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束
晋
の
破
邪
王
と
皇
位
継
承

は
じ
め
に

〔
興
寧
三
年
(
三
六
五
)
〕
秋
七
月
己
酉
、
徒
会
稽
王
呈
復
為
抽
明

邪
王
。

〔
注
〕
元
帝
以
豆
為
浪
邪
王
、
奉
恭
玉
組
。
成
帝
成
和
元
年
(
三

二
六
)
、
王
生
母
郊
夫
人
克
、
王
号
慕
請
服
童
、
徒
封
会
稽
王
。

是
後
、
康
帝
・
哀
帝
及
今
帝
(
海
西
公
爽
)
、
皆
白
浪
邪
入
継
大

統。(
「
資
治
通
鐙
」
巻
一

O
一
晋
紀
二
三
哀
帝
興
寧
一
一
一
年
条
)

こ
れ
は
、
東
晋
王
朝
〔
二
二
七

1
四
二

O
〕
中
期
に
お
い
て
、
の

ち
に
海
西
公
と
よ
ば
れ
る
皇
帝
の
治
世
に
お
こ
な
わ
れ
た
、
あ
る
皇

族
の
封
王
異
動
の
ひ
と
こ
ま
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
附
さ
れ
た
胡
三

省
の
注
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
象
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
司

馬
豆
が
会
稽
王
に
徒
封
し
て
以
後
、
康
帝
・
哀
帝
お
よ
び
現
皇
帝
(
海

西
公
)
が
い
ず
れ
も
浪
邪
王
か
ら
皇
位
を
継
承
し
た
(
「
皆
白
浪
邪
入

回

辰

彦

継
大
統
」
)
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
破
邪
王
か
ら
の
皇
位
継
承
と
い
う
事
象
は
、
以
下
の
点
で
き

わ
め
て
興
味
深
い
。
東
晋
で
は
、
皇
太
子
か
ら
皇
位
を
継
承
す
る
の

で
な
げ
れ
ば
、
破
邪
王
が
皇
位
を
「
入
継
」
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
皇

太
子
以
外
の
皇
位
継
承
候
補
が
実
質
的
に
は
瑛
邪
玉
に
限
定
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
、
い

か
な
る
理
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
従
来
の
研
究
が
浪
邪
王
の
皇
位
継
承
と
い
う
事
象
を
ど

の
よ
う
に
論
じ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
整
理
し
よ
う
。
事
象
自
体

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
掲
げ
た
よ
う
に
胡
三
省
が
注
目
し
て
は
い
る
。

た
だ
し
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
特
に
私
見
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
近
年
の
研
究
で
は
、
張
学
鋒
氏
が
端
的
に
、

東
晋
中
興
の
祖
・
司
馬
容
が
浪
邪
王
よ
り
皇
帝
に
即
位
し
て
以

来
、
回
収
邪
王
国
は
王
朝
の
大
宗
と
し
て
断
絶
を
許
さ
れ
ず
、
皇

帝
に
最
も
血
縁
の
近
い
者
が
封
ぜ
ら
れ
る
し
き
た
り
で
あ
っ



た
。
破
邪
王
国
の
存
続
は
東
晋
王
朝
と
相
終
始
し
、
十
一
人
の

皇
帝
の
う
ち
浪
邪
王
経
験
者
は
六
人
(
元
帝
を
含
め
て
ー
ー
ー
注

記
引
用
者
)
に
も
の
ぽ
る
。
(
頁
四
六
|
|
傍
点
部
引
用
者
)

と
い
う
見
解
を
し
め
し
て
い
る
。
ま
た
胡
志
佳
氏
が
、
資
料
の
比
較

的
の
こ
っ
て
い
る
破
邪
閏
と
会
稽
国
の
特
殊
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て

い
一
位
。
氏
の
浪
邪
固
に
関
す
る
指
摘
は
次
の
と
お
り
。

浪
邪
国
は
「
東
晋
皇
帝
起
家
之
国
」
で
あ
り
、
元
帝
以
後
、
皇

帝
の
世
子
で
は
な
く
し
て
皇
位
を
継
承
し
た
人
は
、
ほ
と
ん
ど

が
そ
れ
よ
り
先
に
し
ば
し
ば
破
邪
王
国
に
封
じ
ら
れ
て
お
り
、

一
儀
式
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
(
頁
八
四
|
|

傍
点
部
引
用
者
)

)
皇
太
子
か
ら
即
位
し
た
場
合
を
の
ぞ
く
と
い
ず
れ
も
瑛
邪
王
が
皇

一
唱
位
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
事
象
に
つ
い
て
は
、
胡
三
省
以
来
注
回

航
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。

端
だ
が
疑
問
を
提
示
す
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
事
象
の
解
釈
に
あ
る

劃
だ
ろ
う
。
張
学
鋒
氏
は
「
し
き
た
り
」
、
胡
志
佳
氏
は
「
一
儀
式
」
と
、

日
い
ず
れ
も
類
似
し
た
見
解
を
し
め
し
て
い
る
。
確
か
に
、
皇
太
子
以

師
外
の
皇
位
継
承
候
補
を
殻
邪
王
に
特
定
す
る
根
拠
は
、
明
文
規
定
に

の
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と
は
み
な
し
が
た
い
。
し
か
し
、
先
行
研

恥
究
が
指
摘
す
る
よ
う
な
瑛
邪
王
封
王
の
あ
り
か
た
が
形
成
さ
れ
る
契

3

機
に
つ
い
て
は
、
胡
志
佳
氏
の
見
解
を
み
る
の
み
で
あ
る
。
氏
は
、
東

4

晋
一
代
の
破
邪
王
就
封
の
流
れ
を
概
観
し
た
あ
と
、
前
引
の
指
摘
を

次
の
よ
う
に
換
言
し
て
い
る
。

東
晋
の
帝
系
は
瑛
邪
王
司
馬
容
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
に

よ
り
、
浪
邪
王
は
世
子
と
し
て
皇
帝
に
つ
く
わ
け
で
は
な
い
者

が
加
封
さ
れ
る
べ
き
地
区
と
な
っ
た
。
(
頁
八
六
)

つ
ま
り
「
も
と
も
と
東
晋
初
代
皇
帝
司
馬
容
の
加
封
さ
れ
た
王
で
あ

る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
な
ぜ
そ

れ
が
要
因
と
な
り
う
る
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。
「
し
き
た
り
」
乃
至
は
「
儀
式
」
の
よ
う
な
形
式
を
と
ら
せ

た
諸
事
情
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
検
討
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ

切っ。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
東
晋
浪
邪
王
が
皇
位
継
承
に
お
い
て
特
異
な

様
相
を
み
せ
る
要
因
に
つ
い
て
の
解
明
を
最
終
的
な
目
標
と
し
つ

つ
、
以
下
の
構
成
を
と
る
。
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
は
、
予
備
的
作

業
と
し
て
、
破
邪
王
と
は
皇
族
と
し
て
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か

に
つ
い
て
の
基
本
理
解
を
お
さ
え
る
と
と
と
す
る
。
つ
い
で
第
二
章

で
は
、
元
帝
以
降
の
破
邪
王
か
ら
は
じ
め
て
皇
位
を
継
承
し
た
康
帝

司
馬
岳
以
前
の
封
王
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
特
に
、
元
帝
期
の
司
馬

呈
(
筒
文
帝
)
の
事
例
お
よ
び
成
帝
期
の
呈
と
岳
と
の
ス
ラ
イ
ド
式

徒
封
に
着
目
し
、
い
か
な
る
意
図
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
に
つ

い
て
、
卑
見
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
破
邪
王
に
よ
る

皇
位
継
承
を
結
果
せ
し
め
た
要
因
に
つ
い
て
考
察
し
、
破
邪
王
封
王

の
原
理
的
側
面
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
。
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第
一
章

皇
族
政
邪
王
の
基
本
的
性
格

胡
志
佳
氏
に
よ
る
考
察
は
、
浪
邪
王
を
継
承
し
た
経
緯
に
つ
い
て

の
概
観
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
浪
邪
王
の
皇
族
と
し
て
の
特
徴
に
つ

い
て
は
、
特
に
専
論
を
設
け
て
は
い
な
い
。
そ
と
で
本
章
で
は
破
邪

王
が
皇
族
と
し
て
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
煩
を
厭

わ
ず
検
討
し
て
い
き
た
い
。

(
l
)
 
之
国
・
出
鎮
の
有
無

周
知
の
と
お
り
西
晋
の
皇
族
は
、
彼
ら
に
あ
た
え
ら
れ
た
封
固
に

赴
任
さ
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
(
之
圏
三
東
晋
の
浪
邪
王
は
、
西

晋
の
よ
う
に
封
国
に
赴
任
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
史
料
は
、
之
国
し
て
い
た
か
否
か
を
明
示
す

る
記
述
を
欠
く
。
た
だ
し
、
現
段
階
で
は
以
下
の
点
に
よ
り
、
之
国

し
て
い
な
い
と
み
な
す
。
そ
れ
は
、
「
宋
書
」
巻
一
四
・
礼
志
一
に
、

江
左
王
侯
不
之
園
、
其
有
授
任
居
外
、
則
同
方
伯
刺
史
二
千
石

之
礼
、
亦
無
朝
勝
之
制
、
此
礼
遂
廃
。

と
あ
る
よ
う
に
、
礼
志
の
総
括
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
東
晋
は
皇
族
全

般
に
わ
た
っ
て
封
地
に
い
か
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
も
周
知
の
と
お
り
、
西
晋
で
は
官
職
に
つ
い
て
い
た

封
王
は
そ
の
官
職
に
応
じ
て
都
に
留
ま
っ
た
り
、
地
方
長
官
な
ど
と

し
て
そ
の
任
地
に
赴
い
た
り
し
て
い
た
。
封
王
の
任
地
と
封
固
と
の

方
面
に
つ
い
て
い
え
ば
、
当
初
か
な
ら
ず
し
も
一
致
す
る
よ
う
に
顧

慮
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
成
寧
三
年
(
二
七
七
)
の
封
王
制
改

定
以
降
は
、
封
玉
が
地
方
に
都
督
諸
軍
事
と
し
て
出
鎮
す
る
場
合
に

は
出
鎖
方
面
と
封
固
と
の
一
致
・
近
接
化
を
は
か
つ
て
い
る
。

で
は
、
東
晋
の
浪
邪
主
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に

の
べ
た
如
く
、
之
国
し
て
い
た
形
跡
が
確
認
さ
れ
な
い
以
上
、
出
鎮

方
面
と
封
固
と
の
一
致
・
近
接
化
が
そ
も
そ
も
生
じ
え
な
い
。

出
鎮
の
有
無
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
東
皿
聞
に
お
い
て
破
邪
王
が
都

督
諸
軍
事
の
任
命
を
う
け
た
事
例
は
二
例
の
み
で
あ
る
。
一
つ
は
、
建

武
元
年
(
一
一
二
七
)
三
月
辛
卯
、
司
馬
容
が
晋
王
に
封
じ
ら
れ
て
翌

四
月
に
瑛
邪
王
に
封
じ
ら
れ
た
司
馬
哀
が
、
都
督
諸
軍
事
の
任
命
を

う
け
た
事
例
で
あ
る
。
哀
は
浪
邪
王
に
封
じ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
散

騎
常
侍
・
使
持
節
・
都
督
背
徐
究
三
州
諸
軍
事
・
車
騎
将
軍
を
拝
し

て
お
り
、
封
園
破
邪
国
の
所
在
地
方
面
へ
出
鎖
し
た
か
の
よ
う
な
形

跡
を
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
青
充
ニ
州
な
ら
び
に
徐
州
の
一
部
(
破

邪
国
の
所
在
地
を
含
む
)
は
、
当
該
期
に
は
す
で
に
石
勅
の
統
治
下

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
浪
邪
国
方
面
へ
の
出
鎮
を
企
図
し

て
い
た
と
は
み
な
し
が
た
ほ
。

も
う
一
つ
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
浪
邪
王
に
封
じ
ら
れ
た
皇
族
が
都

督
諸
軍
事
と
し
て
、
し
か
も
刺
史
を
兼
任
す
る
と
い
う
異
動
を
発
令

さ
れ
た
事
例
は
、
孝
武
帝
期
の
司
馬
道
子
一
例
を
か
ぞ
え
る
の
み
で

あ
る
。
道
子
は
太
元
十
年
(
=
一
八
五
)
八
月
庚
子
に
領
揚
州
刺
史
・



録
尚
書
・
仮
節
・
都
督
中
外
諸
軍
事
に
任
じ
ら
れ
的
。
だ
が
そ
れ
も

肩
書
か
ら
想
像
が
つ
く
よ
う
に
出
鎖
と
は
み
な
せ
ず
、
京
都
建
康
の

域
内
を
で
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
の
検
討
か
ら
考
察
す
る
に
、
「
封
国
に
赴
き
か
っ
出
鎮
す
る
浪

邪
王
」
の
姿
は
、
東
晋
に
お
い
て
は
見
出
し
が
た
い
。
西
晋
か
ら
の

端
境
期
に
あ
た
る
東
晋
創
立
直
前
の
破
邪
王
哀
は
、
な
る
ほ
ど
出
鎖

す
る
浪
邪
王
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
性
格
が
の
ち
の
破
邪
王
に

引
き
継
が
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
点
は
動
か
せ
な
い
。
そ
れ
は
と
り

も
な
お
さ
ず
、
成
寧
三
年
の
改
定
封
王
制
に
お
い
て
企
図
さ
れ
た
よ

う
な
藩
扉
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
こ
と
が
、
破
邪
王
に
は
期
待
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
ほ
。
な
お
、
こ
の
之

)
国
・
出
鎮
が
み
ら
れ
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
破
邪
王
の
み
な
ら
ず
、
東

日
晋
ま
で
生
き
の
に
っ
た
ほ
か
の
封
王
に
あ
っ
て
も
、
ほ
ぽ
同
様
で
あ

承
る
と
み
な
し
う
る
。

峨

(2)

中
央
に
お
け
る
地
位

皇日
歴
代
浪
邪
王
の
就
任
官
職
に
つ
い
て
逐
一
事
例
を
あ
げ
て
傾
向
を

師
さ
ぐ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
次
の
事
実
を
指
摘
し
た
ほ
う
が
、
か
え
っ

の
て
破
邪
玉
の
性
格
を
つ
か
む
の
に
適
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
事
実

里

、

、

、

、

、

恥
と
は
す
な
わ
ち
、
現
に
瑛
邪
王
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
皇
族
が
顧
命
大

5

臣
の
列
に
上
っ
た
り
皇
帝
を
輸
政
し
た
り
し
た
事
例
は
皆
無
で
あ

4

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
顧
命
を
う
け
た
り
輸
政
し
た
り
し
た
こ

と
の
あ
る
皇
族
と
し
て
は
、
西
陽
王
羨
(
成
帝
の
輸
政
/
四

O
代
前

半
)
、
武
陵
王
附
(
康
帝
/
二

O
代
)
、
会
稽
王
豆
(
康
帝
/
二

O
代

前
半
、
穆
帝
、
哀
帝
期
は
臨
時
に
「
総
内
外
衆
務
」
)
、
会
稽
王
道
子

(
安
帝
/
三

O
代
前
半
)
が
確
認
さ
れ
る
。

さ
ら
に
付
吉
一
周
す
れ
ば
、
会
稽
王
道
子
が
浪
邪
王
に
封
じ
ら
れ
て
い

た
頃
に
政
務
に
介
入
し
て
朝
政
の
素
乱
を
招
い
た
と
さ
れ
る
事
例
を

の
ぞ
け
ば
、
そ
の
他
の
浪
邪
玉
が
朝
政
に
積
極
的
に
参
与
し
た
と
い

う
記
事
を
確
認
す
る
ζ

と
は
で
き
な
い
。
破
邪
王
に
あ
た
え
ら
れ
る

官
職
は
、
お
お
む
ね
下
は
散
騎
常
侍
か
ら
上
は
三
公
や
蝶
騎
将
軍
・

車
騎
将
軍
な
ど
で
あ
り
、
高
貴
な
る
身
分
を
し
め
す
こ
と
に
意
を
お

か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
願
命
大
臣
と
し
て
の
輸
政
は
も
と
よ
り
、
朝
政

へ
の
参
与
も
さ
ほ
ど
期
待
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
身
分
が
高
貴
で
あ

る
こ
と
を
し
め
す
肩
書
だ
け
は
保
持
し
て
い
る
|
|
こ
れ
が
中
央

官
界
に
お
け
る
浪
邪
王
の
基
本
性
格
と
み
な
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ

λ
ノ
。

(3) 
食
邑

東
晋
に
お
い
て
、
ど
の
地
域
を
食
邑
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
戸
数

を
あ
て
が
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
史
料
的
に
確
認
で
き
る
封
王

は
破
邪
王
・
会
稽
王
の
み
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
食

邑
な
ら
び
に
戸
数
が
前
破
邪
王
か
ら
ど
う
継
承
さ
れ
た
か
を
明
確
に
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し
て
い
る
記
事
は
、
こ
と
の
ほ
か
少
な
い
。
確
定
で
き
る
の
は
、
浪

4

邪
・
宣
城
・
会
稽
・
呉
が
い
つ
か
ら
浪
邪
王
の
食
巴
と
な
っ
た
の
か

に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
破
邪
王
に
限
定
す
る
形
で

言
及
す
る
【
表
l
参
照
】
。

ま
ず
浪
邪
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
元
帝
が
従
来
保
有
し
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
宣
城
は
、
元
帝
が
建
康
に
出
鎮
し
て
か
ら
、
永
嘉
年
間

に
太
妃
夏
侯
氏
の
葬
儀
を
お
こ
な
う
た
め
に
い
ち
ど
浪
邪
に
帰
還

し
、
ふ
た
た
び
建
康
に
出
鎮
し
た
の
ち
増
封
(
そ
の
際
は
二
万
戸
)
さ

れ
た
食
邑
で
あ
る
。
会
稽
は
、
建
武
元
年
(
一
一
二
七
)
に
司
馬
哀
が

浪
邪
王
に
封
じ
ら
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
あ
た
え
ら
れ
た
。
司
馬

豆
(
簡
文
帝
)
が
会
稽
王
に
封
じ
ら
れ
て
か
ら
は
、
会
稽
王
に
封
じ

ら
れ
る
皇
族
が
あ
ら
わ
れ
る
た
び
、
そ
の
食
邑
に
転
じ
て
い
る
。
た

だ
し
筒
文
帝
の
子
・
道
子
が
破
邪
王
に
封
じ
ら
れ
る
と
、
「
摂
会
稽
国
」

と
い
う
形
で
破
邪
王
の
食
邑
と
し
て
加
算
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

呉
郡
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
食
邑
と
は
若
干
事
情
を
異
に
す
る
。
も

と
も
と
呉
玉
で
あ
っ
た
康
帝
岳
が
破
邪
王
に
封
じ
ら
れ
た
あ
と
、
引

き
続
い
て
食
邑
と
し
て
封
じ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

晋
成
帝
戚
和
六
年
(
三

六
載
、
是
月
忽
復
起
生
。
成
和
九
年
(
二
一
三
四
)
五
月
甲
成
、
呉

雄
家
有
死
検
樹
、
是
日
因
風
雨
起
生
。
与
漢
上
林
断
柳
起
生
同

象
。
初
、
康
帝
為
呉
王
、
子
時
雌
改
封
浪
邪
、
而
猶
食
呉
郡
為

邑
。
是
帝
越
正
体
饗
国
之
象
也
。
曲
阿
先
亦
呉
地
、
象
見
呉
邑

雄
舎
、
又
天
意
也
。

(
『
宋
書
』
巻
三
二
五
行
志
三
草
妖
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
倒
木
・
枯
木
の
復
活
と
い
っ
た
様
々

な
怪
異
現
象
が
起
こ
る
ま
え
ぶ
れ
と
し
て
、
破
邪
に
改
封
さ
れ
な
が

ら
も
依
然
と
し
て
呉
郡
を
食
邑
と
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
呉
郡
を
破
邪
王
の
食
邑
と
し
た

こ
と
は
、
原
則
か
ら
は
ず
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ

う
。
お
そ
ら
く
原
則
と
し
て
は
浪
邪
・
宣
城
・
会
稽
の
三
つ
で
、
そ

の
う
ち
会
稽
王
の
い
る
場
合
は
会
稽
(
道
子
の
事
例
で
は
室
城
も
)
が

AM-

食
邑
か
ら
は
ず
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

浪
邪
王
の
食
邑
戸
数
の
規
格
に
つ
い
て
い
え
ば
、
時
に
は
五
万
戸

以
上
に
達
す
る
そ
の
数
は
、
西
晋
の
諸
王
と
く
ら
べ
て
も
か
な
り
多

AU} 

い
と
み
て
よ
く
、
西
晋
初
期
の
規
定
で
い
う
「
大
国
」
に
該
当
す
る
。

も
っ
と
も
、
太
康
十
年
(
二
八
九
)
の
第
三
次
封
王
策
に
お
い
て
、
皇

子
・
皇
孫
を
お
そ
ら
く
は
有
資
格
者
と
す
る
「
中
土
封
王
五
万
戸
」
規

定
を
う
ち
だ
す
や
、
特
例
的
な
八
万
戸
、
江
外
地
域
で
は
十
万
戸
と

破
格
の
食
邑
戸
数
を
保
持
す
る
皇
子
が
あ
ら
わ
れ
る
に
い
た
る
。
か

か
る
破
格
待
遇
者
を
の
ぞ
く
に
し
て
も
、
東
晋
ま
で
生
き
延
び
た
皇

族
の
ほ
と
ん
ど
は
食
邑
戸
数
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
比
較
す
る
に

は
困
難
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
「
今
破
邪
之
於
天
下
、
国
之
最
大
」
(
『
皿
日

書
』
巻
六
四
元
四
王
浪
邪
悼
王
燥
伝
)
と
称
さ
れ
る
だ
け
の
王

国
で
あ
る
こ
と
に
、
疑
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。



[表 1] 破邪王食邑関連表

E
川
)
幡
製
起
叫
H
4

同
日
同
州
問

Q
取阿世

現邪王就封者 継承時点 継承解消時占 食邑地 戸数 補足

孝王哀 317 建四武月丙元年辰 317 建武元末年 浪宣邪城、会稽、 五万二千戸 継実承録時』点巻五の確に定従はう I建康
十月丁 〔蒐〕

哀王安国 317 建十武月丁元年未直 317 建武元年内[莞〕 不明 不明
後フ

惇王換 318 太輿元年 318 太興元年 不明 不明
十二月丁丑 十二月己卯〔藷)

呈〔簡文帝〕 322 永昌元年 327 成和二年丙寅 現邪、会稽、 五万二千戸士αP
三月甲午 十二月 〔→会稽〕 宣城

岳〔康帝〕 327 成和二年 342 戚康八年午 破邪、呉 不明 王室邪王呈(筒文帝)は
十二月丙寅 六月甲 〔→皇帝〕 (宣城は不明) 会稽王に徒る

至〔哀帝〕 342 戚六康月八己年亥 361 升五平月五庚年申 [→皇帝〕
不明 不明

突〔廃帝] 361 升五平月五壬成年 365 :興寧三年 不明 不明
二月丁酉〔→皇帝〕

呈〔簡文帝〕 365 輿寧三年酉 371 威安元年 不明 不明
七月己 十一月己酉〔→皇帝〕

道子 372 戚安二年
392 太十元一十月庚七年寅 破会邪稽、(掻国) 一揺戸万会七稽千国六五百万五九十千一ー戸百、四十 道戸「宣子と城為会と稽す井王Jせ就て封五の万際九、千七月己未 〔→会稽〕

徳文〔恭帝〕 392 太十元一十月庚七年寅 418 義十照二十月戊四年寅 現邪のみ? 一万七千六百五十一戸
〔→皇帝〕 土a1

ト
守

[注記】

食邑地の「不明Jとは、現邪以外の食邑地について、前王からの継承関川弔が不明であることを指す。戸数も向。

なお出典は『晋書』巻六元帝紀から巻ーO 安帝紀まで、および同巻六四 元四王・簡文三子伝を参照。
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以
上
、
三
点
に
わ
た
っ
て
検
討
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
諸
点
で
指

4

摘
し
え
た
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

東
晋
の
瑛
邪
王
は
、
封
国
に
赴
き
か
っ
出
鎖
す
る
皇
族
と
い
う
、
い

わ
ば
藩
扉
と
し
て
の
機
能
は
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
、
中
央
政
府
に
お
い
て
政
治
手
腕
を
ふ
る
う
こ
と
、
あ
る
い
は

顧
命
大
臣
と
し
て
次
期
皇
帝
の
後
見
人
に
立
つ
こ
と
も
、
必
ず
し
も

期
待
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
一
方
で
は
、
比
較
的
高
い

位
階
、
ま
た
群
を
抜
い
た
食
邑
戸
数
を
保
持
し
て
お
り
、
身
分
と
し

て
は
間
違
い
な
く
高
貴
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
よ
う
な
肩
書
は
保
持

し
て
い
る
。
以
上
が
、
東
晋
浪
邪
王
の
有
す
る
皇
族
と
し
て
の
基
本

的
性
格
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
二
章

成
和
二
年
十
二
月
の
人
事
異
動

本
章
で
は
、
破
邪
王
の
は
た
し
た
役
割
の
一
端
を
、
具
体
的
事
例

に
即
し
て
考
察
し
て
い
く
。
そ
の
際
に
、
成
帝
期
の
成
和
二
年
(
三

二
七
)
十
二
月
丙
寅
に
お
こ
な
わ
れ
た
、
破
邪
王
の
異
動
に
着
目
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
見
し
て
単
な
る
ス
ラ
イ
ド
式
徒
封
に
し
か
恩
わ

れ
な
い
こ
の
異
動
が
、
あ
る
意
図
に
沿
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
推
察

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
意
図
に
こ
そ
破
邪
王
の

役
割
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
人
事
異
動
に
つ
い
て
唯
一
解

釈
を
し
め
し
て
い
る
胡
志
佳
氏
の
見
解
を
整
理
し
、
問
題
点
を
明
確

化
す
る
。
つ
い
で
、
司
馬
豆
(
簡
文
帝
)
が
元
帝
期
に
お
い
て
浪
邪

王
に
封
じ
ら
れ
た
経
緯
を
ふ
ま
え
、
胡
氏
の
論
及
が
な
さ
れ
て
い
な

い
異
動
発
令
時
期
の
問
題
を
手
が
か
り
に
、
卑
見
を
提
示
す
る
。

(
1
)
 
胡
志
佳
氏
の
見
解

こ
の
異
動
に
関
し
て
は
、
す
で
に
胡
志
佳
氏
が
興
味
深
い
解
釈
を

提
示
し
て
い
る
。
氏
は
当
該
事
例
を
、
「
政
治
権
力
と
関
連
し
て
い
る

王
家
の
継
承
ほ
ど
、
隠
誌
の
度
合
い
が
高
い
」
(
頁
ニ
二
四
)
こ
と
の

例
証
に
も
ち
い
て
い
る
。
史
料
と
し
て
は
、

成
和
元
年
三
二
六
)
、
〔
郎
太
妃
〕
曲
目
、
筒
文
帝
時
為
浪
邪
王
、

制
服
重
。
有
司
以
王
出
継
、
宜
降
所
生
、
国
臣
不
能
匡
正
、
奏

免
国
相
諸
葛
願
。
玉
上
疏
目
、
「
亡
母
生
臨
臣
園
、
没
留
園
第
、

臣
雌
出
後
、
亦
無
所
厭
、
則
私
情
得
紋
。
昔
敬
后
崩
、
孝
王
己

出
継
、
亦
還
服
重
。
此
則
明
比
、
臣
所
憲
章
也
。
」
明
穆
皇
后
不

奪
其
志
、
乃
徒
浪
邪
王
為
会
稽
玉
、
追
号
后
日
会
稽
太
妃
。

(
「
晋
書
』
巻
三
二
后
妃
下
筒
文
宣
鄭
太
后
伝
)

を
引
用
し
て
、
次
の
結
論
を
み
ち
び
く
。
ま
ず
①
司
馬
豆
(
簡
文
帝
)

の
会
穏
王
徒
封
は
、
豆
本
人
の
意
思
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。

そ
の
根
拠
は
、

(i)
当
時
の
豆
の
年
齢
は
七
歳
で
あ
り
、
徒
封
に
つ

い
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
明
確
な
意
思
が
あ
り
え
た
と
は
思
え
な
い
。

(
n
)

会
稽
王
に
う
つ
る
前
の
玉
は
浪
邪
玉
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
宗
の



地
位
を
代
表
し
て
お
り
、
の
ち
の
歴
史
展
開
を
み
る
と
、
東
晋
前
期

の
皇
帝
は
大
部
分
が
浪
邪
王
の
封
号
を
経
過
し
て
い
る
。
そ
の
政
治

的
地
位
に
つ
い
て
い
え
ば
、
破
邪
王
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
位
を
強

化
す
る
作
用
が
働
く
。
つ
ま
り
、
年
齢
の
点
や
浪
邪
王
と
い
う
地
位

の
有
す
る
価
値
を
考
え
る
と
、
あ
え
て
破
邪
王
か
ら
異
動
す
る
理
由

が
不
明
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
②
会
稽
王
徒
封
は
、
当

時
の
帝
位
争
奪
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
根
拠
は
以
下
の
と
お
り
。

(

1

)

徒
封
を
許
可
し
た
人
物
が
明
穆
庚
皇
后
、
す
な
わ
ち
朝
政
を
掌

握
し
て
い
た
庚
氏
家
族
の
成
員
で
あ
る
。

(
n
)
成
帝
の
の
ち
に
即
位

し
た
康
帝
(
呈
に
か
わ
っ
て
浪
邪
王
に
封
じ
ら
れ
た
人
物
)
は
、
庚

泳
ら
が
強
固
に
主
張
し
て
即
位
さ
せ
た
皇
帝
で
あ
る
。
以
上
の
点
を

)
論
者
な
り
に
要
約
す
れ
ば
、
康
帝
を
将
来
即
位
さ
せ
る
動
き
が
、
豆

一
司
(
簡
文
帝
)
の
会
稽
王
徒
封
の
裳
に
隠
さ
れ
て
い
た
(
「
隠
隷
」
)
、
と

承
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

描
豆
(
簡
文
帝
)
の
会
稽
王
徒
封
が
額
面
通
り
通
常
の
人
事
と
は
み

到
な
し
が
た
い
点
、
ま
た
そ
の
根
拠
と
し
て
①
の

(
1
)

す
な
わ
ち
年

日
齢
的
問
題
、
お
よ
び
②
の
(
日
)
す
な
わ
ち
明
穆
庚
皇
后
お
よ
び
そ

酬
の
後
ろ
盾
と
し
て
の
庚
氏
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
賛
同

の
で
き
る
。
浪
邪
王
に
相
応
の
価
値
を
認
め
る
主
旨
に
つ
い
て
も
、
お

贈
お
む
ね
首
肯
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
人
事
異
動
に
つ
い

9

て
は
、
若
干
考
察
し
な
お
す
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
会
稽

4

王
に
徒
封
す
る
前
の
豆
が
瑛
邪
王
に
封
じ
ら
れ
た
経
緯
を
ふ
ま
え
た

う
え
で
、
胡
氏
が
あ
げ
て
い
な
か
っ
た
当
該
事
例
に
ま
つ
わ
る
史
料

を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
い
さ
さ
か
異
な
る
意
義
づ
け
が
可
能
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
考
察
を
進
め
て
い
く
。

2 

私
見

本
節
で
は
、
豆
(
簡
文
帝
)
が
は
じ
め
て
浪
邪
王
に
封
じ
ら
れ
た

経
緯
か
ら
、
考
察
を
進
め
て
い
く
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
元
帝
期
に
お

げ
る
浪
邪
王
の
封
王
状
況
を
確
認
し
よ
う
【
表
2
参
照
】
。
こ
の
表
を

手
が
か
り
に
、
何
点
か
特
徴
を
指
摘
す
る
。

第
一
点
と
し
て
、
浪
邪
王
家
は
間
断
な
く
継
承
さ
れ
続
け
て
は
い

な
い
。
元
帝
の
次
に
浪
邪
王
を
継
い
だ
哀
は
、
そ
の
引
き
継
ぎ
に
は

さ
ほ
ど
時
間
を
要
し
て
い
な
い
。
哀
の
死
後
に
立
て
ら
れ
た
安
固
に

つ
い
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
父
か
ら
子
へ
、
と
い
う
基
本
的
な

継
承
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
遅
滞
な
く
封
じ
ら

れ
た
と
思
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
安
国
の
死
亡
後
が
問
題
で
あ
る
。
安

国
を
燥
が
継
ぐ
ま
で
約
一
年
、
燥
の
死
亡
後
に
豆
が
継
ぐ
ま
で
約
三

年
強
の
空
位
期
間
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
二
点
と
し
て
、
空
位
期
間
内
に
破
邪
王
家
を
継
承
し
う

る
要
員
が
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
浪
邪
王
が
か
な
ら
ず
し
も
優

先
し
て
継
承
さ
れ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
元
帝
即
位
以
降
、
諸

王
(
武
陵
・
東
海
)
の
就
封
が
優
先
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
破

邪
王
が
空
位
の
ま
ま
で
あ
っ
た
事
例
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前



50 

時 期 (皇元帝帝) 皇(明太帝子) 破邪王 武監王 東海王

IJ!武元年 (317)ニ月辛卯 晋王即位 怨車産 ~低

1/ 四月丙辰 晋王 晋王太子 孝玉哀

1/ 十月丁未 晋王 晋王太子 〔莞〕

1/ 十月丁未直後? 晋王 晋王太子 安国 @J揺

建武元年 (317)度内 晋王 晋王太子 [苑) 怨位

太興元年 (318)ニ月丙辰 皇帝即位 晋王太子

H ニ月庚午 皇帝 皇太子 空位

H 六月戊成 皇帝 皇太子 制普

M 十二月丁丑 皇帝 皇太子 悼王燥 附

1/ 卜二月己卯 皇帝 皇太子 (莞〕 耐措

太興四年 (321)問 皇帝 皇太子 さ苦位 f暗 iffi 

永昌元年 (322)ニ月甲午 皇帝 皇太子 呈〔簡文帝〕 晴 沖

1/ 閏十一月己丑 〔崩〕 皇太子 呈〔簡文帝〕 附 7111 

元帝子息の封王状況[表21

z四王伝を参照。(補註 1)

王
か
ら
間
断
な
く
継
承
す
る
次
の
事
例
は
、
成
帝
期
の
笠
と
岳
と
の

〔一州説
2
)

ス
ラ
イ
ド
式
徒
封
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
優
先
し
て
継
承
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
な
い
が

し
ろ
に
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば

破
邪
王
家
の
継
本
を
一
種
の
恩
典
と
し
て
扱
お
う
と
し
て
い
た
形
跡

が
、
以
下
の
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
。

及
燥
疾
篤
、
帝
為
之
微
膳
、
乃
下
詔
封
為
回
収
邪
玉
、
嗣
恭
王
後
。

俄
市
義
、
年
二
歳
。
帝
悼
念
無
己
、
将
葬
、
以
燥
既
封
列
国
、
加

以
成
人
之
礼
、
詔
立
凶
門
柏
歴
、
備
吉
凶
儀
服
、
営
起
陵
園
、
功

役
甚
衆
。
(
以
下
略
)

(
「
晋
書
』
巻
六
四
元
四
王
破
邪
悼
王
燥
伝
)

「
列
国
」
破
邪
王
に
封
じ
ら
れ
た
以
上
、
夫
折
し
た
と
は
い
え
成
人

に
対
す
る
礼
遇
で
も
っ
て
葬
儀
し
て
も
よ
い
と
の
判
断
か
ら
、
元
帝

は
様
々
な
恩
典
措
置
を
ほ
ど
こ
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
の
就
封
は
、
王

家
の
間
断
な
き
継
承
を
企
図
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
恩
典
の

AW》

た
め
の
措
置
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
か
る
状
況
を
う
け
て
、
元
帝
期
に
お
い
て
最
終
的
に
浪
邪
王
を

継
承
し
た
皇
族
が
、
元
帝
の
末
子
豆
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
元

帝
の
詔
が
の
こ
っ
て
い
る
。

永
昌
元
年
(
三
二
二
)
、
元
帝
詔
田
、
「
先
公
武
王
・
先
考
恭
玉
、

君
臨
浪
邪
、
継
世
相
承
、
囲
網
未
立
、
蒸
嘗
願
主
、
朕
常
悼
心
。

子
豆
仁
明
有
智
度
、
可
以
鹿
奉
宗
廟
、
以
慰
問
極
之
恩
。
其
封

フじ帝紀および巻六四出典は『普書』巻六【注記]



呈
為
浪
邪
玉
、
食
会
稽
・
宣
城
如
旧
。
」

(
『
晋
書
』
巻
九
筒
文
帝
紀
)

元
帝
の
祖
父
に
あ
た
る
武
王
伯
、
父
に
あ
た
る
恭
王
現
が
世
襲
し
て

き
た
破
邪
国
が
国
嗣
を
立
て
て
お
ら
ず
、
十
分
に
祭
杷
で
き
て
い
な

い
こ
と
に
心
を
痛
め
て
の
措
置
で
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
、
「
囲
網
未

立
」
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、

浪
邪
玉
に
封
じ
ら
れ
う
る
皇
族
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
封
じ
な

か
っ
た
ま
ま
、
実
質
三
年
強
の
空
位
期
間
を
へ
て
の
封
王
と
い
う
措

置
は
、
い
か
に
も
唐
突
な
印
象
を
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
。
な
に
ゆ
え
永

昌
元
年
と
い
う
時
点
で
封
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

当

。
・刀

東晋の浪邪王と皇位継承(三国)

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
封
王
詔
の
だ
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

永
昌
元
年
春
正
月
乙
卯
、
大
赦
、
改
元
。
戊
辰
、
大
将
軍
王
敦

挙
兵
於
武
昌
、
以
詠
劉
腕
為
名
、
龍
駿
将
軍
沈
充
帥
衆
応
之
。
三

月
、
徴
征
西
将
軍
蛾
若
思
・
鎮
北
将
軍
劉
腿
還
衛
京
都
。
以
司

空
王
導
為
前
鋒
大
都
督
、
以
蛾
若
思
為
康
騎
将
軍
、
丹
楊
諸
郡

皆
加
軍
号
。
加
僕
射
周
顕
尚
書
左
僕
射
、
領
軍
王
遼
尚
書
右
僕

射
。
以
太
子
右
衛
率
周
遊
行
冠
軍
将
軍
、
統
兵
三
千
討
沈
充
。
甲

刊
1
矧
劃
司
到
刻
瑚
淵
丑
叶
l
劉
腕
軍
於
金
城
、
右
将
軍
周
札
守

石
頭
、
帝
親
被
甲
偽
六
師
於
郊
外
。
遺
平
南
将
軍
陶
侃
領
江
州
、

安
南
将
軍
甘
卓
領
荊
州
、
各
帥
所
統
以
踊
敦
後
。

(
『
晋
書
」
巻
六
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元
帝
紀
)

傍
線
部
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
東
晋
極
初
期
の
重
鎮
・
王
敦
の

挙
兵
よ
り
約
二
ヶ
月
後
、
王
敦
迎
撃
準
備
の
最
中
に
、
破
邪
王
へ
の

封
王
異
動
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
三
年
近
く

空
位
だ
っ
た
浪
邪
王
が
、
王
敦
へ
の
対
応
で
あ
わ
た
だ
し
い
こ
の
時

期
に
、
突
如
と
し
て
封
じ
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か

か
る
あ
り
か
た
は
、
次
に
と
り
あ
げ
る
成
和
二
年
十
二
月
丙
貨
の
人

事
異
動
の
発
令
状
況
と
、
軌
を
一
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
成
和
二
年
十
二
月
丙
寅
の
人
事
異
動
が
お
こ
な
わ
れ
た
そ

の
時
期
は
、
い
か
な
る
状
況
下
に
あ
っ
た
の
か
。

〔
成
和
二
年
(
=
三
七
)
〕
叶
↓
則
1
剖
州
刺
刻
倒
吋
叶
圃
閥
刈

胡
鮒
側
割
悶
叶
l

十
二
月
辛
亥
、
蘇
峻
使
其
将
韓
晃
入
姑
執
、
屠

子
湖
。
壬
子
、
彰
城
王
雄
・
章
武
玉
休
叛
、
奔
峻
。
庚
申
、
京

師
戒
厳
。
仮
護
軍
将
軍
民
亮
節
為
征
討
都
督
、
以
右
衛
将
軍
越

胤
為
冠
軍
将
軍
・
歴
陽
太
守
、
使
与
左
将
軍
司
馬
流
帥
師
距
峻
、

戦
子
慈
湖
、
流
敗
、
死
之
。
仮
騒
騎
将
軍
鐙
雅
節
、
帥
舟
軍
、
与

遡
胤
為
前
鋒
、
以
距
峻
。
丙
寅
、
徒
封
破
邪
王
笠
為
会
稽
玉
、
呉

王
岳
為
政
邪
王
(
以
下
略
)

(
『
晋
書
』
巻
七
成
帝
紀
)

こ
の
時
も
、
玉
敦
の
乱
に
お
け
る
と
同
様
、
蘇
峻
の
進
攻
を
防
い
で

い
る
最
中
に
破
邪
王
徒
封
人
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
反
乱
発
生

よ
り
一
ヶ
月
後
、
今
度
は
成
帝
の
同
母
弟
岳
が
破
邪
王
に
封
じ
ら
れ
、

前
破
邪
王
呈
は
会
稽
王
に
徒
封
す
る
。
こ
の
徒
封
に
つ
い
て
は
、
前
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述
の
『
晋
書
』
巻
三
ニ
・
后
妃
下
・
簡
文
宣
鄭
太
后
伝
が
事
情
を
説

明
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
生
母
に
哀
悼
し
て
や
ま
な
い
豆
の
た
っ

て
の
要
望
を
庚
太
后
が
聴
き
い
れ
る
、
と
い
う
構
図
が
描
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
反
乱
へ
の
迅
速
な
対
応
が
も
と
め
ら
れ
る
最
中
で
、
あ

え
て
上
奏
を
う
け
い
れ
る
と
い
う
の
は
、
状
況
か
ら
い
っ
て
不
自
然

で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
時
。
何
ら
か
の
意
図
に
基
づ
い
て
の
異

動
で
あ
る
可
能
性
を
、
想
定
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
端
的
に
い
っ
て
、
有
事
の
際
に
皇
帝
・
皇
太
子
が
途
絶
え

た
場
合
の
こ
と
を
予
測
し
、
不
在
と
な
っ
た
皇
位
を
補
充
す
る
役
割

を
期
待
し
た
が
た
め
の
封
主
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
ず
想
起
す
べ
き
は
、
永
一
昌
元
年
・
成
和
二
年
の
封
王
異
動
が
、
建

康
へ
の
進
撃
に
よ
っ
て
皇
帝
乃
至
は
皇
太
子
が
不
在
と
な
る
(
強
制

排
除
さ
れ
る
)
危
険
性
が
た
か
ま
る
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
皇
帝
乃
至
は
皇
太
子
両
者
に
最
悪
の
事
態
が
生
じ

た
場
合
の
も
う
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
、
現
邪
王
が
用
意
さ
れ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
永
昌
元
年
の
事
例
で
い
え
ば
、
王
敦
が
初
期

の
目
的
で
あ
る
劉
腿
ら
の
排
除
を
達
成
し
た
の
ち
も
危
機
は
の
こ
っ

て
い
た
。
た
と
え
ば
、

〔
王
〕
敦
索
以
帝
(
明
帝
)
神
武
明
略
、
朝
野
之
所
欽
信
、
欲
語

以
不
孝
而
廃
棄
。
大
会
百
官
而
問
湿
隔
日
、
「
皇
太
子
以
何
徳

称
。
」
声
色
倶
腐
、
必
欲
使
有
言
。
幡
対
日
、
「
鈎
深
致
速
、
蓋

非
浅
局
所
量
。
以
礼
観
之
、
可
称
為
孝
会
。
」
衆
皆
以
為
信
然
、

敦

謀

遂

止

。

(

「

皿

白

書

』

巻

六

明

帝

紀

)

と
あ
る
よ
う
に
、
王
敦
に
よ
る
廃
太
子
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。
不
孝

の
罪
で
あ
る
と
謹
告
す
る
王
敦
に
対
し
、
温
隔
は
機
転
を
き
か
せ
、
廃

太
子
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
元
帝
死
後
に
皇
太
子
(
明

帝
)
が
皇
位
を
継
承
し
て
以
降
も
依
然
と
し
て
、
予
断
を
許
さ
ぬ
状

況
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
泊
。

ま
た
、
二
度
目
の
玉
敦
挙
兵
の
際
に
も
、
王
敦
の
謀
略
を
し
ら
せ

る
興
味
深
い
話
が
の
こ
っ
て
い
る
。
つ
と
に
回
余
慶
氏
が
指
摘
し
て

い
る
如
く
、
王
敦
に
よ
る
纂
奪
計
函
、
具
体
的
に
は
建
康
に
攻
め
い
っ

て
明
帝
を
廃
位
し
、
い
ち
ど
東
海
玉
沖
を
即
位
さ
せ
て
か
ら
築
奪
す

る
と
い
う
目
論
見
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
制
。
破
邪
王
家

の
系
統
か
ら
東
海
王
家
の
系
統
に
う
っ
そ
う
と
す
る
王
敦
に
対
し
、

浪
邪
王
の
存
続
は
必
須
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
成
和
二
年
に
お
い
て
は
、
皇
帝
不
在
の
危
機
は
勿
論
の
こ

と
、
そ
れ
以
外
に
、
異
な
っ
た
次
元
で
の
危
険
が
存
し
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
成
和
二
年
の
封
王
異
動
を
決
定
し
た
と
さ
れ
る
庚
皇
后
の

背
景
に
い
る
庚
氏
勢
力
、
わ
け
で
も
当
該
期
に
当
権
者
で
あ
っ
た
庚

亮
に
と
っ
て
の
危
険
で
あ
る
。
蘇
峻
の
乱
が
そ
も
そ
も
庚
亮
討
伐
を

名
目
に
し
て
い
る
点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
当
時
の
皇
帝
た
る
成
帝

を
う
し
な
う
こ
と
に
よ
り
、
「
真
に
よ
る
輸
政
」
と
い
う
名
目
を
も
う

An} 

し
な
い
か
ね
な
い
立
場
に
、
庚
亮
は
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
皇

帝
の
奥
と
し
て
の
輔
政
大
臣
と
い
う
地
位
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、



成
帝
の
役
割
を
補
填
し
う
る
唯
一
の
要
員
と
し
て
、
同
母
弟
・
岳
の

存
在
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
胡
氏
が
い
う
庚
泳
の

康
帝
即
位
強
行
と
い
う
動
き
も
、
こ
の
時
点
か
ら
す
で
に
計
画
し
て

い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
企
図
す
る
と
こ
ろ
は
軌
を
一
に
し
て

い
る
と
い
え
よ
切
っ
。

以
上
要
す
る
に
、
成
和
二
年
の
異
動
の
意
図
は
、
い
ま
ま
さ
に
配

置
換
え
き
れ
よ
う
と
し
て
い
る
豆
自
身
が
永
昌
元
年
の
異
動
に
よ
っ

て
担
っ
た
皇
位
補
充
要
員
と
い
う
役
割
を
、
今
度
は
現
皇
帝
の
弟
・

岳
に
担
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第

章

浪
邪
王
の
特
殊
性

|
|
皇
位
継
承
候
補
と
な
り
う
る
原
理
|
|

回一一
一駅

前
章
の
結
論
で
、
東
晋
初
期
の
破
邪
王
が
、
内
乱
発
生
時
に
皇
位

搬
を
補
充
す
る
要
員
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し

劃
た
。
も
し
そ
の
推
測
に
大
過
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
本
論
の
所
期
の
回

日
的
で
あ
る
、
浪
邪
王
か
ら
の
皇
位
継
承
と
い
う
事
象
に
つ
な
が
り
う

脚
る
も
の
と
し
て
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

の
そ
れ
で
は
、
東
晋
に
お
い
て
皇
位
継
承
者
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
組

宋
み
で
皇
太
子
乃
至
は
破
邪
王
へ
と
限
定
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章

で
は
、
こ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
考
察
を
く
わ
え
、
そ
の
意
義
に
つ
い

て
卑
見
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
前
章
で
の
結
論
で
も
あ
る
、
破
邪
王
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が
有
事
の
際
に
皇
帝
乃
至
は
皇
太
子
の
補
充
要
員
と
し
て
の
性
格
を

も
ち
う
る
と
す
る
推
測
に
、
一
定
の
裏
づ
け
を
あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
。

l 

血
縁
的
条
件

ま
ず
、
破
邪
王
家
の
継
承
関
係
を
み
る
と
、
父
子
継
承
の
少
な
さ

が
目
立
つ
【
表
3
参
照
】
。
元
帝
即
位
前
後
に
父
子
継
承
の
事
例
は
集

中
し
て
お
り
、
そ
れ
を
の
ぞ
け
ば
呈
(
簡
文
帝
)
か
ら
道
子
へ
の
一

例
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
単
体
の
王
家
と
し
て
と
ら
え
た
場
合
、
瑛

邪
王
家
は
父
の
不
在
を
常
態
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
、

「
不
在
の
父
」
と
は
誰
な
の
で
あ
る
う
か
。

こ
こ
で
瑛
邪
王
の
血
縁
関
係
を
さ
ぐ
る
と
、
【
表
3
】
に
み
ら
れ
る

と
お
り
、
皇
太
子
も
し
く
は
皇
帝
の
弟
に
よ
る
継
承
の
頻
度
が
高
い

こ
と
が
わ
か
る
。
人
数
比
で
い
う
と
、
十
人
中
七
人
が
皇
太
子
も
し

く
は
皇
帝
の
弟
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
【
系
図
】
と
併
せ
て
み
れ
ば
明

ら
か
な
よ
う
に
、
浪
邪
王
家
は
皇
帝
家
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
形
で
存

在
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
推
せ
ば
、
「
不
在
の
父
」
と
は
皇
帝
に
ほ
か

な
ら
ず
、
皇
帝
と
一
体
に
な
っ
て
は
じ
め
て
瑛
邪
王
家
は
家
族
た
り

え
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

こ
の
特
異
な
あ
り
か
た
か
ら
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
引
用
し
た
張
学

鋒
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、
皇
帝
に
最
も
血
縁
の
近
い
者
が
浪
邪
王
に

封
じ
ら
れ
て
い
る
傾
向
を
看
取
で
き
る
。
も
し
柏
崎
邪
王
が
皇
帝
と
の

血
縁
上
の
親
近
さ
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
王
家
は
独
立
し
た
一
家
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[表 3] 破邪王家の継承関係ならびに浪邪王就封時点における皇帝・皇太子との血縁関係

人名

孝王哀

安固

悼王燥

豆〔簡文帝〕

岳[康帝〕

亙〔衷帝〕

突〔廃帝〕

豆[簡文帝〕

道子

徳文〔恭帝〕

[系図] 九例

①元帝容

前継王承との
関係

王家異動の有無 就皇封帝時点における
との血縁関係

皇就太封子時と点のに血お縁け関る係

父→子 長宣城楽郡亭侯→ 父(元帝) 子 兄(明帝) 弟
公→浪邪

父令子 × 祖父(元帝) 孫 伯父(明帝)ーおい

おい→叔父
長顕楽義亭亭侯侯→→殻日邪

父(元帝) 子 兄(明帝) 弟

兄→弟 × 父(耳帝) 子 兄(明帝) 弟

叔父→おい 呉王→浪邪 兄(成帝) 弟 x (不在)

叔父→おい × 叔父(康帝) おい x (不在)

兄 9弟 東海→破邪 兄(哀帝)ー弟 x (不在)

兄従祖弟孫祖→父 政破邪邪→会稽→ 兄従祖弟孫祖父(海酉公)ー x (不在)

父→子 × 父(簡文帝)一子 兄(孝武帝) 弟

叔父→おい × 父(孝武帝)一子 兄(安帝) 弟

① 東晋皇帝の継承国序 !lJ 東晋破邪王の継承順序

②明帝紹ー「一一一一一一③成帝街ー「一一一⑥哀帝至 [6J

I L一一一一⑦廃帝突出

L一一一一一一④康帝岳民3 ⑤穆帝駒

王良邪孝王哀[lJ 政邪哀王安国 [2]

政邪悼王燥 i[~l

③簡文帝呈主主、二'81一「⑨孝武帝昭一「一一一⑩安帝徳宗

I L一一一⑪恭帝徳文江切叫

」会稽文孝王道子 [9]



と
し
て
あ
り
続
け
、
世
代
の
降
下
に
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
と
の
血
縁

関
係
は
よ
り
疎
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
は
、
海
西
公

が
廃
位
さ
れ
た
と
い
う
緊
急
事
態
を
の
ぞ
い
て
は
、
血
縁
上
皇
帝
に

親
近
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
浪
邪
王
家
は
独
立
し
た
一

家
と
し
て
よ
り
は
む
し
ろ
、
皇
帝
と
の
血
縁
関
係
に
規
定
さ
れ
る
、
つ

ま
り
は
親
で
あ
る
べ
き
だ
と
観
念
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
上
述
の
よ
う

な
王
家
の
あ
り
か
た
を
形
成
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

き
で
、
王
家
の
継
承
時
点
に
お
い
て
浪
邪
王
が
皇
帝
も
し
く
は
皇

太
子
の
弟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
下
の
条
件
に
お
い
て
、
高
い

確
率
で
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
に
子
が

い
な
い
(
皇
太
子
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
か
皇
太
子
が
死
亡
す
る
)
も

)
し
く
は
皇
太
子
死
亡
後
に
子
が
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
め

羽
す
事
例
と
し
て
、
次
の
史
料
を
あ
げ
よ
う
。

相
〔
太
和
六
年
三
一
一
七
一
)
十
一
月
〕
己
酉
、
集
百
官
子
朝
堂
、
宣

継
崇
徳
〔
椿
〕
太
后
令
目
、
「
王
室
線
難
、
穆
・
哀
短
昨
、
図
嗣
不

劃
育
、
儲
宮
擁
立
。
破
邪
玉
突
親
則
母
弟
、
故
以
入
纂
大
位
。
(
以

日

下

略

)

」

(

「

晋

書

』

巻

八

海

西

公

紀

)

郷
こ
れ
は
、
海
西
公
を
廃
位
す
る
際
の
、
崇
徳
裕
太
后
の
令
に
み
え
る

の
文
吉
一
一
回
で
あ
る
。
右
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
に
世
継
ぎ
が
う
ま
れ
ず
、
皇
太

庶
子
も
立
て
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
前
皇
帝
の
同
母
弟
た

5

る
破
邪
王
が
継
承
し
た
と
い
う
。
破
邪
王
に
よ
る
皇
位
継
承
の
条
件

5

が
端
的
に
し
め
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
示
唆
的
な
の
は
、
海
西
公
が
即
位
す
る
に
あ
た
っ
て
の
、
崇

徳
橋
太
后
の
詔
を
の
せ
る
次
の
史
料
で
あ
る
。

興
寧
三
年
(
三
六
五
)
二
月
丙
申
、
哀
帝
崩
、
無
嗣
。
丁
酉
、
皇

太
后
詔
目
、
「
帝
遂
不
救
阪
疾
、
娘
禍
仰
孫
、
遺
縮
減
然
、
哀
働

切
心
。
破
邪
玉
突
、
明
徳
茂
親
、
属
当
儲
嗣
、
{
且
奉
但
宗
、
纂

承
大
統
。
使
速
正
大
礼
、
以
寧
人
神
。
」

(
『
晋
書
』
巻
八
海
西
公
紀
)

皇
統
を
引
き
継
い
だ
浪
邪
王
突
が
、
こ
こ
で
は
「
儲
嗣
」
と
表
現
さ

れ
て
い
る
。
皇
太
子
不
在
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、
浪
邪
王
が
皇
統

を
引
き
継
ぐ
、
つ
ま
り
太
子
に
代
わ
っ
て
「
儲
嗣
」
と
な
る
役
割
を

担
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
弟
に
よ
る
皇
位
継
承
と
い
う
あ
り
か
た
は
、
破

邪
王
の
役
割
を
理
解
す
る
一
つ
の
鎗
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
は

こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
く
わ
え
て
い
く
。

(2) 
兄
弟
に
よ
る
皇
帝
・
拍
車
邪
王
の
分
担

東
晋
初
期
で
は
、
破
邪
王
家
は
弟
(
普
王
太
子
の
同
母
弟
)
に
継

が
れ
て
い
る
。
『
晋
吉
田
』
巻
六
四
・
元
四
王
・
瑛
邪
孝
王
哀
伝
に
は
、

及
帝
(
元
帝
)
為
晋
玉
、
有
司
奏
立
太
子
、
帝
以
哀
有
成
人
之

量
、
過
於
明
帝
、
従
容
謂
王
導
目
、
「
立
子
以
徳
不
以
年
。
」
導

目
、
「
世
子
・
宣
城
倶
有
朗
儲
之
目
、
回
当
以
年
。
」
於
是
太
子

位
遂
定
。
更
封
哀
破
邪
、
嗣
恭
王
後
、
改
食
会
稽
・
宣
城
邑
五
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万
二
千
戸
。

と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
元
帝
が
そ
の
子
息
の
う
ち
兄
に
皇
位
の
後

継
を
、
弟
に
元
帝
の
実
父
で
あ
る
浪
邪
恭
王
観
の
後
継
を
ゆ
だ
ね
て

Am) 

い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
同
母
兄
弟
が
そ
れ
ぞ
れ

皇
帝
も
し
く
は
破
邪
王
家
を
継
承
す
る
と
い
う
方
式
は
、
の
ち
の
封

王
異
動
に
お
い
て
も
よ
く
み
ら
れ
る
。
事
例
と
し
て
は
、
成
帝
が
皇

帝
の
時
に
康
帝
が
、
哀
帝
が
即
位
す
る
と
同
時
に
海
西
公
が
、
孝
武

帝
が
立
太
子
さ
れ
る
と
同
時
に
道
子
が
、
安
帝
の
立
太
子
後
し
ば
ら

く
し
て
恭
帝
が
、
そ
れ
ぞ
れ
浪
邪
王
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
か
か
る
兄
弟
に
よ
る
皇
帝
も
し
く
は
破
邪
王
家
の
分
担
は
、

次
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
る
。

〔
升
平
五
年
(
三
六
二
五
月
〕
壬
成
、
詔
日
、
「
朕
獲
承
明
命
、

入
築
大
統
。
顧
惟
先
王
宗
廟
、
蒸
嘗
無
主
、
太
妃
喪
庭
、
廓
然

擁
寄
、
悲
痛
感
擢
、
五
内
拍
割
。
宗
国
之
尊
、
情
礼
兼
隆
、
胤

嗣
之
重
、
義
無
与
ニ
。
東
海
王
突
、
戚
属
親
近
、
宜
奉
本
統
、
其

以
突
為
破
邪
王
。
」
(
「
晋
書
」
巻
八
哀
帝
紀
)

こ
乙
か
ら
は
、
兄
の
哀
帝
が
「
大
統
」
す
な
わ
ち
皇
統
を
、
「
戚
属
親

近
」
た
る
同
母
弟
突
(
海
西
公
)
が
「
本
統
」
す
な
わ
ち
破
邪
の
王

統
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
兄
が
皇

帝
も
し
く
は
皇
太
子
を
、
弟
(
と
り
わ
け
同
母
弟
)
が
浪
邪
王
を
継

承
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
東
晋
一
代
通
じ
て
、
一
定
の
説
得
力
を

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
東
晋
の
皇
帝
と
浪
邪
王
と
の
兄
弟
分
担
関
係
を
決
定
づ
げ

る
要
因
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
い
ち
藩
王
に
す

ぎ
な
い
元
帝
が
中
興
の
祖
と
し
て
あ
ら
た
に
皇
位
に
つ
い
た
こ
と
、

ま
た
一
度
誰
か
の
あ
と
つ
ぎ
と
な
っ
て
か
ら
は
、
所
生
親
を
奉
聞
で

き
な
い
こ
と
、
こ
の
二
点
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
元

帝
は
中
興
に
よ
っ
て
最
大
の
大
宗
た
る
皇
位
を
継
承
し
、
喉
一
の

「
父
」
た
る
先
帝
を
奉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
実
父
た
る
浪

邪
恭
王
を
「
父
」
と
し
て
奉
じ
る
こ
人
で
二
人
の
父
親
に
仕
え
る
)

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
浪
邪
恭

王
を
祭
記
す
る
と
な
れ
ば
、
別
な
人
物
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
え
な
く

な
る
だ
ろ
う
。
東
晋
の
皇
帝
(
乃
至
は
皇
太
子
)
と
浪
邪
王
と
は
、
い

わ
ば
元
帝
の
大
統
継
承
者
と
本
統
継
承
者
の
両
側
面
を
そ
れ
ぞ
れ
分

担
し
て
継
承
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
元
帝
の
延
長
的
存
在

で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3 

皇
位
断
絶
と
浪
邪
主

前
節
の
指
摘
に
大
過
な
け
れ
ば
、
東
晋
の
皇
帝
と
破
邪
王
と
の
関

係
は
、
「
本
統
」
が
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
「
大
統
」
を
随
時
補
完
し

う
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
裏
返
し
て
い
え
ば
、

「
本
統
」
の
断
絶
が
「
大
統
」
の
断
絶
を
惹
起
し
う
る
と
い
う
乙
と
に

な
ろ
う
。
事
実
、
晋
宋
革
命
前
夜
に
は
、
「
本
統
」
の
断
絶
が
皇
統
断

絶
に
さ
き
だ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



担
問
宋
革
命
に
至
る
ま
で
の
、
破
邪
一
門
の
園
除
の
状
況
に
つ
い
て
、

そ
の
時
期
を
し
め
す
と
以
下
の
と
お
り
。

破
邪
王
:
・
義
照
十
四
年
(
四
一
八
)
十
二
月
戊
寅
、
恭
帝
即
位
後

に
国
除
。
以
後
、
南
朝
通
じ
て
み
ら
れ
ず
。

会
稽
王
義
照
十
三
年
(
四
一
七
)
五
月
丁
亥
、
情
之
死
亡
後
に

国
除
。
陳
の
後
主
第
八
子
・
荘
が
封
じ
ら
れ
る
ま
で
は
、

確
認
で
き
な
い
。

武
陵
王
・
臨
川
王
・
准
陵
王
国
劉
宋
受
禅
後
に
、
国
除
。
武
陵
-

AM-

臨
川
は
劉
宋
の
皇
族
が
封
じ
ら
れ
る
。

「
国
除
」
と
は
畢
覚
、
王
位
継
承
資
格
の
消
去
で
あ
る
。
そ
の
順
番
が
、

会
稽
か
ら
浪
邪
、
そ
し
て
武
陵
・
臨
川
・
准
陵
と
な
っ
て
い
る
の
で

)
あ
る
。
皇
帝
も
含
め
れ
ば
、
【
会
稽
↓
浪
邪
↓
東
晋
皇
帝
:
・
《
劉
宋
皇

珊
帝
へ
の
移
行
》
↓
武
陵
・
臨
川
・
准
陵
】
と
い
う
流
れ
に
な
る
だ

刈
ろ
う
。

捕
こ
れ
を
東
晋
王
朝
纂
奪
ま
で
の
流
れ
の
な
か
で
み
た
場
合
、
国
除

到
の
順
番
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
会
稽
は
安
帝
・
恭
帝
の
母
体

日
と
な
る
王
家
、
す
な
わ
ち
館
文
帝
を
祖
と
す
る
王
家
で
あ
り
、
破
邪

郷
は
も
と
を
た
ど
れ
ば
東
晋
王
朝
の
母
体
と
な
る
王
家
で
あ
り
、
武

の
陵
・
臨
川
・
准
陵
は
元
帝
子
孫
の
な
か
で
皇
位
継
承
に
全
く
あ
ず
か
っ

庶
て
こ
な
か
っ
た
王
家
で
あ
る
。
纂
奪
さ
れ
る
恭
帝
か
ら
み
る
と
、
こ

7

れ
は
皇
位
の
淵
源
、
順
を
追
っ
て
説
明
す
れ
ば
、
筒
文
帝
の
子
孫
を

5

包
括
す
る
会
稽
玉
(
恭
帝
の
母
体
)
、
簡
文
帝
を
も
包
括
す
る
広
義
の

浪
邪
王
(
元
帝
の
母
体
)
、
広
義
の
浪
邪
王
を
も
包
括
す
る
宣
帝
(
西

晋
の
淵
源
)
へ
と
む
か
つ
て
王
位
継
承
の
資
格
を
剥
奪
し
て
い
く
過

程
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
纂
奪
す
る
劉
裕
の
側
か
ら
い
え
ば
、
禅
譲
を

正
当
化
す
る
た
め
に
必
須
の
階
梯
で
あ
っ
た
、
と
も
換
言
で
き
よ
う
。

以
上
要
す
る
に
、
皿
回
宋
革
命
前
夜
に
お
け
る
段
階
的
国
除
は
、
浪
邪

王
家
が
皇
統
を
補
充
す
る
存
在
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
皇
位
の
剥
奪
に
さ

き
だ
っ
て
国
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
し
め
す
実
例

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
本
章
の
結
論
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

藩
王
に
し
て
中
興
の
祖
で
あ
る
元
帝
が
有
す
る
二
つ
の
側
面
、
す

な
わ
ち
皇
帝
と
し
て
の
側
面
と
実
父
(
破
邪
王
家
の
祖
)
を
祭
閲
す

る
家
人
の
側
面
と
を
、
以
後
の
子
孫
は
継
承
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
皇
帝
(
あ
る
い
は
皇
太
子
)
と
浪
邪
王
と
は
両
者
一
体
で
、
元

帝
が
本
来
は
た
す
べ
き
役
割
を
分
担
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
往
々
に
し
て
兄
が
皇
位
を
継
ぎ
弟
が
浪
邪
王

を
継
ぐ
形
で
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
瑛
邪
王
は
い
わ
ば
中
興
の
祖
の
延

長
的
存
在
で
あ
り
、
か
っ
血
縁
的
に
も
親
近
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

諸
王
よ
り
も
皇
位
継
承
に
近
い
位
置
に
立
ち
え
た
と
結
論
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
禅
譲
革
命
に
利
用
さ
れ
、
東
晋
王
朝
断
絶
ま

で
の
階
梯
と
し
て
も
機
能
し
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
点
か

ら
も
皇
統
に
き
わ
め
て
近
い
存
在
と
し
て
の
瑛
邪
王
の
姿
が
、
裏
返

し
の
形
で
う
か
び
あ
が
る
で
あ
ろ
う
。
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最
後
に
、
第
二
章
の
結
論
に
つ
い
て
補
足
し
つ
つ
本
章
を
締
め
く

5

く
ろ
う
。
皇
帝
乃
至
は
皇
太
子
が
強
制
的
に
不
在
と
な
り
う
る
内
乱

発
生
時
に
浪
邪
王
が
皇
統
を
補
充
す
る
最
有
力
の
要
員
と
な
り
う
る

の
は
、
一
つ
は
血
縁
的
親
近
さ
に
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
は

大
統
を
補
完
す
る
本
統
と
し
て
の
役
割
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
東
晋
に
お
け
る
浪
邪
王
の
役
割
と
は
、
端
的

に
い
っ
て
、
こ
の
本
統
を
維
持
し
つ
つ
大
統
を
補
完
す
る
「
弟
」
で

あ
る
点
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
論
で
は
、
東
晋
に
お
い
て
皇
太
子
以
外
の
皇
位
継
承
が
破
邪
王

に
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
背
景
に
つ
い
て
の
解
明
を
最
終
的
な
目
的
に

据
え
つ
つ
、
ま
ず
第
一
章
で
は
浪
邪
王
に
つ
い
て
の
予
備
検
討
を
お

こ
な
い
、
皇
族
と
し
て
の
浪
邪
王
が
そ
な
え
る
基
本
的
性
格
を
指
摘

し
た
。
浪
邪
王
は
、
落
扉
と
し
て
の
役
割
は
も
と
よ
り
、
中
央
政
府

に
お
け
る
首
班
や
顧
命
大
置
と
し
て
の
役
割
も
、
必
ず
し
も
期
待
さ

れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
位
階
は
他
の
皇
族
よ
り
も
高
く
、
ま

た
食
邑
戸
数
も
群
を
抜
い
て
保
持
し
て
お
り
、
身
分
が
間
違
い
な
く

高
貴
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
肩
書
は
有
し
て
い
た
。

つ
い
で
成
和
二
年
や
そ
れ
に
先
立
つ
永
昌
元
年
の
破
邪
王
封
王
異

動
を
手
が
か
り
と
し
た
第
二
章
の
考
察
か
ら
は
、
き
わ
め
て
特
殊
な

目
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
え
た
と
考

え
る
。
す
な
わ
ち
、
内
乱
発
生
時
に
、
万
が
一
に
も
皇
帝
乃
至
は
皇

太
子
の
死
亡
に
よ
っ
て
皇
統
が
途
絶
え
た
場
合
を
予
測
し
て
、
皇
位

を
補
充
し
う
る
要
員
と
し
て
み
こ
ま
れ
た
皇
族
が
環
邪
王
に
封
じ
ら

れ
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
皇
位
補
充
要
員
と
い
う
役
割
を
、
ほ
か
の
王

で
は
な
く
、
あ
え
て
浪
邪
王
に
担
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
因
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
。
第
三
章
で
の
指
摘
を
約
雪
一
周
す
る
と
以
下
の
と
お

り
。
皇
位
な
ら
び
に
浪
邪
王
の
継
承
方
式
を
み
る
と
、
兄
が
皇
帝
(
乃

至
は
太
子
)
を
、
弟
(
と
り
わ
け
同
母
弟
)
が
破
邪
玉
を
継
承
す
る

傾
向
に
あ
り
、
兄
弟
に
よ
る
大
統
本
統
の
相
互
補
完
的
継
承
を
お

こ
な
っ
て
い
た
。
か
か
る
あ
り
か
た
は
、
い
ち
務
王
に
し
て
中
興
の

祖
で
あ
る
元
帝
が
有
す
る
皇
帝
家
人
の
両
側
面
を
分
担
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
起
源
を
認
め
ら
れ
る
。
両
者
一
体
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
本
統
を
継
承
し
て
い
る
「
弟
」
浪
邪
王
が
大
統
を
補
完

し
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
役
割
の
裏
返
し
と
し
て
、
浪
邪
王
の

園
除
と
い
う
形
で
、
皇
統
ひ
い
て
は
東
晋
王
朝
断
絶
ま
で
の
階
梯
と

し
て
も
機
能
し
え
た
、
と
の
結
論
に
達
し
た
。
「
は
じ
め
に
」
で
指
摘

し
た
、
先
行
研
究
が
明
確
化
し
て
こ
な
か
っ
た
問
題
点
、
す
な
わ
ち

皇
位
継
承
者
の
限
定
化
と
い
う
事
象
を
現
出
さ
せ
る
淵
源
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
で
一
応
の
解
答
を
え
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
は
、
血
縁
関
係
に
お
け
る
弟
(
本



論
の
場
合
で
は
皇
帝
家
の
な
か
の
皇
弟
)
の
は
た
す
役
割
の
重
さ
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浪
邪
王
は
独
立
し
た
一
族
を
形
成
し
て
一
傍
系

に
押
し
込
め
ら
れ
た
り
は
せ
ず
、
皇
帝
乃
至
は
皇
太
子
に
血
縁
関
係

の
近
い
皇
族
が
ほ
ぽ
恒
常
的
に
封
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
皇
子
の

少
な
さ
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
に
も
兄
弟
の
結
び
つ
き
の
重

視
が
要
素
と
し
て
あ
る
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
本
論
か
ら
派
生
す
る
問
題
と
し
て
、
西
晋

に
お
げ
る
対
皇
族
政
策
と
の
断
絶
と
連
続
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
よ

う
。
西
晋
の
皇
族
が
有
し
て
い
た
藩
扉
と
し
て
の
役
割
を
、
東
晋
の

破
邪
玉
が
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
の
べ

た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
落
扉
た
り
う
る
皇
族
は
、
少
な
く
と
も
武

)
帝
期
で
は
親
親
主
義
、
お
よ
び
資
質
・
能
力
や
健
康
状
況
な
ど
を
勘

珊
案
し
て
選
出
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
留
意
す
べ
き
は
親
親
主
義
の

航
中
身
で
あ
る
。
藩
[
扉
を
期
待
さ
れ
る
皇
族
は
、
武
帝
本
人
に
お
げ
る

拙
皇
弟
・
皇
叔
以
上
か
ら
次
第
に
次
期
皇
帝
た
る
皇
太
子
(
恵
帝
)
の

創
出
弟
へ
移
行
し
て
い
く
。
喪
服
の
範
囲
で
い
う
と
期
親
に
よ
り
重
点
が

丘
お
か
れ
、
小
功
と
総
麻
の
聞
に
一
織
が
画
さ
れ
て
い
る
。
武
帝
期
の

馴
原
則
は
こ
の
よ
う
に
み
て
大
過
な
叫
。
一
方
東
晋
の
破
邪
王
は
、
ほ

の
と
ん
ど
の
場
合
、
父
乃
至
は
兄
皇
帝
(
代
理
た
る
皇
太
后
含
む
)
に

里

、

府
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
皇
太
子
の
弟
乃
至
は
皇
弟
で
あ
る
。
そ
れ
が
破

邪
王
に
よ
る
皇
統
補
充
と
い
う
役
割
を
発
生
さ
せ
た
原
理
の
一
つ
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
多
言
を
要
す
ま
い
。
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以
上
の
点
を
総
合
す
れ
ば
、
本
論
で
指
摘
し
た
瑛
邪
王
の
特
殊
な

役
割
は
、
親
親
主
義
の
延
長
に
お
い
て
発
生
し
た
と
も
み
な
し
う
る

の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
親
親
主
義
が
東
晋
に
お
い
て
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
形
で
存
続
し
て
い
っ
た
の
か
、
血
族
観
念
の
政
治
体
制
へ

の
反
映
と
い
う
観
点
か
ら
、
さ
ら
な
る
検
討
を
必
要
と
し
よ
う
。
そ

こ
で
手
が
か
り
の
一
つ
と
な
る
の
は
、
本
論
で
は
例
外
的
な
破
邪
王

と
断
じ
た
、
孝
武
帝
の
皇
弟
・
司
馬
道
子
の
、
政
治
的
拾
頭
と
い
う

事
件
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
道
子
拾
頭
が
起
こ
り
え
た
の
か
、
そ
の
必
然

性
を
解
明
す
る
こ
と
で
逆
に
、
そ
れ
ま
で
破
邪
王
を
し
て
い
わ
ば
政

治
的
に
無
能
力
た
ら
し
め
、
と
同
時
に
、
実
質
的
に
本
統
の
維
持
・

大
統
の
補
充
要
員
に
徹
せ
し
め
た
背
景
に
も
肉
迫
し
う
る
と
想
定
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
後
考
を
期
し
た
い
。

註
(
1
)

張
学
鋒
「
東
晋
の
哀
帝
|
|
東
晋
中
期
の
政
治
と
社
会
|
|
」

(
『
古
代
文
化
』
五
二
八
二
0
0
0
)
。

(2)

胡
志
佳
『
門
閥
士
族
時
代
下
的
司
馬
氏
家
族
』
(
文
史
哲
出
版
社

二
O
O五
三
な
お
胡
氏
は
両
普
皇
族
全
体
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
多

角
的
に
検
討
し
て
い
る
(
中
央
・
地
方
で
の
就
官
状
況
、
皇
位
継
承
に

お
け
る
権
臣
・
宗
室
・
外
戚
の
介
入
、
各
王
家
の
延
続
と
断
絶
、
皇
帝

家
の
婚
姻
)
が
、
本
論
で
は
浪
邪
主
の
位
置
づ
け
に
重
点
を
お
く
た

め
、
胡
氏
の
成
果
全
体
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。

(3)

以
上
の
理
解
は
、
越
智
重
明
「
封
王
の
制
と
八
主
の
乱
」
(
『
貌
晋
南
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朝
の
政
治
と
社
会
」
第
二
篇
第
五
章
吉
川
弘
文
館
一
九
六
一
一
一
)
頁

三
五
五

1
三
五
六
、
な
ら
び
に
安
田
二
郎
「
西
晋
武
帝
好
色
孜
」
(
『
六

朝
政
治
史
の
研
究
』
第
二
章
京
都
大
学
学
術
出
版
会
二

O
O三
)

頁
八
六
を
参
照
。

(4)

『
晋
書
」
巻
六
回
・
元
四
主
・
浪
邪
孝
主
哀
伝
を
参
照
。

(5)

な
お
、
都
督
青
徐
究
三
州
諸
軍
事
と
し
て
の
肩
書
で
出
鎖
し
て
い

た
地
域
は
、
広
陵
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
回

余
慶
「
釈
H

王
与
馬
共
天
下
乙
な
ら
び
に
「
論
郡
竪
|
|
兼
論
京
口

重
鎖
的
形
成
」
(
「
東
晋
門
閥
政
治
』
北
京
大
学
出
版
社
一
九
八

九
)
を
参
照
。

(6)

『
晋
書
』
巻
九
・
孝
武
帝
紀
、
同
巻
六
四
・
簡
文
三
子
・
会
稽
文
孝

王
道
子
伝
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
一

O
六
・
晋
紀
二
八
・
太
元
十
年
条
を

参
照
。
な
お
、
太
元
十
七
年
に
会
稽
主
に
徒
封
し
た
段
階
に
お
い
て
も

刺
史
兼
都
督
諸
軍
事
の
肩
書
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

(7)

成
寧
三
年
に
改
定
さ
れ
た
封
王
制
の
意
図
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

前
掲
注

(
3
)
安
田
論
文
、
頁
八
四

1
九
四
を
参
照
。

(8)

唯
一
留
意
す
べ
き
は
、
議
主
の
一
族
か
ら
は
、
刺
史
を
帯
び
て
出
鎮

す
る
皇
族
が
複
数
輩
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
興
味
深
い

の
は
、
元
帝
期
に
議
主
で
あ
っ
た
承
が
、
元
帝
側
近
の
劉
腕
の
計
画
に

よ
り
、
東
晋
初
期
の
重
鎖
王
敦
を
製
肘
す
べ
く
、
湘
州
刺
史
・
南
中
郎

将
・
監
湘
州
諸
軍
事
と
し
て
出
鎖
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
(
『
晋
書
」
巻

三
七
宗
室
議
王
承
伝
)
。
た
だ
し
、
「
藩
扉
を
樹
て
ん
と
欲
」
し
た

元
帝
が
「
今
叔
父
を
以
て
之
〔
湘
州
〕
に
居
ら
し
め
ん
」
(
向
上
)
と

の
べ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
の
と
こ
ろ
皇
帝
家
に
と
っ
て
諜
王
の
一

族
は
、
血
縁
的
に
も
っ
と
も
疏
遠
で
あ
る
。

(
9
)

永
一
嘉
初
(
三

O
七
)
、
用
王
導
計
、
始
鎮
建
都
、
(
中
略
)
、
属
太
妃

(
夏
侯
氏
)
亮
子
国
、
自
表
奔
喪
、
葬
畢
、
還
鎮
、
増
封
宣
城
郡
二
万

戸
、
加
鎮
東
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司
。

(
『
晋
書
』
巻
六
元
帝
紀
)

(
叩
)
会
稽
文
孝
王
道
子
字
道
子
。
出
後
破
邪
孝
王
〔
哀
〕
、
少
以
清
治
為

謝
安
所
称
。
年
十
歳
、
封
破
邪
玉
、
食
邑
一
万
七
千
六
百
五
十
二
戸
、

摂
会
稽
国
五
万
九
千
一
百
四
十
戸
。

(
『
晋
書
』
巻
六
四
簡
文
三
子
会
稽
文
孝
王
道
子
伝
)

(
日
)
か
か
る
怪
異
は
同
時
に
、
呉
王
岳
と
破
邪
主
豆
と
が
ス
ラ
イ
ド
式

に
徒
封
し
た
異
動
の
内
に
、
通
常
と
は
異
な
っ
て
何
ら
か
の
作
為
が

介
入
し
て
い
た
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
に

て
検
討
す
る
。

(
ロ
)
簡
文
帝
即
位
以
降
、
破
邪
王
道
子
が
会
稽
主
に
封
じ
ら
れ
た
こ
ろ

か
ら
、
現
邪
と
会
稽
と
の
地
位
は
い
っ
た
ん
逆
転
し
た
か
の
如
き
様

相
を
呈
す
る
。
前
掲
注

(2)
胡
著
書
、
第
三
章
「
司
馬
氏
政
権
之
宗

族
結
構
基
礎
分
析
之
二
」
、
買
八
六

i
八
七
を
参
照
。

(
日
)
西
晋
初
期
の
規
定
で
は
、
二
万
戸
(
以
上
)
が
大
圏
、
一
万
戸
(
以

上
二
万
戸
未
満
)
が
次
園
、
五
千
戸
(
以
上
一
万
戸
未
満
)
が
小
固
と

さ
れ
て
い
る
(
『
晋
書
』
巻
一
四
地
理
志
上
)
。
そ
れ
が
成
寧
三
年
の

封
王
制
改
定
時
に
は
、
標
準
戸
数
が
大
国
三
万
、
次
国
二
万
、
小
国
一

万
へ
と
移
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
注

(3)
安
田
論
文
、
頁
八
八

1
八
九
を
参
照
。

(M)

以
上
、
太
康
十
年
(
二
八
九
)
の
第
三
次
封
主
策
に
つ
い
て
の
理
解

は
、
前
掲
注

(
3
)
安
田
論
文
、
頁
九
四

1
一
O
五
を
参
照
。
な
お
、

太
康
十
年
(
二
八
九
)
の
第
三
次
封
主
策
で
は
、
破
格
の
食
邑
戸
数
を



保
持
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
食
邑
地
と
な
っ
た
郡
県
を
統
廃
合
す

る
こ
と
な
く
、
従
来
週
り
の
郡
の
単
位
組
織
を
維
持
し
た
ま
ま
、
税
入

だ
け
を
「
食
」
す
る
便
宜
的
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
浪

邪
王
の
食
邑
と
し
て
の
浪
邪
も
、
あ
る
い
は
そ
の
方
式
に
則
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

(
日
)
試
み
に
、
東
晋
ま
で
生
き
延
び
た
代
表
的
皇
族
た
る
「
五
馬
」
(
『
晋

書
」
巻
二
八
五
行
志
中
詩
妖
)
の
う
ち
、
汝
南
王
・
西
陽
王
・
南

頓
王
ら
汝
南
一
門
と
彰
城
王
と
の
比
較
を
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り
。

西
晋
末
期
の
状
態
で
い
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
汝
南
二
万
五
千
、
西
陽
三
万

五
千
、
南
頓
一
万
、
彰
城
二
万
三
千
で
あ
る
(
『
晋
書
』
巻
三
七
宗

室
伝
、
巻
五
九
汝
南
王
附
西
陽
王
お
よ
び
南
頓
王
伝
)
。
ま
た

元
帝
期
に
お
け
る
元
帝
皇
子
に
つ
い
て
は
、
現
邪
孝
王
哀
を
の
ぞ
け

ば
、
東
海
王
沖
(
一
万
戸
以
上
)
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
(
『
晋

引
書
』
巻
六
四
元
四
主
東
海
玉
沖
伝
)
。

三
(
凶
)
浪
邪
王
家
が
一
時
期
空
位
だ
っ
た
期
間
に
東
海
王
家
へ
の
継
承
が

承
優
先
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
東
海
王
越
お
よ
び
夫
人
表
氏
へ

継
の
配
慮
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
東
海
王
越
は
、
表
選
と
い
う
形
で
、

臨
元
帝
が
建
康
に
出
鎖
す
る
名
分
を
用
意
し
て
い
る
。
ま
た
夫
人
義
氏

と
は
元
帝
に
荷
遷
の
意
向
を
し
め
し
て
い
る
。
元
帝
に
と
っ
て
両
者
は
、

校
建
康
を
地
盤
と
す
る
形
勢
の
準
備
を
整
え
た
存
在
で
あ
り
、
な
い
が

岐
し
ろ
に
は
し
え
な
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
前
掲
注

(5)
回
余

島

即

座

「

釈

8

王
与
馬
共
天
下
。
」
を
参
照
。

東
(
口
)
な
お
、
省
略
し
た
浪
邪
国
右
常
侍
孫
替
(
会
稽
人
)
の
上
奏
文
は
、

節
約
を
貴
び
装
飾
を
退
付
、
礼
典
に
明
記
さ
れ
な
い
恩
典
は
省
く
べ

し
と
の
基
調
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
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(
国
)
中
華
書
局
校
勘
記
に
も
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
『
資
治
通
鍍
』
巻
九

一
一
・
晋
紀
一
四
・
永
昌
元
年
条
で
は
二
月
の
こ
と
と
す
る
。
も
し
二
月

の
異
動
で
あ
る
な
ら
ば
、
反
乱
発
生
か
ら
封
王
異
動
の
発
令
ま
で
の

期
間
が
、
後
述
す
る
成
和
二
年
異
動
に
お
け
る
の
と
ほ
ぽ
同
じ
一
ヶ

月
に
な
る
。

(
日
)
補
足
す
れ
ば
、
上
奏
文
提
出
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
母
親
が
死

亡
し
た
成
和
元
年
か
ら
一
年
後
に
な
っ
て
提
案
が
出
さ
れ
る
乃
至
は

う
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
点
や
、
浪
邪
国
相
が
免
官
処
分
を
う
け
て
い

る
点
も
、
疑
問
視
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
初
)
た
と
え
ば
、

〔
太
寧
元
年
〕
三
月
戊
寅
朔
、
改
元
、
臨
軒
、
停
饗
宴
之
礼
、
懸

而

不

楽

。

(

『

背

番

』

巻

六

明

帝

紀

)

と
あ
る
よ
う
に
、
元
帝
死
去
後
、
正
月
に
は
改
元
が
で
き
ず
、
太
寧
元

年
(
一
一
二
一
三
)
三
月
に
な
っ
て
よ
う
や
く
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、

明
帝
紀
、
元
帝
以
永
昌
元
年
閏
十
一
月
己
丑
崩
、
明
帝
即
以
庚
寅

即
位
、
至
明
年
太
寧
元
年
、
己
幅
削
年
突
、
乃
不
於
E
月
改
元
、
而

遅
至
三
月
戊
寅
朔
方
改
元
、
偏
安
草
創
、
王
敦
方
謀
逆
、
危
疑
之

中
、
不
可
以
常
理
論
。

(
『
十
七
史
商
権
』
巻
四
五
晋
書
三
三
月
改
元
)

と
の
指
摘
が
あ
る
如
く
、
王
敦
に
よ
る
纂
奪
の
危
機
が
差
し
迫
っ
て

い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

(
幻
)
前
掲
注

(5)
回
余
慶
「
釈
H

王
与
馬
共
天
下
乙
を
参
照
。

(
辺
)
外
戚
に
よ
る
幼
主
輸
政
を
当
然
視
す
る
意
識
が
東
晋
に
存
し
て
い

た
点
に
つ
い
て
は
、
下
倉
渉
「
散
騎
省
の
成
立
|
|
曹
貌
・
西
晋
に

お
け
る
外
戚
に
つ
い
て
l
l
l
」
(
『
歴
史
』
八
六
一
九
九
六
)
頁
五
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一
1
五
二
を
参
照
。

(
勾
)
も
ち
ろ
ん
、
当
該
史
料
の
主
眼
は
率
直
に
読
め
ば
、
「
晋
王
太
子
の

位
を
太
子
の
弟
に
ゆ
ず
ろ
う
と
し
た
元
帝
を
そ
れ
と
な
く
と
め
る
王

導
の
見
識
」
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
筆
者
と
し
て
は
、
司
馬
紹
の
立

晋
主
太
子
確
定
が
前
提
に
あ
り
、
そ
れ
が
確
約
さ
れ
る
と
同
時
に
そ

の
弟
司
馬
哀
の
破
邪
主
就
封
を
確
定
さ
せ
て
い
っ
た
と
読
み
こ
ん
で

も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
話
柄

は
、
西
晋
草
創
前
夜
に
司
馬
昭
と
旧
臣
と
の
聞
で
お
こ
な
わ
れ
た
晋

主
世
子
策
定
、
す
な
わ
ち
司
馬
炎
か
同
母
弟
依
か
を
逗
る
選
択
を
、
想

起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
掲
注

(3)
安
田
著
書
、
第
一
章
「
西
普

朝
初
期
政
治
史
試
論
」
を
参
照
。

(μ)
以
上
、
「
耳
目
書
』
巻
一

0
・
安
帝
紀
な
ら
び
に
恭
帝
紀
、
巻
六
四
・

元
四
王
伝
な
ら
び
に
簡
文
三
子
伝
、
『
宋
書
』
巻
三
・
武
帝
紀
下
、
巻

八
・
明
帝
紀
、
巻
五
一
・
宗
室
伝
、
巻
八

0
・
孝
武
十
四
主
伝
、
『
隙

書
」
巻
六
・
後
主
紀
、
巻
二
八
・
後
主
十
一
子
伝
を
参
照
。

(
お
)
以
上
、
前
掲
注

(3)
安
田
論
文
を
参
照
。

(
補
註
1
)

な
お
、
沖
の
異
動
時
期
に
つ
い
て
は
、
『
北
堂
書
紗
」
巻
六
一

設
官
部
二
ニ
五
校
尉
所
引
『
皿
日
中
興
書
』
を
併
せ
て
参
照
。

(
補
註
2
)

空
位
の
発
生
そ
れ
自
体
は
、
東
晋
中
頃
、
海
西
公
・
簡
文
帝
の

治
世
に
も
発
生
し
て
い
る
。
事
例
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
①
浪
邪
玉
突

が
即
位
し
て
か
ら
約
五
ヶ
月
。
こ
の
間
断
を
へ
て
継
承
し
た
の
は
突

の
従
祖
祖
父
た
る
畳
で
あ
る
。
②
そ
の
畳
が
突
の
廃
位
を
う
け
て
皐

位
を
継
承
し
て
か
ら
死
亡
す
る
ま
で
、
つ
ま
り
在
位
期
間
の
約
八
ヶ

月
。
こ
の
事
例
で
は
道
子
が
継
承
し
て
い
る
。
当
該
期
は
、
結
論
部
で

次
の
課
題
と
し
た
道
子
の
政
治
的
拾
頭
の
、
い
わ
ば
前
史
で
も
あ
る
。

いし
。た
カヲ
つ
て

の
問
題

っ
し〉

て
も

稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
第
五
十
五
回
東
北
中
国
学
会
大
会
第
二
分
科
会
(
於
福

島

二

O
O六
年
五
月
二
十
八
日
)
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
席
上
で
の
ご
教
示
に
、
こ
の
場
を
か
り
て
厚
く
感
謝
の

意
を
表
し
た
い
。




