
た
め
に
、
期
公
の

王
へ
の
関
致
の
返
還
i

「
致
政
」
(
政
を
致
す
)
に
言
及
す
る
。
「
成

玉
、
元
服
を
加
う
れ
ば
、
賜
公
は
別
ち
政
を
致
す
。
骨
一
一
聞
に
巴
く
、
朕
、

子
に
明
砕
を
復
さ
ん
、
と
。
周
公
、
常
に
王
命
と
称
し
、
専
ら
行
い

て
報
、
ぜ
ず
っ
故
に
子
に
暁
君
を
復
す
と
一
一
一
一
向
う
な
り
」
と
の
べ
る
の
で

あ
る
。こ

こ
で
引
れ
て
い
る
「
朕
、
子
に
明
砕
を
復
さ
ん
」
は
、
「
洛

詩
」
の
経
文
で
あ
る
。
「
洛
諮
問
」
は
そ
の
結
毘
に
あ
る
「
七
年
」
が

爵
公
の
執
政
の
期
間
と
し
て
戦
居
期
に
す
で
に
解
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
、
執
政
の
七
年
め
の
「
致
政
」
を
成
主
に
告
、
げ
る
潟
公
の
こ
と
ば



を
記
す
一
策
と
認
め
ら
れ
て
い
た
っ

第
の
努
一
践
に
あ
る
局
公
が
成
主
に

る
こ
と
ば
で
あ
る
。

群
箆
が
引
く
経
文
は
、
そ
の
一

「
致
政
」
の
意
思
を
成
主
に
伝
え

群
庄
は
そ
れ
を
「
期
公
、
常
に
王
命
と
称
し
、
専
ら
行
い
て
報
ぜ
ず
。

故
に
子
に
明
君
を
復
す
と
一
一
話
う
な
り
」
と
説
明
す
る
つ
こ
れ
は
単
に

「
明
僻
」
を
「
明
君
」
に
霞
き
換
え
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
「
局
公
、

常
に
王
命
と
称
し
、
一
専
ら
行
い
て
報
ぜ
ず
」
は
、
局
公
の
七
年
間
の

執
政
が
「
明
砕
」
と
い
え
る
理
由
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後

半
の
「
専
ら
行
い
て
報
ぜ
ず
」
に
設
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

は
あ
き
ら
か
と
な
る
。

い
ま
か
り
に
成
主
は
部
位
し
周
公
が
そ
の
摂
教
に
就
い
て
い
た
と

し
よ
う
。
照
公
が
「
王
命
」
と
称
し
て
政
治
を
執
行
す
る
な
ら
ば
冶

こ
の
場
合
、
周
公
は
天
子
成
王
に
…
々
そ
の
許
可
を
求
め
て
成
果
を

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
っ
〔
専
ら
行
い
て
報
ぜ
ず
」

は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
不
必
要
な
地
位
に
興
公
が
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
の
こ
こ
に
周
公
の
居
摂
践
昨
が
不
さ
れ
る
。
愚
公
の
践
昨

が
「
専
ら
行
い
て
報
ぜ
ず
」
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。
農
撲
の
ま

ま
に
践
詐
し
て
い
た
か
ら
、
田
川
公
は
自
ら
の
執
政
を
総
括
し
て
「
明

僻
」
と
い
え
た
と
す
る
の
が
、
鮮
民
の
説
明
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
の

要
す
る
に
群
践
は
、
こ
こ
で
も
周
公
の
居
摂
賎
件
を
ウ
問
書
』
に

徴
す
る
論
証
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
し
か
し
そ
の
居
摂
践
件
は
す
で

さ
て
以
上
の
群
臣
の
論
述
か
ら
、
王
奔
の
た
め
の
三
つ
め
の
儀
礼

が
導
き
だ
さ
れ
る
つ
民
や
{
呂
吏
は
王
葬
を
「
摂
皇
帝
」
と
よ
び
、
支

葬
自
身
は
一

e

予
」
と
ム
自
称
し
て
国
政
を
裁
可
し
、
そ
の
命
令
を
皇
帝

と
同
じ
よ
う
に
「
制
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
国
政
に
関

す
る
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
「
王
命
」
と
称
す
る
照
公
に
執
政
に
も
と

づ
い
て
い
る
と
い
え
る
が
、
「
摂
皇
帝
」
の
称
請
、
「
予
」
の
患
称
は

な
ぜ
こ
こ
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
摂
皐
一
点
市
」
に
つ
い
て
は
、
「
洛
諾
」
が
「
致
政
」
を
成
王
に
告
げ

る
周
公
の
こ
と
ば
を
記
す
一
篇
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
か
わ
る
。
居
摂

銭
昨
説
に
お
い
て
、
期
公
が
践
昨
i
天
子
即
位
か
ら
退
き
、
そ
れ
ま

で
執
政
を
成
主
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
践
詐

が
農
摂
の
ま
ま
に
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
摂

教
の
地
投
が
「
致
政
」
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
群
箆
の
解
す
る
興
公
の
居
摂
銭
昨
に
お
け
る
局
公
の
地
位
は
摂

政
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
公
に
は
「
奴
王
」
の
称
謂
が
あ
た
え
ら

れ
て
い
る
が
、
「
致
政
」
法
一
狭
山
こ
の
摂
政
と
い
う
地
位
に
も
と
づ

い
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
る
と
、
「
洛
諾
」
に
記
さ
れ
る
成
王
へ

の

の

こ

と

ば

は

、

摂

政

の

地

位

の

も

と

で

こ
れ
に
倣
っ
て

に
詳
述
し
た
よ
う
に
、

ュ
コ
w

目。

カ
/
白
土

ヰャ

σ3 

て
い
る
と
い
え
る
つ

岩
摂
践
件
説
を
そ
の
ま
ま
襲
う
も
の
で
は
な
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の
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
予
」
に
つ
い
て
は
、
「
朕
、
明
批
併
を
彼
す
」
の
あ
と
、
幼
少
の
成

主
で
は
天
下
を
安
ん
ぜ
よ
と
の
天
命
は
成
就
で
き
な
か
っ
た
と
す
る

、

や

LF

こ
と
ば
に
つ
づ
け
て
、
潟
公
が
の
ペ
る
「
予
乃
ち
保
ん
ず
る
を
胤
ぐ
」

に
対
す
る
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
導
き
だ
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
君
爽
」
に
あ
る
路
公
の
こ
と
ば
と
同
じ
く
、
天

命
を
継
ぐ
た
め
に
居
摂
す
る
と
と
も
に
践
件
し
た
意
留
を
の
べ
る
こ

と
ば
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
は
蔚
摂
践
昨
に
も
と
づ
く
周
公

の
自
称
で
あ
る
、
と
。

"ふ叫

/¥ 

居
摂
一
一
一
年
の
王
奔
の
よ
奏

庶
摂
銭
円
辞
す
る
壬
葬
の
た
め
に
提
議
さ
れ
た
三
つ
の
儀
礼
を
元
后

は
「
可
」
と
す
る
。
明
年
、
年
号
は
農
摂
に
改
め
ら
れ
る
。

日
柏
摂
一
元
年
(
後
六
)
の
正
月
、
王
奔
は
上
帝
を
南
郊
に
詑
り
、
春

を
東
郊
に
述
、
ぇ
、
明
堂
に
お
け
る
大
射
の
礼
な
ど
を
お
こ
な
い
、
三

月
、
観
嬰
を
皇
太
て
「
孫
子
」
と
号
し
て
居
摂
践
砕
を
は
じ

め
る
。こ

う
し
て
王
奔
は
実
質
上
の
皐
一
帯
の
地
位
を
獲
得
し
た
と
は
い
え
、

そ
の
正
式
な
地
位
は
摂
政
で
あ
っ
た
。
か
く
て
王
奔
は
つ
ぎ
に
、
摂

政
の
地
位
の
ま
ま
車
一
一
容
に
即
位
し
て
、
そ
れ
を
前
漢
纂
奪
の
実
現
八

の
ス
テ
ッ
プ
と
す
る
。
こ
れ
に
利
用
さ
れ
る
の
が
本
来
の
居
摂
践
昨

し
こ
の
よ
う
な
企
て
に
は
、
天
命
の
再
度
の
出
現
が

必
要
で
あ
る
つ
天
命
に
し
た
が
う
い
ま
の
居
摂
践
詐
の
執
政
を
改
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
唯
…
天
命
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

開
府
摂
一
二
年
(
後
八
)
、
『
天
公
」
が
告
げ
た
「
摂
皇
帝
、
当
に
真
と

為
る
べ
し
」
と
い
う
「
符
命
」
出
現
の
報
告
が
王
葬
に
あ
っ
た
。
五

芥
は
こ
れ
に
つ
い
て
元
信
に
上
奏
す
る
な
か
で
、
「
尚
警
の
康
誌
に
、

、十ム一“

主
若
く
臼
く
、
孟
侯
よ
、
朕
の
其
の
弟
の
小
子
封
よ
、
と
あ
り
。
此

れ
周
公
、
既
摂
し
て
王
と
称
す
る
文
な
り
」
と
の
べ
、
活
摂
し
た
潟

公
が
王
と
称
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
居
摂
践
昨
説
の

局
公
の
厨
摂
践
件
を
い
い
、
こ
れ
ま
で
の
期
公
の
居
授
践
件
は
退
け

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
王
葬
は
つ
ぎ
に
、
こ
の
よ
う
な
潟
公
の
例
を
模
範
と
し

な
い
と
元
后
に
の
べ
て
、
自
ら
の
称
需
を
改
め
る
提
議
を
お
こ
な

う
。
神
祇
に
仕
え
一
冗
活
に
奏
一
一
一
目
す
る
と
き
は
「
仮
皇
帝
」
と
称
す
る
が
、

天
下
に
号
令
す
る
と
き
は
「
摂
」
を
除
く
、
と
。
玉
奔
は
「
仮
皇
帝
」

の
称
謂
も
用
い
る
と
こ
ろ
が
舟
公
の
場
合
と
異
な
る
と
の
べ
て
元
后

を
説
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
や
か
し
と
い
え
る
。
政

治
を
執
行
す
る
に
あ
た
っ
て
「
摂
」
を
徐
く
と
す
る
こ
と
は
、
皇
帝

の
称
号
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
王
奔
の
提
議
は
皇
帝

宣
言
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
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要
す
る
に
王
葬
は
、
「
符
命
」
が
命
じ
る
の
は
摂
敬
に
い
な
が
ら

の
自
ら
の
皇
帝
即
位
で
あ
る
と
し
、
そ
の
模
範
を
周
公
の
居
摂
銭
昨

に
求
め
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
符
命
」
と
い
う
天
命
に
よ
っ
て
、

が
出
現
す
る
。
王
葬
は
年
同
一
勺
を
初
始
に
改
め
、

年
と
す
る
の
で
あ
る
。

主
葬
が
前
漢
を
築
奪
し
て
の
皇
帝
即
位
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

も
は
や
興
公
の
居
摂
践
昨
を
手
段
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
そ
れ

に
は
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。

初
始
元
年
、
「
金
麓
」
の
ぷ
付
命
」
が
出
現
す
る
。
「
王
葬
、
真
天

〈

9
J

子
と
為
れ
。
皇
太
活
(
元
活
)
、
天
命
の
如
く
せ
よ
と
」
と
い
う
そ

れ
に
よ
っ
て
、
十
二
月
、
主
努
は
皇
帝
に
郎
き
鼠
号
を
新
と
定
め
、

十
二
月
朔
を
建
問
元
年
の
正
月
掛
と
す
る
。

王
芥
は
こ
の
月
、
涙
な
が
ら
「
鶏
子
」
の
劉
嬰
に
「
昔
、
照
公
、

位
を
摂
し
、
終
に
子
に
明
伸
仰
を
復
す
を
得
る
も
、
今
、
予
狼
り
皐
天

の
威
命
に
迫
ら
れ
て
、
意
の
如
く
す
る
を
得
ず
」
と
策
命
す
る
つ
こ

こ
で
玄
界
は
は
し
な
く
も
、
照
公
の
庶
摂
践
件
が
前
漢
築
奪
の
た
め

の
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
た
な
政
治
体
制

活
摂
三
年
を
初
始
元

注(
1〉

以
下
に
の
ベ
る
戦
国
期
か
ら
主
務
期
に
い
た
る
鰐
公
の
執
政

に
か
か
わ
る
設
の
変
遷
の
大
枠
は
、
一
顧
頭
開
閉
「
問
問
公
執
敬
称
王
i

z

罵
公
東
征
史
実
考
証
之
二

i
」
(
文
史
、
第
二
三
号
、
中
華
事
局
、

一
九
八
四
)
参
照
c

(
2
)
天
子
の
邸
泣
の
と
き
、
営
一
の
東
階
の
昨
よ
り
升
っ
た
の
で
、
天
子

即
位
を
践
昨
と
い
う
令

(
3
)

以
上
の
王
葬
が
罵
公
に
比
擬
す
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
東
晋
次

司
王
葬
!
儒
教
の
理
想
に
強
か
れ
た
男
!
』
(
自
帝
社
ア
ジ
ア
史
選
書
、

一一

C
O一
ニ
)
参
類
。

(
4
)
以
下
に
引
く
詔
勅
・
上
奏
な
ど
は
全
て
『
漢
世
帯
』
「
王
葬
伝
」
に
あ
る
。

(
5
)
た
と
え
ば
、
一
冗
始
臨
年
に
宰
衡
の
称
号
を
王
葬
に
賜
予
す
る
よ
う

一
冗
后
に
求
め
た
と
奏
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
6
)
拙
稿
「
太
平
と
街
頭
・
格
蓄
!
前
漢
武
帯
期
の
太
平
国
家
の
構
想

!
」
(
東
方
宗
教
、
八
十
号
、
日
本
道
教
学
会
、
一
九
九
二
)
参
照
。

(
7
)
顕
公
の
居
摂
践
昨
立
対
し
て
、
王
葬
の
場
合
は
天
子
の
位
を
意
味

、

す
る
「
鮮
」
を
用
い
て
居
摂
践
詐
と
い
い
、
表
記
k
区
別
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)
こ
の
よ
う
な
捧
礼
に
つ
い
て
は
、
『
札
詑
』
「
郊
特
牲
」
「
祭
統
」
、
『
潤

札
b

{

審
官
・
大
京
M
m
」
な
ど
の
経
文
に
記
述
が
あ
る
。

(
9
)
安
屠
香
山
「
主
務
と
符
命
」
(
緯
警
の
基
礎
的
研
究
、
漢
説
文
化

研
究
会
、
九
六
六
)
は
、
こ
の
内
容
を
詳
論
し
て
い
る
。(

香
川
大
学
)
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