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「陽秋」

は
じ
め
に

『
宋
書
』
巻
十
六
・
礼
志
三
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

孫
盛
晋
春
秋

3

3

曰
「
陽
秋

3

3

伝
云
、『
臣
子
一
例
也
』。
雖
継
君
位
不
以
後
尊
、
降

廃
前
敬
。
昔
魯
僖
上
嗣
荘
公
、
以
友
于
長
幼
而
升
之
、
為
逆
。
準
之
古
義
、

明
詔
是
也
。」 
（
※
引
用
者
傍
点
附
与
）

こ
れ
は
、
太
興
三
（
三
二
〇
）
年
正
月
に
行
わ
れ
た
、
西
晋
の
懐
帝
お
よ
び
愍

帝
の
廟
を
め
ぐ
る
記
事
の
、
締
め
く
く
り
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
内
容
で
は
な
く
、「
孫
盛
晋
春
秋
」
と
「
陽
春
伝
」
と
い

う
言
で
あ
る
。

ま
ず
「
孫
盛
晋
春
秋
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
隋
書
』
巻
三
十
三
・
経
籍
志

二
・
古
史
に
よ
る
と
、

晋
陽
秋
三
十
二
巻　
哀
帝
に
訖
る
。
孫
盛
撰
ず
。

と
あ
る
。
続
い
て
「
陽
秋
伝
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
臣
子
一
例
也
』
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、『
春
秋
公
羊
伝
』
僖
公
元
年
を
指
し
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
「
孫
盛

晋
陽
秋
曰
）
1
（

、『
春
秋
伝
云
…
…
」
と
表
記
せ
ね
ば
な
ら
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
春

秋
」
と
「
陽
秋
」
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
故
「
春
秋
」
と
「
陽
秋
」
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
の
原
因
と

し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
東
晋
期
の
避
諱
で
あ
る
。

避
諱
と
は
、
前
近
代
の
中
国
に
お
け
る
風
習
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
相
手
の
名
前

を
直
接
呼
ぶ
こ
と
を
避
け
る
為
に
他
の
字
も
し
く
は
方
式
で
も
っ
て
改
め
る
こ
と

を
言
う
。
東
晋
期
で
は
、「
春
」
の
字
を
避
け
る
た
め
に
、「
陽
」
に
改
め
て
い
た

の
で
あ
る
。

お
よ
そ
「
春
」
と
い
う
汎
用
性
の
高
い
字
が
避
け
ら
れ
て
い
る
為
に
、
上
記
の

記
事
以
外
に
も
、「
陽
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
事
例
は
散
見
し
て
い
る
が
、
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
は
「
春
」
を
避
け
た
所
以
で
あ
る
。

避
諱
の
対
象
は
、
お
お
よ
そ
皇
帝
も
し
く
は
父
祖
の
名
で
あ
る
が
、
避
諱
の
基

礎
的
な
研
究
と
し
て
名
著
で
あ
る
陳
垣
の
『
史
諱
挙
例
』
巻
八
・
第
七
十
四
・
晋

諱
例
の
条
に
よ
る
と
、

然
し
て
晋
時
の
諱
制
、
並
び
に
唐
宋
の
繁
に
如
か
ず
も
、
其
の
特
異
な
る
は
、

東
晋
皇
后
の
諱
為
り
て
、
歴
代
に
比
し
て
特
異
な
る
者
な
り
。
…
…
晋
の
時
、

后
の
諱
は
実
に
諱
傍
に
列
す
を
知
る
べ
し
）
2
（

。

と
あ
る
。
東
晋
期
に
お
い
て
は
皇
后
も
避
諱
の
対
象
で
あ
り
、
皇
后
の
そ
れ
が
皇

帝
と
同
様
、
諱
榜
）
3
（

に
載
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
皇
后
の
諱
が
天
下
共
通
の
避

「
陽
秋
」
│
東
晋
期
に
お
け
る
皇
帝
所
生
母
の
避
諱

│

織　

田　
　

め
ぐ
み
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史　　　窓

け
る
べ
き
字
と
し
て
、
皇
帝
の
諱
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
陳
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
非
常
に
特
異
な
事
例
で
あ
ろ
う
。
陳
氏
は
続
け
て
、

鄭
太
妃
の
諱
に
至
り
て
、
…
…
故
に
凡
そ
春
の
字
の
地
名
は
、
悉
く
陽
の
字

を
以
て
こ
れ
に
易
う
。
富
春
は
富
陽
と
曰
い
、
宜
春
は
宜
陽
と
曰
う
が
如
き

の
類
は
、
是
れ
な
り
。
又
、
当
時
の
儀
礼
の
臣
、
春
秋
を
引
き
て
必
ず
陽
秋

と
曰
う
。
鄭
太
后
伝
に
曰
く
「
陽
秋
の
義
、
母
子
貴
し
」、
又
た
曰
く
「
陽

秋
・
二
漢
故
事
に
依
る
」
が
如
き
は
、
是
れ
な
り
。
孫
盛
・
檀
道
鸞
の
輩
の

著
書
も
、
亦
た
陽
秋
と
曰
う
。
褚
裒
伝
に
則
ち
曰
く
「
季
野
、
皮
裏
の
陽
秋

有
り
」
は
、
後
世
に
至
り
て
伝
わ
り
て
美
談
と
為
す
）
4
（

。

と
し
、「
春
」
を
避
け
る
要
因
が
、
鄭
太
妃
、
す
な
わ
ち
簡
文
宣
鄭
太
后
阿
春

（
以
下
本
稿
で
は
鄭
氏
と
表
記
す
る
）
の
諱
に
依
拠
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
鄭
氏
の
避
諱
の
事
例
は
『
礼
記
』
曲
礼
上
に
見
る
、

詩
書
は
諱
ま
ず
、
文
に
臨
み
て
諱
ま
ず
、
廟
中
に
は
諱
ま
ず
。
夫
人
の
諱
は
、

君
の
前
に
質
う
と
雖
も
、
臣
諱
ま
ざ
る
な
り
。
婦
の
諱
は
門
よ
り
出
さ
ず
。

と
い
う
避
諱
の
原
則

│
四
書
五
経
の
文
言
は
改
め
な
い
、
女
性
の
諱
は
公
の
場

で
は
避
け
な
い

│
を
破
り
、
儒
教
の
経
典
た
る
『
春
秋
』
を
も
『
陽
秋
』
に
改

め
て
し
ま
う
、
異
例
の
避
諱
で
あ
っ
た
）
5
（

。

こ
の
異
例
の
避
諱
の
要
因
た
る
鄭
氏
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
か
。

宋
代
の
周
密
は
『
斉
東
野
語
』
の
中
で
、
皇
后
の
避
諱
を
指
摘
す
る
際
、
鄭
氏
の

事
例
を
前
漢
の
呂
太
后
、
唐
代
の
則
天
武
后
と
共
に
挙
げ
て
お
り
、
鄭
氏
が
あ
た

か
も
避
諱
の
対
象
者
と
し
て
相
応
し
い
地
位
と
権
力
を
握
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に

し
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
鄭
氏
が
生
前
権
力
を
握
っ
た
様
子
は
全
く
見
受

け
ら
れ
な
い
）
6
（

。

そ
の
上
、
鄭
氏
は
、
皇
帝
所
生
母
で
あ
る
も
の
の
、
生
前
に
皇
后
の
地
位
に
お

ら
ず
、
死
後
に
「
太
后
」
号
を
追
号
さ
れ
て
お
り
、「
皇
后
」
避
諱
の
枠
組
み
す

ら
も
逸
脱
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
当
時
に
お
い
て
も
問
題
視
さ
れ
た
の
か
、
寧

康
年
間
（
三
七
三
〜
三
七
五
）
に
は
鄭
氏
の
諱
を
巡
り
、
尚
書
省
内
で
議
論
が
起

こ
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
鄭
氏
の
避
諱
は
、
避
諱
研
究
か
ら
見
て
も
非
常
に
特
異
性
に

富
み
、
東
晋
期
の
避
諱
を
見
る
上
で
非
常
に
示
唆
的
な
事
例
で
あ
る
。
鄭
氏
の
避

諱
の
要
因
と
し
て
、
先
行
研
究
の
多
く
は
当
該
期
の
皇
帝
権
力
の
あ
り
方
か
ら
捉

え
て
い
る
が
、
そ
の
殆
ど
が
概
況
的
な
内
容
に
留
ま
っ
て
お
り
、
議
論
の
余
地
が

あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
寧
康
年
間
の
議
論
の
内
容
、
先
行
研
究
の
見
解
を
整
理
し
た

上
で
、
鄭
氏
の
諱
が
避
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
論
考
す
る
。

第
一
章　
「
春
」
を
め
ぐ
る
議
論

本
章
で
は
寧
康
年
間
に
行
わ
れ
た
鄭
氏
の
避
諱
を
め
ぐ
る
議
論
の
内
容
を
整
理

す
る
こ
と
で
、
東
晋
期
に
お
け
る
皇
后
避
諱
の
認
識
と
鄭
氏
の
避
諱
が
議
論
の
対

象
と
な
っ
た
要
因
を
探
っ
て
い
く
。

ま
ず
は
、
改
め
て
鄭
氏
に
つ
い
て
見
る
。

簡
文
宣
鄭
太
后
阿
春
は
、
河
南
滎
陽
の
人
で
、
東
晋
第
八
代
皇
帝
で
あ
る
簡
文

帝
昱
の
所
生
母
で
あ
る
【
家
系
図
参
照
】。
鄭
氏
は
寡
婦
で
あ
っ
た
が
、
元
帝
に

見
い
だ
さ
れ
、
建
武
元
（
三
一
七
）
年
に
琅
邪
王
夫
人
と
な
っ
た
。
元
帝
の
即
位

に
伴
い
夫
人
と
な
り
、
元
帝
崩
御
後
（
永
昌
元
〔
三
二
二
〕
年
以
後
）
に
は
建
平

国
夫
人
と
な
る
。
咸
和
元
（
三
二
六
）
年
に
鄭
氏
が
薨
去
す
る
と
、
同
年
に
息
子

で
あ
る
昱
が
会
稽
王
に
封
じ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
会
稽
太
妃
を
追
号
さ
れ
る
。

太
元
十
九
（
三
九
四
）
年
に
は
、
孫
で
あ
る
東
晋
第
九
代
皇
帝
・
孝
武
帝
曜
に
よ
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「陽秋」
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史　　　窓

り
、
簡
文
宣
太
后
に
追
号
さ
れ
、「
太
后
」
の
称
号
を
得
る
。
鄭
氏
は
元
帝
の
側

室
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
そ
の
尊
号
は
三
代
に
渡
っ
て
推
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
は
じ
め
に
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
鄭
氏
が
権
力
を
掌
握
し
た
痕
跡
は
見

当
た
ら
な
い
。
特
筆
す
べ
き
は
、
鄭
氏
が
夫
人
と
な
っ
た
際
に
、
元
帝
が
太
子
紹

（
後
の
明
帝
）・
東
海
王
沖
・
武
陵
王
晞
に
対
し
て
、
鄭
氏
を
母
と
し
て
事
え
る
よ

う
詔
を
発
し
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
鄭
氏
は
皇
帝
の
嫡
妻
で
は
な
く
皇
帝
所
生
母
で
あ
り
、
生
前
に

政
治
的
主
導
権
を
握
っ
た
痕
跡
は
な
く
、
な
お
か
つ
「
太
后
」
の
称
号
も
死
後
お

よ
そ
七
十
年
を
経
て
追
号
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
政
治
的
背
景
を
持
た
な
い
鄭
氏
の
諱
が
、
何
故
避
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
。

避
諱
に
は
、
家
族
内
で
そ
の
父
祖
の
名
を
避
け
る
「
家
諱
」
と
、
各
王
朝
内
で

皇
帝
や
そ
の
父
祖
の
名
を
避
け
る
「
国
諱
」
の
二
種
類
あ
る
。
つ
ま
り
避
諱
に
は
、

対
象
と
な
る
字
を
避
け
る
べ
き
者
が
、
家
族
内
で
済
む
の
か
、
そ
れ
と
も
王
朝
全

体
と
な
る
の
か
と
い
う
、
範
囲
の
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
礼
記
』
曲

礼
上
に
「
君
の
所
に
私
諱
無
し
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
諱
は
原
則
と
し
て
公
の

場
に
持
ち
込
む
こ
と
は
規
制
さ
れ
て
い
る
。

鄭
氏
の
諱
を
め
ぐ
っ
て
、
寧
康
年
間
に
お
い
て
行
わ
れ
た
議
論
は
、
ま
さ
に

「
春
」
の
字
を
避
け
る
べ
き
者
の
線
引
き
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
通
典
』
巻
一
〇
四
・
礼
六
十
四
に
記
載
の
「
帝
所
生
諱
議
）
7
（

」
は
、
幼
い
孝
武

帝
に
代
わ
り
、
康
献
褚
太
后
（
以
下
褚
太
后
と
表
記
す
る
）
に
よ
る
臨
朝
称
制
が

行
わ
れ
て
い
た
時
に
、
呉
興
郡
の
上
書
文
に
「
春
」
の
字
が
あ
っ
た
た
め
、
当
時

「
会
稽
太
妃
」
で
あ
っ
た
鄭
氏
の
諱
を
避
け
る
べ
き
か
否
か
を
め
ぐ
り
、
尚
書
省

内
で
議
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
見
て
い
く
。

ま
ず
、
鄭
氏
の
諱
を
避
け
る
こ
と
に
反
対
す
る
王
劭
は
、
①
諱
榜
に
列
す
る
の

は
小
君
、
つ
ま
り
皇
后
の
諱
の
み
で
あ
る
こ
と
、
②
元
帝
・
明
帝
・
哀
帝
の
所
生

母
の
諱
を
避
け
た
事
例
は
な
く
、
諱
榜
に
も
上
が
っ
て
い
な
い
こ
と
を
そ
の
根
拠

に
挙
げ
て
い
る
。

対
し
て
、
鄭
氏
の
諱
を
避
け
る
こ
と
に
賛
成
す
る
戴
謐
は
、
⑴
所
生
母
の
諱
は
、

諱
榜
に
記
載
さ
れ
な
い
が
、
門
・
号
・
県
名
が
改
名
さ
れ
る
こ
と
で
、
臣
下
に
対

し
て
間
接
的
に
所
生
母
の
諱
を
避
け
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
、
⑵
父
が
諱

む
も
の
を
子
が
諱
む
よ
う
に
、
君
主
が
諱
む
も
の
は
臣
下
も
諱
む
べ
き
で
あ
る
こ

と
、
⑶
「
母
は
子
を
以
て
貴
し
」
に
明
義
が
あ
る
こ
と
、
⑷
臨
朝
し
て
い
る
褚
太

后
が
目
を
通
す
奏
書
以
外
は
、
避
諱
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
戴
謐
の
意
見
に
対
し
て
、
王
彪
之
は
「
凡
そ
訓
体
憲
章
、
経
典
の
文
無
き

者
は
、
則
ち
当
に
已
に
行
わ
れ
る
の
旧
令
に
準
ず
べ
し
。」
と
い
う
前
提
の
下
、

以
下
の
よ
う
に
反
対
し
て
い
る
。
ま
ず
⑴
に
つ
い
て
は
、
門
・
号
・
県
名
が
改
名

さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
天
下
に
避
諱
と
し
て
頒
下
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
⑵

に
つ
い
て
は
、
父
子
関
係
は
天
性
の
も
の
で
あ
る
が
、
君
臣
関
係
は
異
族
で
あ
る

か
ら
、
君
主
の
諱
む
も
の
と
臣
下
が
諱
む
も
の
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
こ
と
、

⑶
に
つ
い
て
は
、
先
の
三
帝
の
所
生
母
の
諱
を
避
け
た
前
例
は
な
く
、
な
お
か
つ

今
上
皇
帝
つ
ま
り
は
孝
武
帝
の
所
生
母
で
あ
る
李
淑
妃
（
後
の
孝
武
李
太
后
）
の

諱
で
す
ら
避
け
て
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
敢
え
て
祖
母
で
あ
る
鄭
氏
の
諱
だ
け
避
け

る
の
か
、
と
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
改
め
て
、

明
臣
の
諱
む
所
の
君
の
母
妻
の
諱
な
る
者
は
、
小
君
の
諱
を
諱
む
の
み
。
且

つ
四
海
の
人
、
皆
小
君
の
臣
妾
に
し
て
、
所
生
の
臣
妾
に
非
ざ
る
な
り
。
小

君
の
諱
は
、
諱
榜
に
列
す
る
を
以
て
、
故
に
天
下
、
諱
を
同
じ
く
す
。
所
生

の
諱
、
諱
榜
に
列
せ
ず
。
故
に
天
下
、
諱
を
同
じ
く
せ
ず
。
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と
指
摘
し
、
嫡
妻
と
所
生
母
の
諱
の
取
り
扱
い
は
同
一
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
鄭
氏
の
諱
を
避
け
る
か
ど
う
か
、
反
対
で
あ
ろ
う
と

賛
成
で
あ
ろ
う
と
、
褚
太
后
に
対
し
て
は
「
春
」
の
字
を
避
け
な
い
点
、
所
生
母

の
諱
は
皇
后
の
諱
と
同
じ
で
な
い
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
の
時
、
鄭
氏
の
諱
は
、
あ
く
ま
で
簡
文
帝
・
孝
武
帝
の
家
諱
と
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
鄭
氏
の
諱
を
臣
下
が
避
け
る
べ
き
か
否
か
、
言

い
換
え
れ
ば
避
諱
を
実
践
す
る
対
象
者
の
線
引
き
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
議
論
の
中
で
は
、
最
終
的
に
王
彪
之
の
意
見
が
採
用
さ
れ
、
鄭
氏
の
諱
は

天
下
共
通
の
避
け
る
べ
き
字
で
は
な
い
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
実
際
に
は
、
鄭
氏
の
避
諱
の
事
例
は
こ
の
議
論
以
降
に
散
見
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。

例
え
ば
地
名
の
改
名
と
し
て
、『
宋
書
』
巻
三
十
五
・
州
郡
志
一
・
揚
州
・
呉

郡
に
、富

陽
令
、
漢
の
旧
県
な
り
。
本
は
富
春
と
曰
う
。
…
…
晋
の
簡
文
鄭
太
后
の

諱
「
春
」、
孝
武
改
め
て
富
陽
と
曰
う
。

と
あ
り
、
ま
た
、『
宋
書
』
巻
三
十
六
・
州
郡
志
二
・
江
州
・
安
成
に
、

宜
陽
子
相
、
漢
の
旧
県
な
り
、
本
は
宜
春
と
名
づ
く
。
豫
章
に
属
し
、
晋
の

孝
武
名
を
改
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
孝
武
帝
期
に
「
春
」
の
字
が
避
け
ら
れ
て
、「
陽
」
に
改
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
名
を
改
め
て
し
ま
う
ほ
ど
の
影
響
力

を
鄭
氏
の
諱
が
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
の
時
期
は
孝
武
帝
期
で
あ
る

こ
と
の
み
で
、
変
更
さ
れ
た
詳
細
な
年
代
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
『
晋
書
』
巻
八
十
・
王
羲
之
伝
附
王
献
之
伝
を
見
る
と
、
謝
安

薨
去
後
（
太
元
十
〔
三
八
五
〕
年
）
に
出
さ
れ
た
王
献
之
の
上
疏
文
の
な
か
で
、

「
陽
秋
尚
お
富
む
」
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
）
8
（

。
こ
れ
は
、
褚
太
后
の
臨
朝
時
に

「
春
秋
尚
お
富
む
）
9
（

」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
寧
康
年
間
の

議
の
結
論
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
現
象
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、

太
元
十
（
三
八
五
）
年
時
に
は
、
鄭
氏
は
未
だ
「
会
稽
太
妃
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

皇
后
の
諱
が
避
け
ら
れ
た
所
以
と
は
違
う
要
素
が
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
春
秋
尚
お
富
む
」
と
「
陽
秋
尚
お
富
む
」、
こ
の
両
者
の
相
違
点
は
、
前
者
は
褚

太
后
が
、
後
者
は
孝
武
帝
自
身
が
内
見
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上

書
す
る
相
手
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。

以
上
、
寧
康
年
間
に
行
わ
れ
た
議
論
の
背
景
に
は
、
①
褚
太
后
が
臨
朝
称
制
を

し
て
い
た
時
期
で
あ
る
こ
と
、
②
東
晋
期
に
は
皇
后
の
諱
が
皇
帝
の
諱
と
と
も
に

諱
榜
に
挙
げ
ら
れ
、
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
③
皇
帝
所
生
母
た
る
鄭
氏
の
諱
は

皇
后
避
諱
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
て
い
た
こ
と
、
④
鄭
氏
の
諱
は
皇
帝
の
家
諱
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
四
点
が
要
所
と
し
て
あ
る
。
こ
の
四
点
を
踏
ま
え
た

上
で
、
旧
令
遵
守
の
王
彪
之
ら
と
、
君
主
が
諱
む
も
の
は
臣
下
も
諱
む
べ
き
で
あ

る
と
考
え
た
戴
謐
の
意
見
が
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
議
論
当
時
、
鄭
氏
の
諱
を
避

け
る
所
以
を
持
た
な
い
褚
太
后
が
臨
朝
称
制
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
王
彪

之
ら
の
意
見
が
採
用
さ
れ
る
も
の
の
、
太
元
年
間
以
降
、
鄭
氏
の
直
孫
た
る
孝
武

帝
が
親
政
を
行
う
と
、
鄭
氏
避
諱
の
事
例
が
散
見
し
始
め
る
。
こ
の
方
針
転
換
は

突
然
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
戴
謐
の
議
に
対
し
て
「
衆
官
皆
従
う
。」
と
あ

り
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
鄭
氏
の
諱
を
避
け
る
べ
き
と
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
自
然

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
後
、
太
元
十
九
（
三
九
四
）
年
に
は
、
孝
武
帝
に
よ
り
、
鄭
太
后
は
「
簡

文
太
后
」
を
追
号
さ
れ
る
。
そ
の
際
の
詔
に
お
い
て
、
儒
教
の
経
典
た
る
『
春



6

史　　　窓

秋
』
は
『
陽
秋
』
に
改
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
）
10
（

。

以
上
の
経
緯
の
末
に
、
鄭
氏
の
諱
は
、
他
の
皇
后
避
諱
と
同
様
の
扱
い
と
み
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
当
該
期
に
お
い
て
、
皇
后
避
諱

は
自
明
の
理
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
王
朝
で

あ
る
西
晋
に
お
い
て
、

晋
武
太
始
二
年
、
有
司
奏
す
ら
く
、
故
事
に
皇
后
の
諱
は
帝
の
諱
と
倶
に
下

す
、
と
。
詔
し
て
曰
く
、「
礼
、
内
の
諱
は
宮
よ
り
出
だ
さ
ず
も
、
近
代
こ

れ
を
諱
む
な
り
。
下
す
勿
れ
。」
と
）
11
（

。

 

（『
通
典
』
巻
一
〇
四
・
礼
六
十
四
・
内
諱
及
不
諱
皇
后
名
議
）

と
あ
る
よ
う
に
、
皇
后
避
諱
が
否
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
な
現
象
で
あ

る
。
で
は
、
東
晋
期
に
お
い
て
、
皇
后
避
諱
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
定
着
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
章
を
改
め
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
二
章　

東
晋
期
の
皇
后
避
諱
に
関
す
る
考
察

本
章
で
は
、
東
晋
期
の
皇
后
避
諱
に
対
す
る
先
行
研
究
の
内
容
を
整
理
し
て
い

く
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
東
晋
期
の
皇
后
避
諱
が
行
わ
れ
た
背
景
と
し
て
、
当

該
期
に
お
け
る
皇
太
后
の
臨
朝
称
制
と
家
諱
の
流
行
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
鄭
氏
の
事
例
は
他
の
皇
后
の
事
例
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
扱
い
が

妥
当
か
ど
う
か
も
併
せ
て
検
討
し
て
行
き
た
い
。

第
一
節　

臨
朝
称
制
と
皇
后
避
諱

東
晋
期
に
お
い
て
、
臨
朝
称
制
は
計
四
回
、
明
穆
庾
皇
后
・
康
献
褚
皇
后
の
二

太
后
の
下
で
行
わ
れ
て
い
る
【
表
1
参
照
】。
そ
の
期
間
は
、
王
朝
の
約
半
分
を

占
め
て
お
り
、
東
晋
期
に
お
け
る
皇
太
后
の
重
要
性
が
窺
え
る
。
第
一
章
で
見
て

【表 1】東晋代における臨朝称制
対象帝（年齢） 臨朝皇太后 期間 備考

成帝（ 5歳） 明穆庾皇后 326年 9 月～328年 3 月 和帝鄧太后の前例にならう

穆帝（ 2歳） 康献褚皇后 344年 9 月～357年 1 月 穆帝の元服を期に帰政

哀帝（20代前半） 康献褚皇后 364年 3 月～365年 2 月 哀帝が心身喪失状態だったため

孝武帝（12歳） 康献褚皇后 373年 8 月～376年 1 月 謝安の提案で三度目の摂政

【表 2】東晋代における皇后避諱の実例
対象者 諱 避諱改名の事例 出典

成恭杜皇后 陵 咸康四年（338）より、宣城陵陽県を広陽県に改める 『晋』15、『宋』35

哀靖王皇后 穆之 毛穆之が皇后の諱を犯しているために、字で通した 『晋』81

簡文宣鄭太后 阿春 呉郡富春県を、富陽に改める 『宋』35

安成宜春県を、宜陽に改める 『宋』36

平春県を平陽に改める 『宋』36

蘄春県を蘄陽に改める 『晋』14

春穀県を陽穀に改める 『晋』15

「春秋」を避けて「陽秋」とする 『晋』20、30など

※『晋』は『晋書』、『宋』は『宋書』をさす。
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き
た
と
お
り
、
臨
朝
称
制
の
際
、
皇
帝
に
代
わ
り
政
治
を
担
う
皇
太
后
の
目
に
諱

が
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
諱
が
避
け
ら
れ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
得
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
管
見
の
限
り
、
実
際
に
諱
が
避
け
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

の
は
、
成
恭
杜
皇
后
・
哀
靖
王
皇
后
、
そ
し
て
鄭
氏
の
み
で
あ
り
、
臨
朝
称
制
し

た
皇
太
后
の
諱
が
避
け
ら
れ
た
事
例
は
確
認
出
来
て
い
な
い
【
表
2
参
照
】。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
王
建
氏
は
明
穆
庾
皇
后
・
康
献
褚
皇
后
の
避
諱
の
事
例

が
な
い
こ
と
も
踏
ま
え
つ
つ
も
、

皇
帝
権
力
が
脆
弱
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
権
力
の
比
重
は
女
主
に
傾
き
、
そ
の

権
威
は
次
第
に
周
知
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
下
、
皇
后
の
諱
は
天

下
に
頒
布
さ
れ
、
臣
民
た
ち
に
皇
后
の
諱
を
避
け
さ
せ
る
こ
と
は
、
比
較
的

容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
客
観
的
に
皇
后
の
諱
を
避
け
る
た
め

の
有
利
な
条
件
を
与
え
た
）
12
（

。

と
し
、
皇
帝
権
力
が
脆
弱
で
あ
っ
た
た
め
に
、
逆
に
皇
后
の
権
力
が
高
ま
っ
た
結

果
、
皇
后
の
諱
が
避
け
ら
れ
た
の
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
）
13
（

。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
王
建
氏
が
東
晋
期
に
お
け
る
皇
后
の
避
諱
は
、
成

恭
杜
皇
后
に
始
ま
る
と
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
）
14
（

。
臨
朝
称
制
し
て
い
な
い
成

恭
杜
皇
后
の
諱
は
避
け
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
実
際
に
臨
朝
称
制
を
行
っ

た
明
穆
庾
皇
后
が
避
諱
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
疑
問
が
残
る
。

ま
た
、
成
恭
杜
皇
后
・
哀
靖
王
皇
后
は
と
も
に
皇
后
在
位
期
間
が
前
者
は
六
年
、

後
者
は
三
年
と
短
く
、
皇
太
后
に
な
ら
ず
に
薨
去
し
て
い
る
。
実
際
に
成
恭
杜
皇

后
の
諱
は
咸
康
四
（
三
三
八
）
年
に
避
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
成
恭
杜

皇
后
が
皇
后
に
冊
立
さ
れ
た
の
が
、
咸
康
二
（
三
三
六
）
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

皇
后
在
位
か
ら
僅
か
二
年
の
時
で
あ
る
。
ま
た
、
成
恭
杜
皇
后
・
哀
靖
王
皇
后
は

と
も
に
次
代
の
皇
帝
の
生
母
で
は
な
く
、
皇
太
后
と
な
っ
て
い
な
い
。
明
穆
庾
皇

后
が
皇
帝
の
母
と
し
て
臨
朝
称
制
を
行
っ
た
こ
と
が
、
ひ
い
て
は
皇
帝
の
妻
た
る

皇
后
の
権
力
を
も
高
め
た
と
す
る
の
は
、
果
た
し
て
妥
当
な
の
か
。

そ
し
て
鄭
氏
で
あ
る
が
、
再
三
繰
り
返
す
よ
う
に
、
鄭
氏
は
皇
帝
の
嫡
妻
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
皇
帝
所
生
母
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
鄭
氏
の
事
例
を
、
他
の

皇
后
の
避
諱
と
同
等
に
扱
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
皇
后
避
諱
の
所
以

が
、
皇
帝
権
力
の
脆
弱
性
か
ら
起
因
す
る
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
皇
帝
の
家
諱
で

あ
っ
た
皇
帝
所
生
母
の
諱
が
、
何
故
国
諱
の
如
き
扱
い
を
受
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
避
諱
の
要
因
を
臨
朝
称
制
に
求
め
る
こ
と
は
決
し
て
的
外

れ
で
は
な
い
も
の
の
、
皇
帝
の
母
た
る
皇
太
后
、
皇
帝
の
妻
た
る
皇
后
、
そ
し
て

皇
帝
所
生
母
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
「
皇
后
避
諱
」
と
す
る
の
は
、
議
論
の
余
地

が
あ
ろ
う
。第

二
節　

家
諱
の
流
行

東
晋
期
に
お
い
て
、
例
え
ば
『
世
説
新
語
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
家

諱
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
散
見
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
が
家

諱
に
対
し
て
非
常
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
の
当

該
期
の
風
潮
を
受
け
て
王
新
華
氏
は
、
皇
后
避
諱
の
要
因
は
家
諱
が
適
用
さ
れ
る

範
囲
が
大
い
に
広
が
っ
た
結
果
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
）
15
（

。

家
諱
は
本
来
な
ら
ば
公
的
な
場
に
は
持
ち
出
さ
な
い
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
、

当
該
期
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
家
諱
を
め
ぐ
り
、
時
に
政
治
的
配
慮
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
態
を
招
い
て
い
る
。

例
え
ば
、
王
舒
の
事
例
で
あ
る
。
王
舒
は
東
晋
王
朝
初
期
に
起
こ
っ
た
蘇
峻
の

乱
の
際
に
、
同
じ
琅
邪
王
氏
出
身
で
あ
る
王
導
よ
り
外
援
と
し
て
撫
軍
将
軍
・
会

稽
内
史
を
授
け
ら
れ
る
も
、
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舒
、
上
疏
す
る
に
父
の
名
を
以
て
辞
す
。
朝
議
以
え
ら
く
、
字
同
じ
な
れ
ど

音
異
な
り
、
礼
に
嫌
無
し
と
。
舒
、
復
た
音
は
異
な
れ
ど
字
同
じ
な
る
を
陳

べ
、
他
郡
に
換
え
ん
こ
と
を
求
む
。
是
に
於
い
て
「
会
」
の
字
を
改
め
て

「
鄶
」
と
為
す
。
舒
、
已
む
を
得
ず
し
て
行
く
）
16
（

。

 

（『
晋
書
』
巻
七
十
六
・
王
舒
伝
）

と
あ
る
よ
う
に
、
父
親
で
あ
る
王
会
と
会
稽
内
史
の
「
会
」
の
字
が
同
じ
で
あ
る

こ
と
理
由
に
他
郡
に
換
え
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
際
、
朝
廷
側
と
し
て
は

同
じ
「
会
」
の
字
で
あ
る
が
発
音
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
最

終
的
に
は
会
稽
を
鄶
稽
に
改
め
、
王
舒
を
赴
任
さ
せ
て
い
る
）
17
（

。

太
元
十
三
（
三
八
七
）
年
に
は
孔
安
国
が
侍
中
に
な
っ
た
際
に
、
黄
門
郎
の
王

愉
が
自
身
の
父
・
孔
愉
の
諱
を
犯
し
て
い
る
為
、
連
署
で
き
な
い
と
し
て
解
職
を

求
め
て
い
る
。
そ
の
際
の
議
と
し
て
、

有
司
議
し
て
云
く
「
名
は
終
り
て
こ
れ
を
諱
む
。
心
同
じ
く
す
る
所
有
り
。

名
を
聞
き
心
瞿
く
も
亦
た
前
誥
に
明
ら
か
な
り
。
而
れ
ど
も
礼
に
復
た
『
君

の
所
に
て
は
私
諱
無
き
も
、
大
夫
の
所
に
公
諱
有
り
』
と
云
う
は
、
私
諱
無

し
。
又
云
く
『
詩
・
書
は
諱
ま
ず
、
文
に
臨
み
て
は
諱
ま
ず
』
と
。
豈
に
公

義
は
私
情
を
奪
い
、
王
制
の
家
礼
に
屈
す
る
に
非
ざ
ら
ん
や
。
尚
書
安
衆

男
・
臣
先
表
す
ら
く
、
中
兵
曹
郎
・
王
祐
の
名
は
父
の
諱
を
犯
し
、
職
を
解

か
ん
こ
と
を
求
む
。
明
詔
爰
に
発
す
る
に
、
曹
を
換
う
る
を
聴
許
す
。
蓋
し

是
れ
恩
は
制
外
に
出
づ
る
の
み
。
而
れ
ど
も
頃
者
互
い
に
相
い
式
を
瞻
て
、

源
流
既
に
啓
ら
か
に
し
て
、
其
の
極
む
る
と
こ
ろ
を
知
る
な
し
。
夫
れ
皇
朝

の
礼
大
な
り
て
、
百
僚
職
を
備
え
、
官
を
編
し
て
署
を
列
ね
、
動
も
す
れ
ば

相
い
経
渉
す
。
若
し
私
諱
を
以
て
、
人
其
の
心
を
遂
ぐ
れ
ば
、
則
ち
官
を
移

し
て
職
を
易
え
、
遷
流
す
る
こ
と
已
む
な
し
。
既
に
典
法
に
違
い
て
、
政
体

を
虧
く
る
有
ら
ん
。
請
う
ら
く
は
一
つ
に
こ
れ
を
断
ぜ
よ
。」
と
。
こ
れ
に

従
う
）
18
（

。 

（『
晋
書
』
巻
二
十
・
礼
志
中
）

と
あ
る
よ
う
に
、
過
去
に
も
家
諱
を
犯
す
こ
と
を
理
由
に
解
職
を
認
め
ら
れ
た
事

例
）
19
（

を
引
き
つ
つ
、
認
め
れ
ば
国
政
運
営
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
当
該
期
に
お
い
て
、
家
諱
を
理
由
と
し
た
解
職
・
改
選
が
決
し
て
珍
し

い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
東
晋
中
期
の
権
臣
た
る
桓
温
は
父
・
桓
彝
の
諱
を
避
け
る
た
め
、
平
夷

郡
を
平
蛮
）
20
（

に
、
夫
夷
県
を
扶
県
）
21
（

に
、
夷
道
県
を
西
道
）
22
（

に
、
夷
水
を
蛮
水
）
23
（

に
改
め
て

い
る
。
本
来
な
ら
ば
公
の
場
に
出
て
こ
な
い
は
ず
の
臣
下
の
家
諱
が
、
役
職
名
に

留
ま
ら
ず
、
つ
い
に
は
地
名
を
改
め
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
当
該
期
に
お
け
る
家
諱
の
広
が
り
に
つ
い
て
、
野
田
俊
昭
氏
は
、

孝
実
践
と
い
う
こ
と
が
口
実
と
さ
れ
る
限
り
、
士
人
層
の
要
求
に
た
い
し
て
、

東
晋
政
権
の
「
強
権
的
」
な
対
応
が
効
力
を
も
ち
う
る
か
、
あ
る
い
は
効
力

を
維
持
し
つ
づ
け
う
る
か
否
か
は
、
あ
く
ま
で
も
士
人
層
の
側
の
意
向
が
そ

れ
を
容
認
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
東
晋
の
政

権
は
士
人
層
の
意
向
を
無
視
し
て
「
強
権
的
」
な
対
応
を
貫
徹
で
き
る
ほ
ど

の
「
力
」
は
も
ち
え
ず
、「
柔
軟
」
な
対
応
へ
と
回
帰
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
）
24
（

。

と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
家
諱
を
根
拠
と
し
た
解
職
・
改
選
の
要
因
は
、
そ

の
要
求
が
通
る
ほ
ど
、
当
時
の
皇
帝
権
力
の
弱
さ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
当
該
期
に
お
け
る
家
諱
の
広
が
り
を
押
さ
え
つ
つ
、
改
め
て
鄭
氏
の

避
諱
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
ま
ず
は
第
一
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
鄭
氏
の
諱
は

簡
文
帝
・
孝
武
帝
の
家
諱
と
し
て
臣
下
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
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き
は
、
最
も
公
的
な
立
場
に
あ
る
皇
族
ひ
い
て
は
皇
帝
の
家
諱
が
公
の
場
に
持
ち

出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
上
記
の
家
諱
を
め
ぐ
る
解
職
・
改

選
に
し
て
も
、
鄭
氏
の
諱
を
め
ぐ
る
議
論
に
し
て
も
、
そ
の
端
緒
は
同
一
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
東
晋
期
の
皇
后
避
諱
の
要
因
と
し
て
、
当
該
期
に
お
け
る
皇
太
后
の
臨

朝
称
制
と
家
諱
の
流
行
を
指
摘
す
る
二
説
は
、
い
ず
れ
も
皇
帝
と
皇
太
后
、
皇
帝

と
士
人
層
を
対
立
軸
に
置
い
て
議
論
し
て
お
り
、
各
現
象
の
根
底
に
は
、
当
該
期

に
お
け
る
皇
帝
権
力
の
脆
弱
性
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
鄭
氏
の
事
例
を
考
え
る
時
、
そ
の
避
諱
の
根
拠
は
、
皇
帝
権

力
の
脆
弱
性
の
表
れ
で
あ
る
と
す
る
二
説
と
、
同
一
と
は
考
え
が
た
い
。
む
し
ろ

鄭
氏
の
事
例
は
皇
帝
の
、
特
に
孫
た
る
孝
武
帝
の
積
極
的
な
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

鄭
氏
が
太
元
十
九
（
三
九
四
）
年
に
皇
太
后
を
追
号
さ
れ
た
際
、
下
さ
れ
た
詔

に
「
朕
、
述
べ
て
先
志
に
遵
う
に
、
常
に
心
に
惕
う
）
25
（

。」
と
あ
り
、
孝
武
帝
は
簡

文
帝
の
遺
志
を
継
ぎ
、
鄭
氏
の
皇
太
后
追
号
に
至
っ
た
こ
と
が
記
し
て
あ
る
。
つ

ま
り
鄭
氏
の
事
例
に
は
、
皇
帝
の
意
志
が
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
本

来
な
ら
ば
諫
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
士
人
層
側
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
士
人
層
側
に
も
皇
帝
の
私
的
な
諱
を
認
め
る
土
壌
が
あ
っ
た

の
だ
と
言
え
よ
う
。

皇
后
避
諱
も
、
家
諱
に
よ
る
解
職
・
改
選
の
要
求
も
、
皇
帝
権
力
を
掣
肘
す
る

も
の
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
鄭
氏
の
避
諱
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
良
い
の
か
。

少
な
く
と
も
皇
帝
権
力
の
強
弱
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

皇
后
避
諱
に
し
て
も
、
家
諱
に
よ
る
解
職
・
改
選
の
要
求
に
し
て
も
、
そ
し
て

皇
帝
所
生
母
た
る
鄭
氏
の
避
諱
に
し
て
も
、
そ
れ
を
容
認
し
た
も
の
の
正
体
は
何

か
。
こ
の
疑
問
を
考
え
る
上
で
、『
晋
書
』
巻
八
二
・
虞
預
伝
に
記
載
さ
れ
て
い

る
事
例
は
非
常
に
興
味
深
い
。
章
を
改
め
て
見
て
い
く
。

第
三
章　

皇
帝
所
生
母
の
避
諱

王
建
氏
は
皇
后
避
諱
の
要
因
を
当
該
期
に
お
け
る
皇
太
后
の
権
力
の
強
さ
に
見

出
す
も
の
の
、
臨
朝
称
制
を
行
っ
た
明
穆
庾
皇
后
・
康
献
褚
皇
后
の
二
太
后
の
諱

が
避
け
ら
れ
た
事
例
が
な
い
こ
と
は
、
前
章
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
王
建
氏

が
二
太
后
の
事
例
が
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
敢
え
て
皇
太
后
の
権
力
と

結
び
つ
け
た
、
そ
の
証
左
と
し
て
引
い
た
の
が
、『
晋
書
』
巻
八
二
・
虞
預
伝
で

あ
る
。虞

預
、
字
は
叔
寧
…
…
本
の
名
は
茂
、
明
穆
皇
后
の
母
の
諱
を
犯
し
、
故
に

改
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
虞
預
は
明
穆
庾
皇
后
の
母
親
の
諱
を
避
け
る
た
め
に
、
本
名
で

あ
る
「
茂
」
を
避
け
て
「
預
」
に
改
め
た
と
あ
る
。
王
建
氏
は
こ
の
虞
預
の
改
名

を
も
っ
て
、
明
穆
庾
皇
后
の
権
勢
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の
だ
）
26
（

。

こ
の
虞
預
の
改
名
に
つ
い
て
、
聶
溦
萌
氏
が
、

虞
預
が
明
穆
皇
后
の
母
の
諱
を
避
け
て
改
名
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
其
の
諱

が
国
諱
に
よ
る
か
ら
で
は
な
く
、
私
諱
の
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
明
穆
皇
后
は
、
成
帝
の
即
位
か
ら
蘇
峻
の
乱
に
至
る
ま
で
の
期
間
臨
朝

し
て
万
機
を
摂
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
虞
預
が
朝
臣
と
し
て
、
も
し
本
名
の

ま
ま
に
し
て
い
た
ら
、
公
務
に
お
い
て
不
便
だ
っ
た
た
め
だ
。

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
臨
朝
称
制
を
す
る
明
穆
庾
皇
后
が
内
見
す
る
際
に
、

明
穆
庾
皇
后
の
家
諱
を
犯
さ
な
い
た
め
の
配
慮
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
27
（

。
つ
ま

り
虞
預
の
改
名
は
、
公
の
立
場
に
あ
る
べ
き
皇
太
后
の
家
諱
が
、
公
的
な
場
で
避

け
ら
れ
て
い
た
事
例
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
母
親
の
諱
を
め
ぐ
る
史
料
は
、
虞
預
の
事
例
以
外
に
も
散
見
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
王
述
は
、
殷
浩
に
代
わ
り
揚
州
刺
史
と
な
っ
た
際
、
主
簿
に
家

諱
に
つ
い
て
訊
ね
ら
れ
、

報
え
て
曰
く
「
亡
き
祖
先
君
、
名
は
海
内
に
播
き
、
遠
近
知
る
所
な
り
。
内

の
諱
は
門
よ
り
出
だ
さ
ず
。
余
に
諱
む
所
無
し
。」
と
）
28
（

。

 

（『
晋
書
』
巻
七
五
・
王
湛
伝
附
王
述
伝
）

と
答
え
て
い
る
。
王
述
は
、
避
け
る
べ
き
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
亡
き
祖
先
の
み

で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
敢
え
て
内
諱
、
つ
ま
り
は
婦
人
の
諱
は

対
象
で
は
な
い
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
毛
穆
之
は
、

穆
之
、
字
は
憲
祖
、
小
字
は
武
生
、
名
は
王
靖
后
の
諱
を
犯
す
、
故
に
字
に

行
な
う
も
、
後
に
又
桓
温
の
母
の
名
憲
を
以
て
、
乃
ち
更
め
て
小
字
を
称
す
）
29
（

。

 

（『
晋
書
』
巻
八
一
・
毛
宝
伝
附
毛
穆
之
伝
）

と
あ
る
よ
う
に
、
哀
靖
王
皇
后
の
諱
の
み
な
ら
ず
、
上
官
で
あ
っ
た
桓
温
の
母
親

の
諱
を
避
け
る
た
め
、
小
字
で
あ
る
武
生
を
名
乗
っ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
王
述
、
毛
穆
之
の
事
例
か
ら
、
当
時
の
官
僚
間
に
お
い
て
下
官
が
上
官
の

家
諱
を
避
け
る
通
例
が
あ
り
、
そ
の
際
、
女
性
の
諱
も
避
け
る
対
象
と
し
て
考
慮

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
第
二
章
で
み
た
よ
う
に
、
当
該
期
は
家
諱

に
対
す
る
関
心
が
高
い
。
そ
し
て
家
諱
を
も
っ
て
皇
帝
権
力
の
掣
肘
の
如
き
要
求

を
行
っ
た
事
例
が
あ
る
一
方
で
、
逆
に
、
下
位
の
者
が
上
位
の
者
の
家
諱
に
配
慮

す
る
動
き
も
同
時
に
見
受
け
ら
れ
る
の
だ
）
30
（

。
つ
ま
り
、
権
力
の
有
無
や
身
分
の
上

下
に
関
係
な
く
、
本
来
な
ら
ば
公
の
場
で
は
控
え
る
べ
き
家
諱
が
持
ち
出
さ
れ
、

そ
し
て
そ
の
家
諱
の
内
容
も
、
父
祖
の
み
な
ら
ず
母
妻
に
ま
で
拡
大
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
社
会
的
な
「
過
礼
」
が
当
該
期
に
お
け
る
避
諱
の

諸
事
例
の
根
底
に
あ
り
、
そ
し
て
鄭
氏
の
避
諱
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
改
め
て
鄭
氏
の
避
諱
の
特
異
性
を
整
理
し
よ
う
。
ま
ず
、
鄭
氏
は
皇
帝

の
嫡
妻
で
は
な
く
、
皇
帝
所
生
母
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
鄭
氏
を
皇

太
后
に
押
し
上
げ
る
こ
と
で
、
鄭
氏
の
避
諱
を
他
の
皇
后
避
諱
と
同
質
の
扱
い
、

つ
ま
り
家
諱
か
ら
国
諱
に
変
え
た
の
は
、
孫
た
る
孝
武
帝
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。こ

れ
ま
で
に
見
て
き
た
と
お
り
、
鄭
氏
避
諱
の
事
例
は
、
息
子
で
あ
る
簡
文
帝

期
で
は
な
く
、
孝
武
帝
期
に
多
く
見
ら
れ
、『
春
秋
』
を
『
陽
秋
』
に
変
え
て
し

ま
う
ほ
ど
の
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
孝
武
帝
は
簡
文
帝
の
遺
志
を

引
き
継
ぎ
、
自
ら
の
所
生
母
た
る
李
氏
で
は
な
く
、
鄭
氏
に
皇
太
后
位
を
追
号
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
聶
溦
萌
氏
は
、
鄭
氏
の
皇
太
后
追
号
に
よ
っ
て

前
例
を
作
る
こ
と
で
、
ひ
い
て
は
所
生
母
た
る
李
氏
の
皇
太
后
冊
立
を
企
図
し
た

も
の
で
あ
り
、
政
治
的
・
経
済
的
な
要
因
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
皇
帝
の
私
情

が
反
映
さ
れ
た
の
が
鄭
氏
避
諱
だ
と
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
）
31
（

。

ま
ず
は
当
該
期
に
お
け
る
所
生
母
に
関
す
る
興
味
深
い
史
料
を
見
て
い
こ
う
。

『
晋
書
』
巻
二
十
・
礼
志
中
に
引
か
れ
る
、
車
胤
の
上
言
で
あ
る
。

而
し
て
自ち
か

頃ご
ろ

開
国
公
侯
、
卿
士
に
至
る
に
、
庶
子
の
後
と
為
る
も
の
、
各
々

私
情
を
肆
し
、
其
の
庶
母
に
服
す
る
に
、
之
を
嫡
に
同
じ
く
す
。
此
れ
末
俗

の
弊
に
し
て
、
情
に
溺
れ
て
教
を
傷
つ
け
、
縱
に
し
て
革
め
ざ
れ
ば
、
則
ち

流
遁
し
て
返
す
る
を
忘
る
）
32
（

。

　

こ
こ
で
は
庶
子
で
父
の
後
に
な
っ
た
者
が
そ
の
所
生
母
に
対
し
て
、
礼
の
規
定

で
あ
る
緦
麻
三
月
で
は
な
く
、
嫡
母
と
同
様
の
斉
縗
三
年
の
喪
に
服
そ
う
す
る

「
私
情
」
に
対
す
る
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
車
胤
は
「
開
国
公
侯
」

の
具
体
的
な
人
物
と
し
て
、
宗
室
諸
王
の
武
陵
王
晞
と
梁
王
㻱
を
あ
げ
て
お
り
、

両
者
と
も
嫡
母
に
対
す
る
も
の
と
同
様
の
斉
縗
三
年
の
喪
を
求
め
る
も
、
い
ず
れ
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「陽秋」

も
時
の
皇
帝
に
大
功
九
月
を
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
東
晋
期
に
お
け
る
所
生
母
の

服
喪
期
間
に
関
し
て
、
神
矢
法
子
氏
は
、
降
服
の
礼
制
を
承
認
し
た
上
で
の
一
回

的
な
過
礼
的
意
志
・
厳
礼
的
意
志
が
礼
実
践
の
意
志
の
表
出
で
あ
り
、
所
生
母
に

対
す
る
当
人
の
孝
心
の
表
現
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
）
33
（

。

こ
の
よ
う
な
所
生
母
の
喪
に
関
す
る
問
題
は
、
鄭
氏
に
も
大
き
く
関
わ
る
問
題

で
あ
る
。
咸
和
元
（
三
二
六
）
年
に
鄭
氏
が
薨
去
し
た
際
、
息
子
の
昱
は
鄭
氏
の

喪
に
服
そ
う
と
す
る
。

王
上
疏
し
て
曰
く
「
亡
母
生
き
て
臣
国
に
臨
み
、
没
し
て
は
国
第
に
留
む
、

臣
、
出
後
す
と
雖
も
、
亦
た
厭
う
所
無
け
れ
ば
、
則
ち
私
情
敘
す
る
を
得
。

昔
、
敬
后
崩
じ
、
孝
王
已
に
出
継
す
る
も
、
亦
た
還
た
服
重
す
。
此
れ
則
ち

明
比
に
し
て
、
臣
の
憲
章
す
る
所
な
り
。」
と
。
明
穆
皇
后
、
其
の
志
を
奪

わ
ず
、
乃
ち
琅
邪
王
を
徙
し
て
会
稽
王
と
為
し
、
后
に
追
号
し
て
会
稽
太
妃

と
曰
う
。
簡
文
帝
即
位
す
る
に
及
ぶ
も
、
未
だ
追
尊
す
る
に
及
ば
ず
。
崩
ず

る
に
臨
み
て
、
皇
子
道
子
を
封
じ
て
琅
邪
王
と
為
し
、
会
稽
国
を
領
し
、
太

妃
の
祠
を
奉
ぜ
し
む
）
34
（

。

 

（『
晋
書
』
巻
三
十
二
・
后
妃
伝
下
・
簡
文
宣
鄭
太
后
）

　

こ
の
時
、
昱
は
琅
邪
王
家
を
継
い
で
い
た
が
、
鄭
氏
の
喪
に
服
す
た
め
、
会
稽

王
に
徙
封
し
、
鄭
氏
に
会
稽
太
妃
を
追
号
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
会
稽
王
家
は
、

西
晋
期
の
琅
邪
王
家
の
分
家
由
来
の
王
家
で
は
な
い
、
新
た
な
王
家
で
あ
る
。
昱

が
再
び
琅
邪
王
に
封
じ
ら
れ
た
際
に
は
、
曜
（
孝
武
帝
）
が
継
承
、
昱
が
皇
帝
に

即
位
し
、
曜
が
皇
太
子
に
立
つ
と
、
末
子
で
あ
る
道
子
が
琅
邪
王
家
を
継
承
す
る

と
と
も
に
、
会
稽
国
を
領
し
、
鄭
氏
の
祀
を
奉
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
会
稽
王
家

は
鄭
氏
を
奉
る
為
に
作
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
孝
武
帝
の
皇
位
継
承
ル
ー
ト
で
あ
る
。
東

晋
期
に
お
け
る
皇
位
継
承
ル
ー
ト
に
お
い
て
、
琅
邪
王
家
が
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
こ
と
は
既
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
）
35
（

。
そ
の
中
で
、

孝
武
帝
は
唯
一
、
会
稽
王
家
を
経
て
、
皇
位
に
就
い
た
皇
帝
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ

が
、
鄭
氏
の
避
諱
の
事
例
が
直
孫
で
あ
る
孝
武
帝
期
に
多
数
現
れ
る
所
以
で
は
な

か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
孝
武
帝
に
と
っ
て
、
鄭
氏
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
、

自
身
の
皇
位
継
承
の
正
当
性
を
示
す
上
で
重
要
な
事
柄
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
も
そ
も
孝
武
帝
の
父
た
る
簡
文
帝
の
即
位
は
、
当
時
の
政
治
情
勢
の
中
で
決

ま
っ
た
、
異
例
の
即
位
で
あ
り
、
桓
温
が
皇
位
を
簒
奪
す
る
た
め
の
布
石
で
し
か

な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
孝
武
帝
が
皇
帝
に
就
き
、
桓
温
が
死
去
し
、
簒
奪
の
懸
念

は
無
く
な
っ
た
が
、
次
に
起
こ
っ
た
の
が
、
康
献
褚
皇
后
の
異
例
の
臨
朝
称
制
で

あ
る
）
36
（

。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
孝
武
帝
は
自
身
の
基
盤
を
築
く
上
で
、
自
身

の
皇
位
継
承
ル
ー
ト
で
あ
る
、
元
帝
、
簡
文
帝
の
正
当
性
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
太
元
十
九
年
の
鄭
氏
に
太
后
を
追
号
し
た
際
、
鄭
氏
の
廟
は
太

廟
の
西
路
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
鄭
氏
は
、
一
皇
族
で
あ
る
会
稽

王
家
が
祀
る
対
象
か
ら
逸
脱
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
鄭
氏
の
避
諱
は
、
当
該
期
に
お
け
る
社
会
的
な
「
過
礼
」
が
根
底
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
「
過
礼
」
が
、
他
の
事
例
と
異
な
る
の
は
、
避

諱
の
対
象
が
、
所
生
母
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
慮
る
相
手
が
対
象
の
直
孫
で
、
皇

帝
位
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
当
該
期
に
お
い
て
、
所
生
母
の
喪
に
関
す
る
事
例
か

ら
、
当
時
の
所
生
母
の
地
位
の
変
化
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
鄭
氏
の

諱
が
他
の
皇
后
の
そ
れ
と
同
質
に
見
え
る
要
因
と
な
っ
た
の
が
、
直
孫
た
る
孝
武

帝
に
よ
る
太
后
追
号
で
あ
る
。
孝
武
帝
の
鄭
氏
の
地
位
向
上
の
意
図
は
、
自
身
の
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史　　　窓

基
盤
を
盤
石
な
も
の
に
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

儒
教
の
経
典
も
改
め
て
し
ま
う
ほ
ど
の
、
多
大
な
影
響
力
を
持
っ
た
鄭
氏
の
避

諱
は
、
以
下
の
点
に
お
い
て
も
他
に
類
を
見
な
い
特
異
な
事
例
で
あ
る
。
ま
ず
、

鄭
氏
が
皇
帝
の
嫡
妻
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
皇
帝
所
生
母
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
避
諱
の
広
が
り
が
鄭
氏
の
死
か
ら
お
よ
そ
七
十
年
後
の
、
直
孫
で
あ
る
孝
武

帝
期
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
孝
武
帝
に
よ
り
、
鄭
氏
は
太
后

に
追
号
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
他
の
皇
后
の
そ
れ
と
同
質

に
扱
わ
れ
、
当
該
期
に
お
け
る
皇
后
と
皇
帝
権
力
と
の
関
係
に
結
び
つ
け
ら
れ
、

議
論
さ
れ
て
き
た
。

小
稿
で
は
、
ま
ず
、
寧
康
年
間
の
鄭
氏
の
諱
を
巡
る
議
論
を
整
理
し
た
。
こ
こ

で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
当
時
臨
朝
称
制
を
行
な
っ
て
い
た
褚
太
后
が
内
見

す
る
も
の
に
、
鄭
氏
の
諱
を
避
け
る
べ
き
か
否
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り

正
当
な
皇
后
で
あ
る
褚
太
后
が
、
皇
帝
所
生
母
の
諱
を
避
け
る
べ
き
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
寧
康
年
間
に
お
い
て
は
、
鄭

氏
の
諱
は
あ
く
ま
で
皇
帝
個
人
の
家
諱
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

孝
武
帝
が
親
政
を
行
っ
て
以
降
、
そ
し
て
鄭
氏
が
太
后
を
追
号
さ
れ
る
以
前
か
ら

で
も
、
そ
の
諱
が
避
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
故
に
、
鄭
氏
の

避
諱
の
事
例
は
、
当
該
期
に
お
け
る
皇
后
権
力
の
向
上
、
ひ
い
て
は
皇
帝
権
力
の

脆
弱
さ
を
示
唆
す
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。
鄭
氏
の
避
諱
は
、
あ
く
ま
で
当
該
期

の
社
会
的
「
過
礼
」
が
根
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
鄭
氏

の
避
諱
が
他
の
皇
后
と
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
孝
武
帝
に
よ
る
太
后
追
号

の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
孝
武
帝
に
よ
る
太
后
追
号
は
、
鄭
氏
の
地
位
向
上
に
よ
っ

て
、
自
身
の
皇
位
継
承
の
正
当
性
を
示
す
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
鄭
氏
の
位
が
太
后
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
た
か
も

他
の
皇
后
と
同
質
に
扱
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
鄭
氏
の
避
諱
を
巡
っ
て
、
改
め
て
着
目
す
べ
き
は
当
該
期
に
お
け
る
所
生

母
と
子
の
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
該
期
に
お
い
て
は
、
兄
弟
で
あ
っ
て
も
、

母
を
同
じ
く
す
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
事
柄
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
事
例
は

少
な
い
も
の
の
、
見
受
け
ら
れ
る
）
37
（

。
こ
の
所
生
母
と
の
関
係
の
変
化
が
、
鄭
氏
の

避
諱
の
所
以
と
孝
武
帝
の
太
后
追
号
の
一
つ
の
要
因
で
は
な
い
か
。
稿
を
改
め
て

見
て
い
き
た
い
。

註（
1
）　

著
者
で
あ
る
孫
盛
の
生
没
年
は
不
明
だ
が
、『
晋
陽
秋
』
が
哀
帝
の
治
世
で

終
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
別
の
著
書
が
『
魏
氏
春
秋
』
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

本
来
の
書
名
は
『
晋
春
秋
』
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
詳
し
く
は
松
岡
栄
志

「
孫
盛
伝
（
晋
書
）　

あ
る
六
朝
人
の
軌
跡
」（『
中
国
の
古
典
文
学
│
作
品
選

読
│
』、
一
九
八
一
年
）
等
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
）　
『
史
諱
挙
例
』
巻
八
・
第
七
十
四
・
晋
諱
例
の
条

　
　
　

 

然
晋
時
諱
制
、
並
不
如
唐
宋
之
繁
、
其
特
異
者
、
為
東
晋
皇
后
諱
、
比
歴
代

特
異
者
。
…
…
可
知
晋
時
后
諱
、
実
列
諱
榜
。

（
3
）　

諱
榜
に
つ
い
て
、『
冊
府
元
亀
』
巻
四
七
一
・
台
省
部
・
奏
議
第
二
・
注
釈

に
「
諱
榜
、
謂
朝
堂
置
榜
書
。」
と
あ
る
。

（
4
）　
『
史
諱
挙
例
』
巻
八
・
第
七
十
四
・
晋
諱
例
の
条

　
　
　

 

至
鄭
太
妃
諱
、
…
…
故
凡
春
字
地
名
、
悉
以
陽
字
易
之
、
如
富
春
曰
富
陽
、

宜
春
曰
宜
陽
之
類
、
是
也
。
又
当
時
儀
礼
之
臣
、
引
春
秋
必
曰
陽
秋
。
如
鄭

太
后
伝
曰
「
陽
秋
之
義
、
母
子
貴
」、
又
曰
「
依
陽
秋
二
漢
故
事
」、
是
也
。

孫
盛
・
檀
道
鸞
輩
著
書
、
亦
曰
陽
秋
。
褚
裒
伝
則
曰
「
季
野
有
皮
裏
陽
秋
」、

後
世
至
伝
為
美
談
。

（
5
）　
『
通
典
』
巻
一
〇
四
・
礼
六
十
四
・
七
廟
諱
字
議
に
よ
る
と
、
西
晋
期
に
お

い
て
、「
風
師
」・「
雨
師
」
が
、
景
帝
（
司
馬
師
）
の
避
諱
の
対
象
と
な
る
か
、

議
論
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
経
典
遵
守
の
方
針
で
一
致
し
た
。
こ
の

事
例
を
踏
ま
え
て
も
、「
春
秋
」
を
「
陽
秋
」
に
変
更
し
た
こ
と
は
、
異
例
と
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「陽秋」

言
え
よ
う
。

（
6
）　

周
密
『
斉
東
野
語
』
巻
四
・
避
諱

　
　
　

 
呂
后
諱
雉
、
封
禅
書
謂
「
野
鶏
夜
雊
」。
武
后
諱
曌
、
以
詔
書
為
制
書
、
鮑

照
為
鮑
昭
。
改
懿
徳
太
子
重
照
為
重
潤
、
劉
思
照
為
思
昭
。
簡
文
鄭
后
諱
阿

春
、
以
『
春
秋
』
為
『
陽
秋
』、
富
春
為
富
陽
、
蘄
春
為
蘄
陽
。
此
避
后
諱

也
。

　
　
　

な
お
、
呂
后
の
避
諱
に
つ
い
て
は
、『
史
記
会
注
考
証
』
巻
二
十
八
・
封
禅

書
に
顧
炎
武
の
説
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
如
淳
の
「
野
鶏
」
は
呂
后
の
諱
で
あ

る
雉
を
避
け
た
も
の
だ
と
す
る
説
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　
『
通
典
』
巻
一
〇
四　

礼
六
十
四　

帝
所
生
諱
議

　
　
　

 

又
都
官
曹
奏
、
以
呉
興
郡
上
事
有
「
春
」
字
、
犯
会
稽
鄭
太
妃
諱
、
下
制
書

推
之
。
王
彪
之
謂
「
今
皇
太
后
臨
朝
、
奏
事
詣
太
后
、
為
故
応
復
犯
会
稽
太

妃
諱
不
。」
都
官
郎
傅
讓
・
尚
書
王
劭
議
、
並
謂
不
応
復
諱
。
尚
書
陸
納
等

並
謂
故
應
諱
。
王
尚
書
謂
「
朝
臣
所
諱
、
君
之
母
妻
、
諱
者
以
是
小
君
故
耳
。

君
之
所
生
、
非
小
君
也
、
亦
不
上
諱
榜
、
非
群
下
所
應
諱
。
且
瑯
琊
夏
侯
太

妃
・
章
郡
恭
惠
君
・
章
皇
太
妃
諱
並
不
頒
下
令
天
下
同
諱
。
宜
更
詳
之
。」

右
丞
戴
謐
議
云
「
朝
臣
所
諱
、
君
之
母
妻
、
施
於
小
君
、
非
君
之
所
生
。
所

生
之
諱
、
不
上
諱
榜
、
非
群
下
所
宜
諱
也
。
窃
謂
如
此
則
不
唯
奏
事
太
后
不

応
諱
而
已
、
恐
門
号
県
名
作
、
不
宜
改
頒
於
天
下
。
而
闔
朝
之
臣
、
陳
事
不

避
、
悠
悠
人
吏
、
犯
者
不
問
、
官
号
触
易
、
余
莫
之
諱
、
将
於
大
体
有
不
通

邪
。
父
之
所
諱
、
子
無
不
諱
、
君
之
所
諱
、
臣
其
不
乎
。
諱
施
小
君
、
誠
有

其
文
、
母
以
子
貴
、
亦
有
明
義
。
若
以
事
経
至
尊
応
諱
、
但
奏
御
太
后
不
諱
、

一
朝
之
事
、
諱
不
並
行
、
復
是
所
疑
。」
衆
官
皆
従
尚
書
令
王
彪
之
議
「
凡

訓
体
憲
章
経
典
無
文
者
、
則
当
準
已
行
之
旧
令
。
議
者
所
従
。
是
右
丞
議
也
。

按
右
丞
議
云
『
門
県
改
名
、
既
頒
天
下
、
則
朝
臣
不
得
不
諱
』。
意
以
為
門

県
名
以
犯
先
帝
所
生
之
諱
、
故
先
帝
時
改
之
、
与
明
穆
皇
后
臨
朝
除
光
禄
勲

字
義
体
同
爾
、
並
皆
頒
下
者
、
令
知
官
名
之
改
、
非
頒
下
令
人
皆
諱
之
也
。

謂
上
書
奏
事
詣
先
帝
令
上
書
為
諱
耳
。
太
后
及
朝
臣
並
応
諱
之
義
。
今
者
奏

事
詣
太
后
、
何
諱
之
有
、
而
乃
称
太
后
制
書
遠
推
之
乎
。
議
又
喩
以
父
之
所

諱
。
窃
以
父
子
天
性
、
君
臣
異
族
、
君
之
所
諱
、
何
必
尽
同
。
元
・
明
・
哀

三
帝
之
朝
、
無
以
所
生
之
諱
頒
于
天
下
、
令
人
皆
同
諱
、
則
臣
不
同
子
之
一

隅
也
。
明
臣
之
所
諱
君
之
母
妻
諱
者
、
諱
小
君
之
諱
耳
。
且
四
海
之
人
、
皆

小
君
之
臣
妾
、
非
所
生
之
臣
妾
也
。
以
小
君
之
諱
列
於
諱
榜
、
故
天
下
同
諱
。

所
生
之
諱
不
列
諱
榜
、
故
天
下
不
同
諱
。
於
時
主
相
賢
明
、
朝
多
雋
彦
、
今

所
応
準
、
而
議
云
『
非
今
所
議
』、
窃
所
未
達
。
又
云
『
母
以
子
貴
』、
三
帝

之
母
、
不
以
子
貴
邪
。
議
又
云
『
章
皇
太
妃
之
喩
、
殆
非
今
嫌
』。
既
不
解

哀
帝
所
生
、
何
以
独
非
今
嫌
。
又
今
上
即
位
、
所
生
李
淑
妃
諱
、
何
以
不
頒

下
天
下
、
与
簡
文
皇
帝
順
皇
后
諱
率
土
同
諱
之
乎
。
中
興
有
八
帝
、
迄
今
上

五
帝
有
所
生
、
豈
可
四
帝
所
生
普
天
下
不
諱
、
而
簡
文
帝
所
生
独
率
土
同
諱

乎
。
謂
王
尚
書
・
傅
郎
議
為
允
。」

（
8
）　
『
晋
書
』
巻
八
十
・
王
羲
之
伝
附
王
献
之
伝

　
　
　

 

及
（
謝
）
安
薨
、
贈
礼
有
同
異
之
議
、
惟
献
之
・
徐
邈
共
明
安
之
忠
勲
。
献

之
乃
上
疏
曰
「
故
太
傅
臣
安
少
振
玄
風
、
道
誉
洋
溢
。
弱
冠
遐
棲
、
則
契
斉

箕
皓
。
応
運
釈
褐
、
而
王
猷
允
塞
。
及
至
載
宣
威
霊
、
強
猾
消
殄
。
功
勲
既

融
、
投
韍
高
譲
。
且
服
事
先
帝
、
眷
隆
布
衣
。
陛
下
践
祚
、
陽
秋
尚
富
、
尽

心
竭
智
以
輔
聖
明
。
考
其
潛
躍
始
終
、
事
情
繾
綣
、
実
大
晋
之
儁
輔
、
義
篤

於
曩
臣
矣
。
伏
惟
陛
下
留
心
宗
臣
、
澄
神
於
省
察
。」
孝
武
帝
遂
加
安
殊
礼
。

（
9
）　
『
晋
書
』
巻
三
十
二
・
后
妃
伝
下
・
康
献
褚
皇
后

　
　
　

 

簡
文
帝
即
位
、
尊
后
為
崇
徳
太
后
。
及
帝
崩
、
孝
武
帝
幼
沖
、
桓
温
又
薨
。

羣
臣
啓
曰
「
王
室
多
故
、
禍
艱
仍
臻
、
国
憂
始
周
、
復
喪
元
輔
、
天
下
惘
然
、

若
無
攸
済
。
主
上
雖
聖
資
奇
茂
、
固
天
誕
縱
。
而
春
秋
尚
富
、
如
在
諒
闇
、

蒸
蒸
之
思
、
未
遑
庶
事
。
伏
惟
陛
下
徳
應
坤
厚
、
宣
慈
聖
善
、
遭
家
多
艱
、

臨
朝
親
覧
。
光
大
之
美
、
化
洽
在
昔
、
謳
歌
流
詠
、
播
溢
無
外
。
雖
有
莘
熙

殷
、
妊
姒
隆
周
、
未
足
以
喩
。
是
以
五
謀
克
従
、
人
鬼
同
心
、
仰
望
來
蘇
、

懸
心
日
月
。
夫
隨
時
之
義
、
周
易
所
尚
、
寧
固
社
稷
、
大
人
之
任
。
伏
願
陛

下
撫
綜
万
機
、
釐
和
政
道
、
以
慰
祖
宗
、
以
安
兆
庶
。
不
勝
憂
国
喁
喁
至

誠
。」

（
10
）　
『
晋
書
』
巻
三
十
二
・
后
妃
伝
下
・
簡
文
宣
鄭
太
后

　
　
　

 
太
元
十
九
年
、
孝
武
帝
下
詔
曰
「
会
稽
太
妃
文
母
之
徳
、
徽
音
有
融
、
誕
載

聖
明
、
光
延
于
晋
。
先
帝
追
尊
聖
善
、
朝
議
不
一
、
道
以
疑
屈
。
朕
述
遵
先

志
、
常
惕
于
心
。
今
仰
奉
遺
旨
、
依
陽
秋
・
二
漢
孝
懐
皇
帝
故
事
、
上
太
妃

尊
号
曰
簡
文
太
后
」。
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史　　　窓

（
11
）　
『
通
典
』
巻
一
〇
四
・
礼
六
十
四
・
内
諱
及
不
諱
皇
后
名
議

　
　
　

 

晋
武
帝
泰
始
二
年
正
月
、
有
司
奏
、
故
事
皇
后
諱
与
帝
諱
倶
下
。
詔
曰
「
礼
、

内
諱
不
出
宮
、
而
近
代
諱
之
、
非
也
。
勿
下
。」

（
12
）　

王
建
『
中
国
古
代
避
諱
史
』（
貴
州
人
民
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
七
九
〜
八

〇
頁
。

　
　
　

 
但
是
皇
権
暗
弱
、
権
力
重
心
偏
向
女
主
一
辺
、
其
権
威
逐
漸
得
到
認
可
。
在

這
様
的
雰
囲
之
下
、
将
皇
后
的
諱
頒
行
天
下
、
令
臣
民
共
避
之
、
就
比
較
容

易
得
到
支
持
、
客
観
上
為
避
皇
后
之
諱
提
供
了
有
利
条
件
。

（
13
）　

王
建
『
中
国
古
代
避
諱
史
』（
貴
州
人
民
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
七
九
〜
八

〇
頁
。

（
14
）　

王
建
『
中
国
古
代
避
諱
史
』（
貴
州
人
民
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
七
六
頁
。

ま
た
王
新
華
も
、
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、『
避
諱
研
究
』

（
斉
魯
書
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
六
〇
頁
を
参
照
。

（
15
）　

王
新
華
『
避
諱
研
究
』（
斉
魯
書
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
六
一
〜
二
六
二
頁
。

（
16
）　
『
晋
書
』
巻
七
十
六
・
王
舒
伝

　
　
　

 

時
将
徴
蘇
峻
、
司
徒
王
導
欲
出
舒
為
外
援
、
乃
授
撫
軍
将
軍
・
会
稽
内
史
、

秩
中
二
千
石
。
舒
上
疏
辞
以
父
名
、
朝
議
以
字
同
音
異
、
於
礼
無
嫌
。
舒
復

陳
音
雖
異
而
字
同
、
求
換
他
郡
。
於
是
改
「
会
」
字
為
「
鄶
」。
舒
不
得
已

而
行
。

（
17
）　

こ
の
会
稽
と
王
会
の
諱
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
王
会
の
孫
で
あ
る
王
允
之
の
会

稽
内
史
就
官
の
際
に
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
、
宗
室
諸
王
で
あ

る
譙
王
無
忌
に
よ
っ
て
、
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、

『
通
典
』
巻
一
〇
四
・
礼
六
十
四　

官
位
犯
祖
諱
議
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、

『
晋
書
』
巻
七
十
六
・
王
舒
伝
附
王
允
之
伝
に
よ
る
と
、
王
允
之
は
衛
将
軍
・

会
稽
内
史
と
な
る
も
、
急
死
し
て
い
る
。

（
18
）　
『
晋
書
』
巻
二
十
・
礼
志
中

　
　
　

 

太
元
十
三
年
、
召
孔
安
国
為
侍
中
。
安
国
表
以
黄
門
郎
王
愉
名
犯
私
諱
、
不

得
連
署
、
求
解
。
有
司
議
云
「
名
終
諱
之
、
有
心
所
同
、
聞
名
心
瞿
、
亦
明

前
誥
。
而
禮
復
云
『
君
所
無
私
諱
、
大
夫
之
所
有
公
諱
』、
無
私
諱
。
又
云

『
詩
書
不
諱
、
臨
文
不
諱
』。
豈
非
公
義
奪
私
情
、
王
制
屈
家
礼
哉
。
尚
書
安

衆
男
臣
先
表
中
兵
曹
郎
王
祐
名
犯
父
諱
、
求
解
職
、
明
詔
爰
発
、
聴
許
換
曹
、

蓋
是
恩
出
制
外
耳
。
而
頃
者
互
相
瞻
式
、
源
流
既
啓
、
莫
知
其
極
。
夫
皇
朝

礼
大
、
百
僚
備
職
、
編
官
列
署
、
動
相
経
渉
。
若
以
私
諱
、
人
遂
其
心
、
則

移
官
易
職
、
遷
流
莫
已
、
既
違
典
法
、
有
虧
政
体
。
請
一
断
之
。」
従
之
。

（
19
）　

王
舒
の
他
に
も
、『
通
典
』
巻
一
〇
四
・
礼
六
十
四
・
父
諱
与
府
主
名
同
議

に
、

　
　
　

 

晋
右
将
軍
王
遐
司
馬
劉
曇
、
父
名
遐
、
曇
求
解
職
事
。
博
士
謝
詮
曰
「
按
礼
、

諸
侯
諱
祖
与
父
、
大
夫
士
并
諱
伯
父
母
及
姑
。
又
父
、
子
之
所
天
、
尊
無
以

比
、
宜
聴
解
職
。」
博
士
許
幹
議
曰
「
按
礼
、
君
子
不
奪
人
親
、
故
孝
経
云

『
資
父
以
事
君
而
敬
同
』、
是
以
為
尊
長
諱
、
為
親
者
諱
。
曇
自
列
父
与
将
軍

同
名
、
聖
朝
垂
恩
、
不
許
曇
解
、
可
使
換
官
。」

　
　

と
あ
り
、
府
主
で
あ
る
王
遐
の
名
が
、
父
・
劉
遐
の
名
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を

理
由
に
、
解
職
を
求
め
、
官
を
換
え
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
20
）　
『
宋
書
』
巻
三
十
八
・
州
郡
四
・
寧
州

　
　
　

 

平
蛮
太
守
、
晋
懐
帝
永
嘉
五
年
、
寧
州
刺
史
王
遜
分

牱
・
朱
提
・
建
寧
立

平
夷
郡
、
後
避
桓
温
諱
改
。

（
21
）　
『
宋
書
』
巻
三
十
七
・
州
郡
三
・
湘
州

　
　
　

 

扶
県
令
、
漢
旧
県
、
至
晋
曰
夫
夷
。
漢
属
零
陵
、
晋
属
邵
陵
。
案
今
云
扶
者
、

疑
是
避
桓
温
諱
去
「
夷
」、「
夫
」
不
可
為
県
名
、
故
為
「
扶
」
云
。

（
22
）　
『
水
経
注
』
巻
三
十
四
・
江
水
二

　
　
　

 

夷
道
県
、
漢
武
帝
伐
西
南
夷
、
路
由
此
出
、
故
曰
夷
道
矣
。
王
莽
更
名
江
南
、

桓
温
父
名
彝
、
改
曰
西
道
。

（
23
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
七
・
唐
紀
四
十
三
・
胡
注

　
　
　

夷
水
出
自
房
陵
県
、
東
流
注
之
。
桓
温
以
其
父
名
彝
、
改
蛮
水
。

（
24
）　

野
田
俊
昭
「
東
晋
時
代
に
お
け
る
孝
と
行
政
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』

三
二
、
二
〇
〇
四
年
）
六
三
頁
。

（
25
）　
『
晋
書
』
巻
三
十
二
・
后
妃
伝
下
・
簡
文
宣
鄭
太
后

（
26
）　

王
建
『
中
国
古
代
避
諱
史
』（
貴
州
人
民
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
七
六
頁
。

（
27
）　

聶
溦
萌
「
避
諱
原
理
與
政
治
背
景
：
東
晋
鄭
太
妃
〝
春
〞
字
諱
考
論
」（『
文

史
』
第
三
輯
、
二
〇
一
八
年
）
九
六
頁

　
　
　

 
虞
預
避
明
穆
皇
后
母
諱
改
名
、
絶
不
是
由
於
其
諱
已
成
国
諱
、
只
能
是
基
於

私
諱
的
原
理
。
明
穆
皇
后
曾
在
成
帝
即
位
至
蘇
峻
之
乱
期
間
臨
朝
摂
万
機
、
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「陽秋」

而
虞
預
為
朝
臣
、
若
保
持
原
名
、
於
公
務
則
多
有
不
便
。

（
28
）　
『
晋
書
』
巻
七
十
五
・
王
述
伝

　
　
　

 
代
殷
浩
為
揚
州
刺
史
、
加
征
虜
将
軍
。
初
至
、
主
簿
請
諱
。
報
曰
「
亡
祖
先

君
、
名
播
海
内
、
遠
近
所
知
。
内
諱
不
出
門
。
余
無
所
諱
。」

（
29
）　
『
晋
書
』
巻
八
十
一
・
毛
宝
伝
附
毛
穆
之
伝

　
　
　

 

穆
之
字
憲
祖
、
小
字
武
生
、
名
犯
王
靖
后
諱
、
故
行
字
、
後
又
以
桓
温
母
名

憲
、
乃
更
称
小
字
。

（
30
）　

時
代
は
下
る
が
『
南
史
』
巻
二
十
三
・
王
誕
伝
附
王
亮
伝
に
、

　
　
　

 

累
遷
晋
陵
太
守
、
在
職
清
公
、
有
美
政
。
時
有
晋
陵
令
沈
巑
之
性
粗
疏
、
好

犯
亮
諱
、
亮
不
堪
、
遂
啓
代
之
。
巑
之
怏
怏
、
乃
造
坐
云
「
下
官
以
犯
諱
被

代
、
未
知
明
府
諱
。
若
為
攸
字
、
当
作
無
骹
尊
傍
犬
。
為
犬
傍
無
骹
尊
。
若

是
有
心
攸
。
無
心
攸
。
乞
告
示
。」
亮
不
履
下
牀
跣
而
走
、
巑
之
撫
掌
大
笑

而
去
。

　
　

と
あ
る
よ
う
に
、
上
官
の
諱
を
犯
し
た
こ
と
を
理
由
に
下
官
が
改
職
さ
れ
た
事

例
も
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、『
世
説
新
語
』
文
学
篇
第
四
に
記
載
の
、

　
　
　

 

庾
闡
始
作
揚
都
賦
、
道
温
・
庾
云
「
温
挺
義
之
標
、
庾
作
民
之
望
。
方
響
則

金
声
、
比
徳
則
玉
亮
。」
庾
公
聞
賦
成
、
求
看
、
兼
贈
貺
之
。
闡
更
改
「
望
」

為
「
俊
」、
以
「
亮
」
為
「
潤
」
云
。

　
　

の
話
は
、
庾
亮
の
諱
を
避
け
て
「
亮
」
が
「
潤
」
に
変
更
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
31
）　

聶
溦
萌
「
避
諱
原
理
與
政
治
背
景
：
東
晋
鄭
太
妃
〝
春
〞
字
諱
考
論
」（『
文

史
』
第
三
輯
、
二
〇
一
八
年
）

（
32
）　
『
晋
書
』
巻
二
十
・
礼
志
中

　
　
　

 

太
元
十
七
年
、
太
常
車
胤
上
言
「
謹
案
喪
服
礼
経
、『
庶
子
為
母
緦
麻
三
月
』。

伝
曰
、『
何
以
緦
麻
。
以
尊
者
為
体
、
不
敢
服
其
私
親
也
。』
此
経
伝
之
明
文
、

聖
賢
之
格
言
。
而
自
頃
開
国
公
侯
、
至
于
卿
士
、
庶
子
為
後
、
各
肆
私
情
、

服
其
庶
母
、
同
之
於
嫡
。
此
末
俗
之
弊
、
溺
情
傷
教
。
縱
而
不
革
、
則
流
遁

忘
返
矣
。
且
夫
尊
尊
親
親
、
雖
礼
之
大
本
、
然
厭
親
於
尊
、
由
来
尚
矣
。
礼

記
曰
、『
為
父
後
、
出
母
無
服
也
者
、
不
祭
故
也
』。
又
、
礼
、
天
子
父
母
之

喪
、
未
葬
、
越
紼
而
祭
天
地
社
稷
。
斯
皆
崇
厳
至
敬
、
不
敢
以
私
廃
尊
也
。

今
身
承
祖
宗
之
重
、
而
以
庶
母
之
私
、
廃
烝
嘗
之
事
。
五
廟
闕
祀
、
由
一
妾

之
終
。
求
之
情
礼
、
失
莫
大
焉
。
挙
世
皆
然
、
莫
之
裁
貶
。
就
心
不
同
、
而

事
不
敢
異
。
故
正
礼
遂
穨
、
而
習
非
成
俗
。
此
国
風
所
以
思
古
、
小
雅
所
以

悲
歎
。
当
今
九
服
漸
寧
、
王
化
惟
新
、
誠
宜
崇
明
礼
訓
、
以
一
風
俗
。
請
臺

省
考
修
経
典
、
式
明
王
度
。」
不
答
。

（
33
）　

神
矢
法
子
「
魏
晋
風
俗
に
お
け
る
礼
と
女
性
│
喪
服
礼
を
通
し
て
見
え
る
も

の
│
」（『
母
の
た
め
の
喪
服
│
中
国
古
代
社
会
に
見
え
る
夫
権
＝
父
権
・
妻
＝

母
の
地
位
・
子
の
義
務
』
一
九
九
四
年
、
日
本
図
書
刊
行
会
）

（
34
）　
『
晋
書
』
巻
三
十
二
・
后
妃
伝
下
・
簡
文
宣
鄭
太
后

　
　
　

 

咸
和
元
年
薨
、
簡
文
帝
時
為
琅
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
頤
。
王
上
疏
曰
「
亡
母
生
臨
臣
国
、

没
留
国
第
、
臣
雖
出
後
、
亦
無
所
厭
、
則
私
情
得
敘
。
昔
敬
后
崩
、
孝
王
已

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

乃
徙
琅
邪
王
為
会
稽
王
、
追
号
后
曰
会
稽
太
妃
。
及
簡
文
帝
即
位
、
未
及
追

尊
。
臨
崩
、
封
皇
子
道
子
為
琅
邪
王
、
領
会
稽
国
、
奉
太
妃
祠
。

（
35
）　

東
晋
期
に
お
け
る
皇
位
継
承
と
琅
邪
王
家
の
関
係
に
つ
い
て
、
三
田
辰
彦

「
東
晋
琅
邪
王
と
皇
位
継
承
」（『
集
刊
東
洋
学
』
九
六
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参

照
。

（
36
）　

康
献
褚
太
后
の
臨
朝
称
制
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
安
田
二
郎
「
東
晋
の
母

后
臨
朝
と
謝
安
政
権
」（『
六
朝
政
治
史
の
研
究
』
二
〇
〇
三
年
、
京
都
大
学
学

術
出
版
会
）
を
参
照
。

（
37
）　

例
え
ば
、『
晋
書
』
巻
七
十
五
・
王
湛
伝
附
王
愷
伝
に
、

　
　
　

 

及
王
恭
等
討
国
宝
、
愷
・
愉
並
請
解
職
。
以
与
国
宝
異
生
、
又
素
不
協
、
故

得
免
禍
。

　
　

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
王
恭
に
よ
っ
て
討
た
れ
た
王

国
宝
の
罪
が
、
王
愷
、
愉
の
兄
弟
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
際
、
王
国

宝
と
母
が
異
な
る
こ
と
、
ま
た
元
よ
り
王
国
宝
に
し
た
が
わ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
連
座
を
免
除
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
当
該
期
に
お
け
る
母
と
子
の

関
係
性
が
示
唆
さ
れ
る
。






