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前
趙
と
後
趙
の
成
立

―
五
胡
十
六
国
時
代
に
お
け
る
匈
奴
漢
崩
壊
後
の
政
治
史
的
展
開

―

小 

野
　
響

一
．
は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
胡
十
六
国
時
代
に
匈
奴
屠
各
の
劉
淵
が
三
〇
四
年
に
建
国
し
た
漢①

と
、
劉
淵
の
族
子
の
劉
曜
が
三
一
八
年
に
国
号
を
漢
か
ら
改
め

て
成
立
し
た
前
趙
は
、
多
く
の
場
合
” 漢
趙
“や
” 前
趙
“と
し
て
併
称
さ
れ
同
一
の
国
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
は
現
代
の
研
究
上
に
始

ま
っ
た
事
で
は
な
く
、
す
で
に
『
十
六
国
春
秋
』
が
前
趙
録
と
し
て
劉
淵
か
ら
劉
曜
ま
で
の
事
績
を
一
括
り
に
し
て
い
る②

。
ま
た
劉
曜

の
時
代
に
編
ま
れ
た
『
漢
趙
記
』
な
る
歴
史
書
も
存
在
す
る③

。
し
か
し
、
漢
と
前
趙
の
間
に
は
一
見
し
て
わ
か
る
通
り
、
国
号
の
変
更

と
い
う
大
き
な
変
化
が
存
在
し
て
い
る
。
果
た
し
て
こ
れ
を
考
慮
せ
ず
に
、
漢
趙
国
と
し
て
論
ず
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
時
に
両
趙
と
し
て
言
い
表
さ
れ
る
前
趙
と
後
趙
で
あ
る
が
、
確
か
に
前
趙
と
後
趙
は
同
時
期
に
成
立
し
て
い
る
と
は
い
え
、
両
趙
と

称
し
た
時
の
前
趙
に
漢
を
含
む
事
が
果
た
し
て
妥
当
な
見
解
で
あ
る
の
か
。
本
論
は
こ
の
疑
問
を
出
発
点
と
し
、
何
故
漢
か
ら
趙
へ
国

号
が
変
わ
っ
た
の
か
、
そ
の
変
化
が
何
を
齎
し
た
の
か
を
考
察
し
、
そ
れ
が
五
胡
十
六
国
研
究
の
上
に
、
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

か
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
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上
記
の
問
題
関
心
に
こ
た
え
る
た
め
、
ま
ず
漢
と
い
う
国
家
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
整
理
す

る
。

二
．
漢
の
成
立
と
西
晋
と
の
対
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

劉
淵
は
三
〇
四
年
に
漢
王
を
称
し
漢
王
朝
及
び
蜀
漢
を
継
承
す
る
事
を
宣
言
し
て
い
る④

。
こ
の
事
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
劉
淵
は
漢
王

朝
を
継
承
す
る
事
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
そ
れ
が
い
わ
ば
大
義
名
分
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
そ
れ
は
漢
の
宗
廟
に
前
漢
の
高
祖
劉

邦
ら
が
三
祖
五
宗
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
指
摘
で
き
よ
う⑤

。
ま
た
前
掲
注
④
に
引
い
た
史
料
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
建
国
最

初
期
の
漢
で
は
、
丞
相
・
御
史
大
夫
・
太
尉
と
い
う
前
漢
の
三
公
を
設
け
て
い
る
。
つ
ま
り
劉
淵
は
国
号
と
し
て
漢
の
名
称
を
用
い
つ

つ
、
そ
の
名
号
が
自
ら
の
出
自
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
漢
王
朝
と
自
身
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
匈
奴
で
あ
り
な
が
ら
、
漢
王
朝
宗
室
劉

氏
の
血
を
引
く
と
い
う
匈
奴
劉
氏
の
持
つ
二
面
性
故
に
そ
れ
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
し
て
劉
淵
は
三
〇
八
年
に
は
皇
帝
を
称
す⑥

。
こ
の

時
、
劉
淵
は
後
漢
最
初
期
の
三
公
で
あ
る
大
司
馬
・
大
司
徒
・
大
司
空
を
改
め
て
設
置
し
て
い
る⑦

。
同
じ
よ
う
に
漢
王
朝
を
モ
デ
ル
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
若
干
の
変
化
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

劉
淵
は
漢
を
名
乗
る
事
に
よ
り
西
晋
に
対
し
て
明
確
に
対
立
す
る
意
思
を
示
し
た
と
言
え
る
。
荒
木
均
二
〇
〇
一
で
は
、
劉
淵
が
匈

奴
単
于
を
名
乗
る
だ
け
で
は
西
晋
の
支
配
を
脱
す
る
事
が
出
来
ず
、
だ
か
ら
王
や
皇
帝
を
号
し
て
、
西
晋
と
対
等
に
天
下
を
争
お
う
と

し
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
荒
木
氏
は
単
于
号
の
み
で
は
漢
人
の
支
持
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
も
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
指
摘
は
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大
い
に
示
唆
を
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
劉
淵
に
と
っ
て
の
対
立
軸
と
い
う
の
は
西
晋
で
あ
り
、
劉
淵
が
率
い
た
国
家
と
い
う
の

は
匈
奴
を
も
含
め
た
多
種
族
に
よ
る
混
成
集
団
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う⑧

。
そ
し
て
そ
の
混
成
集
団
を
西
晋
と
対
立
さ
せ
る
た
め
に
、
漢

と
い
う
国
号
や
王
、
皇
帝
と
い
う
称
号
を
用
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
漢
と
い
う
国
号
を
用
い
た
事
は
、
劉
淵
の
支
配
下
に
漢

族
が
流
入
し
て
き
て
い
た
こ
と
も
大
き
く
関
係
し
て
い
よ
う⑨

。

た
だ
し
王
、
皇
帝
と
い
う
称
号
は
、
主
と
し
て
漢
族
に
対
す
る
名
分
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
い
っ
た
い
非
漢
族

に
対
し
て
は
如
何
な
る
称
号
を
以
て
名
分
を
主
張
し
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
大
単
于
で
あ
る
。
大
単
于
と
い
う
称
号
に
関
し
て
言

え
ば
、
劉
淵
が
大
単
于
を
号
し
た
時
と
漢
王
を
号
し
た
時
が
同
一
で
な
い
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
論
文
末
尾
の
年
表
を
み
れ
ば

分
か
る
と
お
り
、
こ
の
二
つ
の
自
称
に
は
二
ヶ
月
ほ
ど
の
間
隔
が
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
劉
淵
の
西
晋
か
ら
の
独
立
時
期
に
つ
い
て
、

大
単
于
自
称
の
時
と
漢
王
自
称
の
時
と
大
き
く
二
種
の
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
主
た
る
記
述
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

「
こ
の
劉
淵
は
永
興
元
年
（
三
〇
四
）
当
時
、
鄴
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
国
人
を
代
表
す
る
大
叔
父
で
右
賢
王
の
劉

宣
ら
に
よ
り
左
賢
王
か
ら
大
単
于
に
推
戴
さ
れ
、
こ
こ
に
魏
晋
両
王
朝
に
よ
り
分
割
さ
れ
て
い
た
南
匈
奴
は
再
び
自
ら
の
手
で

統
合
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
単
な
る
か
つ
て
塞
外
に
あ
っ
た
匈
奴
国
家
の
復
活
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
中
国
に
内
徙
し
た
南
匈

奴
の
中
国
の
地
に
お
け
る
自
立
で
あ
り
、（
…
後
略
）」（
福
原
啓
郎
一
九
九
五
、三
〇
八
頁
）

「
劉
淵
は
自
立
す
る
と
、
ま
ず
大
単
于
を
称
し
て
離
石
に
都
し
た
」（
谷
川
道
雄
一
九
九
八
、四
五
頁
）

こ
れ
ら
の
諸
先
行
研
究
は
劉
淵
の
独
立
を
大
単
于
と
名
乗
っ
た
時
点
に
規
定
し
て
い
る
。
も
う
一
方
の
見
解
は
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「
劉
淵
い
よ
い
よ
自
立
の
態
度
を
決
し
、漢
王
と
号
し
て
徒
党
を
糾
合
す
る
に
至
り
、（
…
後
略
）」（
岡
崎
文
夫
一
九
八
九
、一
三
七
頁
）

「
そ
こ
で
劉
淵
は
三
〇
四
年
一
〇
月
、
離
石
の
左
国
城
で
漢
王
を
称
し
、
元
熙
と
建
元
し
て
独
立
し
、
こ
こ
に
前
趙
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
と
き
の
国
号
は
「
漢
」
で
あ
る
。」（
三
崎
良
章
二
〇
一
二
、五
八
頁
）

で
あ
り
、
こ
の
二
者
に
代
表
さ
れ
る
見
方
は
、
漢
王
を
称
し
た
時
点
を
劉
淵
の
独
立
と
見
做
し
て
い
る
。
で
は
一
体
ど
ち
ら
に
劉
淵
の

独
立
を
規
定
す
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。

事
実
関
係
を
整
理
す
る
と
、
劉
淵
は
左
国
城
で
大
単
于
を
称
し
て
匈
奴
的
名
称⑩

の
制
度
を
布
い
て
離
石
に
都
を
置
い
た
後
、
再
び
左

国
城
で
漢
王
を
号
し
て
い
る
。
大
単
于
を
称
し
た
時
点
と
漢
王
を
称
し
た
時
点
の
間
は
二
ヶ
月
程
の
期
間
が
存
在
し
、
そ
の
間
に
劉
淵

は
衆
五
万
を
集
め
て
い
る⑪

。
つ
ま
り
大
単
于
を
称
す
る
の
み
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
勢
力
を
築
い
て
い
た
事
は
疑
い
な
い
。
従
っ
て
劉

淵
は
、
大
単
于
を
名
乗
っ
た
時
点
で
独
立
し
た
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
西
晋
側
に
も
劉
淵
の
「
反
」
は
大
単
于
を
称
し
た
時
で
あ

る
と
認
知
さ
れ
て
い
る⑫

。

大
単
于
を
称
し
て
独
立
し
、
そ
の
後
す
ぐ
に
漢
王
を
改
め
て
名
乗
っ
て
い
る
と
い
う
事
は
、
こ
の
二
つ
の
称
号
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意

義
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
単
于
は
、
鮮
卑
を
攻
め
よ
う
と
し
た
劉
淵
を
諫
止
す
る
劉
宣
ら
の
発
言
に
も
看

取
さ
れ
る
よ
う
に
、
北
方
の
非
漢
族
集
団
を
内
包
す
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た⑬

。
従
っ
て
、
大
単
于
を
称
す
る
と
い
う
事
は
、
非
漢
族
に

対
す
る
自
身
の
正
当
性
の
主
張
を
狙
っ
て
い
た
の
で
あ
る
と
認
め
得
よ
う
。
ま
た
漢
王
を
称
す
る
と
い
う
事
は
、
漢
族
に
対
す
る
自
身

の
正
当
性
の
主
張
を
狙
っ
た
と
い
う
の
も
充
分
に
想
定
し
得
る
。
つ
ま
り
劉
淵
は
漢
王
と
大
単
于
を
併
称
す
る
事
に
よ
っ
て
、
自
身
の

正
当
性
を
漢
族
、
非
漢
族
の
両
者
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
漢
の
国
号
設
定
や
、
自
身
の
出
自
を
漢
王
朝
に
接
続
し
て
い
る
事
な
ど
か

ら
、
劉
淵
は
前
述
し
た
匈
奴
劉
氏
の
二
面
性
の
う
ち
漢
族
的
側
面
を
よ
り
重
点
的
に
政
治
面
で
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
大
単
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于
を
名
乗
っ
た
時
点
で
は
、
官
制
に
か
な
り
匈
奴
的
な
面
を
有
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

劉
淵
が
大
単
于
の
み
を
名
乗
っ
て
い
る
段
階
で
は
、
彼
は
成
都
王
頴
を
救
援
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
未
だ
に
劉
淵
と
西
晋
と
の
関
係

は
断
絶
し
て
い
な
い
。
こ
の
時
八
王
の
乱
の
最
中
で
あ
っ
た
事
は
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
劉
淵
自
身
が
成
都
王
頴
と

の
関
係
が
続
い
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
事
は
指
摘
で
き
よ
う
。
西
晋
に
は
「
反
」
と
見
做
さ
れ
て
い
る
事
は
前
述
の
と
お
り
だ
が
、

成
都
王
頴
が
劉
淵
の
行
動
を
ど
う
評
価
し
て
い
た
の
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
劉
淵
の
成
都
王
頴
救
援
が
両
者
の
個
人
的
関
係
に
起
因

す
る
と
し
て
も
、
劉
淵
が
未
だ
に
西
晋
を
い
わ
ば
仮
想
敵
の
よ
う
な
形
で
対
立
軸
に
設
定
し
て
い
な
い
事
が
窺
え
よ
う
。

し
か
し
漢
王
を
名
乗
っ
た
時
点
よ
り
、
劉
淵
が
西
晋
と
対
立
す
る
事
は
避
け
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
劉
淵
の
大
単
于
を
称
し
た
時
期

と
、
漢
王
を
称
し
た
時
期
が
ず
れ
て
い
る
所
以
は
、
周
辺
勢
力
と
の
関
係
性
を
考
慮
し
た
上
で
の
行
動
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
王
号
、
皇
帝
号
を
用
い
れ
ば
、
ほ
ぼ
確
実
に
西
晋
と
連
携
す
る
道
は
絶
た
れ
る
。
特
に
皇
帝
号
に
つ
い
て
は
、「
天
に
二

日
無
し
」
と
い
う
漢
族
側
の
思
想⑭

に
抵
触
す
る
た
め
、
対
立
関
係
は
避
け
ら
れ
な
く
な
る
事
は
明
白
で
あ
る
。
劉
淵
に
は
漢
籍
の
素
養

も
あ
り
、
そ
の
事
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
い⑮

。
劉
淵
が
大
単
于
を
名
乗
っ
た
時
点
で
は
、
西
晋
朝
廷
や
鮮
卑
拓
跋
部
の
他
に

も
王
浚
ら
事
実
上
軍
閥
化
し
て
い
た
集
団
等
の
諸
勢
力
が
周
辺
に
存
在
し
て
い
た
。
自
身
を
含
め
た
各
勢
力
の
力
関
係
を
考
慮
し
た
上

で
、
劉
淵
は
徐
々
に
自
身
の
称
号
を
変
化
さ
せ
て
い
き
、
最
終
的
に
皇
帝
を
名
乗
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
称
号
の
性

質
を
考
慮
す
る
と
、
劉
淵
が
西
晋
と
明
確
に
対
立
す
る
と
決
め
た
の
は
漢
王
を
称
し
た
時
だ
と
言
え
る
。
何
故
な
ら
ば
、
漢
王
朝
の
継

承
を
主
張
す
る
事
は
、
西
晋
の
拠
っ
て
立
つ
後
漢
→
曹
魏
→
西
晋
と
い
う
禅
譲
に
よ
る
継
承
の
流
れ
と
対
立
す
る
事
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
漢
王
朝
を
持
ち
出
し
た
時
点
で
、
理
念
的
に
は
劉
淵
と
西
晋
は
相
容
れ
な
い
存
在
と
な
る
。
但
し
、
こ
の
見
解
は
正
統

王
朝
の
系
譜
を
ど
う
歴
史
的
に
評
価
す
る
か
と
い
う
事
が
主
眼
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
当
時
の
政
治
状
況
を
鑑
み
た
上
で
、
ど
の
よ
う

に
す
る
事
が
最
も
有
効
で
あ
っ
た
か
を
模
索
し
た
結
果
で
あ
ろ
う⑯

。
ま
た
大
単
于
自
称
と
漢
王
自
称
の
時
期
が
二
ヶ
月
し
か
離
れ
て
い
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な
い
の
は
、
劉
淵
の
大
単
于
自
称
の
時
点
で
西
晋
側
に
「
反
」
と
見
做
さ
れ
て
い
る
事
や
、
劉
淵
の
下
に
多
く
の
漢
族
が
流
入
し
て
い

る
事
が
、
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
大
単
于
を
称
し
た
時
点
で
西
晋
と
の
対
立
は
避
け
ら

れ
な
い
と
知
る
や
、
劉
淵
は
漢
王
を
も
称
し
て
自
集
団
内
外
の
漢
族
に
自
身
の
正
当
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
漢
の
成
立
と
劉
淵
と
西
晋
の
関
係
、
各
称
号
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
後
の
漢
の
展
開
と
、
漢
に
お
け
る
最
も
特
徴
的
な
制

度
で
あ
る
胡
漢
分
治
、
単
于
台
に
つ
い
て
の
概
要
及
び
そ
の
考
察
を
次
章
で
行
う
。

三
．
漢
の
沿
革
と
単
于
台
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

劉
淵
の
末
年
（
三
一
〇
年
）
に
劉
淵
の
息
子
で
あ
る
劉
聡
が
大
単
于
と
な
り
、
都
で
あ
る
平
陽
の
西
に
単
于
台
が
設
置
さ
れ
た⑰

。
単

于
台
の
設
置
は
胡
漢
分
治
の
中
核
的
役
割
を
果
た
し
た
と
し
て
、
五
胡
十
六
国
時
代
の
研
究
上
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
三
崎

良
章
二
〇
一
二
で
は
、
漢
族
と
非
漢
族
を
同
化
さ
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
統
治
す
る
胡
漢
分
治
は
、
大
な
り
小
な
り
後
発
の
五
胡
諸

国
に
影
響
を
与
え
て
い
る
重
要
事
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
（
三
一
一
年
）
永
嘉
の
乱
を
経
て
、
漢
は
中
原
地
域
を
領
有

す
る
に
至
る
。
三
一
三
年
に
長
安
に
て
司
馬
鄴
（
愍
帝
）
が
即
位
し
、
西
晋
の
旧
勢
力
の
糾
合
を
行
う
。
三
一
四
年
に
は
漢
に
お
い
て

制
度
の
整
備
が
行
わ
れ
、
単
于
台
に
単
于
左
右
輔
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
の
制
度
整
備
が
行
わ
れ
た⑱

。

単
于
台
や
胡
漢
分
治
に
対
し
て
は
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
以
下
に
引
用
、
ま
と
め
を
行
う
が
、
先
行
研
究
の
言
う
前
趙
や
漢
趙

は
、
全
て
本
論
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
漢
と
前
趙
を
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
谷
川
道
雄
一
九
九
八
は
、
本
来
の
単
于
制
度
に
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立
ち
戻
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、「
大
単
于
は
非
漢
族
系
人
民
の
最
高
首
長
と
し
て
の
実
質
を
回
復
し
、
そ
の
た
め
の
行
政
機
構

を
も
具
え
る
に
至
っ
た
。」（
五
一
頁
）
と
す
る
。
韓
狄
二
〇
〇
一
は
、
漢
の
そ
れ
に
限
ら
ず
五
胡
諸
国
全
体
の
単
于
制
度
を
論
じ
て
い

て
、
大
単
于
が
当
該
時
代
の
民
族
意
識
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
る
と
ま
と
め
る
。
劉
学
銚
二
〇
〇
一
で
は
、
漢
の
大
単

于
を
、
王
位
継
承
者
の
就
任
す
る
、
非
漢
族
を
ま
と
め
る
存
在
で
あ
っ
た
と
し
、
胡
漢
分
治
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
周
偉
洲

二
〇
〇
六
は
単
于
制
度
に
よ
っ
て
漢
魏
以
来
の
制
度
を
補
い
、
単
于
台
は
少
数
民
族
を
統
治
す
る
と
と
も
に
、
軍
事
組
織
の
面
も
兼
ね

合
わ
せ
軍
の
主
力
を
担
う
機
関
で
も
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。
ま
た
単
于
左
右
輔
は
か
つ
て
の
左
右
賢
王
で
あ
り
、
前
趙
で
再
び
左
右

賢
王
に
改
称
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
陳
勇
二
〇
〇
九
b
は
左
右
司
隷
を
以
て
五
部
匈
奴
を
管
理
し
、
単
于
台
が
五
部
匈
奴
以
外
の
非

漢
族
を
管
理
し
て
い
た
と
言
う
。
た
だ
陳
勇
氏
の
こ
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
五
部
匈
奴
の
人
口
が
四
十
三
万
戸
に
達
す
る
。
一
戸
を

何
人
と
数
え
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
一
戸
一
人
と
最
少
人
数
で
考
え
た
と
し
て
も
、
劉
淵
挙
兵
直
前
の
時
点
で
二
万
を
超
え
る
か

超
え
な
い
か
で
あ
っ
た
五
部
匈
奴⑲

が
、
十
年
で
二
十
倍
以
上
の
増
加
を
遂
げ
て
い
る
事
に
な
る
。
こ
の
十
年
間
で
漢
に
合
流
し
た
五
部

匈
奴
が
存
在
し
た
事
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
戦
争
を
し
続
け
て
い
た
こ
の
間
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
数
が
増
加
し
た
と
は
認
め
が
た
い
。
陳

琳
国
二
〇
一
〇
は
劉
淵
が
就
任
し
て
い
た
時
期
、
劉
淵
の
死
後
、
劉
曜
の
時
期
の
三
段
階
に
分
け
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
ま

た
大
単
于
に
つ
い
て
は
非
漢
族
を
統
治
す
る
重
要
な
官
職
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
諸
先
行
研
究
と
同
様
と
し
、
左
右
司
隷
に
関
し
て

は
州
郡
県
制
の
変
種
と
し
て
い
る
。
三
崎
良
章
二
〇
一
二
で
は
「
こ
の
よ
う
な
（
前
掲
注
⑱
制
度
整
備
を
指
す
。
筆
者
注
記
）
い
わ
ば
二
重

統
治
体
制
あ
る
い
は
民
族
分
治
は
、
そ
れ
ま
で
の
中
国
王
朝
や
遊
牧
国
家
に
は
見
ら
れ
な
い
新
た
な
体
制
で
あ
り
、
以
後
の
「
十
六
国
」

の
国
家
体
制
の
モ
デ
ル
と
も
な
っ
た
」（
五
九
頁
）
と
評
し
て
い
る
。

前
述
し
た
三
一
四
年
の
制
度
整
備
を
含
め
た
単
于
台
に
つ
い
て
の
諸
先
行
研
究
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
大
単
于
が
枢
要
な
も
の
で

あ
る
事
、
非
漢
族
を
統
治
し
た
事
の
二
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
制
度
整
備
は
い
ず
れ
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
胡
漢
分
治
の
中
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の
一
事
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
特
に
単
于
左
右
輔
の
設
置
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
研
究
に
お
い
て
も
、
そ

の
細
部
ま
で
検
討
す
る
事
は
少
な
い
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
左
右
司
隷
と
単
于
左
右
輔
が
同
格
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
点
と
、
単
于
台
の
設
置
と
単
于
左
右
輔
の
設
置
の
時

期
的
ず
れ⑳

か
ら
、
単
于
台
を
含
め
た
麾
下
の
人
民
統
治
の
手
法
に
何
ら
か
の
改
革
が
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、「
右
司
隷
部
の
人
」
な
ど
の
記
述㉑

か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
制
度
に
は
魏
晋
の
五
部
匈
奴
統
治
の
援
用
と
思
わ
れ
る
点
が
見
ら
れ
る㉒

。

か
つ
て
曹
魏
は
匈
奴
を
五
部
に
分
割
統
治
し
た
。
所
謂
五
部
匈
奴
統
治
で
あ
る
が
、
漢
の
左
右
司
隷
、
単
于
左
右
輔
の
四
部
分
割
も
同

質
の
政
策
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
併
置
さ
れ
、
同
格
の
存
在
で
も
あ
る
左
右
司
隷
と
単
于
左
右
輔
は
、
同
一
線
上
の
存
在
で
あ
る
と
解
釈
す
る
事
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
官
の
設
置
に
よ
り
漢
は
自
領
内
の
全
て
の
人
民
を
胡
漢
に
分
割
し
、
漢
を
左
右
司
隷
に
、
胡
を
単
于
左
右
輔
に
そ

れ
ぞ
れ
分
割
し
て
管
理
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
単
于
左
右
輔
の
設
置
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
単
に
単
于
台
設
置
の
延

長
と
見
做
す
の
で
は
な
く
、
人
民
管
理
の
新
た
な
手
法
と
し
て
漢
国
内
の
人
民
を
全
て
左
右
司
隷
、
単
于
左
右
輔
に
所
属
す
る
よ
う

に
割
り
振
っ
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
単
于
台
設
置
当
初
と
比
べ
る
と
、
同
じ
胡
漢
分
治
と
い
う
結
果
で
あ
る
が
、
そ

の
手
法
が
異
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
司
隷
は
通
常
首
都
近
辺
を
指
す
が
、
そ
う
解
釈
し
た
場
合
漢
の
首
都
平
陽
近
辺
の
み
で

四
十
三
万
戸
の
漢
族
が
居
住
し
て
い
た
事
に
な
り
、
永
嘉
の
乱
直
後
で
あ
っ
た
事
を
考
慮
す
る
と
多
す
ぎ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
西
晋

代
の
司
州
が
四
十
七
万
五
千
七
百
戸
、
幷
州
が
五
万
九
千
三
百
戸
で
あ
っ
た
事
か
ら
も
窺
い
知
れ
る㉓

。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
司
隷
は
、
司

隷
と
い
う
名
称
で
あ
る
が
、
漢
の
全
人
口
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
三
崎
良
章
二
〇
一
二
は
こ
の
改
革
を
、
民
族
分
治
を
行
っ
た
、

漢
族
、
非
漢
族
の
両
世
界
に
目
を
配
っ
た
新
た
な
体
制
作
り
と
論
ず
る
が
、
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
こ
の
胡
漢
分
治
と
い
う
体

制
が
漢
に
始
ま
る
事
は
、
後
述
す
る
後
趙
の
よ
う
な
後
発
の
国
々
で
同
様
の
事
が
行
わ
れ
た
時
、
そ
の
淵
源
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
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め
る
事
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
視
点
に
立
つ
と
、
漢
に
お
け
る
単
于
左
右
輔
及
び
左
右
司
隷
の
設
置
は
、
単
な
る
単
于
台
改
革
に
と
ど
ま
ら
ず
、
左
右
司
隷
と

連
動
し
て
国
内
に
お
け
る
人
民
把
握
制
度
全
体
の
改
革
と
位
置
づ
け
る
べ
き
現
象
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
単
于
台
は
、
こ
れ
ま

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
大
単
于
に
よ
っ
て
非
漢
族
を
統
率
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
漢
族
を
管
理
す
る
左

右
司
隷
と
併
置
さ
れ
、
よ
り
体
系
的
に
胡
漢
を
分
別
し
て
人
民
把
握
を
す
る
事
を
狙
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
注
㉑
に
あ
げ
た
よ
う
に

「
右
司
隷
部
の
人
」
や
「
司
隷
部
の
人
」
と
い
う
記
述
は
、
そ
れ
が
一
種
の
本
貫
地
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
た
事
を
窺
わ
せ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、漢
族
と
胡
族
は
管
理
す
る
官
司
が
違
い
、あ
る
程
度
地
域
的
、政
治
的
に
分
割
さ
れ
て
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。

し
か
し
史
料
的
制
約
も
あ
り
、
ど
の
程
度
具
体
的
に
分
割
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
漢
に
お
い
て

散
見
さ
れ
る
官
職
名
は
漢
王
朝
や
魏
晋
を
模
し
た
も
の
が
多
い
が
、
単
于
台
や
左
右
司
隷
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
匈
奴
的
な
手
法
に
よ
っ

て
、
人
民
把
握
を
行
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
胡
漢
両
世
界
に
ま
た
が
る
新
た
な
国
家
建
設
の
た
め
に
、
先
行
す

る
諸
制
度
を
参
照
し
つ
つ
、
漢
独
自
の
制
度
も
盛
り
込
ん
だ
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
の
制
度
は
あ
く
ま
で
独
自
的
な
も
の
で
あ
り
、
制
度

的
な
面
で
は
胡
漢
を
併
置
さ
せ
た
制
度
を
施
行
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

で
は
何
故
こ
の
改
革
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
問
題
に
対
し
て
私
見
を

示
す
な
ら
ば
、
永
嘉
の
乱
を
経
た
漢
は
、
西
晋
に
替
わ
る
中
華
と
し
て
漢
を
位
置
づ
け
る
必
要
性
が
あ
っ
た㉔

。
後
に
漢
は
し
ば
し
ば
長

安
の
愍
帝
政
権
に
敗
北
し
て
い
る
が㉕

、
こ
の
時
点
で
は
長
安
に
残
る
残
党
勢
力
程
度
と
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
漢
は
西

晋
が
も
は
や
亡
ん
だ
と
し
て
、
改
め
て
自
身
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
劉
聡
は
漢
を
胡
漢
両
世
界
に
跨
る
新
た
な
国
家

と
位
置
づ
け
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
漢
成
立
が
対
西
晋
を
意
識
し
て
い
た
事
を
考
え
る
と
、大
き
な
路
線
変
更
で
あ
る
。

西
晋
が
な
く
な
っ
た
と
漢
が
見
做
し
た㉖

後
の
国
家
の
在
り
方
を
、
西
晋
式
で
も
匈
奴
式
で
も
な
い
、
両
者
を
並
列
さ
せ
た
独
自
の
国
家
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体
制
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
点
は
劉
淵
期
と
比
し
て
、
漢
の
在
り
方
に
大
き
な
変
化
が
起
き
て
い
る
事
の
証
左
で
あ
る
。

そ
の
後
、
漢
は
長
安
の
愍
帝
政
権
を
降
す
も
の
の
、
外
戚
の
靳
準
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
滅
び
る
。
そ
し
て
前
趙
と
後
趙
の
台
頭
を

招
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
考
察
す
る
。

四
．
前
趙
の
成
立
と
後
趙
と
の
対
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
章
で
は
漢
の
沿
革
を
な
ぞ
り
な
が
ら
、
中
で
も
特
徴
的
な
単
于
台
制
度
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
前
趙
、

後
趙
の
考
察
を
行
い
、
漢
と
の
関
係
を
論
ず
る
。

ま
ず
前
趙
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
を
簡
略
に
述
べ
る
。
三
一
八
年
六
月
に
漢
の
皇
帝
の
劉
聡
が
崩
御
し
、
劉
聡
の
子
の
劉
粲
が

皇
帝
位
を
継
ぐ
。
太
宰
・
上
洛
王
劉
景
ら
多
く
の
宗
室
が
、
外
戚
で
あ
る
靳
準
の
言
を
受
け
た
靳
皇
太
后
と
靳
皇
后
の
暗
躍
に
よ
っ
て

誅
殺
さ
れ
る
。
そ
の
後
靳
準
が
大
将
軍
・
録
尚
書
事
と
し
て
漢
の
政
権
を
掌
握
し
、
同
年
八
月
に
靳
準
が
従
弟
の
靳
明
を
車
騎
将
軍
に
、

靳
康
を
衛
将
軍
に
そ
れ
ぞ
れ
任
命
す
る
。
靳
準
は
同
月
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
て
、
皇
帝
劉
粲
を
殺
し
靳
準
が
称
制
す
る
。
所
謂
靳

準
の
乱
で
あ
る
。
同
年
十
月
に
長
安
に
出
鎮
し
て
い
た
劉
曜
が
漢
の
皇
帝
に
即
位
す
る
。
同
年
一
二
月
に
靳
明
が
靳
準
を
殺
し
劉
曜
に

降
り
、
翌
三
一
九
年
に
劉
曜
が
漢
か
ら
趙
に
国
号
を
改
称
す
る
。
こ
れ
以
後
を
前
趙
と
呼
ぶ㉗

。

劉
曜
の
国
号
変
更
時
に
行
わ
れ
た
政
策
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
三
点
で
あ
る
。
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『
晋
書
』
巻
一
百
三
　
劉
曜
載
記

繕
宗
廟
・
社
稷
・
南
北
郊
。
①
以
水
承
晉
金
行
、
②
國
號
曰
趙
。
牲
牡
尚
黑
、
旗
幟
尚
玄
、
③
冒
頓
配
天
、
元
海
配
上
帝
、
大
赦
境

内
殊
死
已
下
。

①
五
行
（
火
→
水
）

㉘

②
国
号
（
漢
→
趙
）

③
祭
祀
（
漢
王
朝
の
三
祖
五
宗
→
冒
頓
単
于
・
劉
淵
）

こ
の
三
点
は
そ
の
ま
ま
漢
と
前
趙
の
差
に
つ
な
が
る
。
ま
た
国
号
を
改
称
す
る
事
と
祖
先
を
冒
頓
単
于
に
す
る
事
は
劉
曜
自
身
の
発

案
で
あ
る
事㉙

か
ら
も
分
か
る
通
り
、
劉
曜
の
側
に
こ
そ
、
明
確
な
漢
と
の
差
を
作
り
出
す
必
要
性
が
あ
っ
た
事
は
、
明
ら
か
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
特
に
漢
と
の
大
き
な
変
化
を
指
摘
す
る
と
、
前
趙
は
西
晋
を
認
め
る
立
場
を
と
り
、
魏
晋
を
認
め
な
い
漢
と
は
断
絶
が
存

在
す
る
点
と
、
漢
王
朝
の
宗
室
を
祖
先
と
し
て
い
た
劉
淵
ら
と
は
違
っ
て
、
冒
頓
単
于
を
直
接
の
祖
先
に
掲
げ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
。
但
し
劉
淵
を
も
祀
っ
て
い
る
事㉚

な
ど
は
、
漢
を
完
全
に
否
定
し
て
は
い
な
い
事
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
両
国
に
は

連
続
面
も
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

西
晋
の
五
行
を
継
承
す
る
と
い
う
事
は
、
前
趙
に
と
っ
て
西
晋
は
倒
す
べ
き
敵
で
は
な
く
、
受
け
継
ぐ
べ
き
過
去
の
も
の
と
な
っ
た

と
い
う
認
識
で
あ
る
事
を
窺
わ
せ
る
。
つ
ま
り
西
晋
を
対
立
軸
と
し
て
設
定
し
た
漢
と
は
違
い
、
前
趙
は
西
晋
の
正
当
性
を
認
め
、
そ

れ
を
継
承
す
る
事
に
よ
っ
て
自
身
の
政
権
の
正
当
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
と
前
趙
で
は
自
身
の
正
当
性
の
位
置

づ
け
や
、
西
晋
に
対
す
る
態
度
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
そ
の
変
化
は
前
趙
の
建
国
時
よ
り
、
主
体
的
に
行
わ
れ
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た
事
で
あ
る
点
は
前
述
し
た
。
ま
た
こ
の
正
当
性
の
主
張
は
、
や
は
り
当
時
の
政
治
状
況
を
背
景
と
し
て
、
劉
曜
が
有
効
な
手
段
と
し

て
採
っ
た
方
策
の
一
つ
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

劉
淵
と
の
対
比
を
す
る
な
ら
ば
、
漢
王
朝
の
祖
先
祭
祀
を
切
り
離
し
た
り
、
冒
頓
単
于
を
持
ち
出
し
た
り
し
て
い
る
劉
曜
は
、
劉
淵

と
違
っ
て
自
身
の
匈
奴
的
側
面
を
よ
り
重
点
的
に
政
治
面
で
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
漢
族
を
相
手
と
し
た
正
当
性
の
主
張

は
、
西
晋
の
継
承
を
行
う
事
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
こ
の
時
点
で
漢
王
朝
宗
室
劉
氏
の
血
統
と
い
う
も
の
は
、
実
質

的
に
切
り
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る㉛

。
こ
の
点
、漢
王
朝
と
の
接
続
に
重
き
を
置
い
て
き
た
漢
の
路
線
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
。

で
は
両
者
の
差
異
は
い
っ
た
い
何
故
発
生
し
た
の
か
。
そ
れ
は
時
代
、周
辺
環
境
の
差
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

劉
淵
の
独
立
時
は
、
西
晋
が
八
王
の
乱
の
最
中
と
は
い
え
未
だ
に
健
在
で
あ
り
、
劉
淵
が
西
晋
を
否
定
す
る
に
は
、
後
漢
→
曹
魏
→
西

晋
と
い
う
禅
譲
に
よ
る
継
承
関
係
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
よ
り
他
に
有
効
な
手
段
が
無
か
っ
た
。
一
方
の
劉
曜
の
国
号
変
更
時
は
、
西

晋
が
滅
亡
し
て
お
り
東
晋
の
成
立
直
後
で
あ
る
。
劉
曜
が
本
拠
地
と
し
て
い
た
長
安
周
辺
は
、
か
つ
て
西
晋
愍
帝
と
当
時
漢
の
将
軍
で

あ
っ
た
劉
曜
が
激
し
く
争
っ
た
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
土
地
柄
を
考
慮
す
る
と
。
劉
曜
に
と
っ
て
は
西
晋
を
否
定
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
西

晋
は
す
で
に
滅
び
、
自
身
が
そ
れ
を
継
承
し
た
と
す
る
方
が
政
治
的
に
有
利
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
劉
淵
の
対
立
軸
と
し
て
西
晋
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
劉
曜
の
対
立
軸
と
し
て
は
石
勒
の
存
在
が
あ
っ
た
。
劉
曜
の
趙
帝
即
位
以

前
に
劉
曜
と
石
勒
が
仲
違
い
を
お
こ
し
て
い
る㉜

。
当
時
の
石
勒
は
漢
国
内
で
は
半
ば
独
立
的
な
行
動
を
と
れ
る
程
の
勢
力
を
築
い
て

お
り㉝

、
ま
た
前
述
し
た
靳
準
の
乱
の
時
に
は
、
劉
曜
と
並
ん
で
靳
準
の
討
伐
を
期
待
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
っ
た㉞

。
つ
ま
り
劉
曜
は
、

漢
の
実
力
者
で
あ
る
石
勒
よ
り
多
く
の
人
心
を
集
め
る
必
要
性
が
あ
っ
た
。
特
に
石
勒
は
非
漢
族
で
あ
っ
た
か
ら
、
劉
曜
は
何
ら
か
の

手
段
に
よ
っ
て
、
非
漢
族
に
対
す
る
影
響
力
を
よ
り
強
く
す
る
必
要
が
あ
っ
た
事
は
疑
い
な
い
。
ま
た
こ
れ
ま
で
の
漢
は
西
晋
を
主
と

し
て
外
部
勢
力
と
抗
争
を
繰
り
広
げ
て
き
た
が
、
劉
曜
は
直
前
ま
で
同
じ
く
漢
の
支
配
下
に
あ
っ
た
集
団
と
も
争
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
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っ
た
。
従
っ
て
劉
曜
は
、
石
勒
に
対
抗
す
る
た
め
に
旧
漢
の
勢
力
下
へ
の
影
響
力
を
強
め
る
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る㉟

。
つ
ま
り
石

勒
と
劉
曜
が
争
う
中
に
、
劉
曜
に
よ
る
国
号
変
更
と
冒
頓
単
于
の
政
治
的
利
用
を
位
置
づ
け
る
事
が
可
能
で
は
な
い
か
。

冒
頓
単
于
を
祭
祀
す
る
事
は
、
前
述
し
た
と
お
り
非
漢
族
を
主
た
る
対
象
と
し
た
政
策
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
劉

曜
は
冒
頓
単
于
を
持
ち
出
し
て
、
自
身
の
貴
種
性
を
非
漢
族
に
対
し
て
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
事
に
よ
っ
て
、
漢

室
の
血
統
を
前
面
に
押
し
出
す
事
が
難
し
く
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
漢
と
い
う
国
号
を
使
用
し
続
け
る
事
が
難
し
く
な
る
事
を
意
味
す

る
。
だ
が
漢
と
い
う
国
号
を
変
え
て
し
ま
え
ば
、
漢
族
に
対
す
る
正
当
性
の
主
張
に
、
別
の
論
理
を
設
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
如

き
連
鎖
的
展
開
の
先
に
、
劉
曜
に
よ
る
西
晋
の
継
承
と
い
う
手
法
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
石
勒
問
題
を
起
点
と
し
て
、

前
述
し
た
漢
か
ら
前
趙
へ
の
変
更
三
点
は
全
て
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
極
言
し
て
し
ま
え
ば
、
石
勒
と
い
う
存
在
が
劉
曜
に
漢
の

単
純
継
承
を
断
念
さ
せ
る
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
と
言
え
る
。
国
号
変
更
に
つ
い
て
附
言
す
る
な
ら
ば
、
劉
曜
は
国
号
を
変
え
る
事
を

主
眼
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
趙
に
改
称
す
る
事
を
目
標
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
事
は
史
料
よ
り
窺
え
る㊱

。

劉
淵
の
主
た
る
敵
対
相
手
で
あ
っ
た
西
晋
は
漢
族
主
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
劉
曜
の
主
た
る
敵
対
相
手
で
あ
っ
た
石
勒
は
劉
曜
と

同
じ
く
非
漢
族
で
あ
っ
た
事㊲

が
、
劉
淵
と
劉
曜
の
自
身
の
正
当
性
の
位
置
づ
け
の
違
い
の
淵
源
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
差
が

両
国
の
西
晋
に
対
す
る
態
度
を
、
名
分
的
に
も
政
策
的
に
も
変
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
は
西
晋
と
対
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
故

に
漢
王
朝
を
持
ち
出
し
、
西
晋
の
対
立
軸
と
し
て
の
自
身
の
正
当
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
対
し
て
前
趙
は
西
晋
を
過
去
の
も
の
と

し
て
そ
の
存
在
を
追
認
し
、
崩
壊
し
た
漢
と
西
晋
を
併
せ
て
自
身
に
集
約
さ
せ
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
石
勒
問
題
を
解
決

せ
ん
が
た
め
に
、
連
鎖
反
応
的
に
こ
の
形
式
に
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
血
統
に
関
し
て
は
漢
室
劉
氏
を
切
り
離
し
、
冒
頓
単
于

を
持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
も
非
漢
族
の
石
勒
に
対
抗
す
る
た
め
で
あ
る
。
劉
淵
を
祖
先
と
設
定
し
な
が
ら
、
そ
の
手
法
に
大
き
な
隔

た
り
が
あ
る
点
は
注
視
す
べ
き
事
象
で
あ
ろ
う
。
ま
た
附
言
す
る
な
ら
ば
、
漢
と
前
趙
に
お
い
て
は
支
配
領
域
、
首
都
等
地
理
的
要
因
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も
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
点
も
両
国
の
差
を
作
り
出
す
一
要
因
足
り
得
よ
う
。

漢
と
前
趙
の
間
に
は
単
な
る
改
革
で
あ
る
と
か
、
君
主
の
交
替
で
あ
る
と
か
以
上
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
周
偉
洲

二
〇
〇
六
の
よ
う
に
漢
と
前
趙
の
間
を
「
少
し
の
改
革
」
と
評
す
の
で
も
、
内
田
吟
風
一
九
七
五
、
谷
川
道
雄
一
九
九
八
、三
崎
良
章

二
〇
一
二
等
の
よ
う
に
漢
と
前
趙
を
一
括
り
の
国
家
と
見
做
す
の
で
も
な
く
、
大
き
な
断
絶
の
あ
っ
た
一
大
転
機
と
認
識
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
漢
趙
国
と
し
て
併
称
す
る
と
、
そ
の
本
質
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
事
に
繋
が
る
と
考
え
る
。

そ
の
変
化
を
齎
し
た
の
は
、と
り
も
な
お
さ
ず
石
勒
の
存
在
で
あ
る
。前
述
し
た
よ
う
に
劉
曜
は
、一
旦
漢
の
皇
帝
を
名
乗
っ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
国
号
を
変
更
す
る
と
い
う
事
は
、何
ら
か
の
逼
迫
し
た
事
情
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
が
劉
曜
と
石
勒
の
対
立
で
あ
る
。
漢
は
対
西
晋
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
建
国
さ
れ
、
そ
の
西
晋
が
滅
び
た
、
と
漢
側
が
認

識
し
た
後
に
は
改
め
て
胡
漢
を
包
括
し
た
国
家
を
目
指
し
た
。
し
か
し
劉
曜
の
代
に
な
り
、非
漢
族
で
あ
る
石
勒
と
の
対
立
が
起
こ
り
、

対
非
漢
族
に
重
点
を
置
い
た
前
趙
を
生
み
出
し
た
。
つ
ま
り
漢
と
前
趙
で
は
、
王
朝
存
立
の
枠
組
み
そ
の
も
の
が
、
後
漢
（=

蜀
漢
）=

漢
と
い
う
劉
淵
以
下
の
漢
の
理
解
か
ら
後
漢
→
曹
魏
→
西
晋
→
前
趙
と
い
う
よ
う
な
理
解
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
変
化
に
基

づ
け
ば
前
趙
の
五
行
継
承
関
係
に
お
い
て
漢
は
外
さ
れ
て
い
る
と
見
做
し
得
る
。
そ
の
よ
う
な
思
い
切
っ
た
施
策
を
採
択
せ
ね
ば
な
ら

な
い
ほ
ど
、
石
勒
問
題
と
い
う
の
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
事
が
窺
い
知
れ
よ
う
。
町
田
隆
吉
一
九
八
〇
は
「
前
趙
政
権
は
西

晋
政
権
を
先
行
す
る
王
朝
と
認
め
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
天
命
を
受
け
た
正
当
な
王
朝
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
論
理
か
ら
は
西
晋
政
権
の
次
に
「
漢
」
と
い
う
国
号
の
政
権
の
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
る㊳

。」
と
指
摘
す
る
が
、
従

う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
前
趙
は
十
年
た
ら
ず
で
事
実
上
崩
壊
す
る
。
国
号
改
称
後
、
麾
下
の
将
の
反
乱
や
西
戎
、
前
涼
と
の
戦
闘
等
が
頻
発
す
る
。

そ
の
間
に
権
渠
や
仇
池
を
服
属
さ
せ
た
り
し
て
い
る
が
、
勢
力
が
徐
々
に
衰
退
し
て
い
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
劉
曜
の
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政
策
は
前
趙
を
存
立
さ
せ
て
い
く
上
で
、
そ
れ
ほ
ど
効
果
は
な
か
っ
た
と
見
做
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
一
方
で
石
勒
は
劉
曜
と
仲
違
い
し
た
後
に
趙
王
を
称
し
、
劉
曜
と
の
対
立
姿
勢
を
明
確
に
す
る
。
成
立
直
後
よ
り
後
趙
は
胡
漢

分
治
を
更
に
押
し
進
め
、
石
勒
が
漢
か
ら
独
立
し
て
趙
王
を
名
乗
っ
た
時
に
は
自
ら
大
単
于
を
名
乗
り㊴

、
胡
族
に
対
す
る
官
職
の
設
置

や
胡
漢
の
訴
訟
の
分
離
、
胡
族
の
呼
称
を
「
国
人
」
と
す
る
事
な
ど
も
行
っ
て
い
る㊵

。
こ
れ
は
支
配
下
の
人
民
を
胡
漢
の
二
グ
ル
ー
プ

に
分
別
し
、
統
治
し
て
い
た
事
を
示
し
て
お
り
、
漢
の
左
右
司
隷
、
単
于
左
右
輔
設
置
に
よ
る
四
部
分
割
に
類
す
る
政
策
で
あ
ろ
う
。

た
だ
後
趙
で
は
訴
訟
の
分
離
な
ど
、
よ
り
細
緻
に
分
治
の
様
相
が
わ
か
る
。
こ
の
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
胡
漢
分
治
は
漢
の
特
徴
的
な

政
策
で
あ
り
、
こ
れ
を
強
く
継
承
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
後
趙
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
後
も
後
趙
の
大
単
于
は
存
在
し
続
け
、
胡
漢

を
包
括
し
た
制
度
は
後
趙
の
滅
亡
ま
で
続
い
た
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
趙
の
最
晩
年
に
冉
閔
が
「
趙
人
」
を
率
い
て
「
胡
羯
」

を
誅
し
た
事
は
、
後
趙
の
胡
漢
分
治
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
最
後
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る㊶

。
劉
曜
の
大
単
于
設
置

が
後
手
に
回
っ
た
事
と
は
対
照
的
な
事
象
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
前
趙
は
漢
の
劉
聡
期
に
お
け
る
版
図
と
比
較
す
る
と
そ
の
領
域
は
狭

く
、
前
述
の
単
于
、
左
右
司
隷
に
よ
る
分
割
統
治
の
よ
う
な
大
掛
か
り
な
人
民
把
握
を
行
う
必
要
性
に
乏
し
い
の
も
影
響
し
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
劉
学
銚
二
〇
〇
一
は
少
な
い
史
料
か
ら
の
推
察
と
前
置
き
を
し
な
が
ら
、
劉
曜
期
に
は
左
右
司
隷
、
内
史
の
制
度

が
衰
退
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

胡
漢
分
治
と
い
う
点
に
注
目
す
れ
ば
、
漢
の
流
れ
を
く
む
の
は
む
し
ろ
後
趙
で
あ
り
、
政
治
史
的
な
系
譜
は
漢
か
ら
後
趙
に
も
繋
が

っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
趙
の
制
度
と
し
て
左
右
司
隷
が
置
か
れ
た
事
は
史
料
上
確
認
で
き
な
い
が
、「
趙
人
」
と
「
国
人
」

と
い
う
形
式
で
、
胡
漢
分
治
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
対
す
る
前
趙
が
積
極
的
な
単
于
台
の
設
置
を
行
っ
て
い
な
い
事
を
併
せ
考
え
る

と
、
や
は
り
漢
と
前
趙
を
一
括
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個
に
見
る
事
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
前
趙
と
後
趙

の
成
立
過
程
を
見
る
と
、
後
趙
の
制
度
に
前
趙
の
要
素
が
無
条
件
に
混
入
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
事
は
明
白
で
あ
る
。
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五
．
お
わ
り
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

漢
の
建
国
時
に
お
い
て
、
劉
淵
ら
は
西
晋
に
対
抗
す
る
事
を
主
眼
と
し
て
い
た
が
、
劉
聡
の
代
に
な
っ
て
懐
帝
を
捕
え
、
洛
陽
及
び

そ
の
周
辺
を
統
治
下
に
組
み
込
ん
だ
後
は
、
胡
漢
分
治
を
推
し
進
め
た
新
た
な
国
家
建
設
を
行
お
う
と
し
た
。
こ
の
時
期
の
漢
は
既
存

の
制
度
を
継
承
発
展
さ
せ
、
左
右
司
隷
と
単
于
台
に
よ
っ
て
胡
漢
分
治
を
よ
り
体
系
的
に
行
い
、
胡
漢
両
世
界
を
統
治
す
る
新
機
軸
を

打
ち
出
し
た
。
し
か
し
こ
の
新
機
軸
は
、
完
全
な
形
で
は
前
趙
に
は
受
け
継
が
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
劉
曜
が
漢
の
単
純
継
承

を
為
し
得
な
か
っ
た
事
に
大
き
く
起
因
す
る
。
劉
曜
に
と
っ
て
石
勒
の
存
在
は
、
自
国
の
国
号
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
強
力
な
対

抗
相
手
で
あ
っ
た
。
石
勒
が
非
漢
族
で
あ
っ
た
た
め
、
劉
曜
は
冒
頓
単
于
の
末
裔
で
あ
る
事
を
前
面
に
押
し
出
し
、
他
の
非
漢
族
に
自

ら
の
貴
種
性
を
主
張
し
た
。
し
か
し
そ
の
事
に
よ
っ
て
漢
と
い
う
国
号
が
使
い
続
け
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
に
代
わ
る
漢
族
相
手
へ
の

正
当
性
の
主
張
に
は
、
西
晋
を
継
承
す
る
事
に
よ
っ
て
行
っ
た
。

本
論
で
は
漢
と
前
趙
に
は
連
続
面
も
あ
る
も
の
の
、
建
国
時
の
西
晋
に
対
す
る
態
度
と
、
自
身
の
正
当
性
の
位
置
づ
け
と
い
う
根
本

的
な
部
分
で
の
転
換
や
断
絶
も
存
在
し
、
後
趙
へ
の
継
承
も
考
慮
す
る
と
両
国
を
一
概
に
併
称
す
る
事
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
点
を

指
摘
し
た
。
谷
川
道
雄
一
九
九
八
は
後
趙
を
前
趙
の
後
継
国
家
と
位
置
づ
け
る
が
、
あ
く
ま
で
漢
の
後
継
国
家
で
あ
り
、
前
趙
を
も
含

め
て
し
ま
う
事
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
劉
淵
に
対
し
て
は
西
晋
、
劉
曜
に
対
し
て
は
石
勒
と
い
う
対
立
軸
が
存
在
し
、
そ

れ
と
連
動
し
て
劉
淵
、
劉
曜
が
そ
れ
ぞ
れ
漢
族
と
非
漢
族
の
ど
ち
ら
を
よ
り
優
先
す
る
か
と
い
う
点
に
影
響
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
ま

た
後
趙
は
前
趙
よ
り
明
確
に
漢
の
胡
漢
分
治
を
引
き
継
い
で
い
る
。劉
曜
も
石
勒
も
元
々
は
漢
の
臣
下
で
あ
っ
た
事
は
同
様
で
あ
る
が
、
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石
勒
の
方
が
よ
り
強
く
漢
の
胡
漢
に
対
す
る
政
策
を
引
き
継
い
で
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
こ
の
事
が
一
体
何

を
意
味
す
る
の
か
。

本
論
の
結
論
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
漢
趙
国
と
後
趙
と
い
う
立
場
か
ら
分
析
さ
れ
て
い
た
漢
、
前
趙
、
後
趙
の
関
係
に
つ
い
て
、

三
つ
の
国
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
相
関
関
係
を
考
え
な
が
ら
分
析
を
加
え
る
必
要
性
が
明
白
に
な
っ
た
。つ
ま
り
漢
か
ら
分
か
れ
た
前
趙
、

後
趙
と
い
う
新
た
な
視
座
を
示
す
事
と
な
ろ
う
。
漢
と
前
趙
を
切
り
離
し
、
前
趙
と
後
趙
を
含
め
た
三
国
で
比
較
、
考
察
し
て
い
く
事

は
、
後
発
の
五
胡
諸
国
の
分
析
に
も
少
な
く
な
い
影
響
を
与
え
る
と
考
え
て
い
る
。
特
に
胡
漢
分
治
を
共
通
項
と
し
た
漢
と
後
趙
の
関

係
は
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
漢
と
前
趙
を
分
け
、そ
し
て
漢
か
ら
後
趙
へ
の
政
治
的
な
連
続
面
を
見
て
い
く
こ
と
が
、

初
期
五
胡
諸
国
の
政
治
史
的
展
開
を
見
て
い
く
上
で
必
要
な
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
胡
漢
分
治
と
い
う
特
徴
的
な
政
策
は
前

趙
を
経
ず
に
直
接
漢
か
ら
後
趙
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
政
策
で
あ
り
、
そ
の
考
察
を
す
る
上
で
前
趙
を
考
慮
に
含
む
こ
と
は
少
な
か
ら

ず
問
題
が
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
結
論
は
漢
、
前
趙
関
係
の
先
行
研
究
の
修
正
を
要
求
す
る
も
の
に
な
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

例
え
ば
園
田
俊
介
二
〇
〇
四
は
劉
淵
が
漢
王
朝
の
継
承
を
強
調
し
つ
つ
も
、
漢
趙
政
権
が
か
つ
て
の
匈
奴
を
指
向
し
て
い
た
事
は
、

劉
曜
が
冒
頓
単
于
を
祀
っ
た
事
か
ら
明
白
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
本
論
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、
劉
淵
が
漢
王
朝
の
後
継
者
を
強

調
し
た
事
と
、
劉
曜
が
冒
頓
単
于
を
祀
っ
た
事
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
事
情
が
存
在
し
た
。
つ
ま
り
、
劉
淵
は
流
入
し
て
き
た
者
達
も
含

め
た
漢
族
相
手
に
、
自
身
の
正
当
性
を
漢
王
朝
に
よ
っ
て
保
証
す
る
政
策
を
採
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
劉
曜
は
石
勒
と
の
対
立
を
踏

ま
え
て
、
冒
頓
単
于
の
祭
祀
や
漢
の
国
号
変
更
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
劉
淵
の
漢
の
継
承
と
、
劉
曜
期
に
お
け
る
祭

祀
の
対
象
の
違
い
は
そ
の
ま
ま
矛
盾
な
く
理
解
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
漢
と
前
趙
の
指
向
を
一
纏
め
に
断
ず
る
事
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
一
概
に
漢
趙
政
権
の
指
向
が
、
一
様
に
匈
奴
で
あ
っ
た
と
す
る
園
田
氏
の
主
張
を
、
無
批
判
に
肯
定
す
る
事
は
で
き
な
い
で
あ
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ろ
う
。
ま
た
町
田
隆
吉
一
九
八
〇
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
漢
趙
記
』
に
お
け
る
、
劉
曜
を
「
今
上
」
と
称
し
な
が
ら㊷

、
劉
聡
を
諱
で

呼
ぶ㊸

と
い
う
事
に
つ
い
て
は
、
漢
と
前
趙
の
間
に
あ
る
断
絶
面
が
そ
れ
を
行
わ
し
め
た
の
だ
と
推
察
す
る
事
も
、
あ
な
が
ち
不
当
で
あ

る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
論
で
は
漢
、
前
趙
、
後
趙
の
建
国
及
び
、
大
き
な
意
味
で
の
国
家
の
在
り
方
と
い
う
点
に
議
論
が
集
中
し
、
細
か
い
制
度
等
の
部

分
に
考
察
が
及
ば
ず
、
あ
く
ま
で
視
座
を
提
示
す
る
の
み
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
谷
川
氏
の
論
じ
る
宗
室
的
軍
事
封
建
制
を
含
め
た

兵
権
の
問
題
等
、
当
時
の
国
家
を
見
る
う
え
で
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
こ
の
結
論
を
踏
ま
え
て
改
め

て
後
趙
の
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
も
本
論
で
述
べ
き
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

注
①
　
以
下
本
論
に
お
い
て
、「
漢
」
と
表
記
し
た
場
合
は
五
胡
十
六
国
時
代
の
漢
を
指
す
も
の
と
し
、「
漢
王
朝
」
と
表
記
し
た
場
合
は
前
漢
と
後
漢
を
総
称

し
た
呼
称
と
す
る
。
論
題
で
は
煩
瑣
を
避
け
る
た
め
「
匈
奴
漢
」
と
い
う
名
称
を
使
用
し
た
が
、
本
論
で
は
五
胡
十
六
国
の
漢
は
「
漢
」
で
統
一
す
る
。

②
　『
太
平
御
覽
』
偏
覇
部
所
引
の
『
十
六
国
春
秋
』
前
趙
録
は
劉
淵
を
含
ん
で
お
り
、
前
趙
に
は
劉
淵
も
含
ま
れ
る
と
い
う
の
が
、『
十
六
国
春
秋
』
を
編

纂
し
た
崔
鴻
の
判
断
で
あ
っ
た
事
が
窺
い
知
れ
よ
う
。

③
　
前
趙
の
和
苞
に
よ
る
歴
史
書
。『
史
通
』
に
も
若
干
の
記
載
が
あ
る
。
今
日
で
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
逸
文
を
見
る
と
劉
淵
か
ら
劉
曜
ま
で

の
歴
史
を
記
し
た
史
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
逸
文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
湯
球
『
三
十
国
春
秋
輯
本
』
や
町
田
隆
吉
一
九
八
○
、
五
胡
の
会

二
○
一
二
を
参
照
。
な
お
町
田
隆
吉
一
九
八
○
は
漢
と
前
趙
を
分
け
て
考
察
す
る
も
、
そ
れ
は
『
漢
趙
記
』
の
分
析
の
為
で
あ
り
、
本
論
の
主
張
す
る
、

当
該
時
代
の
政
治
状
況
が
両
国
の
国
号
変
化
に
影
響
し
て
い
る
と
い
う
論
旨
と
は
重
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
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　『
史
通
』
巻
十
二
　
古
今
正
史

劉
曜
時
、
平
輿
子
和
苞
撰
漢
趙
記
十
篇
、
事
止
當
年
、
不
終
曜
滅
。

④
　『
晋
書
』
巻
一
百
一
　
劉
元
海
載
記
　

永
興
元
年
、
元
海
乃
爲
壇
于
南
郊
、
僭
卽
漢
王
位
、
下
令
曰
「
昔
我
太
祖
高
皇
帝
以
神
武
應
期
、
廓
開
大
業
。
太
宗
孝
文
皇
帝
重
以
明
德
、
升
平
漢
道
。

世
宗
孝
武
皇
帝
拓
土
攘
夷
、
地
過
唐
日
。
中
宗
孝
宣
皇
帝
搜
揚
俊
乂
、
多
士
盈
朝
。
是
我
祖
宗
道
邁
三
王
、
功
高
五
帝
、
故
卜
年
倍
於
夏
商
、
卜
世
過

於
姫
氏
。
而
元
成
多
僻
、
哀
平
短
祚
、
賊
臣
王
莽
、
滔
天
簒
逆
。
我
世
祖
光
武
皇
帝
誕
資
聖
武
、
恢
復
鴻
基
、
祀
漢
配
天
、
不
失
舊
物
、
俾
三
光
晦
而
復
明
、

神
器
幽
而
復
顯
。
顯
宗
孝
明
皇
帝
・
肅
宗
孝
章
皇
帝
累
葉
重
暉
、
炎
光
再
闡
。
自
和
安
已
後
、
皇
綱
漸
頹
、
天
步
艱
難
、
國
統
頻
絶
。
黃
巾
海
沸
於
九
州
、

羣
閹
毒
流
於
四
海
、
董
卓
因
之
肆
其
猖
勃
、
曹
操
父
子
凶
逆
相
尋
。
故
孝
愍
委
棄
萬
國
、
昭
烈
播
越
岷
蜀
、
冀
否
終
有
泰
、
旋
軫
舊
京
。
何
圖
天
未
悔
禍
、

後
帝
窘
辱
。
自
社
稷
淪
喪
、
宗
廟
之
不
血
食
四
十
年
于
茲
矣
。
今
天
誘
其
衷
、
悔
禍
皇
漢
、
使
司
馬
氏
父
子
兄
弟
迭
相
殘
滅
。
黎
庶
塗
炭
、
靡
所
控
告
。

孤
今
猥
爲
羣
公
所
推
、
紹
修
三
祖
之
業
。
顧
茲
尫
闇
、
戰
惶
靡
厝
。
但
以
大
恥
未
雪
、
社
稷
無
主
、
銜
膽
栖
冰
、
勉
從
羣
議
。」
乃
赦
其
境
内
、
年
號
元
熙
、

追
尊
劉
禪
爲
孝
懷
皇
帝
、
立
漢
高
祖
以
下
三
祖
五
宗
神
主
而
祭
之
。
立
其
妻
呼
延
氏
爲
王
后
。
置
百
官
、
以
劉
宣
爲
丞
相
、
崔
游
爲
御
史
大
夫
、
劉
宏

爲
太
尉
、
其
餘
拜
授
各
有
差
。

⑤
　『
資
治
通
鑑
』
巻
八
十
五
　
惠
帝
永
興
元
年
条

劉
淵
遷
都
左
國
城
。〔
考
異
曰
、下
云
「
離
石
大
饑
、遷
于
黎
亭
。」
則
是
淵
猶
在
離
石
也
。
按
社
佑
通
典
、離
石
有
南
單
于
庭
左
國
城
。
然
則
淵
雖
遷
左
國
、

猶
在
離
石
縣
境
内
也
。〕
胡
・
晉
歸
之
者
愈
衆
。
淵
謂
羣
臣
曰
「
昔
漢
有
天
下
久
長
、恩
結
于
民
。
吾
、漢
氏
之
甥
、約
爲
兄
弟
。
兄
亡
弟
紹
、不
亦
可
乎
。」

乃
建
國
號
曰
漢
。
劉
宣
等
請
上
尊
號
、
淵
曰
「
今
四
方
未
定
、
且
可
依
高
祖
稱
漢
王
。」
於
是
卽
漢
王
位
、〔
劉
淵
、
字
元
海
。
考
異
曰
、
帝
紀
、
李
雄
・

劉
淵
稱
王
、皆
在
十
一
月
惠
帝
入
長
安
後
。
華
陽
國
志
、李
雄
十
月
稱
王
、一
本
作
十
二
月
。
三
十
國
・
晉
春
秋
・
十
六
國
鈔
皆
在
十
月
。
今
從
之
。〕
大
赦
、

改
元
曰
元
熙
。
追
尊
安
樂
公
禪
爲
孝
懷
皇
帝
、
作
漢
三
祖
・
五
宗
神
主
而
祭
之
。〔
淵
以
漢
高
祖
・
世
祖
・
昭
烈
爲
三
祖
、
太
宗
・
世
宗
・
中
宗
・
顯
宗
・
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肅
宗
爲
五
宗
。〕

※
〔
〕
内
は
胡
註
。
但
し
音
注
の
み
の
胡
註
は
省
い
た
。
以
下
『
資
治
通
鑑
』
引
用
文
に
つ
い
て
は
全
て
同
様
で
あ
る
。

⑥
　『
資
治
通
鑑
』
巻
八
十
六
　
懷
帝
永
嘉
二
年
条

冬
、
十
月
、
甲
戌
、
漢
王
淵
卽
皇
帝
位
、
大
赦
、
改
元
永
鳳
。

⑦
　『
晋
書
』
巻
一
百
一
　
劉
元
海
載
記

永
嘉
二
年
、
元
海
僭
即
皇
帝
位
、
大
赦
境
内
、
改
元
永
鳳
。
以
其
大
將
軍
劉
和
爲
大
司
馬
、
封
梁
王
、
尚
書
令
劉
歡
樂
爲
大
司
徒
、
封
陳
留
王
、
御
史

大
夫
呼
延
翼
爲
大
司
空
、
封
雁
門
郡
公
、
宗
室
以
親
疏
爲
等
、
悉
封
郡
縣
王
、
異
姓
以
勳
謀
爲
差
、
皆
封
郡
縣
公
侯
。

⑧
　
高
橋
亮
介
二
〇
一
二
に
お
い
て
、
高
橋
氏
は
「
西
晋
末
の
動
乱
を
経
て
多
種
族
状
態
と
化
し
た
自
国
の
統
治
を
安
定
軌
道
上
に
乗
せ
る
べ
く
、
前
後
両

趙
は
と
も
に「
胡
漢
分
治
」を
実
施
し
た
。」と
述
べ
る（
三
〇
頁
）。
な
お
高
橋
氏
の
言
う
前
趙
は
、本
論
に
お
け
る
漢
と
前
趙
を
総
称
し
た
呼
称
で
あ
る
。

⑨
　
前
掲
注
⑤
『
資
治
通
鑑
』
巻
八
十
五
　
惠
帝
永
興
元
年
条
に
「
胡
・
晉
歸
之
者
愈
衆
。」
と
あ
る
。

⑩
　『
資
治
通
鑑
』
巻
八
十
五
　
惠
帝
永
興
元
年
条

劉
淵
至
左
國
城
。〔
左
國
城
、
蓋
匈
奴
左
部
所
居
城
也
。
據
晉
書
載
記
、
光
武
建
武
之
始
、
南
單
于
入
居
西
河
之
美
稷
、
今
離
石
左
國
城
、
單
于
居
徙
庭
也
。

水
經
注
曰
、
左
國
城
在
汾
州
之
右
、
介
休
縣
西
南
。
社
佑
曰
、
左
國
城
在
石
州
離
石
縣
。
宋
白
曰
、
離
石
縣
東
北
有
離
石
水
、
因
以
爲
名
。〕
劉
宣
等
上

大
單
于
之
號
、
二
旬
之
閒
、
有
衆
五
萬
、
都
於
離
石
、〔
離
石
縣
自
漢
以
來
屬
西
河
郡
。〕
以
聰
爲
鹿
蠡
王
。〔
師
古
曰
、
蠡
、
音
盧
奚
飜
。
鹿
蠡
王
、
卽

仍
漢
時
谷
蠡
王
號
也
。
谷
・
鹿
字
雖
不
同
、
而
音
則
同
耳
。〕
遣
左
於
陸
王
宏
帥
精
騎
五
千
、
會
頴
將
王
粹
拒
東
嬴
公
騰
。
粹
已
爲
騰
所
敗
、
宏
無
及
而
歸
。

　『
晋
書
』
巻
一
百
一
　
劉
元
海
載
記

王
浚
使
將
軍
祁
弘
率
鮮
卑
攻
鄴
、
穎
敗
、
挾
天
子
南
奔
洛
陽
。
元
海
曰
「
穎
不
用
吾
言
、
逆
自
奔
潰
、
眞
奴
才
也
。
然
吾
與
其
有
言
矣
、
不
可
不
救
。」

於
是
命
右
於
陸
王
劉
景
・
左
獨
鹿
王
劉
延
年
等
率
步
騎
二
萬
、
將
討
鮮
卑
。
劉
宣
等
固
諫
曰
「
晉
爲
無
道
、
奴
隸
御
我
、
是
以
右
賢
王
猛
不
勝
其
忿
。
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屬
晉
綱
未
弛
、
大
事
不
遂
、
右
賢
塗
地
、
單
于
之
恥
也
。
今
司
馬
氏
父
子
兄
弟
自
相
魚
肉
、
此
天
厭
晉
德
、
授
之
於
我
。
單
于
積
德
在
躬
、
爲
晉
人
所
服
、

方
當
興
我
邦
族
、
復
呼
韓
邪
之
業
、
鮮
卑
・
烏
丸
可
以
爲
援
、
奈
何
距
之
而
拯
仇
敵
。
今
天
假
手
於
我
、
不
可
違
也
。
違
天
不
祥
、
逆
衆
不
濟
、
天
與
不
取
、

反
受
其
咎
。
願
單
于
勿
疑
。」

※
下
線
部
は
筆
者
に
よ
る

な
お
陳
勇
二
〇
〇
九
a
は
当
該
機
構
を
匈
奴
王
号
と
、
陳
琳
国
二
〇
一
〇
は
匈
奴
単
于
制
と
呼
称
す
る
。

⑪
　
前
掲
注
⑩
『
資
治
通
鑑
』
参
照
。

⑫
　『
晋
書
』
巻
四
　
恵
帝
本
紀
　

〔
永
興
元
年
〕
八
月
戊
辰
、（
…
中
略
…
）
匈
奴
左
賢
王
劉
元
海
反
於
離
石
、
自
號
大
單
于
。

※
〔
〕
内
筆
者
補
筆

⑬
　
前
掲
注
⑩
『
晋
書
』
参
照
。

⑭
　『
礼
記
』
曾
子
問
巻
七

孔
子
曰
「
天
無
二
日
、
土
無
二
王
。
甞
禘
郊
社
尊
無
二
上
未
知
。
其
爲
禮
也
。（
…
後
略
）

⑮
　『
晋
書
』
巻
一
百
一
　
劉
元
海
載
記

幼
好
學
、
師
事
上
黨
崔
游
、
習
毛
詩
・
京
氏
易
・
馬
氏
尚
書
、
尤
好
春
秋
左
氏
傳
・
孫
吳
兵
法
、
略
皆
誦
之
、
史
・
漢
・
諸
子
、
無
不
綜
覽
。

⑯
　
劉
淵
が
建
国
よ
り
曹
魏
、
西
晋
を
否
定
し
て
い
た
事
は
町
田
隆
吉
一
九
八
〇
に
指
摘
が
あ
る
。
な
お
町
田
氏
の
言
う
建
国
は
漢
王
即
位
の
よ
う
で
あ
る

が
、明
言
は
な
い
。
し
か
し
町
田
氏
の
論
は
漢
の
王
朝
と
し
て
の
面
を
強
調
し
て
い
る
の
で
、称
漢
王
の
時
点
を
建
国
と
解
釈
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑰
　『
晋
書
』
巻
一
百
一
　
劉
元
海
載
記

聰
爲
大
司
馬
・
大
單
于
、
並
錄
尚
書
事
、
置
單
于
臺
于
平
陽
西
、（
…
後
略
）



立命館東洋史學　第 36號

70

⑱
　『
晋
書
』
巻
一
百
二
　
劉
聡
載
記

聰
以
劉
易
爲
太
尉
。
初
置
相
國
、
官
上
公
、
有
殊
勳
德
者
死
乃
贈
之
。
於
是
大
定
百
官
、
置
太
師
、
丞
相
、
自
大
司
馬
以
上
七
公
、
位
皆
上
公
、
綠
綟
綬
、

遠
遊
冠
。
置
輔
漢
、
都
護
、
中
軍
、
上
軍
、
輔
軍
、
鎮
・
衞
京
、
前
・
後
・
左
・
右
・
上
・
下
軍
、
輔
國
、
冠
軍
、
龍
驤
、
武
牙
大
將
軍
、
營
各
配
兵

二
千
、
皆
以
諸
子
爲
之
。
置
左
右
司
隸
、
各
領
戶
二
十
餘
萬
、
萬
戶
置
一
内
史
、
凡
内
史
四
十
三
。
單
于
左
右
輔
、
各
主
六
夷
十
萬
落
、
萬
落
置
一
都
尉
。

省
吏
部
、
置
左
右
選
曹
尚
書
。
自
司
隸
以
下
六
官
、
皆
位
次
僕
射
。
置
御
史
大
夫
及
州
牧
、
位
皆
亞
公
。
以
其
子
粲
爲
丞
相
・
領
大
將
軍
・
錄
尚
書
事
、

進
封
晉
王
、
食
五
都
。
劉
延
年
錄
尚
書
六
條
事
、
劉
景
爲
太
師
、
王
育
爲
太
傅
、
任
顗
爲
太
保
、
馬
景
爲
大
司
徒
、
朱
紀
爲
大
司
空
、
劉
曜
爲
大
司
馬
。

⑲
　『
資
治
通
鑑
』
巻
八
十
五
　
恵
帝
永
興
元
年
条

淵
從
祖
右
賢
王
宣
謂
其
族
人
曰
「
自
漢
亡
以
來
、我
單
于
徒
有
虛
號
、無
復
尺
土
〔
事
見
六
十
七
卷
漢
獻
帝
建
安
二
十
一
年
。
從
、才
用
翻
。
單
、音
蟬
。〕

自
餘
王
侯
、
降
同
編
戶
。〔
編
、
相
聯
次
也
。
民
謂
之
編
民
、
亦
謂
之
編
戶
者
、
言
比
屋
聯
次
而
居
、
編
於
民
籍
、
無
高
下
之
差
。〕
今
吾
衆
雖
衰
、
猶

不
減
二
萬
、
柰
何
斂
首
就
役
、
奄
過
百
年
。〔
奄
、
忽
也
、
遽
也
。〕
左
賢
王
英
武
超
世
、
天
苟
不
欲
興
匈
奴
、
必
不
虛
生
此
人
也
。
今
司
馬
氏
骨
肉
相
殘
、

四
海
鼎
沸
、
復
呼
韓
邪
之
業
、
此
其
時
矣
。」〔
漢
宣
帝
時
、
稽
侯
㹪
來
朝
、
稱
呼
韓
邪
單
于
、
光
武
時
日
逐
王
比
内
附
、
亦
稱
呼
韓
邪
單
于
。〕
乃
相
與
謀
、

推
淵
爲
大
單
于
、
使
其
黨
呼
延
攸
詣
鄴
告
之
。〔
師
古
曰
、
漢
書
匈
奴
中
貴
種
有
呼
銜
氏
、
即
今
之
呼
延
氏
。〕

⑳
　
後
掲
【
漢
・
前
趙
・
後
趙
簡
易
年
表
（
劉
淵
独
立
～
石
勒
皇
帝
位
即
位
）】
参
照
。

㉑
　 『
晋
書
』
巻
一
百
二
　
劉
聡
載
記

趙
固
郭
默
攻
其
河
東
、
至
於
絳
邑
、
右
司
隸
部
人
盜
牧
馬
負
妻
子
奔
之
者
三
萬
餘
騎
。

平
陽
饑
甚
、
司
隸
部
人
奔
于
冀
州
二
十
萬
戶
、
石
越
招
之
故
也
。

聰
宮
中
鬼
夜
哭
、
三
日
而
聲
向
右
司
隸
寺
、
乃
止
。

ま
た
こ
の
史
料
よ
り
、
左
右
司
隷
が
役
所
を
持
っ
た
官
で
あ
っ
た
事
が
窺
い
知
れ
る
。
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㉒
　
谷
川
道
雄
一
九
九
八
は
、
こ
の
単
于
機
構
の
官
僚
制
的
整
備
を
、
あ
る
意
味
で
は
魏
晋
の
五
部
統
治
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
評
す
る
。

㉓
　『
晋
書
』
巻
十
四
　
地
理
志
上

司
州
。（
…
中
略
…
）
州
統
郡
一
十
二
、
縣
一
百
、
戶
四
十
七
萬
五
千
七
百
。

幷
州
。（
…
中
略
…
）
幷
州
統
郡
國
六
、
縣
四
十
五
、
戶
五
萬
九
千
三
百
。

㉔
　
川
本
芳
昭
二
〇
〇
二
、二
〇
〇
五
、二
〇
〇
八
に
お
い
て
川
本
氏
は
、
五
胡
・
北
朝
・
隋
唐
と
い
う
歴
史
展
開
の
中
に
、
夷
狄
で
あ
っ
た
も
の
が
「
中
華
」

に
な
る
点
を
特
徴
点
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
胡
族
君
主
が
中
国
的
な
政
治
理
念
を
受
容
し
、
自
ら
を
中
華
世
界
の
正
統
と
位
置
づ
け
る
意
識
を

懐
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
も
論
じ
て
い
る
。

㉕
　『
晋
書
』
巻
五
　
孝
愍
帝
本
紀

（
建
興
二
年
）
六
月
、
劉
曜
・
趙
冉
寇
新
豐
諸
縣
、
安
東
將
軍
索
綝
討
破
之
。

秋
七
月
、
曜
・
冉
等
又
逼
京
都
、
領
軍
將
軍
麴
允
討
破
之
、
冉
中
流
矢
而
死
。

㉖
　『
晋
書
』
巻
一
百
二
　
劉
聡
載
記

聰
假
懷
帝
儀
同
三
司
、
封
會
稽
郡
公
、
庾
珉
等
以
次
加
秩
。
聰
引
帝
入
讌
、
謂
帝
曰
「
卿
爲
豫
章
王
時
、
朕
嘗
與
王
武
子
相
造
、
武
子
示
朕
於
卿
、
卿

言
聞
其
名
久
矣
。
以
卿
所
製
樂
府
歌
示
朕
、謂
朕
曰
『
聞
君
善
爲
辭
賦
、試
爲
看
之
。』
朕
時
與
武
子
俱
爲
盛
德
頌
、卿
稱
善
者
久
之
。
又
引
朕
射
于
皇
堂
、

朕
得
十
二
籌
、
卿
與
武
子
俱
得
九
籌
、
卿
贈
朕
柘
弓
、
銀
研
、
卿
頗
憶
否
。」
帝
曰
「
臣
安
敢
忘
之
、
但
恨
爾
日
不
早
識
龍
顏
。」
聰
曰
「
卿
家
骨
肉
相
殘
、

何
其
甚
也
。」帝
曰「
此
殆
非
人
事
、皇
天
之
意
也
。
大
漢
將
應
乾
受
曆
、故
爲
陛
下
自
相
驅
除
。
且
臣
家
若
能
奉
武
皇
之
業
、九
族
敦
睦
、陛
下
何
由
得
之
。」

至
日
夕
乃
出
、
以
小
劉
貴
人
賜
帝
、
謂
帝
曰
「
此
名
公
之
孫
、
今
特
以
相
妻
、
卿
宜
善
遇
之
。」
拜
劉
爲
會
稽
國
夫
人
。

㉗ 

　『
晋
書
』
巻
一
百
二
　
劉
聡
載
記
　
劉
粲
条

既
嗣
偽
位
、尊
聰
后
靳
氏
爲
皇
太
后
、樊
氏
號
弘
道
皇
后
、宣
氏
號
弘
德
皇
后
、王
氏
號
弘
孝
皇
后
。
靳
等
年
皆
未
滿
二
十
、並
國
色
也
、粲
晨
夜
烝
淫
於
内
、
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志
不
在
哀
。
立
其
妻
靳
氏
爲
皇
后
、
子
元
公
爲
太
子
、
大
赦
境
内
、
改
元
漢
昌
。
雨
血
于
平
陽
。

靳
準
將
有
異
謀
、私
於
粲
曰「
如
聞
諸
公
將
欲
行
伊
尹
・
霍
光
之
事
、謀
先
誅
太
保
及
臣
、以
大
司
馬
統
萬
機
。
陛
下
若
不
先
之
、臣
恐
禍
之
來
也
不
晨
則
夕
。」

粲
弗
納
。
準
懼
其
言
之
不
從
、謂
聰
二
靳
氏
曰
「
今
諸
公
侯
欲
廢
帝
、立
濟
南
王
、恐
吾
家
無
復
種
矣
。
盍
言
之
於
帝
。」
二
靳
承
間
言
之
。
粲
誅
其
太
宰
、

上
洛
王
劉
景
、
太
師
、
昌
國
公
劉
顗
、
大
司
馬
、
濟
南
王
劉
驥
、
大
司
徒
・
齊
王
劉
勱
等
。
太
傅
朱
紀
・
太
尉
范
隆
出
奔
長
安
。
又
誅
其
車
騎
大
將
軍
・

吳
王
劉
逞
、
驥
母
弟
也
。
粲
大
閱
上
林
、
謀
討
石
勒
。
以
靳
準
爲
大
將
軍
・
錄
尚
書
事
。
粲
荒
耽
酒
色
、
游
讌
後
庭
、
軍
國
之
事
一
決
於
準
。
準
矯
粲
命
、

以
從
弟
明
爲
車
騎
將
軍
、
康
爲
衞
將
軍
。 

準
將
作
亂
、
以
金
紫
光
祿
大
夫
王
延
耆
德
時
望
、
謀
之
于
延
。
延
弗
從
、
馳
將
告
之
、
遇
靳
康
、
劫
延
以
歸
。

準
勒
兵
入
宮
、
升
其
光
極
前
殿
、
下
使
甲
士
執
粲
、
數
而
殺
之
。
劉
氏
男
女
無
少
長
皆
斬
于
東
市
。
發
掘
元
海
、
聰
墓
、
焚
燒
其
宗
廟
。
鬼
大
哭
、
聲

聞
百
里
。

準
自
號
大
將
軍
・
漢
大
王
置
百
官
、
遣
使
稱
藩
于
晉
。
左
光
祿
劉
雅
出
奔
西
平
。
尚
書
北
宮
純
、
胡
崧
等
招
集
晉
人
、
保
於
東
宮
、
靳
康
攻
滅
之
。
準

將
以
王
延
爲
左
光
祿
、
延
罵
曰
「
屠
各
逆
奴
、
何
不
速
殺
我
、
以
吾
左
目
置
西
陽
門
、
觀
相
國
（=

劉
曜
）
之
入
也
、
右
目
置
建
春
門
、
觀
大
將
軍
（=

石
勒
）
之
入
也
。」
準
怒
、
殺
之
。

※
（
）
内
筆
者
補
筆

　『
晋
書
』
巻
一
百
三
　
劉
曜
載
記

靳
準
遣
侍
中
卜
泰
降
于
勒
、
勒
囚
泰
、
送
之
曜
。
謂
泰
曰
「
先
帝
末
年
、
實
亂
大
倫
、
羣
閹
撓
政
、
誅
滅
忠
良
、
誠
是
義
士
匡
討
之
秋
。
司
空
執
心
忠

烈
、
行
伊
霍
之
權
、
拯
濟
塗
炭
、
使
朕
及
此
、
勳
高
古
人
、
德
格
天
地
。
朕
方
寧
濟
大
艱
、
終
不
以
非
命
及
君
子
賢
人
。
司
空
若
執
忠
誠
、
早
迎
大
駕
者
、

政
由
靳
氏
、
祭
則
寡
人
、
以
朕
此
意
布
之
司
空
、
宣
之
朝
士
。」
泰
還
平
陽
、
具
宣
曜
旨
。
準
自
以
殺
曜
母
兄
、
沈
吟
未
從
。
尋
而
喬
泰
・
王
騰
・
靳
康
・

馬
忠
等
殺
準
、
推
尚
書
令
靳
明
爲
盟
主
、
遣
卜
泰
奉
傳
國
六
璽
降
于
曜
。
曜
大
悅
、
謂
泰
曰
「
使
朕
獲
此
神
璽
而
成
帝
王
者
、
子
也
。」
石
勒
聞
之
、
怒
甚
、

增
兵
攻
之
。
明
戰
累
敗
、
遣
使
求
救
于
曜
、
曜
使
劉
雅
・
劉
策
等
迎
之
。
明
率
平
陽
士
女
萬
五
千
歸
于
曜
、
曜
命
誅
明
、
靳
氏
男
女
無
少
長
皆
殺
之
。
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㉘
　
漢
が
火
徳
で
あ
っ
た
事
を
示
す
直
接
の
史
料
は
な
い
が
、
漢
王
朝
の
継
承
を
標
榜
し
、
漢
室
劉
氏
の
系
譜
に
自
ら
を
繋
げ
た
劉
淵
ら
が
、
五
徳
の
運
行

に
お
い
て
漢
王
朝
を
踏
襲
し
な
か
っ
た
蓋
然
性
は
低
い
だ
ろ
う
。

㉙
　『
資
治
通
鑑
』
巻
九
十
一
　
元
帝
大
興
二
年
条

漢
主
曜
立
宗
廟
、
社
稷
・
南
北
郊
于
長
安
、
詔
曰
「
吾
之
先
、
興
于
北
方
。
光
文
（
＝
劉
淵
）
立
漢
宗
廟
以
從
民
望
。〔
見
八
十
五
卷
惠
帝
永
興
元
年
。〕

今
宜
改
國
號
、
以
單
于
爲
祖
。
亟
議
以
聞
。」
羣
臣
奏
「
光
文
始
封
盧
奴
伯
、〔
晉
成
都
王
頴
封
劉
淵
爲
盧
奴
伯
。〕
陛
下
又
王
中
山
、
中
山
、
趙
分
也
、

請
改
國
號
爲
趙
。」
從
之
。
以
冒
頓
配
天
、
光
文
配
上
帝
。

※
（
）
内
筆
者
補
筆

㉚
　
町
田
隆
吉
一
九
八
〇
に
お
い
て
町
田
氏
は
、
劉
淵
を
上
帝
に
配
す
る
事
に
つ
い
て
、
劉
淵
は
冒
頓
単
于
と
並
ん
で
神
格
化
さ
れ
て
お
り
、
漢
の
皇
帝
と

し
て
で
は
な
く
む
し
ろ
同
族
の
祖
と
し
て
敬
意
が
払
わ
れ
て
い
る
と
見
做
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
西
晋
武
帝
は
西
晋
宣
帝
を

天
に
、
西
晋
文
帝
を
上
帝
に
そ
れ
ぞ
れ
配
し
て
お
り
、
彼
ら
は
同
族
の
祖
で
あ
る
と
同
時
に
、
西
晋
の
事
実
上
の
建
国
者
と
し
て
の
追
尊
が
行
わ
れ
て

い
る
。
従
っ
て
劉
淵
に
つ
い
て
、
一
概
に
同
族
の
祖
と
み
な
し
て
し
ま
う
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
劉
曜
か
ら
見
て
劉
淵
は
直
接
の
祖
先

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
先
行
す
る
王
朝
の
創
始
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
劉
淵
が
同
族
の
祖
と
い
う
認
識
で
劉
淵
を
祀
っ
た
の
か
確
証
が
史
料
上
よ
り
窺
い

知
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
一
概
に
同
族
の
祖
と
い
う
の
は
首
肯
し
か
ね
る
表
現
で
あ
る
。
劉
曜
の
場
合
は
冒
頓
単
于
の
血
統
は
非
漢

族
に
対
し
て
、
劉
淵
の
血
統
は
漢
か
ら
流
れ
て
き
た
人
た
ち
に
対
し
て
、
自
身
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
や
は
り

冒
頓
単
于
を
持
ち
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
王
朝
と
の
乖
離
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
そ
の
為
に
劉
淵
の
直
系
で
は
な
い
劉
曜
が
、
自
身
の
即
位
に
正

統
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
劉
淵
を
持
ち
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　『
晋
書
』
巻
三
　
武
帝
本
紀

丁
丑
、
郊
祀
宣
皇
帝
以
配
天
、
宗
祀
文
皇
帝
於
明
堂
以
配
上
帝
。
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㉛
　
漢
の
劉
氏
は
匈
奴
の
血
統
を
切
り
離
し
、
漢
王
朝
の
宗
室
に
直
接
自
ら
の
系
譜
を
繋
げ
て
い
た
。

　『
金
石
錄
』
巻
第
二
十
　
偽
漢
司
徒
劉
雄
碑

公
諱
雄
、
字
元
英
、
高
皇
帝
之
冑
、
孝
宣
帝
玄
孫
。
値
王
莽
簒
竊
、
遠
遁
邊
朔
、
爲
外
國
所
推
、
遂
號
單
于
。
累
葉
相
承
、
家
雲
中
、
因
以
爲
桑
梓
焉
。

雄
劉
元
海
弟
也
。

㉜
　『
晋
書
』
巻
一
百
四
　
石
勒
載
記
上

劉
曜
又
遣
其
使
人
郭
汜
等
持
節
署
勒
太
宰
、
領
大
將
軍
、
進
爵
趙
王
、
增
封
七
郡
、
并
前
二
十
郡
、
出
入
警
蹕
、
冕
十
有
二
旒
、
乘
金
根
車
、
駕
六
馬
、

如
曹
公
輔
漢
故
事
、夫
人
爲
王
后
、世
子
爲
王
太
子
。
勒
舍
人
曹
平
樂
因
使
留
仕
於
曜
、言
於
曜
曰
「
大
司
馬
遣
王
脩
等
來
、外
表
至
虔
、内
覘
大
駕
強
弱
、

謀
待
脩
之
返
、將
輕
襲
乘
輿
。」
時
曜
勢
實
殘
弊
、懼
脩
宣
之
。
曜
大
怒
、追
汜
等
還
、斬
脩
于
粟
邑
、停
太
宰
之
授
。
劉
茂
逃
歸
、言
王
脩
死
故
、勒
大
怒
、

誅
平
樂
三
族
、
贈
脩
太
常
。
又
知
停
殊
禮
之
授
、
怒
甚
、
下
令
曰
「
孤
兄
弟
之
奉
劉
家
、
人
臣
之
道
過
矣
、
若
微
孤
兄
弟
、
豈
能
南
面
稱
朕
哉
。
根
基

既
立
、
便
慾
相
圖
。
天
不
助
惡
、
使
假
手
靳
準
。
孤
惟
事
君
之
體
當
資
舜
求
瞽
瞍
之
義
、
故
復
推
崇
令
主
、
齊
好
如
初
、
何
圖
長
惡
不
悛
、
殺
奉
誠
之
使
。

帝
王
之
起
、
復
何
常
邪
。
趙
王
・
趙
帝
、
孤
自
取
之
、
名
號
大
小
、
豈
其
所
節
邪
。」
於
是
置
太
醫
・
尚
方
・
御
府
諸
令
、
命
參
軍
鼂
讃
成
正
陽
門
。
俄

而
門
崩
、
勒
大
怒
、
斬
讃
。
既
怒
刑
倉
卒
、
尋
亦
悔
之
、
賜
以
棺
服
、
贈
大
鴻
臚
。

㉝
　
一
例
と
し
て
は
漢
が
洛
陽
を
落
と
し
た
直
後
に
、
石
勒
が
漢
の
部
将
で
あ
る
王
弥
を
殺
害
す
る
が
、
石
勒
を
恐
れ
た
劉
聡
は
強
硬
な
手
段
を
と
れ
な
か

っ
た
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　『
晋
書
』
巻
一
百
二
　
劉
聡
載
記

尋
而
石
勒
等
殺
彌
於
己
吾
而
并
其
衆
、
表
彌
叛
狀
。
聰
大
怒
、
遣
使
讓
勒
專
害
公
輔
、
有
無
上
之
心
、
又
恐
勒
之
有
二
志
也
、
以
彌
部
衆
配
之
。

㉞
　
前
掲
注
㉗
『
晋
書
』
巻
一
百
二
　
劉
聡
載
記
　
劉
粲
条

㉟
　
た
だ
そ
れ
は
劉
曜
だ
け
で
は
な
く
、
石
勒
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
石
勒
は
自
立
時
に
大
単
于
を
名
乗
っ
て
い
る
。
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　『
資
治
通
鑑
』
巻
九
十
一
　
元
帝
大
興
二
年
条

十
一
月
、
將
佐
等
復
請
勒
稱
大
將
軍
・
大
單
于
・
領
冀
州
牧
・
趙
王
、
依
漢
昭
烈
在
蜀
・
魏
武
在
鄴
故
事
、
以
河
内
等
二
十
四
郡
爲
趙
國
、
太
守
皆
爲
内
史
、

準
禹
貢
、
復
冀
州
之
境
、〔
時
以
河
内
・
魏
・
汲
・
頓
丘
・
平
原
・
淸
河
・
鉅
鹿
・
常
山
・
中
山
・
長
樂
・
樂
平
・
趙
國
・
廣
平
・
陽
平
・
章
武
・
勃
海
・

河
閒
・
上
黨
・
定
襄
・
范
陽
・
漁
陽
・
武
邑
・
燕
國
・
樂
陵
二
十
四
郡
爲
趙
國
。
準
禹
貢
、
魏
武
復
冀
州
之
境
、
南
至
孟
津
、
西
達
龍
門
、
東
至
于
河
、

北
至
塞
垣
。〕
以
大
單
于
鎭
撫
百
蠻
、
罷
并
・
朔
・
司
三
州
、〔
晉
未
嘗
置
朔
州
、
此
罷
朔
州
、
未
知
誰
所
置
也
。〕
通
置
部
司
以
監
之
、
勒
許
之
。
戊
寅
、

卽
趙
王
位
、〔
石
勒
、
字
世
龍
。〕
大
赦
、
依
春
秋
時
列
國
稱
元
年
。

㊱
　
前
掲
注
㉙
『
資
治
通
鑑
』
を
見
る
限
り
、
劉
曜
の
狙
い
は
国
号
を
趙
に
変
え
る
事
で
は
な
く
、
漢
と
い
う
国
号
の
変
更
そ
れ
自
体
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
趙
と
い
う
名
称
に
意
味
を
見
出
す
の
で
は
な
く
、
国
号
の
変
更
と
い
う
事
象
に
こ
そ
意
味
を
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
趙
と
い
う

国
号
を
設
定
す
る
為
の
ロ
ジ
ッ
ク
も
苦
し
い
も
の
が
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
国
号
変
更
そ
の
も
の
が
主
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
ま
た
羅
新

二
〇
〇
四
は
劉
曜
の
国
号
改
称
を
、
華
北
に
割
拠
す
る
石
勒
の
後
趙
の
合
法
性
を
否
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
が

あ
っ
た
事
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

㊲
　
十
八
騎
と
呼
ば
れ
る
石
勒
最
古
参
の
臣
下
に
も
非
漢
族
と
思
わ
れ
る
人
が
散
見
さ
れ
、
ま
た
高
橋
亮
介
二
〇
一
〇
で
は
、
胡
漢
多
民
族
国
家
で
あ
っ
た

後
趙
を
運
営
す
る
上
で
、
石
勒
は
麾
下
の
非
漢
族
の
訴
訟
を
非
漢
族
に
担
当
さ
せ
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
。

　『
晋
書
』　
巻
一
百
四
　
石
勒
載
記
上

遂
招
集
王
陽
・
夔
安
・
支
雄
・
冀
保
・
吳
豫
・
劉
膺
・
桃
豹
・
逯
明
等
八
騎
爲
羣
盜
。
後
郭
敖
・
劉
徵
・
劉
寶
・
張
曀
僕
・
呼
延
莫
・
郭
黑
略
・
張
越
・

孔
豚
・
趙
鹿
・
支
屈
六
等
又
赴
之
，
號
爲
十
八
騎
。
　

上
記
の
内
、
呼
延
莫
や
支
屈
六
は
そ
の
名
前
か
ら
漢
族
で
な
い
事
が
明
白
で
あ
る
し
、
支
雄
が
月
氏
、
王
陽
が
烏
丸
人
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
詳
細
は

高
橋
亮
介
二
〇
一
〇
註
釈
⑰
を
参
照
。
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㊳
　
町
田
隆
吉
一
九
八
〇
、四
五
頁

㊴
　
前
掲
注
㉟
『
資
治
通
鑑
』
参
照

㊵
　
高
橋
亮
介
二
〇
一
二
に
も
言
及
が
あ
る
。
ま
た
史
料
と
し
て
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

　『
晋
書
』
巻
一
百
五
　
石
勒
載
記
下

太
興
二
年
、
勒
偽
稱
趙
王
、
赦
殊
死
已
下
、
均
百
姓
田
租
之
半
、
賜
孝
悌
力
田
死
義
之
孤
帛
各
有
差
、
孤
老
鰥
寡
穀
人
三
石
、
大
酺
七
日
。
依
春
秋
列

國
・
漢
初
侯
王
每
世
稱
元
、
改
稱
趙
王
元
年
。
始
建
社
稷
、
立
宗
廟
、
營
東
西
宮
。
署
從
事
中
郎
裴
憲
・
參
軍
傅
暢
・
杜
嘏
並
領
經
學
祭
酒
、
參
軍
續
咸
・

庾
景
爲
律
學
祭
酒
、
任
播
・
崔
濬
爲
史
學
祭
酒
。
中
壘
支
雄
・
遊
擊
王
陽
並
領
門
臣
祭
酒
、
專
明
胡
人
辭
訟
、
以
張
離
・
張
良
・
劉
羣
・
劉
謨
等
爲
門
生

主
書
、
司
典
胡
人
出
内
、
重
其
禁
法
、
不
得
侮
易
衣
冠
華
族
。
號
胡
爲
國
人
。
遣
使
循
行
州
郡
、
勸
課
農
桑
。
加
張
賓
大
執
法
、
專
總
朝
政
、
位
冠
僚
首
。

署
石
季
龍
爲
單
于
元
輔
・
都
督
禁
衞
諸
軍
事
、
署
前
將
軍
李
寒
領
司
兵
勳
、
教
國
子
擊
刺
戰
射
之
法
。
命
記
室
佐
明
楷
・
程
機
撰
上
黨
國
記
、
中
大
夫

傅
彪
・
賈
蒲
・
江
軌
撰
大
將
軍
起
居
注
、
參
軍
石
泰
・
石
同
・
石
謙
・
孔
隆
撰
大
單
于
志
。
自
是
朝
會
常
以
天
子
禮
樂
饗
其
羣
下
、
威
儀
冠
冕
從
容
可

觀
矣
。
羣
臣
議
請
論
功
、
勒
曰
「
自
孤
起
軍
、
十
六
年
于
茲
矣
。
文
武
將
士
從
孤
征
伐
者
、
莫
不
蒙
犯
矢
石
、
備
嘗
艱
阻
、
其
在
葛
陂
之
役
、
厥
功
尤
著
、

宜
爲
賞
之
先
也
。
若
身
見
存
、
爵
封
輕
重
隨
功
位
爲
差
、
死
事
之
孤
、
賞
加
一
等
、
庶
足
以
慰
答
存
亡
、
申
孤
之
心
也
。」
又
下
書
禁
國
人
不
聽
報
嫂
及

在
喪
婚
娶
、
其
燒
葬
令
如
本
俗
。

㊶
　『
晋
書
』
巻
一
百
七
　
石
季
龍
載
記
下

閔
躬
率
趙
人
誅
諸
胡
羯
、
無
貴
賤
男
女
少
長
皆
斬
之
、
死
者
二
十
餘
萬
、
尸
門
諸
城
外
、
悉
爲
野
犬
豺
狼
所
食
。

こ
の
事
は
前
掲
注
㊵
に
見
え
る
「
国
人
」
と
い
う
号
と
併
せ
て
、
後
趙
の
胡
漢
分
治
が
「
国
人
」=

胡
族
、「
趙
人
」=

漢
族
の
二
グ
ル
ー
プ
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
事
を
窺
わ
せ
る
。
冉
閔
が
胡
族
誅
殺
を
行
っ
て
い
る
事
を
考
え
る
と
、「
趙
人
」
は
少
な
く
と
も
漢
族
を
多
数
含
む
集
団
で
あ
っ
た
事
は
疑

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
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㊷
　『
太
平
御
覧
』
巻
四
四
〇
　
人
事
部
八
一
　
貞
女
中
　
所
引
『
漢
趙
記
』

今
上
殺
晋
散
騎
常
侍
梁
緯
、（
…
後
略
）

こ
の
今
上
が
劉
曜
を
指
す
事
は
以
下
の
記
事
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

　『
晋
書
』
巻
九
十
六
　
梁
緯
妻
辛
氏
伝

梁
緯
妻
辛
氏
、
隴
西
狄
道
人
也
。
緯
爲
散
騎
常
侍
、
西
都
陷
沒
、
爲
劉
曜
所
害
。

㊸
　『
太
平
御
覧
』
巻
一
七
六
　
所
處
部
四
　
堂
　
所
引
『
漢
趙
記
』

劉
聡
嘉
平
三
年
、（
…
後
略
）

参
考
文
献

荒
木
均
　
　  

二
〇
〇
一
　「
漢
・
前
趙
・
後
趙
に
お
け
る
皇
帝
・
天
王
・
大
単
于
」『
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
三

内
田
吟
風 

一
九
七
五
　『
北
ア
ジ
ア
史
研
究
　
匈
奴
編
』
同
朋
舎

岡
崎
文
夫 

一
九
八
九
　『
魏
晋
南
北
朝
通
史
内
編
』
平
凡
社

川
本
芳
昭 

二
〇
〇
二
　「
漢
唐
間
に
お
け
る
「
新
」
中
華
意
識
の
形
成
―
古
代
日
本
・
朝
鮮
と
中
国
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
―
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
〇

　
　 

二
〇
〇
五
　『
中
華
の
崩
壊
と
拡
大
』
講
談
社

　
　 

二
〇
〇
八
　「
魏
晋
南
朝
の
世
界
秩
序
と
北
朝
隋
唐
の
世
界
秩
序
」『
史
淵
』
一
四
五
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韓
狄
　
　
　  

二
〇
〇
一
　「
十
六
国
時
期
的
”単
于
“制
度
」『
内
蒙
古
大
学
学
報
（
人
文
社
会
科
学
版
）』
第
三
三
巻
　
第
五
期

五
胡
の
会
編 

二
〇
一
二
　『
五
胡
十
六
国
覇
史
輯
佚
』
燎
原

周
偉
洲 

二
〇
〇
六
　『
漢
趙
国
史
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社

園
田
俊
介 

二
〇
〇
四
　「
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
匈
奴
劉
氏
の
祖
先
伝
説
と
そ
の
形
成
」『
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
　
文
学
研
究
科
編
』
三
四

高
橋
亮
介 
二
〇
一
〇
　「
後
趙
石
勒
の
仏
教
受
容
に
つ
い
て
」『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
三
二

　
　 
二
〇
一
二
　「
石
虎
の
崇
仏
と
そ
の
時
代
」『
東
洋
史
苑
』
七
八

谷
川
道
雄 

一
九
九
八
　『
増
補
　
隋
唐
帝
国
形
成
史
論
』
筑
摩
書
房
（
非
増
補
版
一
九
七
一
年
）

陳
勇
　 

二
〇
〇
九
a
　『
漢
趙
史
論
稿
―
匈
奴
屠
各
建
国
的
政
治
史
考
察
』
商
務
印
書
館

　  

二
〇
〇
九
b
　「
漢
趙
国
胡
与
屠
各
分
治
考
」『
民
族
研
究
』
二
〇
〇
九
年
第
三
期

　  

二
〇
一
〇
　『「
資
治
通
鑑
」
十
六
国
資
料
釈
証
　
漢
趙
、
後
趙
、
前
燕
国
部
分
』
中
国
社
会
科
学
出
版

陳
琳
国 

二
〇
一
〇
　『
中
古
北
方
民
族
史
探
』
商
務
院
書
館

東
木
政
一 

一
九
七
一
　「
匈
奴
国
家
「
漢
」
の
成
立
と
そ
の
発
展
―
胡
王
国
の
一
例
―
」『
淑
徳
短
期
大
学
学
報
』
一
〇

　
　 

一
九
七
二
　「
匈
奴
国
家
「
漢
」
の
国
家
の
性
格
―
胡
王
国
の
一
例
―
」『
淑
徳
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
一
一

福
原
啓
郎 

一
九
九
五
　『
西
晋
の
武
帝
司
馬
炎
』
白
帝
社

町
田
隆
吉 

一
九
八
〇
　「「
漢
趙
記
」
佚
文
考
―
唐
修
「
晋
書
」
の
一
側
面
―
」『
東
洋
史
論
』
一

三
崎
良
章 

二
〇
一
二
　『
五
胡
十
六
国
　
中
国
史
上
の
民
族
大
移
動
【
新
訂
版
】』
東
方
書
店
（
非
新
訂
版
二
〇
〇
二
年
）

羅
新 

二
〇
〇
四
　「
十
六
国
北
朝
的
五
徳
歴
運
問
題
」『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
四
年
第
三
期

劉
学
銚 

二
〇
〇
一
　『
五
胡
史
論
』
南
天
書
局
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【
付
記
】
本
稿
は
二
〇
一
二
年
八
月
の
立
命
館
東
洋
史
学
会
及
び
、
二
〇
一
三
年
二
月
の
六
朝
史
研
究
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
に
し
た
も
の
で
す
。
そ
の

席
上
に
お
い
て
多
く
の
貴
重
な
御
意
見
、
御
質
問
を
賜
わ
り
ま
し
た
皆
様
、
平
素
よ
り
熱
心
に
御
指
導
い
た
だ
く
松
本
保
宣
先
生
に
改
め
て
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
二
回
生
）
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【漢・前趙・後趙簡易年表（劉淵独立～石勒皇帝位即位）】
西暦 月 晋 漢 前趙 後趙 
304
年 

8 
月 

 劉淵が大単于を名乗

る 
  

304
年 

10
月 

 劉淵が漢王となる   

308
年 

10
月 

 劉淵が漢皇帝となる   

310
年 

7 
月 

 劉聡が大単于となり、

単于台が平陽の西に

置かれる 

  

310
年 

7 
月 

 劉淵が崩御、子の劉和

が継ぐ 
  

310
年 

7 
月 

 劉淵の子の劉聡が劉

和を殺し即位 
  

311
年 

6 
月 

漢が西晋懐帝

を捕える（永嘉

の乱） 

漢が西晋懐帝を捕え

る（永嘉の乱） 
  

313
年 

1 
月 

劉聡が懐帝を

殺す 
劉聡が懐帝を殺す   

313
年 

4 
月 

西晋愍帝即位    

314
年 

1 
月 

 注⑱制度整備   

314
年 

6 
月 

漢が長安攻略

に失敗 
漢が長安攻略に失敗   

314
年 

7 
月 

再び漢が長安

攻略に失敗 
再び漢が長安攻略に

失敗 

  

316
年 

11
月 

愍帝が漢に降

伏し西晋が滅

ぶ 

愍帝が漢に降伏し西

晋が滅ぶ 

  

318
年 

3 
月 

元帝司馬睿が

即位し東晋興

る 

   

318
年 

6 
月 

 劉聡が崩御、子の劉粲

が皇帝位を継ぐ 
  

318
年 

8 
月 

 靳準がクーデター   

318
年 

10
月 

 劉曜が漢皇帝となる   

318
年 

12
月 

 靳準の乱が収束   

319
年 

3 
月 

 劉曜と石勒が仲違い  劉曜と石勒が仲

違い 
319
年 

6 
？

月 

  劉曜が国号を趙

とする 
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319
年 

10
月 

   石勒が趙王とな

る 
325
年 

6 
月 

  劉曜が子の劉胤

を大単于とし、

単于台を渭城に

置く 

 

328
年 

12
月 

  石勒が劉曜を捕

え殺す 
石勒が劉曜を捕

え殺す 
329
年 

9 
月 

  前趙が滅亡  

330
年 

2 
月 

   石勒が大趙天王

となる 
330
年 

9 
月 

   石勒が皇帝とな

る 
 ※日月不明記事の前後関係は『晋書』や『資治通鑑』の記載順序などより決定した


