
王
は
簒
奪
者
に
な
り
か
ね
な
い
︒
こ
の
矛
盾
を
解

消
す
べ
く
︑
孟
子
は
歴
史
認
識
の
根
本
的
な
転
換

を
主
張
す
る
︒
ま
ず
は
周
王
朝
が
厲
王
・
幽
王
の

時
点
で
す
で
に
滅
び
て
い
た
も
の
と
す
る
︒
つ
い

で
孔
子
を
尭
舜
禹
・
湯
・
文
王
武
王
周
公
に
比
擬

す
る
︒
孔
子
の
登
場
は
夏
殷
周
三
王
朝
の
開
始
に

匹
敵
す
る
歴
史
の
画
期
と
さ
れ
︑
﹃
春
秋
﹄
は
新

王
朝
の
綱
領
と
さ
れ
る
︒
こ
う
し
て
厲
王
追
放
な

い
し
幽
王
敗
滅
か
ら
孔
子
ま
で
が
一
つ
の
時
代
と

し
て
定
立
さ
れ
る
︒
孔
子
の
﹃
春
秋
﹄
が
こ
の
時

代
を
記
述
し
︑
記
述
の
中
心
は
﹁
斉
桓
・
晋
文
﹂

に
は
じ
ま
る
﹁
五
霸
﹂
で
あ
る
︒
斉
桓
公
お
よ
び

晋
文
公
以
降
の
歴
代
晋
侯
︑
魏
文
侯
・
武
侯
・
恵

王
︑
秦
献
公
・
孝
公
・
恵
文
王
な
ど
春
秋
期
以
来

の
霸
者
な
い
し
実
質
的
な
霸
権
を
担
っ
た
諸
侯
は
︑

周
王
朝
の
認
証
を
受
け
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
孟

子
は
︑
周
王
朝
を
す
で
に
滅
び
て
い
た
も
の
と
し
︑

従
っ
て
霸
者
を
認
証
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
︒

霸
者
は
他
国
を
圧
倒
す
る
実
力
を
も
ち
さ
え
す
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
春
秋
期
の
霸
権
は

斉
・
晋
・
秦
・
楚
・
越
の
﹁
五
霸
﹂
の
間
を
移
動

し
た
も
の
と
さ
れ
︑
さ
ら
に
﹃
春
秋
﹄
に
よ
る
時

代
区
分
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
以
降
の
霸
者
の
存
在
は

抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

﹃
春
秋
﹄
の
編
年
的
記
述
の
下
限
あ
た
り
に
春

秋
・
戦
国
の
画
期
を
求
め
る
こ
と
は
︑
現
実
の
歴

史
的
推
移
を
理
解
す
る
上
で
必
ず
し
も
有
効
で
は

な
い
︒
全
中
国
的
政
治
秩
序
に
つ
い
て
は
︑
前
三

二
五
年
の
秦
恵
文
王
称
王
ま
で
は
む
し
ろ
春
秋
時

代
に
連
続
す
る
局
面
を
無
視
で
き
な
い
︒
秦
漢
専

制
国
家
形
成
の
時
代
と
し
て
の
戦
国
時
代
の
開
始

は
︑
前
四
世
紀
末
の
孟
子
の
こ
ろ
に
降
る
も
の
と

考
え
る
︒

二
〇
一
八
年
度
史
学
研
究
会
大
会
・
総
会
の
記
録

二
〇
一
八
年
度
史
学
研
究
会
大
会
・
総
会
は
︑

一
一
月
二
日
︵
金
︶
午
後
一
時
よ
り
︑
京
都
大
学

国
際
科
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
棟
五
階
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
ホ
ー
ル
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
︒

総
会
で
は
︑
田
中
和
子
理
事
長
に
よ
る
挨
拶
の

後
︑
北
村
昌
史
氏
を
司
会
に
選
出
し
て
︑
庶
務
・

編
集
・
会
計
・
広
報
に
関
す
る
報
告
・
審
議
が
な

さ
れ
た
︒

庶
務
︵
金
澤
周
作
常
務
理
事
︶
か
ら
は
︑
役
員

の
交
代
お
よ
び
会
員
数
の
動
向
に
つ
い
て
の
報
告

の
後
︑
四
月
二
〇
日
︵
土
︶
午
後
一
時
よ
り
京
大

文
学
部
第
三
講
義
室
を
会
場
と
し
て
行
う
来
年
度

の
例
会
の
テ
ー
マ
を
﹁
病
﹂
と
す
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
た
︒

編
集
︵
中
砂
明
徳
常
務
理
事
︶
か
ら
は
︑
﹃
史

林
﹄
の
刊
行
状
況
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
っ
た
︒

会
計
︵
谷
川
穣
常
務
理
事
︶
か
ら
は
︑
二
〇
一

七
年
度
決
算
お
よ
び
二
〇
一
八
年
度
予
算
に
つ
い

て
説
明
が
あ
っ
た
︒

広
報
︵
下
垣
仁
志
常
務
理
事
︶
か
ら
は
︑
例

会
・
大
会
の
た
め
の
ポ
ス
タ
ー
作
成
と
︑
ホ
ー

ム
・
ペ
ー
ジ
の
管
理
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
︒

以
上
の
報
告
は
す
べ
て
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
︒

大
会
で
は
︑
次
の
二
本
の
講
演
が
行
わ
れ
た
︒

井
野
瀬
久
美
恵
氏

﹁
﹁
帝
国
だ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
過
去
﹂
と
向
き

合
う

一
九
八
八
～
二
〇
一
八
︑
激
変
す
る
研

究
動
向
と
環
境
の
な
か
で

﹂

吉
本
道
雅
氏

﹁
前
四
世
紀
中
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
変
容

時
代
区
分
と
し
て
の
﹁
春
秋
時
代
﹂
の
出
現

﹂
講
演
者
紹
介
と
司
会
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
小
山
哲
理

事
と
中
砂
明
徳
常
務
理
事
が
つ
と
め
た
︒
講
演
内

容
は
本
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た

い
︒公

開
講
演
の
の
ち
︑
高
嶋
航
理
事
が
閉
会
の
辞

を
述
べ
て
会
を
終
了
し
た
︒︵

文
責

中
砂
明
徳
︶
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