
義
熙
土
斷
に
お
け
る
劉
裕
の
政
治
�
�
圖

︱
︱
僑
豫
州
お
よ
び
僑
淮
南
郡
の
實
土
�
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

小

尾

孝

夫

は
じ
め
に

一
︑﹁
軍
郡
﹂
の
分
析

二
︑
義
煕
土
斷
�
後
の
僑
豫
州

(一
)
東
晉
時
	
に
お
け
る
僑
豫
州
の
位
置
と
義
煕
土
斷

(二
)
義
煕
土
斷
と
僑
豫
州

①
舊
揚
州

(江
淮
地
域
)
僑
在
の
諸
僑
郡

②
丹
陽
郡
域
・
宣
城
郡
北
邊
域

(于
湖
周
邊
)
僑
在
の
諸
僑
郡

︱
︱
襄
城
郡
・
上
黨
郡
の
沿
革
と
淮
南
郡
へ
の
整
理
・
瓜
合
︱
︱

三
︑
僑
豫
州
お
よ
び
僑
淮
南
郡
の
實
土
�
と
劉
裕
の
對
州
鎭
政
策

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

從
來
︑
東
晉
末
の
義
煕
九
年

(四
一
三
)
に
︑
劉
裕

(後
の
宋
武
�
)
に
よ
っ
て
實
施
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
義
煕
土
斷
は
︑
晉
宋
革
命
の
直
�
に

行
わ
れ
た
大
規
模
土
斷
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
劉
裕
の
權
力
基
盤
强
�
と
關
わ
る
重
�
な
施
策
と
し
て
�
目
さ
れ
︑
そ
の
土
斷
の
�
味
に
つ
い
て

は
樣
々
な
�
見
が
提
出
さ
れ
て
き
て
い
る(1

)
︒

義
煕
土
斷
の
實
施
目
�
と
い
う
點
に
�
っ
て
言
う
な
ら
ば
︑
劉
裕
の
來
る
第
二
�
北
伐

(義
熙
十
二
年
敢
行
)
に
備
え
︑
諸
役
�
擔
民
の
增

加
を
�
圖
し
て
な
さ
れ
た
と
の
見
方
が
�
力
で
あ
る
が
︑
ど
の
よ
う
な
戶
籍
改
革
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
︑
各
自
の
黃
白
籍
に

つ
い
て
の
理
解
の
差
が
大
き
く
影
�
し
︑
現
在
に
い
た
る
ま
で
︑
な
お
瓜
一
�
見
解
を
得
ら
れ
て
い
な
い(2

)
︒

い
ま
︑
黃
白
籍
を
如
何
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
き
︑
土
斷
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
土
斷
が
︑
�
戶
や
僑
戶
の
把

握
强
�
と
そ
の
整
理
を
狙
っ
た
施
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
加
え
て
︑
土
斷
に
は
︑
多
く
の
場
合
︑
行
政
區
分
の
整

理

(僑
郡
縣
�
省
)
を
と
も
な
っ
た
こ
と
は
看
�
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
︒

こ
の
土
斷
に
お
け
る
行
政
區
分
の
整
理
と
い
う
點
に
着
目
し
た
際
︑
義
煕
土
斷
の
實
施
狀
況
に
つ
い
て
局
地
�
で
は
あ
る
が
︑
初
め
て
本
格

�
に
分
析
し
た
の
は
︑
安
田
二
郞
氏
で
あ
っ
た
︒
安
田
氏
は
︑
そ
の
考
究
の
な
か
で
︑
廣
陵
郡
域
と
晉
陵
郡
域
に
お
け
る
僑
郡
縣
�
省
の
分
析

か
ら
︑
當
該
土
斷
の
懸
案
﹁
唯
だ
徐
兗
靑
三
州
の
晉
陵
に
居
る
者
︑
斷
例
に
在
ら
ず
﹂
(﹃
宋
書
﹄
卷
一
武
�
紀
)
な
る
措
置
に
關
わ
る
晉
陵
郡
域

上
に
僑
立
さ
れ
て
い
た
諸
州
僑
郡
縣
の
大
!
が
︑
義
煕
土
斷
後
も
依
然
と
し
て
無
實
土
の
狀
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
"
し
て
い
る(3

)
︒

ま
た
そ
の
後
︑
中
村
圭
爾
氏
は
︑
揚
州
に
お
け
る
土
斷
の
實
施
狀
況
の
分
析
と
︑
義
煕
土
斷
實
施
時
の
晉
陵
郡
域
に
な
さ
れ
た
﹁
不
在
斷

例
﹂
の
#
實
と
か
ら
︑
對
揚
州
土
斷
に
︑
江
南
內
地
の
液
民
は
經
濟
基
盤
の
强
�
の
た
め
に
土
着
�
戶
�
す
る
と
と
も
に
︑
長
江
沿
岸

(晉
陵

郡
等
)
の
液
民
は
軍
事
力
量
�
す
る
と
い
う
二
つ
の
方
策
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(4

)
︒

か
つ
て
の
義
煕
土
斷
に
關
わ
る
硏
究
を
反
省
�
に
振
り
&
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
に
あ
っ
て
は
︑
兩
氏
が
試
み
た
よ
う
な
土
斷
の
實
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施
狀
況
の
確
"
や
︑
土
斷
實
施
時
に
お
け
る
地
域
�
差
衣
に
つ
い
て
考
慮
し
た
分
析
が
十
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

他
方
で
︑
夏
日
怨
氏
は
︑
東
晉
時
	
の
僑
州
郡
縣
と
土
斷
に
つ
い
て
営
べ
る
な
か
で
︑
義
煕
土
斷
の
顯
著
な
特
(
と
し
て
︑
液
民
集
團
が
も

つ
宗
族
)
里
の
紐
帶
を
重
視
し
た
そ
れ
ま
で
の
僑
州
郡
縣
設
置
の
理
念
か
ら
離
れ
︑
も
と
の
僑
州
郡
縣
の
組
織
系
瓜
を
亂
す
形
で
多
く
の
僑
郡

縣
を
�
省
し
て
い
る
點
︑
そ
し
て
劉
裕
が
京
口
地
區
の
僑
民
を
土
斷
の
對
象
と
せ
ず
兵
源
と
し
て
維
持
し
︑
京
口
集
團
に
よ
っ
て
+
國
を
荏
�

し
よ
う
と
し
て
い
た
點
を
擧
げ
︑
こ
の
義
煕
土
斷
に
よ
る
僑
州
郡
縣
の
整
理
が
︑
京
口
集
團
以
外
の
僑
州
郡
縣
の
力
量
を
,
め
︑
各
地
の
割
據

勢
力
に
打
擊
を
與
え
た
と
指
摘
す
る(5

)
︒
氏
は
義
煕
土
斷
の
實
施
狀
況
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
數
例
を
取
り
あ
げ
る
の
み
で
︑
そ
れ
以
上
の
自
說

の
檢
證
を
行
っ
て
は
い
な
い
が
︑
こ
の
義
煕
土
斷
に
各
地
の
勢
力
の
力
を
0
ぐ
�
圖
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
指
摘
は
︑
當
該
土
斷
實
施
に

1
め
ら
れ
た
︑
�
戶
・
僑
戶
の
把
握
を
强
�
す
る
こ
と
と
は
別
の
劉
裕
の
思
惑
を
考
え
る
際
︑
看
�
し
得
な
い
重
�
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
︒そ

こ
で
本
稿
で
は
︑
上
営
の
安
田
︑
中
村
兩
氏
の
方
法
と
視
點
を
踏
ま
え
︑
義
煕
土
斷
に
つ
い
て
︑
兩
氏
よ
り
も
廣
い
地
域
か
ら
分
析
し
︑

そ
れ
を
行
政
區
分
の
整
理
の
影
�
を
直
接
2
け
る
州
鎭
と
の
關
わ
り
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
︑
夏
氏
が
示
唆
す
る
に
止
め
た
こ
の
施
策
實
施
の

背
後
に
あ
る
劉
裕
の
政
治
�
�
圖
に
つ
い
て
改
め
て
考
究
し
て
み
た
い
︒

そ
の
際
︑﹃
宋
書
﹄・﹃
南
齊
書
﹄
に
散
見
す
る
﹁
軍
郡
﹂
な
る
語
句
が
︑
我
々
に
こ
の
問
題
を
考
え
る
一
つ
の
手
が
か
り
を
與
え
て
く
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
ず
は
︑
こ
の
﹁
軍
郡
﹂
の
檢
討
か
ら
始
め
て
み
よ
う
︒

一
︑
﹁
軍
郡
﹂
の
分
析

こ
の
﹁
軍
郡
﹂
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
︑﹃
宋
書
﹄
卷
九
七
夷
蠻
・
倭
國
傳
の
﹁
(
元
嘉
)
二
十
八
年
︑
3
持
4
・
都
督
倭
怨

羅
任
:
加
羅
秦
韓
慕
韓
六
國
諸
軍
事
を
加
え
ら
る
︑
安
東
將
軍
は
故
の
如
し
︒
幷
び
に
上
る
6
の
二
十
三
人
を
軍
郡
に
除
す
﹂
と
い
う
記
営
が
︑

日
本
#
硏
究
者
に
�
目
さ
れ
︑
7
閒
生
大
氏
︑
謁
元
義
種
氏
ら
に
よ
り
︑
こ
の
﹁
軍
郡
﹂
を
將
軍
號
と
郡
太
守
の
略
稱
と
解
す
る
說
が
出
さ
れ
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て
い
る(

6
)

︒

こ
の
倭
國
傳
の
﹁
軍
郡
﹂
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
#
を
改
め
て
整
理
し
直
し
た
う
え
で
論
ず
る
必
�
性
が
あ
る
こ
と
︑
ま
た
︑
當

該
﹁
軍
郡
﹂
が
︑
9
貢
國
下
の
臣
下
に
除
:
さ
れ
た
官
位
で
あ
る
と
い
う
特
殊
な
問
題
を
も
は
ら
む
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
で
他
の
﹁
軍
郡
﹂
の
事

例
と
�
せ
て
論
ず
る
こ
と
は
;
け
た
い
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
倭
國
傳
の
﹁
軍
郡
﹂
の
檢
討
は
ひ
と
ま
ず
措
き
︑
倭
國
傳
以
外
の
事
例
で
は
︑

他
の
見
方
も
成
り
立
つ
こ
と
を
別
の
角
度
か
ら
檢
證
し
て
み
た
い
︒

な
お
︑
以
下
分
析
す
る
官
歷
記
載
上
の
﹁
軍
郡
﹂
の
事
例
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
謁
元
氏
が
網
羅
�
に
紹
介
し
て
い
る(7

)
が
︑
氏
が
見
落
と
し

た
一
例
を
加
え
た
う
え
で
︑
再
度
檢
討
し
て
い
く
︒
�
初
に
︑
①
『宋
書
﹄
卷
一
武
�
紀
の
事
例
か
ら
見
て
み
よ
う
︒

①

(
隆
安
五
年
)
八
@
︑
高
祖
を
以
て
円
武
將
軍
・
下
邳
太
守
と
爲
し
︑
水
軍
を
領
し
B
討
し
て
鬱
洲
に
至
ら
し
む
︑
復
た
大
い
に

(孫
)

恩
を
破
る
︒
⁝
(中
略
)
⁝
元
興
元
年
正
@
︑
驃
騎
將
軍
司
馬
元
顯

西
の
か
た
荊
州
刺
#
桓
玄
を
伐
た
ん
と
す
る
に
︑
玄
も
亦
た
荊
楚

の
大
衆
を
C
い
て
︑
下
り
て
元
顯
を
討
つ
︒
元
顯

鎭
北
將
軍
劉
牢
之
を
D
わ
し
之
を
拒
ま
し
む
︑
高
祖

其
の
軍
事
に
參
ず
︒
溧
洲
に

�
す
︒
玄

至
れ
ば
︑
高
祖

之
を
擊
た
ん
こ
と
を
E
う
も
︑
許
さ
ず
︑
將
に

(牢
之
)
子
敬
宣
を
D
わ
し
玄
に
詣
り
和
を
E
わ
し
め
ん

と
す
︒
高
祖

牢
之
の
甥
東
海
の
何
無
忌
と
竝
び
に
固
く
諫
む
る
も
︑
從
わ
ず
︒
G
に
敬
宣
を
D
わ
し
玄
に
詣
ら
し
む
︒
玄

京
邑
に
剋

ち
︑
元
顯
を
殺
し
︑
牢
之
を
以
て
會
稽
內
#
と
爲
す
︒
⁝
(中
略
)
⁝
牢
之

I
走
し
自
ら
縊
し
て
死
す
︒
⁝
(中
略
)
⁝
桓
玄
の
從
兄
脩

撫
軍
を
以
て
丹
徒
に
鎭
し
︑
高
祖
を
以
て
中
兵
參
軍
と
爲
す
︑
軍
郡
は
故
の
如
し
︒
⁝
(中
略
)
⁝

(
二
年
)
六
@
︑
高
祖
に
彭
城
內
#

を
加
う
︒
(傍
線
：
筆
者
)

東
晉
末
の
隆
安
五
年

(四
〇
一
)
八
@
︑
劉
裕
は
︑
円
武
將
軍
・
下
邳
太
守
に
任
命
さ
れ
︑
水
軍
を
C
い
て
妖
族
孫
恩
ら
を
B
討
し
擊
破
す
る
︒

折
し
も
︑
中
央
政
府
の
司
馬
元
顯

(會
稽
王
K
子
世
子
)
は
︑
荊
州
刺
#
桓
玄

(
譙
國
龍
亢
)
の
討
伐
を
圖
る
︒
そ
れ
に
對
し
︑
桓
玄
は
︑﹁
荊

楚
の
大
衆
﹂
を
C
い
︑
円
康
に
攻
め
上
る
︒
元
顯
は
︑
北
府

(
L
と
し
て
京
口
：
現
江
蘇
鎭
江
)
の
棟
梁
・
劉
牢
之

(彭
城
)
に
桓
玄
討
伐
を
命

じ
て
い
た
が
︑
牢
之
の
裏
切
り
に
よ
り
︑
あ
っ
け
な
く
玄
に
誅
殺
さ
れ
る
︒
當
の
牢
之
も
會
稽
內
#
に
左
	
さ
れ
︑
再
び
桓
玄
に
反
旗
を
M
す
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も
失
敗
︑
失
�
の
下
に
自
殺
す
る
︒
そ
し
て
牢
之
N
き
後
の
北
府
に
は
︑
桓
玄
の
從
兄
桓
脩
が
出
鎭
し
た
︒
そ
の
際
︑
桓
脩
は
︑
劉
裕
を
己
の

中
兵
參
軍
に
任
命
し
た
外
︑
引
き
續
き
︑﹁
軍
郡
﹂
を
一
任
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
︑﹁
故
の
如
し
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
︑
劉
裕
の
�
任
官
を
指

し
示
し
︑
舊
來
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
れ
を
円
武
將
軍
・
下
邳
太
守
の
略
稱
と
解
す
る
こ
と
も
こ
こ
で
は
一
見
可
能
な
よ
う
に
も
思
え

る(
8
)

︒
し
か
し
こ
の
際
�
�
す
べ
き
は
︑
郡
太
守
が
︑
下
邳
の
太
守
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
當
該
時
	
︑
北
中
國
の
舊
郡
下
邳
は
︑
い
ま
だ
南
燕

と
の
境
界
域
に
あ
っ
た
こ
と
︑
ま
た
北
府
京
口
の
幕
佐
が
︑
O
時
に
北
方
の
舊
郡
の
太
守
を
P
領
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
こ
と(9

)
な
ど
か
ら
︑
こ

の
劉
裕
太
守
就
任
の
下
邳
が
︑
舊
郡
の
そ
れ
で
は
な
く
︑
晉
陵
郡
域
上
僑
置
の
無
實
土
の
僑
下
邳
郡
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
"
し
得
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
�
に
②
『宋
書
﹄
卷
四
七
劉
敬
宣
傳
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
︒

②

元
顯

號
を
後
將
軍
に
Q
め
ら
れ
︑
敬
宣
を
以
て
諮
議
參
軍
・
加
寧
朔
將
軍
と
爲
す
︒
(
隆
安
)
三
年
︑
孫
恩

亂
を
爲
し
︑
東
土

騷
擾

す
︒
牢
之

自
ら
東
討
せ
ん
こ
と
を
表
し
︑
軍

虎
疁
に
�
す
︒
T

皆
死
戰
す
れ
ば
︑
敬
宣

騎
を
以
て
南
山
に
傍
い
其
の
後
に
趣
か
ん

こ
と
を
E
う
︑
吳
T

馬
を
畏
れ
︑
印
首
尾
の
敵
を
2
く
る
を
懼
れ
︑
G
に
大
敗
す
︒
Q
み
て
會
稽
を
O
ら
ぐ
︒
V
い
で
臨
淮
太
守
を

加
え
ら
れ
︑
後
軍
の
從
事
中
郞
に
	
る
︒
⁝
(中
略
)
⁝
元
顯

號
を
驃
騎
に
Q
め
ら
れ
︑
敬
宣

仍
り
て
隨
府
し
て
轉
ず
︑
軍
郡
は
故
の

如
し
︒
⁝
(中
略
)⁝
V
い
で
號
を
輔
國
將
軍
に
Q
め
ら
れ
︑
餘
は
故
の
如
し
︒
(傍
線
：
筆
者
)

こ
れ
も
︑
①
同
樣
︑
東
晉
末
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
司
馬
元
顯
の
後
將
軍
府
の
諮
議
參
軍
・
加
寧
朔
將
軍
で
あ
っ
た
劉
牢
之
の
子
敬
宣
は
︑

隆
安
三
年
︑
孫
恩
討
伐
に
從
軍
し
︑
會
稽
方
面
を


復
し
た
功
績
に
よ
り
︑
臨
淮
太
守
を
も
除
:
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
司
馬
元
顯
の
後
將
軍
府

の
從
事
中
郞
に
就
任
︑
V
い
で
︑
元
顯
の
驃
騎
將
軍
へ
の
Q
號
に
と
も
な
い
隨
府
し
て
︑
驃
騎
府
の
從
事
中
郞
と
な
り
︑﹁
軍
郡
﹂
を
繼
續
し

て
委
ね
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
こ
こ
で
も
劉
敬
宣
が
太
守
に
就
任
し
た
臨
淮
郡
が
︑
晉
陵
郡
域
上
僑
置
の
無
實
土
の
僑
臨
淮
郡
で
あ
る
こ
と

は
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い(10

)
︒

な
お
︑
こ
こ
で
�
�
が
必
�
な
の
は
︑
結
果
︑
驃
騎
府
へ
隨
府
後
の
敬
宣
の
W
書
き
が
︑﹁
驃
騎
府
從
事
中
郞
・
臨
淮
太
守
﹂
に
な
る
か
ら

と
い
っ
て
︑
こ
の
時
︑
將
軍
號

(
寧
朔
將
軍
)
を
P
ね
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
列
傳
の
官
歷
記
載
上
︑
將
軍
號
が
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省
略
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
は
︑
①
の
場
合
に
お
い
て
も
同
樣
で
あ
る
︒

續
け
て
③
『宋
書
﹄
卷
四
七
劉
懷
肅
傳
の
場
合
に
つ
い
て
︒

③

X
直
郞
に
除
せ
ら
る
︑
仍
り
て
輔
國
將
軍
・
淮
南
歷
陽
二
郡
太
守
と
爲
る
︒
(
義
煕
)
二
年
︑
印
劉
毅
の
撫
軍
司
馬
を
領
す
︑
軍
郡
は

故
の
如
し
︒
義
功
を
以
て
東
興
縣
侯
・
食
邑
千
戶
に
封
ぜ
ら
る
︒
(傍
線
：
筆
者
)

こ
の
場
合
も
東
晉
末
の
こ
と
で
あ
る
︒
輔
國
將
軍
・
淮
南
歷
陽
二
郡
太
守
で
あ
っ
た
劉
懷
肅

(
彭
城
︑
劉
裕
從
母
兄
)
は
︑
義
煕
二
年

(四
〇

六
)
︑
當
時
豫
州
州
鎭
を
束
ね
た
劉
毅

(彭
城
沛
)
の
﹁
撫
軍
司
馬
﹂
を
:
け
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
引
き
續
き
﹁
軍
郡
﹂
を
擔
當
し
て
い
る
︒
實

は
こ
こ
で
も
︑
郡
太
守
に
無
實
土
の
僑
郡
が
關
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
淮
南
・
歷
陽
二
郡
の
內
︑
歷
陽
郡
は
︑
長
江
を
挾

ん
で
�
鎭
姑
孰

(現
安
é
當
塗
)
の
對
岸
に
存
し
た
揚
州
管
Y
下
の
實
郡
で
あ
る
の
に
對
し
て
︑
淮
南
郡
は
︑﹃
宋
書
﹄
卷
三
五
州
郡
志
一
揚
州

刺
#
・
淮
南
太
守
の
項
に
︑

其
の
後

中
原
亂
れ
︑
胡
寇

屢
々
南
Z
す
れ
ば
︑
淮
南
の
民

多
く
南
度
す
︒
成
�
の
初
め
︑
蘇
峻
・
祖
[

亂
を
江
淮
に
爲
す
︑
胡
寇

印

大
い
に
至
り
︑
民
の
南
し
江
を
度
る
者

轉
た
多
し
︑
乃
ち
江
南
に
於
い
て
淮
南
郡
\
び
諸
縣
を
僑
立
す
︒
晉
末

G
に
丹
陽
の
于
湖
縣
を

割
き
て
淮
南
境
と
爲
す
︒

と
見
え
る
よ
う
に
︑
東
晉
	
︑
南
下
し
長
江
を
渡
っ
た
舊
淮
南
郡
民
の
た
め
に
于
湖
を
中
心
と
し
た
丹
陽
郡
域
に
僑
置
さ
れ
︑
晉
末
と
あ
る
が
︑

お
そ
ら
く
義
煕
九
年
の
土
斷
時
ま
で
無
實
土
の
狀
態
に
あ
っ
た
僑
郡
な
の
で
あ
る

(
後
営
)
︒
然
ら
ば
︑
い
ま
ま
で
の
事
例
を
踏
ま
え
考
え
て

み
る
と
︑
こ
の
﹁
軍
郡
﹂
は
︑
無
實
土
僑
郡
を
あ
ら
わ
す
語
句
で
あ
り
︑
こ
こ
で
は
そ
の
太
守
を
�
味
し
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
の
が
よ
り

自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
す
な
わ
ち
︑
③
事
例
の
﹁
軍
郡
は
故
の
如
し
﹂
と
は
︑
劉
懷
肅
が
︑
義
煕
二
年
に
劉
毅
の
撫
軍
府
司
馬
に
就
任
す

る
と
と
も
に
︑
そ
の
際
︑
淮
南
太
守
を
引
き
續
き
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
點
︑
謁
元
氏
が
引
用
し
て
い
な
い
④
の
事
例
で
も
檢
討
し
て
み
よ
う
︒﹃
南
齊
書
﹄
卷
三
〇
桓
康
傳
に
︑

④

後
軍
將
軍
︑
直
閤
將
軍
︑
南
濮
陽
太
守
に
除
せ
ら
れ
︑
寧
朔
は
故
の
如
し
︒
円
元
元
年
︑
吳
O
縣
伯
︑
五
百
戶
に
封
ぜ
ら
る
︒
輔
國
將
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軍
︑
左
軍
將
軍
︑
游
擊
將
軍
に
轉
じ
︑
太
守
は
故
の
如
し
︒
⁝
(中
略
)
⁝
虜

動
け
ば
︑
康
を
し
て
行
か
し
め
︑
假
4
と
な
す
︒
V
い

で
冠
軍
將
軍
に
Q
め
ら
る
︒
(
円
元
)
三
年
春
︑
淮
陽
に
於
い
て
虜
と
戰
い
︑
大
い
に
之
を
破
り
︑
兵
を
Q
め
攻
め
て
虜
の
樊
諧
城
を

陷
る
︒
⁝
(中
略
)⁝
^
年
︑
康
を
以
て
持
4
・
督
靑
冀
二
州
東
徐
の
東
莞
琅
_
二
郡
朐
山
戍
北
徐
の
東
海
漣
口
戍
諸
軍
事
・
靑
冀
二
州

刺
#
と
爲
し
︑
冠
軍
は
故
の
如
し
︒
世
祖
卽
位
す
る
や
︑
驍
騎
將
軍
に
轉
じ
︑
�
の
軍
郡
に
復
す
︒
(傍
線
：
筆
者
)

と
見
え
る
︒
い
ま
ま
で
の
事
例
が
︑
東
晉
末
︑
隆
安
・
義
煕
年
閒
の
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
︑
こ
れ
は
︑
南
9
南
齊
時
	
の
も
の
で
あ
る
︒
南

齊
の
初
代
高
�
が
死
去
し
︑
二
代
目
武
�
が
卽
位
し
た
際

(四
八
二
)
︑
持
4
・
督
靑
冀
二
州
東
徐
の
東
莞
琅
_
二
郡
朐
山
戍
北
徐
の
東
海
漣

口
戍
諸
軍
事
・
靑
冀
二
州
刺
#
︑
冠
軍
將
軍
と
し
て
外
任
に
あ
っ
た
桓
康

(北
蘭
陵
承
)
は
︑
中
央
軍
武
官
の
驍
騎
將
軍
に
轉
任
の
う
え
︑﹁
�

の
軍
郡
に
復
し
﹂
た
と
い
う
︒
こ
の
際
︑
中
央
軍
武
官
の
驍
騎
將
軍
は
︑
內
號
將
軍
な
の
で
在
京
の
官
位
で
あ
り
︑
P
任
す
る
﹁
�
の
軍
郡
﹂

は
︑
外
任
時
の
W
書
き
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
く
︑
靑
冀
二
州
刺
#
以
�
の
そ
れ
︑
す
な
わ
ち
︑﹁
輔
國
將
軍
︑
左
軍
將
軍
︑
游
擊
將
軍
に
轉
じ
︑

太
守
は
故
の
如
し
︒
⁝
(中
略
)⁝
V
い
で
冠
軍
將
軍
に
Q
め
ら
る
﹂
の
な
か
で
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
外
任
以
�

の
任
官
に
關
す
る
記
営
の
�
!
部
分
は
︑
恐
ら
く
円
元
元
年

(四
七
九
)
か
ら
二
年
初
に
か
け
て
の
閒
に
除
:
さ
れ
た
少
な
く
と
も
二
囘
分
の

官
位
を
一
つ
に
纏
め
て
記
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
︑
い
さ
さ
か
難
解
で
あ
る
︒

ち
な
み
に
︑
輔
國
將
軍
は
外
號
將
軍
︑
左
軍
將
軍
と
游
擊
將
軍
は
︑
內
號
將
軍
で
あ
り
︑
こ
の
時
	
︑
加
官
と
し
て
用
い
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た

外
號
將
軍
と
︑
中
央
軍
武
官
で
あ
る
內
號
將
軍
と
を
同
時
に
P
ね
る
例
が
多
く
散
見
す
る
こ
と
と
︑
內
號
將
軍
も
�
第
に
散
官
�
し
つ
つ
あ
っ

た
と
は
い
え
︑
こ
の
時
	
︑
基
本
�
に
同
時
に
二
つ
の
內
號
將
軍
を
P
ね
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
こ
と(11

)
な
ど
か
ら
︑﹁
輔
國
將
軍
・
左
軍
將
軍
｣↓

｢游
擊
將
軍
に
轉
じ
︑
太
守
は
故
の
如
し
﹂
へ
の
液
れ
が
ひ
と
ま
ず
思
い
e
か
ぶ
︒
加
え
て
︑﹁
太
守
は
故
の
如
し
﹂
と
あ
る
の
で
︑﹁
輔
國
將

軍
・
左
軍
將
軍
・
南
濮
陽
太
守
｣↓
｢游
擊
將
軍
・
南
濮
陽
太
守
﹂
の
任
官
の
液
れ
が
續
い
て
推
測
さ
れ
よ
う
︒
そ
の
際
︑
後
に
﹁
V
い
で
冠
軍

將
軍
に
Q
め
ら
る
﹂
と
あ
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
︑
輔
國
將
軍
を
P
ね
て
い
た
と
考
え
﹁
輔
國
將
軍
・
游
擊
將
軍
・
南
濮
陽
太
守
﹂
で
あ
っ
た
と

見
な
し
て
良
い
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
�
の
軍
郡
﹂
は
︑
そ
の
あ
と
の
任
官
﹁
冠
軍
將
軍
・
游
擊
將
軍
・
南
濮
陽
太
守
﹂
の
な
か
で
考
え
ら
れ
な

― 105―

105



く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
︒

そ
う
す
る
と
︑﹁
軍
郡
﹂
を
將
軍
號
と
郡
太
守
の
略
稱
と
し
て
考
え
た
場
合
︑
內
外
に
わ
た
る
二
つ
の
將
軍
號
を
﹁
軍
﹂
一
�
字
で
表
示
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
理
解
に
は
い
さ
さ
か
f
和
感
を
覺
え
る
︒
加
え
て
︑
內
號
將
軍
の
驍
騎
將
軍
に
就
任
し
な
が
ら
︑
同
質

の
中
央
軍
武
官
・
游
擊
將
軍
を
も
P
ね
る
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
の
時
	
の
就
任
形
態
の
原
則

(
同
時
に
二
つ
以
上
の
內
號
將
軍
を
P
任
し
な
い
)
か

ら
考
え
て
︑
ま
ず
あ
り
得
な
い
︒

そ
れ
で
は
︑
南
濮
陽
太
守
は
如
何
︒
實
は
︑
南
濮
陽
郡
は
︑
元
嘉
八
年

(四
三
一
)
に
南
徐
州
下
に
瓜
屬
す
る
こ
と
に
な
る
晉
陵
郡
域
上
僑

置
の
無
實
土
僑
郡
の
一
つ
で
あ
っ
て
︑
こ
こ
で
も
︑﹁
軍
郡
﹂
の
事
例
に
無
實
土
の
僑
郡
が
關
係
し
て
お
り
︑
こ
の
﹁
軍
郡
﹂
な
る
語
句
が
︑

無
實
土
僑
郡
を
あ
ら
わ
す
語
句
で
あ
り
︑
こ
こ
で
は
そ
の
太
守
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
を
强
く
示
唆
す
る
の
で
あ
る(12

)
︒

以
上
︑
正
#
中
に
散
見
す
る
官
歷
記
載
上
に
登
場
す
る
﹁
軍
郡
﹂
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
て
き
た
︒
確
"
す
る
す
べ
も
な
い
た
め
︑
現
在
の

と
こ
ろ
︑
こ
の
﹁
軍
郡
﹂
を
制
度
�
な
用
語
と
ま
で
見
な
す
こ
と
は
;
け
た
い
が
︑
以
上
の
分
析
か
ら
は
︑
當
該
﹁
軍
郡
﹂
を
無
實
土
の
僑
郡

を
あ
ら
わ
す
語
句
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
い
ま
︑﹁
軍
郡
﹂
の
事
例
で
確
"
さ
れ
た
無
實
土
僑
郡
を
擧
げ

る
と
︑
①
下
邳
郡
︑
②
臨
淮
郡
︑
③
淮
南
郡
︑
④
南
濮
陽
郡
︑
と
な
る
︒

實
は
︑
こ
れ
ら
無
實
土
の
僑
郡
は
︑
西
晉
末
︑
永
嘉
の
亂
を
契
機
と
す
る
北
中
國
の
動
亂
に
と
も
な
い
︑
南
中
國
に
渡
っ
た
膨
大
な
液
民
の

た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
円
康

(現
江
蘇
南
京
)
附
h
で
は
︑
円
康
以
東
の
晉
陵
郡
域
︑
お
よ
び
︑
円
康
西
方
の
︑

當
時
長
江
の
渡
し
場
と
し
て
重
�
な
位
置
に
あ
っ
た
姑
孰
以
南
の
丹
陽
郡
域
・
宣
城
郡
北
邊
域
が
︑
彼
ら
液
民
の
L
�
な
集
i
地
と
な
っ
て
い

た(
13
)

︒
こ
こ
で
改
め
て
�
目
さ
れ
る
の
は
︑
下
邳
︑
臨
淮
︑
南
濮
陽
は
�
者
に
︑
淮
南
は
後
者
に
設
け
ら
れ
た
僑
郡
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑

こ
の
﹁
軍
郡
﹂
な
る
語
句
が
︑
晉
陵
郡
域
の
場
合
︑
南
9
	
に
至
っ
て
も
確
"
し
得
る
の
に
對
し
︑
姑
孰
以
南
の
丹
陽
郡
域
・
宣
城
郡
北
邊
域

の
場
合
に
は
"
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
は
見
j
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
こ
の
背
後
に
は
︑
土
斷
︑
す
な
わ
ち
︑
東
晉
末
の
義
煕
九
年
に
劉
裕
L

k
で
實
施
さ
れ
た
義
煕
土
斷
が
何
か
し
ら
の
影
�
を
與
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
�
違
で
は
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
一
考
を
加
え
て
み
る
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こ
と
に
し
た
い
︒

二
︑
義
煕
土
斷
�
後
の
僑
豫
州

と
こ
ろ
で
︑
こ
れ
ら
円
康
周
邊
設
置
の
無
實
土
の
僑
郡
は
︑
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
理
由
で
﹁
軍
郡
﹂
と
稱
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の

問
題
を
考
え
る
際
︑
一
つ
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
︑
東
晉
南
9
	
に
お
け
る
こ
れ
ら
無
實
土
の
僑
郡
下
に
あ
っ
た
僑
民
ら
の
軍
事
上

の
位
置
で
あ
る
︒
東
晉
	
に
お
い
て
︑
晉
陵
郡
域
に
液
入
し
た
僑
民
が
︑
北
府
京
口
の
兵
と
し
て
活
l
し
た
こ
と
は
夙
に
田
餘
慶
氏
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
し
︑
南
9
	
に
入
っ
て
か
ら
も
︑
當
僑
民
を
中
心
と
す
る
南
徐
州
の
僑
舊
民
丁
が
︑
中
央
軍
の
兵
と
し
て
依
然
と
し
て
政
局

を
左
右
す
る
軍
事
�
重
�
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
︑
筆
者
自
身
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る(14

)
︒

ま
た
︑
于
湖
を
中
心
と
す
る
丹
陽
郡
域
お
よ
び
そ
れ
と
界
を
接
す
る
宣
城
郡
の
北
邊
域
に
僑
居
し
た
液
民
も
ま
た
︑
東
晉
時
代
︑
L
と
し
て

豫
州
州
鎭
の
兵
と
し
て
︑
こ
ち
ら
も
北
府
の
そ
れ
に
劣
ら
ず
軍
事
�
に
�
た
る
位
置
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
こ
う
し
た
円
康
周
邊
の
無
實
土

僑
郡
下
僑
民
が
軍
事
�
に
重
�
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
と
︑
こ
の
﹁
軍
郡
﹂
な
る
呼
稱
と
が
密
接
な
る
關
係
を
�
し
て
い
た
こ
と
が
想
m
さ
れ

る
の
で
あ
る
︒
か
か
る
想
定
を
踏
ま
え
︑
本
違
で
は
︑
義
煕
土
斷
の
後
︑﹁
軍
郡
﹂
の
事
例
が
見
ら
れ
な
く
な
る
于
湖
を
中
心
と
す
る
丹
陽
郡

域
・
宣
城
郡
北
邊
域
と
密
に
關
わ
る
當
該
時
	
の
僑
豫
州
を
中
心
に
考
察
し
て
み
た
い

(以
下
︑
地
圖
Ⅰ
・
地
圖
Ⅱ
を
n
宜
參
照
さ
れ
た
い
)
︒

(一
)
東
晉
時
	
に
お
け
る
僑
豫
州
の
位
置
と
義
煕
土
斷

豫
州
は
︑﹃
宋
書
﹄
卷
三
六
州
郡
志
二
南
豫
州
刺
#
の
條
に
よ
れ
ば
︑

宋
武
�

河
南
を
開
拓
し
︑
豫
土
を
綏
定
せ
ん
と
欲
し
︑
(義
煕
)
九
年
︑
揚
州
の
大
江
以
西
・
大
雷
以
北
を
割
き
て
︑
悉
く
豫
州
に
屬
せ

し
む
︑
豫
の
基
址

此
に
因
り
て
立
つ
︒

と
あ
り
︑
劉
裕
が
︑
後
秦
を
滅
ぼ
し
て
河
南
を
開
拓
し
︑
(南
)
豫
州
の
地
を
安
ん
じ
定
め
ん
と
し
て
︑
義
煕
九
年
︑
舊
揚
州
の
長
江
以
北
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(
歷
陽
・
廬
江
・
淮
南
)
︑
大
雷

(
現
安
é
o
江
)
北
東
の
地
を

豫
州
に
改
屬
し
︑
初
め
て
實
土
�
さ
れ
る
︒
そ
の
際
︑
豫

州
の
實
域
に
は
︑
舊
豫
州
下
に
お
け
る
弋
陽
・
安
豐
・
西

陽
の
郡
域
も
含
め
ら
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
︒

實
は
︑
從
來
あ
ま
り
�
�
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
中

村
氏
の
営
べ
る
如
く
︑
東
晉
時
代
︑
豫
州
都
督
・
將
軍
府

は
︑
歷
陽

(現
安
é
和
)
︑
蕪
湖

(
現
安
é
蕪
湖
)
︑
姑
孰
等

に
置
か
れ
︑
北
府
京
口
と
な
ら
び
西
府
と
稱
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
円
康
西
方
の
軍
事
上
の
�
で
あ
っ
た(15

)
︒
東
晉
後

	
︑
桓
玄
は
簒
奪
に
\
ぶ
ま
で
豫
州
刺
#
を
P
ね
て
い
た

し
︑
東
晉
末
に
は
︑
劉
裕
の
ラ
イ
バ
ル
劉
毅
が
出
鎭
し
︑

こ
の
豫
州
を
基
盤
に
︑
裕
に
對
抗
す
る
︒﹃
南
齊
書
﹄
卷
一

四
州
郡
志
上
豫
州
條
に
は
︑

義
煕
二
年
︑
劉
毅

復
た
姑
熟
に
鎭
す
︒
上
表
し
て
曰

く
︑﹁
任
を
此
の
州
に
忝
く
す
︑
地

曠
と
爲
さ
ず
︑

西
界

荒
餘
し
︑
寇
虜
に
密
邇
た
り
︑
北
垂
は
蕭
條
と

し
︑
土
氣
は
彊
獷
に
し
て
︑
民
は
義
を
識
ら
ず
︑
唯

だ
戰
い
の
み
是
れ
q
う
︒
逋
j

不
r
︑
謀
ら
ず
も
日

ご
と
に
會
う
︒
比
年
以
來
︑
@
と
し
て
戰
わ
ざ
る
は
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地圖Ⅰ 西晉太康初豫州揚州關係略圖
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無
し
︑
實
に
空
乏
の
能
く
獨
撫
す
る
6
に
非
ず
︒
E
う
ら
く
は
輔

國
將
軍
張
暢
に
淮
南
・
安
豐
・
梁
國
三
郡
を
領
せ
し
め
よ
︒﹂
と
︒

時
に
豫
州
の
邊
荒
︑
至

ま
こ
と

に
乃
ち
此
の
如
し
︒

と
見
え
︑
義
煕
二
年
︑
劉
毅
の
刺
#
就
任
時
︑
豫
州
が
か
な
り
荒
廢
し

て
い
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
︒

實
態
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
そ
の
後
︑
劉
毅
は
徐
々
に
力
を
蓄
え
て

い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
義
煕
六
年
︑
折
し
も
劉
裕
の
北
伐
中
を
狙
っ
て
︑

孫
恩
の
殘
黨
を
C
い
廣
州
よ
り
攻
め
上
っ
て
き
た
盧
循

(
孫
恩
妹
婿
)
が
︑

江
州
刺
#
何
無
忌

(東
海
郯
)
を
打
ち
破
り
︑
円
康
に
h
づ
き
つ
つ
あ
っ

た
が
︑
劉
裕
は
︑
w
え
擊
と
う
と
す
る
劉
毅
に
對
し
て
︑
己
の
到
着
を

待
っ
て
出
陣
す
る
よ
う
勸
め
る
︒
し
か
し
︑
裕
に
ラ
イ
バ
ル
心
を
剝
き

出
し
に
す
る
劉
毅
は
︑
こ
の
制
止
を
聞
か
ず
出
兵
す
る
︒
こ
の
時
︑
劉

毅
は
二
萬
の
水
軍
を
C
い
て
姑
孰
を
發
し
た
と
い
う
︒
そ
の
後
︑
毅
は

敗
x
︑
劉
裕
に
よ
っ
て
盧
循
は
討
伐
さ
れ
る
︒
決
定
�
な
失
敗
を
犯
し

た
劉
毅
に
對
し
て
︑
豫
州
刺
#
留
任
の
う
え
︑
江
州
の
都
督
權
を
も
付

與
し
︑
ま
も
な
く
荊
州
刺
#
を
委
ね
る
と
い
う
y
大
な
態
度
を
示
し
た

劉
裕
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
ま
も
な
く
劉
毅
討
伐
を
敢
行
す
る(16

)
︒﹃
晉

書
﹄
卷
八
五
劉
毅
傳
に
は
︑
劉
裕
が
劉
毅
討
伐
を
決
心
し
た
そ
の
�
因

が
記
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
︒
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(劉
)
毅

江
陵
に
至
る
や
︑
乃
ち

輒
み
だ
り

に
江
州
兵
\
び
豫
州
の
西
府
�
武
萬
餘
を
取
り
︑
留
め
て
D
さ
ず
︑
印
疾
困
を
吿
げ
︑
藩
も
て
副

と
爲
さ
ん
こ
と
を
E
う
︒
劉
裕

以
え
ら
く
︑
毅

己
に

貮
ふ
た
ご
こ
ろ

あ
り
︑
と
︒
乃
ち
之
を
奏
す
︒

義
煕
八
年
︑
劉
毅
は
︑
荊
州
刺
#
に
赴
任
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
�
任
時
に
瓜
領
し
た
﹁
江
州
兵
\
び
豫
州
の
西
府
�
武
萬
餘
﹂
を
そ
っ
く
り
江

陵
に
連
れ
て
い
っ
た
う
え
︑
病
と
稱
し
て
幕
佐
に
弟
劉
藩
を
希
o
す
る
︒
こ
の
時
︑
劉
裕
は
劉
毅
の
謀
I
を
察
知
し
た
と
い
う
︒
こ
の
後
︑
毅

は
討
滅
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
こ
で
�
�
し
た
い
の
が
︑
�
営
の
如
く
︑
義
煕
二
年
時
︑
豫
州
の
荒
廢
ぶ
り
が
営
べ
ら
れ
て
い
な
が
ら
︑

同
六
年
の
盧
循
討
伐
時
に
は
︑
二
萬
の
水
軍
を
用
�
し
得
︑
さ
ら
に
は
︑
盧
循
に
敗
北
し
た
に
も
拘
ら
ず
︑
な
お
﹁
�
武
萬
餘
﹂
を
擁
し
た
西

府
の
規
模
と
そ
の
再
生
力
で
あ
る
︒
か
か
る
規
模
と
再
生
力
を
祕
め
︑
東
晉
時
代
︑
北
府
に
劣
ら
ず
円
康
の
お
膝
元
の
�
鎭
と
し
て
政
治
#
に

お
い
て
重
�
な
役
割
を
演
じ
て
き
た
豫
州
州
鎭
・
西
府
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
劉
毅
討
伐
後
に
實
施
さ
れ
た
義
煕
土
斷
の
後
︑
南
9
	
に
わ
た
っ

て
︑
東
晉
時
代
の
如
く
︑
豫
州
督
將
が
中
央
の
政
局
と
直
接
關
わ
る
よ
う
な
局
面
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
︑
諸
州
鎭
の
な
か
の
一
つ
と

い
う
位
置
に
落
ち
着
い
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
劉
毅
討
伐
と
そ
の
後
の
義
煕
土
斷
が
︑
豫
州
#
上
に
お
い
て
︑

大
き
な
轉
奄
點
で
あ
っ
た
か
に
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
義
煕
土
斷
で
︑
豫
州
は
如
何
な
る
措
置
を
こ
う
む
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
�
に
︑
豫
州
實
土
�
の
中
身
に
つ
い
て
確
"
し
て
み

た
い
︒

(二
)
義
煕
土
斷
と
僑
豫
州

義
煕
土
斷
時
︑
豫
州
は
︑
先
に
営
べ
た
如
く
︑
後
秦
を
討
伐
し
河
南
の
地
を


復
し
︑
豫
土

(淮
南
僑
置
の
僑
豫
州
)
を
安
ん
じ
定
め
る
た
め
︑

舊
揚
州
の
江
北
の
地
を
豫
州
に
改
屬
し
て
實
土
�
さ
れ
た
︒﹃
宋
書
﹄
卷
三
六
州
郡
志
二
南
豫
州
刺
#
・
歷
陽
太
守
の
項
に
︑

晉
惠
�
の
永
興
元
年
︑
淮
南
を
分
か
ち
て
立
て
︑
揚
州
に
屬
せ
し
む
︑
安
�

割
き
て
豫
州
に
屬
せ
し
む
︒

と
見
え
︑
東
晉
の
安
�
の
時
︑
揚
州
管
郡
の
歷
陽
郡
が
︑
豫
州
に
移
屬
さ
れ
た
と
い
う
︒
こ
の
施
策
は
︑
義
煕
土
斷
時
の
そ
れ
と
推
察
し
得
よ
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う
︒
ま
た
︑﹃
宋
書
﹄
卷
四
四
謝
£
傳
に
は
︑

豫
州
の
治
中
從
事
に
轉
ず
︒
義
煕
八マ

マ

年

(九
年
)
︑
僑
液
郡
縣
を
土
斷
し
︑
£
を
し
て
揚
・
豫
の
民
戶
を
分
�
せ
し
む
︑
O
允
を
以
て
稱

せ
ら
る
︒

と
あ
っ
て
︑
義
煕
土
斷
時
︑
劉
裕
の
ブ
レ
ー
ン
に
し
て
一
液
と
は
言
え
な
い
が
豫
州
の
名
族
で
あ
る
謝
£

(陳
郡
陽
夏
)
に
よ
っ
て
︑
豫
州
・

揚
州
の
民
戶
の
整
理
が
行
わ
れ
た
︒
こ
の
時
の
豫
州
刺
#
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
義
煕
土
斷
を
傳
え
る
﹃
宋
書
﹄
武
�
紀
の
記
営
か
ら
は
︑
土
斷

の
後
︑
劉
裕
が
當
該
刺
#
に
就
任
し
た
か
の
よ
う
に
と
れ
︑
一
見
︑
當
該
土
斷
實
施
者
は
︑
彼
の
�
任
・
諸
ª
長
民

(琅
_
陽
都
)
の
よ
う
に

も
見
な
せ
る
が
︑
中
村
氏
の
指
摘
の
如
く
︑
義
煕
九
年
三
@
に
︑
己
に
心
�
し
な
い
諸
ª
長
民
を
誅
殺
し
た
直
後
に
︑
劉
裕
L
宰
で
こ
の
豫
州

へ
の
土
斷
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
ま
ず
閒
f
い
な
か
ろ
う(17

)
︒

こ
の
土
斷
に
よ
っ
て
︑
江
北
の
舊
揚
州
域
に
僑
在
し
て
い
た
豫
州
都
督
下
の
僑
郡
の
大
部
分
が
實
土
�
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
︑
當
該

地
域
僑
在
僑
郡
に
對
す
る
土
斷
の
實
施
狀
況
に
つ
い
て
一
¬
し
て
お
き
た
い
︒

①
舊
揚
州

(江
淮
地
域
)
僑
在
の
諸
僑
郡

ま
ず
︑
馬
頭
郡
に
つ
い
て
︒
當
該
郡
に
關
し
て
は
︑﹃
宋
書
﹄
卷
三
五
州
郡
志
一
徐
州
刺
#
・
馬
頭
太
守
の
項
に
︑

馬
頭
太
守
︑
南
豫
州
に
屬
す
︑
故
淮
南
當
塗
縣
の
地
な
り
︒
晉
安
�
立
つ
︑
山
形
に
因
り
て
名
を
立
つ
︒
領
縣
は

三
な
り
︒
戶
は
一
千

三
百
三
十
二
︑
口
は
一
萬
二
千
三
百
一
十
な
り
︒
京
都
を
去
る
こ
と
水
は
一
千
七
百
五
十
︑
陸
は
六
百
七
十
な
り
︒

�
縣
令
︑
漢
の
舊
名
な
り
︑
梁
郡
に
屬
す
︒
液
寓
す
れ
ば
因
り
て
�
す
︒

零
縣
令
︑
晉
安
�
立
つ
︒

濟
陽
令
︑
故
濟
陽
に
屬
す
︒
液
寓
す
れ
ば
因
り
て
�
す
︒

と
見
え
︑
當
該
郡
は
︑
も
と
も
と
の
舊
淮
南
郡
當
塗
縣
の
地
に
︑
晉
安
�
の
時
に
設
立
さ
れ
︑
山
の
形
が
馬
の
頭
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
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名
が
つ
い
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
︒
ま
た
管
Y
縣
を
一
見
す
る
と
︑
�
縣
は
︑
も
と
も
と
梁
郡
下
に
屬
し
て
い
た
縣
で
︑
そ
の
﹁
液
寓
﹂
に

よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
僑
縣
︑
ま
た
︑
零
縣
は
︑
胡
阿
祥
氏
が
指
摘
す
る
X
り
︑
も
と
も
と
冀
州
淸
河
郡
の
屬
縣
で
あ
り(18

)
︑
こ
ち
ら
も
そ
の
﹁
液

寓
﹂
に
よ
っ
て
僑
立
さ
れ
た
僑
縣
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
濟
陽
縣
も
ま
た
︑
も
と
濟
陽
郡
下
に
あ
っ
た
﹁
液
寓
﹂
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た

こ
と
が
^
記
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
も
と
も
と
管
Y
郡
を
衣
に
す
る
﹁
液
寓
﹂
を
L
體
と
す
る
馬
頭
郡
が
︑
彼
ら
液
民
の
た
め
に
怨
立
さ

れ
た
怨
僑
郡
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

た
だ
︑
こ
の
際
�
目
す
べ
き
な
の
が
︑
馬
頭
太
守
お
よ
び
零
縣
令
の
項
に
見
え
る
﹁
晉
安
�
立
つ
﹂
な
る
記
載
で
あ
る
︒
こ
の
馬
頭
郡
に
對

す
る
﹁
晉
安
�
立
つ
﹂
な
る
措
置
が
︑
義
煕
土
斷
に
と
も
な
う
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
知
さ
せ
よ
う
︒
そ
し
て
︑
義
煕
六
年
に
お
け
る
劉
敬

宣
︑
ま
た
同
八
年
の
向
靖

(河
內
山
陽
)
の
W
書
き

(督
軍
權
域
內
)
に
當
該
郡
の
名
が
見
ら
れ
る
如
く(19

)
︑
當
該
土
斷
以
�
に
も
馬
頭
郡
が
存
在

す
る
事
實
は
︑
該
郡
が
︑
義
煕
九
年
ま
で
無
實
土
の
狀
態
で
存
在
し
︑
こ
の
時
初
め
て
實
土
�
し
た
こ
と
を
�
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

�
に
︑
梁
郡
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒﹃
宋
書
﹄
卷
三
六
州
郡
志
二
南
豫
州
刺
#
・
南
梁
太
守
の
項
に
は
︑

晉
孝
武
の
太
元
中
︑
淮
南
に
僑
立
す
︒
安
�

始
め
て
淮
南
の
故
地
を
�
ち
︑
徐
州
に
屬
せ
し
む
︒
武
�
の
永
初
二
年
︑
南
豫
に
�
る
︒

と
あ
り
︑
梁
郡
は
︑
晉
の
孝
武
�
の
太
元
年
閒

(三
七
六
～
三
九
六
)
に
淮
南

(壽
春
)
に
僑
置
さ
れ
︑
安
�
の
時
︑
淮
南
郡
の
故
地

(壽
春
)

に
實
土
�
し
︑
徐
州
に
6
屬
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う(20

)
︒
ち
な
み
に
︑﹃
宋
書
﹄
卷
三
五
州
郡
志
一
南
徐
州
刺
#
の
條
に
は
︑

安
�
義
煕
七
年
︑
始
め
て
淮
北
を
分
か
ち
て
北
徐
と
爲
し
︑
淮
南

�
お
徐
州
と
爲
す
︒

と
見
え
︑
義
煕
六
年
︑
南
燕
を
滅
ぼ
し
た
後
︑
長
江
以
北
の
地
域
を
對
象
と
し
た
行
政
區
劃
の
整
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
�
七
年
に
︑

淮
北
の
地
に
北
徐
州
を
立
て
︑
淮
南
の
地
を
徐
州
と
し
た
と
い
う
︒
梁
郡
が
6
屬
す
る
こ
と
に
な
っ
た
徐
州
が
︑
地
理
�
に
み
て
淮
南
の
徐
州

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
︑
當
該
措
置
が
︑
義
煕
七
年
以
影
の
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
義
煕
九
年
土
斷
時
の
實
土
�
に
と
も
な
う
移
屬
で
あ
っ

た
と
推
定
し
得
よ
う
︒

ま
た
︑
譙
郡
は
︑﹃
宋
書
﹄
卷
三
六
州
郡
志
二
南
豫
州
刺
#
・
南
譙
太
守
の
項
に
︑
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晉
孝
武
の
太
元
中
︑
淮
南
に
於
い
て
郡
縣
を
僑
立
す
︒
後
に
地
を
割
き
て
實
土
と
成
す
︒

と
あ
っ
て
︑
孝
武
�
の
太
元
年
閒
に
︑
淮
南

(居
巢
東
南
)
に
僑
置
さ
れ
︑
後
に
實
土
�
さ
れ
た
と
い
う
︒
^
確
に
は
記
し
て
く
れ
て
い
な
い

が
︑
こ
れ
も
晉
末
義
煕
土
斷
時
の
こ
と
と
考
え
て
良
か
ろ
う(21

)
︒

さ
ら
に
︑
こ
こ
で
安
豐
郡
に
つ
い
て
も
一
見
し
て
お
こ
う
︒
も
と
も
と
舊
豫
州
に
屬
し
︑
江
淮
域
に
實
域
を
�
し
た
安
豐
郡
で
あ
っ
た
が
︑

液
民
と
な
っ
た
人
口
が
多
か
っ
た
よ
う
で
︑
東
晉
時
	
に
僑
立
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
安
豐
郡
の
沿
革
は
い
さ
さ
か
複
雜
で
あ
る
が
︑﹃
宋
書
﹄

卷
三
六
州
郡
志
二
南
豫
州
刺
#
・
安
豐
太
守
の
項
に
は
︑

江
左

僑
立
す
︑
晉
安
�

省
き
て
縣
と
爲
し
︑
弋
陽
に
屬
せ
し
む
︑
宋
末

復
た
立
て
ら
る
︒

と
あ
り
︑
ま
た
︑
同
弋
陽
太
守
の
項
に
︑

安
豐
令
︑
舊
郡
な
り
︑
晉
安
�

�
せ
て
縣
と
爲
す
︒

と
見
え
る
︒
こ
れ
ら
を
總
合
し
て
考
え
る
と
︑
東
晉
代
僑
置
さ
れ
た
安
豐
郡
は
︑
安
�
の
時
︑
縣
に
格
下
げ
の
う
え
︑
弋
陽
郡
下
に
6
屬
す
る

こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
了
解
さ
れ
よ
う
︒
こ
の
安
�
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
安
豐
郡
の
縣
へ
の
影
格
と
そ
の
實
郡
弋
陽
へ
の
移
屬
が
︑

こ
の
義
煕
土
斷
に
聯
動
し
た
施
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
閒
f
い
な
か
ろ
う
︒
こ
の
時
︑
豫
州
實
土
�
に
附
隨
し
て
︑
安
豐
も
ま
た
縣
と
し
て

で
は
あ
る
が
︑
弋
陽
郡
下
で
實
土
�
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る(22

)
︒

そ
の
他
︑
汝
陰
郡
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
土
斷
實
施
狀
況
に
つ
い
て
詳
ら
か
に
し
得
な
い
が
︑﹃
宋
書
﹄
南
豫
州
刺
#
・
南
汝
陰
太
守
の
項
に
︑

﹁
江
左
立
つ
﹂
と
あ
り
︑
同
南
汝
陰
太
守
・
汝
陰
令
の
項
に
︑﹁
治
す
る
6

卽
ち
二
漢
・
晉
の
合
肥
縣
な
り
﹂
と
あ
っ
て
︑
東
晉
時
	
に
合
肥

に
僑
置
さ
れ
︑
そ
の
後
當
地
に
實
土
�
し
た
こ
と
を
窺
知
し
得
る
︒﹃
宋
書
﹄
南
汝
陰
太
守
の
項
に
は
︑
円
康
か
ら
の
水
陸
の
里
�
が
記
さ
れ

て
お
り
︑﹃
宋
書
﹄
州
郡
志
�
纂
時
ま
で
に
當
地
に
實
土
�
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
う
餘
地
は
な
い
︒
如
上
の
諸
僑
郡
の
狀
況
か
ら
見

て
︑
汝
陰
郡
の
實
土
�
に
つ
い
て
も
︑
こ
の
義
煕
土
斷
時
で
あ
る
と
見
な
し
て
良
か
ろ
う(23

)
︒

以
上
︑
L
に
豫
州
と
し
て
實
土
�
さ
れ
た
舊
揚
州
江
淮
域
に
僑
在
し
た
諸
僑
郡
に
つ
い
て
︑
義
煕
土
斷
時
に
お
け
る
そ
の
實
土
�
の
諸
相
を
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見
て
き
た
︒
ま
た
そ
の
際
︑
徐
州
に
移
屬
し
た
僑
郡
の
あ
っ
た
こ
と
も
了
解
し
得
た
と
思
わ
れ
る(24

)
︒

な
お
︑
こ
こ
で
�
目
に
値
す
る
の
が
︑
江
南
の
于
湖
を
中
心
と
す
る
丹
陽
郡
域
・
宣
城
郡
北
邊
域
に
も
︑
土
斷
が
斷
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
れ
は
︑
こ
の
地
が
豫
州
督
將
の
本
據
地
と
な
っ
た
姑
孰
や
蕪
湖
を
內
�
す
る
地
域
で
あ
り
︑
豫
州
州
鎭
の
下
に
あ
っ
て

そ
の
基
盤
と
も
言
う
べ
き
地
區
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
の
地
に
は
︑
第
一
違
の
③
の
分
析
時
に
見
た
淮
南
郡
等
の

諸
僑
郡
が
僑
在
し
て
お
り
︑
こ
の
地
の
土
斷
の
實
施
狀
況
を
見
る
こ
と
は
︑
先
に
確
"
し
た
﹁
軍
郡
﹂
の
事
例
に
︑
義
煕
土
斷
以
影
に
お
け
る

當
該
地
域
の
そ
れ
が
"
め
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
問
題
と
も
關
わ
っ
て
こ
よ
う
︒

②
丹
陽
郡
域
・
宣
城
郡
北
邊
域

(于
湖
周
邊
)
僑
在
の
諸
僑
郡

︱
︱
襄
城
郡
・
上
黨
郡
の
沿
革
と
淮
南
郡
へ
の
整
理
・
瓜
合
︱
︱

こ
こ
で
︑
改
め
て
�
揭
の
﹃
宋
書
﹄
卷
三
五
州
郡
志
一
揚
州
刺
#
・
淮
南
太
守
の
項
を
確
"
し
て
み
た
い
︒

其
の
後

中
原
亂
れ
︑
胡
寇

屢
々
南
Z
す
れ
ば
︑
淮
南
の
民

多
く
南
度
す
︒
成
�
の
初
め
︑
蘇
峻
・
祖
[

亂
を
江
淮
に
爲
す
︑
胡
寇

印

大
い
に
至
り
︑
民
の
南
し
江
を
度
る
者

轉
た
多
し
︑
乃
ち
江
南
に
於
い
て
淮
南
郡
\
び
諸
縣
を
僑
立
す
︒
晉
末

G
に
丹
陽
の
于
湖
縣
を

割
き
て
淮
南
境
と
爲
す
︒

と
あ
る(

25
)

︒
V
い
で
︑﹃
宋
書
﹄
卷
三
五
州
郡
志
一
揚
州
刺
#
・
淮
南
太
守
の
6
管
縣
の
項
を
揭
げ
る
と
︑

于
湖
令
︑
晉
武
�
の
太
康
二
年
︑
丹
楊
縣
を
分
か
ち
て
立
つ
︑
本
吳
の
督
農
校
尉
の
治
な
り
︒

當
塗
令
︑
晉
成
�
の
世
︑
逡
K
と
俱
に
立
て
て
僑
縣
と
爲
す
︑
晉
末

于
湖
を
分
か
ち
て
境
と
爲
す
︒

繁
昌
令
︑
⁝
(中
略
)⁝
晉
の
亂
る
る
や
︑
襄
城
郡
を
省
き
︑
此
の
縣
を
以
て
淮
南
に
屬
せ
し
め
︑
于
湖
を
割
き
て
境
と
爲
す
︒

襄
垣
令
︑
其
の
地

本
の
蕪
湖
に
あ
り
︑
蕪
湖
縣
︑
漢
の
舊
縣
な
り
︒
晉
末
に
至
り
︑
襄
垣
縣
を
立
て
︑
上
黨
に
屬
せ
し
む
︒
上
黨
の
民

南
し
江
を
�
ぎ
れ
ば
︑
僑
郡
縣
を
立
て
︑
蕪
湖
に
寄
治
せ
し
む
︑
後
に
上
黨
郡
を
省
き
て
縣
と
爲
し
︑
淮
南
に
屬
せ
し
む
︒

�
�
の
元
嘉
九
年
︑
上
黨
縣
を
省
き
て
襄
垣
に
�
す
︒
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定
陵
令
︑
漢
の
舊
名
︑
本
襄
城
に
屬
す
︑
後
に
蕪
湖
を
割
き
て
境
と
爲
す
︒

逡
K
令
︑
漢

逡
遒
に
作
り
︑
晉

逡
K
に
作
る
︑
後
に
蕪
湖
を
分
か
ち
て
境
と
爲
す
︒

と
見
え
る
︒
淮
南
郡
の
實
土
�
に
つ
い
て
改
め
て
営
べ
て
お
く
と
︑
�
者
の
#
料
に
は
︑
晉
末
に
丹
陽
の
于
湖
の
地
を
割
い
て
淮
南
の
實
域
と

し
た
と
あ
り
︑
こ
れ
が
こ
の
義
煕
九
年
土
斷
時
の
豫
州
行
政
區
域
の
設
定
と
關
係
す
る
こ
と
は
ま
ず
閒
f
い
な
く
︑
こ
の
時
︑
淮
南
郡
も
實
土

�
し
た
も
の
と
了
解
さ
れ
る
︒

な
お
︑
丹
陽
郡
の
于
湖
を
割
い
て
淮
南
の
境
域
と
し
た
と
い
う
點
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
後
者
の
#
料
・
6
管
縣
の
記
営
か
ら
︑
淮
南
郡
管
Y

下
の
僑
縣
が
︑
于
湖
と
蕪
湖
兩
縣
よ
り
實
域
を
得
て
お
り
︑
淮
南
郡
が
こ
の
兩
縣
の
地
に
實
土
�
し
て
い
た
こ
と
を
も
知
り
得
よ
う
︒
ま
た
︑

當
該
記
載
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
︑
も
と
も
と
こ
の
地
に
は
︑
多
く
の
僑
郡
縣
が
僑
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
以

下
︑
こ
の
點
を
整
理
し
て
お
こ
う
︒﹃
晉
書
﹄
卷
一
四
地
理
志
上
豫
州
條
に
︑

永
嘉
の
亂
に
︑
豫
州

石
氏
に
淪
沒
す
︒
元
�

江
を
渡
り
︑
春
穀
縣
を
以
て
襄
城
郡
\
び
繁
昌
縣
を
僑
立
す
︒
成
�

乃
ち
豫
州
を
江
淮
の

閒
に
僑
立
し
︑
蕪
湖
に
居
ら
し
む
︒
時
に
淮
南

北
に
入
れ
ば
︑
乃
ち
丹
楊
を
分
か
ち
て
淮
南
郡
を
僑
立
し
︑
于
湖
に
居
ら
し
む
︒
印
舊

當
塗
縣
の
液
人

江
を
渡
る
を
以
て
︑
僑
立
し
て
縣
と
爲
し
︑
幷
び
に
淮
南
・
廬
江
・
安
豐

竝
び
に
豫
州
に
屬
せ
し
む
︒

と
あ
っ
て
︑
元
�
の
南
渡
と
と
も
に
︑
ま
ず
︑
宣
城
郡
の
春
穀
縣
に
襄
城
郡
と
そ
の
管
Y
下
の
繁
昌
縣
が
僑
置
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
成
�
	
の
咸

和
土
斷
時

(四
年
︑
三
二
九
)
と
思
わ
れ
る
が
︑
江
淮
の
閒
に
豫
州
を
僑
立
し
︑
蕪
湖
に
寄
治
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
こ
の
頃
︑
蘇
峻
・

祖
[
の
亂
に
乘
じ
て
石
勒
軍
が
淮
南
に
Z
攻
し
た
こ
と
を
う
け
︑
淮
南
郡
を
丹
陽
郡
域
に
僑
置
し
于
湖
に
寄
治
さ
せ
︑
さ
ら
に
︑
舊
淮
南
郡
の

當
塗
縣
の
液
民
が
長
江
を
渡
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
︑
僑
當
塗
縣
を
も
設
立
し
た
と
い
う
︒

以
上
か
ら
は
︑
當
地
に
は
︑
ま
ず
元
�
	
に
︑
宣
城
郡
下
の
春
穀
の
地
に
襄
城
郡
と
繁
昌
縣
が
豫
州
の
僑
置
に
先
ん
じ
て
僑
立
さ
れ
る
︒
そ

し
て
︑
成
�
	
に
入
り
︑
豫
州
の
設
立
と
と
も
に
︑
淮
南
郡
を
も
丹
陽
郡
于
湖
に
設
置
し
︑
他
方
で
︑
當
塗
縣
も
僑
立
さ
れ
た
︑
と
い
う
諸
僑

郡
縣
設
置
の
�
�
を
押
さ
え
得
る
︒
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ち
な
み
に
︑﹃
晉
書
﹄
卷
一
五
地
理
志
下
揚
州
條
に
は
︑

孝
武
の
寧
康
二
年
︑
印
永
嘉
郡
の
永
寧
縣
を
分
か
ち
て
樂
成
縣
を
置
く
︒
是
の
時
上
黨
の
百
姓

南
渡
し
︑
上
黨
郡
を
僑
立
し
四
縣
を
爲

り
︑
蕪
湖
に
寄
居
せ
し
む
︒
V
い
で
印
上
黨
郡
を
省
き
て
縣
と
爲
す
︑
印
襄
城
郡
を
罷
め
て
繁
昌
縣
と
爲
す
︑
竝
び
に
以
て
淮
南
に
屬
せ

し
む
︒

と
見
え
︑
孝
武
�
の
寧
康
二
年

(三
七
四
)
に
︑
舊
幷
州
上
黨
郡
の
液
民
が
南
渡
し
︑
四
縣
か
ら
な
る
僑
上
黨
郡
を
設
立
︑
蕪
湖
に
寄
治
さ
せ

た
こ
と
も
知
り
得
る
︒﹃
晉
書
﹄
揚
州
條
の
記
事
は
い
さ
さ
か
難
解
で
あ
る
が
︑
時
系
列
に
從
っ
て
見
て
い
く
と
︑
後
に
上
黨
郡
は
縣
へ
格
下

げ
︑
ま
た
時
を
同
じ
く
し
て
襄
城
郡
も
廢
郡
と
さ
れ
︑
そ
の
屬
縣
だ
け
が
殘
る
︒
そ
し
て
そ
の
結
果
︑
い
ず
れ
の
縣
も
淮
南
郡
に
移
屬
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
上
黨
郡
︑
襄
城
郡
が
い
つ
の
段
階
で
縣
に
�
省
さ
れ
た
か
は
い
っ
た
ん
措
く
と
し
て
︑
東
晉
の
孝
武
�
	
に
は
︑
円
康

西
方
の
丹
陽
郡
域
・
宣
城
郡
北
邊
域
に
は
︑
(舊
豫
州
)
襄
城
郡
︑
(舊
揚
州
)
淮
南
郡
︑
(
舊
幷
州
)
上
黨
郡
︑
が
僑
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
ひ

と
ま
ず
確
"
し
得
よ
う(26

)
︒

そ
れ
で
は
︑
こ
れ
ら
の
僑
郡
は
︑
そ
の
後
︑
ど
の
よ
う
な
經
�
を
Þ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
先
に
揭
げ
た
﹃
宋

書
﹄
揚
州
刺
#
・
淮
南
太
守
項
の
6
管
縣
の
記
事
を
見
る
の
が
良
い
︒

そ
の
內
容
か
ら
は
︑﹃
宋
書
﹄
州
郡
志
�
纂
の
段
階
に
は
︑
す
で
に
上
営
の
諸
郡
縣
も
淮
南
郡
の
管
Y
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

が
︑
ま
ず
︑
成
�
僑
立
時
の
淮
南
郡
下
に
は
︑
當
塗
縣
以
外
に
逡
K
縣
も
存
し
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
襄
城
郡
の
下
に
は
︑
繁
昌
縣
の
外
︑
定
陵
縣
の
存
在
も
"
め
ら
れ
よ
う
︒
襄
城
郡
が
い
つ
廢
省
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
詳
ら
か
に
し
得

な
い
が
︑﹃
宋
書
﹄
卷
四
七
劉
敬
宣
傳
に
︑
義
煕
年
閒
の
こ
と
と
し
て
︑

V
い
で
冠
軍
將
軍
・
宣
城
內
#
・
襄
城
太
守
に
除
せ
ら
る
︒
⁝
(中
略
)
⁝
高
祖

方
に
大
い
に
相
寵
任
せ
ん
と
し
︑
先
ず
功
を
立
て
し
め

ん
と
欲
す
︒
義
煕
三
年
︑
表
し
て
敬
宣
を
D
わ
し
衆
五
千
を
C
い
て
蜀
を
伐
た
し
む
︒
⁝
(中
略
)⁝
敬
宣
に
4
を
假
し
︑
征
蜀
諸
軍
事
を

監
せ
し
む
︑
郡

(襄
城
太
守
)
は
故
の
如
し
︒
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と
あ
っ
て
︑
義
煕
初
め
に
︑
劉
敬
宣
は
︑
冠
軍
將
軍
・
宣
城
內
#
・
襄
城
太
守
を
除
:
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
義
煕
三
年
の
四
川
攻
略
時
に
お
け

る
敬
宣
の
任
官
の
記
営
に
は
︑﹁
郡
は
故
の
如
し
﹂
と
あ
っ
て
︑
依
然
と
し
て
襄
城
太
守
を
帶
び
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る(27

)
︒
す
な
わ
ち
︑
義

煕
三
年
段
階
で
︑
僑
襄
城
郡
の
存
在
を
確
"
し
得
る
の
で
︑
縣
へ
の
影
格
は
︑
そ
れ
以
影
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
ま
た
︑
�
揭
の
﹃
宋
書
﹄

繁
昌
令
の
項
が
︑
襄
城
郡
の
廢
省
を
﹁
晉
亂
﹂
の
時
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
措
置
が
︑
劉
裕
が
實
權
を
握
っ
た
晉
末
の
こ
と
︑
端
�
に

言
え
ば
︑
義
煕
九
年
の
土
斷
時
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
强
く
示
唆
す
る
の
で
あ
る
︒

も
し
こ
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
︑
義
煕
土
斷
に
際
し
て
︑
襄
城
郡
は
廢
郡
と
さ
れ
︑
管
Y
下
の
繁
昌
縣
と
定
陵
縣
は
淮
南
郡
下
に
移
屬
さ
れ

る
︒
そ
し
て
そ
の
際
︑
�
者
は
于
湖
縣
域
に
後
者
は
蕪
湖
縣
域
に
そ
れ
ぞ
れ
實
域
を
與
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
こ

の
施
策
時
に
︑
繁
昌
・
定
陵
兩
縣
民
の
宣
城
郡
北
邊
域
か
ら
の
徙
民
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
�
せ
て
推
察
さ
れ
る
︒

で
は
︑
上
黨
郡
は
︑
如
何
︒
當
該
郡
に
つ
い
て
は
︑
�
揭
の
襄
垣
令
の
項
に
わ
ず
か
に
�
報
が
あ
る
の
み
で
あ
る
︒
こ
の
一
4
も
難
解
で
あ

る
が
︑
襄
垣
縣
の
實
土
�
し
た
地
は
も
と
の
蕪
湖
縣
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
襄
垣
は
︑
も
と
も
と
舊
幷
州
上
黨
郡
下
の
屬
縣
で
あ
る
︒
晉
末
に
僑

立
さ
れ
︑
僑
上
黨
郡
下
に
6
屬
す
る
こ
と
に
な
る
︒
他
方
︑
僑
上
黨
郡
は
︑
襄
垣
縣
僑
置
以
�
に
す
で
に
蕪
湖
に
寄
治
し
た
僑
郡
で
あ
り
︑
屬

縣
も
備
え
て
い
た
︒
後
に
廢
郡
と
同
時
に
縣
に
影
格
さ
れ
る
と
︑
襄
垣
を
除
く
他
の
屬
縣
を
�
せ
て
上
黨
一
縣
と
さ
れ
︑
淮
南
郡
に
移
屬
さ
れ

る
︒
そ
の
際
︑
淮
南
郡
下
に
は
襄
垣
縣
と
上
黨
縣
が
竝
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
宋
�
�
の
元
嘉
九
年
︑
上
黨
縣
は
襄
垣
縣
に
�
省
さ
れ

る
︒
か
か
る
沿
革
を
知
り
得
よ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑﹃
南
#
﹄
卷
一
宋
本
紀
義
煕
五
年
の
條
に
は
︑

十
@
︑
⁝
(中
略
)⁝
劉
毅

上
黨
太
守
趙


を
D
わ
し
千
餘
人
を
以
て
來
�
せ
し
む
︑
�

夜
潛
か
に
軍
を
D
わ
し
之
に
會
せ
し
む
︒

と
見
え
︑
義
煕
五
年
︑
劉
裕
の
北
伐
中
に
︑
當
時
の
豫
州
刺
#
劉
毅
が
︑
�
軍
と
し
て
︑
上
黨
太
守
趙


な
る
者
を
�
D
し
て
い
る
︒
當
時
姑

孰
に
あ
っ
た
豫
州
督
將
劉
毅
の
�
下
︑
上
黨
太
守
の
上
黨
郡
が
︑
丹
陽
郡
域
僑
在
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
贅
言
を
�
す
ま
い
︒
す
な
わ
ち
︑
上

黨
郡
も
ま
た
義
煕
五
年
段
階
ま
で
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
"
し
得
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
上
黨
郡
が
縣
に
影
格
の
う
え
︑
淮
南
郡

― 117―

117



に
屬
し
た
の
は
︑
そ
れ
以
影
の
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
義
煕
九
年
土
斷
時
の
措
置
で
あ
る
蓋
然
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
︒

さ
て
︑
如
上
の
考
察
に
お
お
よ
そ
大
�
な
い
と
す
れ
ば
︑
蕪
湖
縣
域
に
關
わ
る
諸
無
實
土
僑
郡
縣
の
�
省
に
つ
い
て
は
以
下
の
沿
革
を
推
定

し
得
よ
う
︒
ま
ず
晉
末

(義
煕
土
斷
�
)
に
︑
蕪
湖
縣
に
襄
垣
縣
が
僑
立
さ
れ
上
黨
郡
下
に
6
屬
す
る
︒
そ
の
後
ま
も
な
く

(義
煕
土
斷
時
)
︑

そ
の
上
黨
郡
が
︑
廢
郡
の
う
え
襄
垣
縣
以
外
の
屬
縣
を
�
收
す
る
形
で
縣
に
影
格
さ
れ
る
︒
と
同
時
に
︑
實
土
�
し
て
淮
南
郡
下
に
移
屬
さ
れ

る
︒
そ
の
際
︑
襄
垣
縣
は
上
黨
縣
に
�
省
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
實
域
を
獲
得
し
た
う
え
︑
こ
ち
ら
も
淮
南
郡
下
に
屬
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
後
は
︑
舊
蕪
湖
縣
域
に
︑
兩
縣
の
實
域
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
︒
結
果
︑
舊
蕪
湖
縣
は
︑
こ
の
二
縣
と
定
陵

縣
︑
逡
K
縣
を
加
え
た
四
縣
で
分
割
さ
れ
︑
蕪
湖
縣
の
領
域
は
僑
縣
に
す
べ
て
占
據
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
推
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
丹
陽
郡
下
の
于
湖
・
蕪
湖
兩
縣
域
お
よ
び
宣
城
郡
下
の
春
穀
縣
域
に
は
︑
淮
南
郡
︑
上
黨
郡
︑
襄
城
郡
が
無
實
土
の
ま
ま
僑
在

し
て
い
た
が
︑
義
煕
九
年
の
土
斷
に
よ
り
︑
豫
州
實
土
�
と
竝
行
す
る
形
で
︑
丹
陽
郡
下
の
于
湖
・
蕪
湖
兩
縣
域
に
淮
南
郡
が
實
土
�
す
る
︒

そ
し
て
そ
れ
に
と
も
な
い
︑
他
の
僑
郡
も
縣
に
影
格
・
再
�
の
う
え
︑
そ
の
下
に
�
入
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
そ
の
際
︑
僑
舊
の
民
戶
の
整

理
を
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
宴
に
難
く
な
い(28

)
︒

以
上
︑
義
煕
九
年
土
斷
に
と
も
な
う
︑
豫
州
お
よ
び
丹
陽
郡
域
に
僑
在
し
た
淮
南
郡
の
實
土
�
の
具
體
�
狀
況
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
て
き

た
︒
こ
の
實
土
�
の
結
果
︑
于
湖
を
中
心
と
す
る
丹
陽
郡
域
に
關
わ
る
﹁
軍
郡
﹂
の
事
例
は
確
"
さ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒
�

違
で
は
︑
こ
の
こ
と
の
�
味
を
︑
當
時
實
權
を
掌
握
し
つ
つ
あ
っ
た
劉
裕
の
對
州
鎭
政
策
と
の
關
係
か
ら
檢
討
し
︑
當
該
土
斷
の
背
後
に
あ
る

彼
の
政
治
�
�
圖
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
︒

三
︑
僑
豫
州
お
よ
び
僑
淮
南
郡
の
實
土
�
と
劉
裕
の
對
州
鎭
政
策

豫
州
お
よ
び
淮
南
郡
の
實
土
�
は
︑
い
っ
た
い
如
何
な
る
�
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
違
で
は
︑
こ
の
こ
と
を
劉
裕
の
對
州
鎭
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政
策
の
問
題
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
︒
そ
れ
に
は
︑
ま
ず
義
煕
土
斷
以
�
の
豫
州
督
將
の
都
督
權
域
と
そ
れ
以
後
の
狀
況
に
つ
い
て
比


す
る
の
が
良
か
ろ
う
︒

こ
の
比

は
︑
�
稿
﹁
円
康
の
歷
#
�
性
格
と
都
城
圈
の
形
成
﹂
の
な
か
で
︑
す
で
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る(29

)
が
︑
行
論
の
都
合
上
重
複
を
厭

わ
ず
︑
い
ま
一
度
詳
営
し
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
︑
東
晉
末
の
豫
州
督
將
劉
毅
の
都
督
權
域
か
ら
見
て
み
よ
う
︒
義
煕
二
年
に
豫
州
刺
#
に
就
任
し
た
劉
毅
は
︑﹁
都
督
豫
州
揚
州
之
淮

南
・
歷
陽
・
廬
江
・
安
豐
・
堂
邑
五
郡
諸
軍
事
﹂
を
委
ね
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
そ
の
後
任
︑
義
煕
八
年
に
任
命
さ
れ
た
劉
K
規

(劉
裕
少
弟
)
は
︑

﹁
都
督
豫
江
二
州
揚
州
之
宣
城
・
淮
南
・
廬
江
・
歷
陽
・
安
豐
・
堂
邑
六
郡
諸
軍
事
﹂
で
あ
り
︑
K
規
の
後
任
の
諸
ª
長
民
は
︑﹁
督
豫
州
揚
州

之
六
郡
諸
軍
事
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

(そ
の
後
は
劉
裕
が
就
任(30
)

)
︒

劉
毅
以
影
の
就
任
者
に
焦
點
を
�
っ
て
見
て
み
た
が
︑
そ
の
瓜
軍
權
を
も
つ
範
圍
は
︑
僑
豫
州
の
外
︑
揚
州
の
淮
南
・
歷
陽
・
廬
江
・
安

豐
・
堂
邑
の
各
郡
を
基
本
と
し
つ
つ
︑
そ
れ
は
宣
城
郡
に
も
\
ん
で
い
る
こ
と
を
確
"
し
得
る(31

)
︒
督
軍
權
域
の
記
載
を
一
見
し
て
了
解
さ
れ
る

よ
う
に
︑
淮
南
・
歷
陽
・
廬
江
の
三
郡
は
︑
揚
州
の
屬
郡
で
あ
る
︒
後
者
二
郡
は
︑
實
郡
で
あ
り
︑
淮
南
郡
は
︑
舊
淮
南
郡
で
は
な
く
︑
先
に

見
た
揚
州
の
丹
陽
郡
域
僑
立
の
僑
淮
南
郡
を
L
と
し
て
指
す
︒
そ
し
て
そ
の
後
の
安
豐
郡
は
︑
舊
豫
州
下
の
實
郡
で
あ
る
が
︑
�
営
の
如
く
︑

當
時
︑
安
豐
郡
は
少
な
く
と
も
二
地
域
に
僑
立
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
揚
州
之
﹂
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
�

く
揚
州
に
隸
屬
し
た
V
陽
僑
置
の
安
豐
郡
を
L
た
る
對
象
と
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
堂
邑
郡
は
も
と
も
と
徐
州
の
管
郡
で
あ

る
が
︑
こ
こ
で
の
そ
れ
は
︑﹃
宋
書
﹄
卷
三
五
州
郡
志
一
揚
州
刺
#
の
條
に
︑

江
左

印
高
陽
︑
堂
邑
二
郡
を
立
つ
︒
⁝
(中
略
)
⁝
後
に
堂
邑
を
省
き
て
高
陽
に
幷
せ
︑
印
高
陽
を
省
き
て
魏
郡
に
幷
す
︑
竝
び
に
揚
州

に
隸
し
︑
京
邑
に
寄
治
せ
し
む
︒
�
�
の
元
嘉
十
一
年

省
か
れ
︑
其
の
民
を
以
て
円
康
に
�
す
︒
(
原
�
省
略
)

と
見
え
る
如
く
︑
円
康
域
僑
在
の
無
實
土
の
僑
堂
邑
郡
の
こ
と
で
あ
り
︑
當
該
郡
は
當
時
揚
州
に
隸
屬
し
て
い
た(32

)
︒
ゆ
え
に
︑
堂
邑
も
ま
た

﹁
揚
州
之
﹂
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
後
者
二
名
の
督
軍
權
域
に
含
ま
れ
る
宣
城
郡
は
︑
揚
州
管
Y
下
の
江
南
の
實
郡
で
あ
る
︒
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す
な
わ
ち
︑
こ
こ
か
ら
は
︑
東
晉
末
の
豫
州
督
將
が
︑
揚
州
丹
陽
郡
域
の
淮
南
や
實
郡
の
宣
城
郡
︑
さ
ら
に
は
円
康
域
の
堂
邑
郡
に
ま
で
︑
そ

の
軍
事
權
を
行
3
す
る
權
限
を
�
し
て
い
た
こ
と
が
^
ら
か
と
な
ろ
う
︒

上
営
し
た
如
く
︑
義
煕
土
斷
は
︑
豫
州
督
將
の
勢
力
圈
で
言
え
ば
︑
長
江
北
岸
の
揚
州
の
歷
陽
郡
・
廬
江
郡
・
舊
淮
南
郡
を
豫
州
に
改
屬
し
︑

そ
の
地
に
僑
在
の
無
實
土
僑
郡
を
も
�
せ
て
實
土
�
さ
せ
る
と
と
も
に
︑
長
江
南
岸
の
丹
陽
郡
域
・
宣
城
郡
北
邊
域
に
僑
在
し
た
淮
南
郡
・
上

黨
郡
・
襄
城
郡
を
︑
淮
南
郡
と
し
て
一
本
�
し
實
土
�
さ
せ
る
施
策
で
あ
っ
た
と
見
な
せ
る
が
︑
そ
れ
で
は
︑
こ
の
義
煕
土
斷
の
後
︑
豫
州
督

將
は
︑
ど
の
よ
う
な
狀
況
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

先
に
土
斷
時
の
豫
州
刺
#
が
劉
裕
で
あ
っ
た
と
考
え
た
が
︑
そ
れ
以
後
︑
義
煕
一
二
年
ま
で
劉
裕
自
身
が
P
任
し
︑
後
秦
討
伐
に
備
え
る
︒

そ
の
後
︑
同
一
二
年
正
@
に
︑
世
子
劉
義
符
︑
そ
し
て
再
び
劉
裕
の
就
任
を
挾
ん
で
︑
同
一
三
年
︑
劉
義
慶

(劉
裕
末
弟
劉
K
規
養
子
︑
劉
K
憐

第
二
子
)
の
就
任
に
よ
っ
て
︑
始
め
て
豫
州
刺
#
の
督
軍
權
域
が
�
^
す
る
こ
と
に
な
る(33

)
︒﹃
宋
書
﹄
卷
五
一
劉
義
慶
傳
に
︑

義
煕
十
二
年
︑
長
安
を
伐
つ
に
從
う
︑
�
り
て
輔
國
將
軍
・
北
靑
州
刺
#
を
拜
す
︑
未
だ
任
に
之
か
ず
し
て
︑
督
豫
州
諸
軍
事
・
豫
州
刺

#
に
徙
る
︑
復
た
淮
北
諸
軍
事
を
督
し
︑
豫
州
刺
#
・
將
軍
は
竝
び
に
故
の
如
し
︒

と
あ
っ
て
︑
後
に
﹁
督
淮
北
諸
軍
事
﹂
を
與
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
︑﹁
督
豫
州
諸
軍
事
﹂
が
義
煕
九
年
に
實
土
�
さ
れ
た
豫
州
に

お
け
る
督
軍
權
で
あ
り
︑﹁
督
淮
北
諸
軍
事
﹂
が
義
煕
一
三
年
の
後
秦
討
滅
後
の
怨
領
域
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑

實
土
�
し
た
豫
州
の
刺
#
の
瓜
軍
權
が
︑﹁
豫
州
諸
軍
事
﹂
と
な
り
︑
實
土
�
し
た
領
域

(
江
淮
閒
)
の
そ
れ
し
か
�
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
確
"
し
得
る
の
で
あ
る(34

)
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑
義
煕
土
斷
に
お
け
る
豫
州
實
土
�
が
︑
揚
州
の
側
か
ら
見
た
時
︑
も
と
も
と
の
管
Y
郡
の
歷
陽
や
廬
江
を
豫
州
に
割
讓
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
は
い
え
︑
そ
れ
ま
で
も
そ
れ
ら
の
地
域
の
實
際
の
荏
�
は
︑
多
く
の
場
合
︑
瓜
軍
權
を
も
つ
豫
州
督
將
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
基
本
�
に
は
舊
來
と
變
�
は
さ
ほ
ど
な
く
︑
む
し
ろ
丹
陽
郡
域
の
淮
南
郡
の
實
土
�
と
︑
豫
州
督
將
が
�
し
た
當
該
郡
に

お
け
る
督
軍
權
の
撤
廢
は
︑
揚
州
の
力
量
の
增
强
と
了
解
さ
れ
よ
う
︒
一
方
で
︑
こ
れ
を
豫
州
の
側
か
ら
見
る
と
︑
こ
れ
ま
で
瓜
軍
權
を
行
3
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し
荏
�
し
て
い
た
舊
揚
州
江
北
の
舊
淮
南
郡
・
廬
江
郡
・
歷
陽
郡
域
と
江
南
の
于
湖
を
中
心
と
し
た
丹
陽
郡
・
宣
城
郡
域
の
內
︑
�
三
郡
の
實

質
�
な
管
Y
を
"
め
ら
れ
は
し
た
も
の
の
︑
L
�
な
基
盤
で
あ
っ
た
江
南
地
域
の
實
權
を
奪
わ
れ
た
こ
と
は
︑
州
鎭
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
に

他
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
︑
あ
き
ら
か
に
豫
州
督
將
の
軍
事
�
力
量
の
大
幅
な
0
減
と
こ
そ
見
な
せ
よ
う
︒
こ
の
結
果
︑
義
煕
土
斷
以
影
︑
豫
州

督
將
の
中
央
へ
の
影
�
力
も
土
斷
以
�
に
比
し
て
減
x
し
た
も
の
と
捉
え
得
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
興
味
深
い
こ
と
に
︑
こ
の
義
煕
土
斷
で
は
︑
北
府
督
將
の
瓜
軍
權
域
に
入
る
舊
徐
州
廣
陵
郡
域
で
も
︑
實
土
�
し
た
怨
立
郡
を
確
"

し
得
る
︒
義
煕
土
斷
に
先
立
つ
こ
と
二
年
︑
劉
裕
が
南
燕
を
滅
ぼ
し
淮
北
の
地
を


復
し
た
�
義
煕
七
年
に
︑
當
地
に
北
徐
州
を
怨
た
に
設
け
︑

江
淮
の
地
に
︑
(南
)
徐
州
を
置
い
た
こ
と
は
先
に
営
べ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
義
煕
九
年
土
斷
に
際
し
て
︑
當
該
廣
陵
郡
域

(
江
淮
閒
)
の
僑
郡

縣
も
�
省
を
こ
う
む
り
︑
南
沛
・
南
東
O
・
南
O
原
・
南
齊
・
濟
岷
・
雁
門
等
の
無
實
土
僑
郡
が
な
お
存
續
す
る
こ
と
に
は
な
る
が
︑
山
陽

郡
・
海
陵
郡
・
盱
貽
郡
・
鍾
離
郡
等
の
多
く
の
僑
民
を
L
體
と
す
る
怨
立
郡
が
實
土
�
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
の
廣
陵
郡
域
の
義
煕
土
斷

實
施
狀
況
に
つ
い
て
は
︑
安
田
氏
に
よ
っ
て
詳
し
く
営
べ
ら
れ
て
い
る(35

)
︒
こ
の
施
策
が
︑
義
煕
七
年
に
お
け
る
江
淮
の
地
へ
の
徐
州
設
置
と
聯

動
し
た
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
閒
f
い
な
か
ろ
う
︒

實
は
︑
東
晉
時
代
に
行
わ
れ
た
多
く
の
土
斷
の
な
か
で
︑
こ
こ
ま
で
僑
州
郡
縣
の
實
土
�
が
行
わ
れ
た
の
は
︑
こ
の
義
煕
土
斷
が
初
め
て
で

あ
る
こ
と
は
�
�
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
實
土
�
土
斷
は
︑
こ
れ
ま
で
わ
ず
か
に
僑
琅
_
郡
や
僑
東
海
郡
の
一
部
等
に
限
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
︒
義
煕
土
斷
で
は
︑
そ
う
し
た
舊
來
の
土
斷
と
は
衣
な
り
︑
豫
州
の
場
合
に
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
た
よ
う
に
︑
僑
州
郡
縣
︑
と
り
わ
け

僑
郡
縣
の
實
土
�
が
︑
廣
い
範
圍
で
初
め
て
大
々
�
に
實
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
義
煕
土
斷
を
論
じ
る
際
︑
看
�
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
重
�
な
問
題
で
あ
る
︒
東
晉
末
に
實
權
を
握
っ
た
劉
裕
は
︑
東
晉
政
權
が
行
っ
て
き
た
の
と
は
方
針
を
衣
に
す
る
土
斷
策
を
實
施
し
た

の
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
こ
の
土
斷
が
︑
夏
氏
が
示
唆
し
た
如
く
︑
州
鎭
の
力
を
抑
制
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
一
つ
�
目
に
値
す
る
事

實
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

東
晉
か
ら
南
9
へ
の
�
替
	
︑
そ
の
權
力
�
�
は
︑
名
族
層
が
各
�
鎭
に
あ
っ
て
軍
事
力
を
掌
握
し
つ
つ
權
力
を
分
�
す
る
東
晉
�
�
�
か
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ら
︑
諸
矛
盾
を
內
�
し
つ
つ
も
︑
軍
事
權
を
皇
族
に
委
ね
︑
皇
權
を
强
�
せ
ん
と
す
る
南
9
�
な
そ
れ
へ
と
變
�
さ
れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
變
�

と
聯
動
し
て
︑
當
時
の
國
軍
體
制
も
再
�
さ
れ
て
い
く
︒
す
な
わ
ち
︑
L
と
し
て
各
州
鎭
に
軍
�
が
 
屯
し
︑
中
央
を
輔
¡
す
る
東
晉
�
國
軍

體
制
は
︑
南
9
宋
以
影
︑
方
鎭
に
比
し
て
强
大
な
軍
�
を
中
央
に
�
制
し
︑
そ
の
中
央
軍
を
中
心
と
し
た
そ
れ
に
改
�
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る(36

)
︒
こ
の
義
煕
土
斷
が
州
鎭
の
力
を
抑
制
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
施
策
を
︑
舊
來
の
州
鎭
體
制
の
改
�
策
と
捉

え
る
こ
と
も
ま
た
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
劉
裕
は
︑
卽
位
し
た
後
も
繼
續
し
て
州
鎭
體
制
の
改
�
を
そ
の
力
を
抑
制
す
る
形
で
行
っ
て
お

り(
37
)

︑
こ
の
こ
と
も
ま
た
︑
義
煕
土
斷
に
そ
う
し
た
劉
裕
の
政
治
�
�
圖
が
あ
っ
た
こ
と
を
强
く
想
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
そ
の
義
煕
土
斷
に
あ
っ
て
︑
江
南
�
大
の
液
民
僑
居
地
と
な
っ
た
晉
陵
郡
域
上
の
多
く
の
僑
郡
縣
は
︑
僑
戶
の
整
理
は
行
わ
れ

な
が
ら
も
︑
依
然
と
し
て
無
實
土
の
ま
ま
と
さ
れ
る(38

)
︒
そ
れ
が
︑
義
煕
土
斷
の
實
施
を
傳
え
る
﹃
宋
書
﹄
卷
二
武
�
紀
義
煕
九
年
二
@
條
に
︑

是
に
於
い
て
界
に
依
り
土
斷
す
︑
唯
だ
徐
・
兗
・
靑
三
州
の
晉
陵
に
居
る
者
︑
斷
例
に
在
ら
ず
︒
諸
液
寓
郡
縣

多
く
�
省
を
被
る
︒
(傍

線
：
筆
者
)

と
見
え
る
﹁
不
在
斷
例
﹂
の
措
置
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
れ
以
後
︑
南
9
	
に
至
っ
て
も
︑
晉
陵
郡
域
上
の
僑
民
は
︑
南
徐
州
の
僑
舊
民
丁
の
中

核
と
な
り
中
央
軍
の
L
�
な
兵
源
と
し
て
の
役
割
を
	
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
措
置
は
︑
豫
州
に
對
す
る
方
策
と
は
大
い
に
衣

な
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
劉
裕
の
對
應
の
差
こ
そ
︑﹁
軍
郡
﹂
な
る
語
句
が
︑
義
煕
土
斷
以
影
に
あ
っ
て
は
︑
晉
陵
郡
域
上
の
事

例
④
の
み
確
"
し
得
た
�
因
で
あ
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
三
違
に
わ
た
っ
て
︑
當
時
の
﹁
軍
郡
﹂
な
る
語
句
の
檢
討
か
ら
端
緖
を
開
き
つ
つ
︑
東
晉
末
に
實
施
さ
れ
た
義
煕
土
斷
の
背
後
に
あ

る
劉
裕
の
政
治
�
�
圖
に
つ
い
て
︑
L
に
僑
豫
州
に
關
わ
る
諸
僑
州
郡
縣
の
實
土
�
の
問
題
に
焦
點
を
�
っ
て
考
察
を
加
え
て
き
た
︒
本
稿
の

檢
討
結
果
を
�
[
す
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
︒
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ま
ず
︑﹃
宋
書
﹄﹃
南
齊
書
﹄
に
散
見
す
る
官
歷
記
載
上
の
﹁
軍
郡
﹂
が
︑
無
實
土
の
僑
郡
を
あ
ら
わ
す
語
句
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

ま
た
︑
丹
陽
郡
域
上
の
﹁
軍
郡
﹂
の
事
例
が
義
煕
土
斷
を
境
に
確
"
し
得
な
く
な
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
原
因
に
つ
い
て
も
分
析
を
加
え
た
︒

そ
の
際
︑
と
く
に
︑
于
湖
を
中
心
と
し
た
丹
陽
郡
域
と
關
係
す
る
豫
州
督
將
の
勢
力
圈
に
お
け
る
義
煕
土
斷
の
實
施
狀
況
を
詳
し
く
見
た
︒
そ

の
結
果
︑
こ
の
時
︑
豫
州
お
よ
び
丹
陽
郡
域
に
僑
在
し
た
淮
南
郡
が
實
土
�
し
た
こ
と
を
再
確
"
し
た
う
え
で
︑
そ
の
�
後
の
豫
州
督
將
の
督

軍
權
域
の
分
析
か
ら
︑
義
煕
土
斷
が
︑
豫
州
に
と
っ
て
は
州
鎭
と
し
て
の
力
量
の
大
幅
な
0
減
策
と
見
な
し
得
る
こ
と
を
^
ら
か
に
し
︑
こ
こ

に
舊
來
の
州
鎭
を
抑
制
す
る
形
で
改
�
せ
ん
と
す
る
義
煕
土
斷
實
施
の
背
後
に
あ
る
劉
裕
の
政
治
�
�
圖
を
讀
み
と
っ
た
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
論
じ
よ
う
と
し
た
點
は
以
上
に
盡
き
る
が
︑
�
後
に
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
劉
裕
の
政
治
�
�
圖
の
問
題
に
つ
い
て
い
ま
少
し

補
說
し
て
お
き
た
い
︒

東
晉
	
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
北
府
や
西
府
に
代
表
さ
れ
る
督
將
は
︑
無
實
土
の
僑
郡
縣
下
僑
民
を
L
�
な
軍
事
力
量
と
し
つ
つ
︑
各
�
鎭
に

盤
踞
し
て
い
た(39

)
︒
そ
の
よ
う
な
狀
況
に
鑑
み
︑
晉
末
に
實
權
を
握
っ
た
劉
裕
は
︑
義
煕
土
斷
に
際
し
て
︑
從
來
︑
無
實
土
の
僑
州
郡
縣
の
僑
置

が
常
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
確
定
し
よ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
行
政
區
域
を
怨
た
に
定
め
︑
州
鎭
の
軍
事
力
量
と
な
っ
て
い
た
無
實
土
僑
郡
縣
下

僑
民
を
︑
州
名
や
郡
縣
名
に
僑
民
た
る
標
識
を
殘
し
つ
つ
土
着
�
さ
せ
�
戶
齊
民
�
す
る
と
と
も
に
︑
)
族
集
團
�
性
格
を
失
い
つ
つ
あ
る
僑

民
ら
に
つ
い
て
は
︑
現
土
土
斷
で
舊
民
�
す
る
と
い
う
︑
東
晉
時
代
の
非
常
時
�
體
制
か
ら
︑
土
着
�
に
L
眼
を
置
い
た
�
戶
齊
民
�
荏
�
に

基
づ
く
州
鎭
體
制
へ
の
再
�
を
開
始
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る(40

)
︒

當
然
こ
の
施
策
を
+
國
一
律
に
行
う
こ
と
な
ど
不
可
能
で
︑
地
域
�
な
差
に
應
じ
て
︑
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
け
つ
つ
Q
め
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
宴
に
難
く
な
い
︒
實
際
︑
上
営
の
如
く
︑
徐
州
の
廣
陵
郡
域
上
に
は
︑
な
お
無
實
土
の
僑
郡
を
殘
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
︑
ま

た
︑
襄
陽
地
方
僑
在
の
諸
僑
郡
縣
は
︑
東
晉
時
	
は
軍
府
の
荏
�
下
に
置
か
れ
て
お
り
︑
宋
9
の
円
國
時

(
四
二
〇
)
︑
よ
う
や
く
雍
州
の
民

政
荏
�
へ
移
奄
さ
れ
る(41

)
な
ど
︑
各
地
域
の
狀
況
・
�
E
に
應
じ
て
︑
漸
�
改
革
は
Q
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
う
い
う
�
味
で
は
︑
義
煕
土
斷
は
︑
劉
裕
の
本
格
�
な
州
鎭
改
革
の
手
始
め
と
位
置
づ
け
得
る
︒
そ
し
て
そ
の
手
始
め
の
L
た
る
對
象
は
︑
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そ
の
實
施
狀
況
か
ら
見
て
︑
舊
來
東
方
の
�
・
北
府
と
と
も
に
円
康
を
輔
¡
し
た
西
方
の
�
・
西
府
が
置
か
れ
た
豫
州
州
鎭
で
あ
っ
た
と
言
え

る
︒
そ
れ
は
︑
豫
州
督
將
の
円
康
輔
¡
が
政
治
干
涉
と
紙
一
重
の
狀
況
に
あ
っ
た
東
晉
政
治
#
に
鑑
み
て
の
措
置
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
土
斷
以
後
︑
南
9
	
に
な
る
と
︑
さ
ら
に
西
方
の
江
陵
に
據
點
を
置
く
荊
州
州
鎭
の
軍
府
が
西
府
と
稱
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
︒

ま
た
︑
劉
裕
は
︑
北
伐
に
よ
り
舊
土
を
�
々
に


復
し
て
い
っ
た
が
︑
そ
れ
と
と
も
に
︑
も
と
も
と
邊
境
で
あ
っ
た
江
淮
地
域
は
內
地
�
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
に
舊
來
の
體
制
を
變
革
し
︑
稅
役
等
の
增
加
を
狙
っ
て
無
實
土
僑
郡
縣
下
僑
民
を
土
着
�
さ
せ
る
方
策
を
と
る
こ

と
は
必
然
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
際
︑
舊
來
の
州
鎭
に
も
改
革
の
手
を
加
え
︑
州
鎭
督
將
の
跋
扈
す
る
東
晉
�
あ
り
方
を
殷

鑑
と
し
︑
對
州
鎭
抑
制
策
を
も
同
時
に
�
圖
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
知
さ
れ
る
︒
そ
し
て
他
方
で
︑
自
身
の
軍
事
�
基
盤
で
あ
り
円
康
の
お

膝
元
で
も
あ
る
晉
陵
郡
域
上
の
僑
郡
縣
は
︑
僑
戶
の
整
理
は
Q
め
な
が
ら
も
依
然
と
し
て
東
晉
時
代
の
如
く
無
實
土
の
ま
ま
と
さ
れ
︑
軍
事
�

力
量
を
溫
存
し
つ
つ
存
續
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
捉
え
得
る
︒
こ
こ
に
︑
東
晉
�
體
制
か
ら
︑
州
鎭
の
力
を
抑
え
︑
中
央
の
軍
事
力

量
を
强
�
す
る
と
い
う
劉
裕
が
�
圖
し
た
南
9
の
國
軍
體
制
へ
の
改
�
の
一
端
を
も
垣
閒
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

(1
)

例
え
ば
︑
越
智
重
^
﹁
劉
裕
政
權
と
義
煕
土
斷
﹂
(﹃
重
松
先
生
古

稀
記
念

九
州
大
學
東
洋
#
論
叢
﹄
九
州
大
學
�
學
部
東
洋
#
硏
究

室
︑
一
九
五
七
)︑﹃
魏
晉
南
9
の
政
治
と
社
會
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
一

九
六
三
︑﹃
魏
晉
南
9
の
貴
族
制
﹄
硏
�
出
版
︑
一
九
八
二
︑﹃
魏
晉

南
9
の
人
と
社
會
﹄
硏
�
出
版
︑
一
九
八
五
等
は
︑
義
煕
土
斷
に
︑

徭
役

(軍
役
を
含
む
)
が
免
除
さ
れ
る
白
籍
民

(
液
民
)
を
黃
籍
民

�
し
︑
徭
役
�
擔
民
を
增
加
さ
せ
軍
事
力
强
�
を
圖
る
と
と
も
に
︑

豪
族
勢
力
を
彈
壓
0
減
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
ま

た
︑
葭
森
永
介
﹁
晉
宋
革
命
と
江
南
社
會
﹂
(﹃
#
林
﹄
第
六
三
卷
第

二
號
︑
一
九
八
〇
)
は
︑
當
該
土
斷
を
)
村
社
會
安
定
策
と
位
置
づ

け
︑
劉
裕
の
革
命
の
背
景
に
︑
)
村
社
會
を
リ
ー
ド
す
る
南
人
土
豪

層
の
荏
持
が
あ
っ
た
こ
と
を
L
張
す
る
︒
な
お
︑
矢
野
L
稅
﹁
土
斷

と
白
籍

︱
︱
南
9
の
成
立
︱
︱
﹂
(﹃
#
學
雜
誌
﹄
第
七
九
�
第
八

號
︑
一
九
七
〇
)
は
︑
越
智
氏
の
說
を
引
き
︑
義
煕
土
斷
で
白
籍
が
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す
べ
て
廢
止
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
北
人
の
南
人
�
を
結
果
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
︑
こ
の
義
煕
土
斷
に
よ
っ
て
南
9
が
成
立

し
た
こ
と
を
営
べ
て
い
る
︒

(2
)

黃
白
籍
に
つ
い
て
は
︑
樣
々
な
捉
え
方
が
あ
る
が
︑
現
在
�
も
說

得
力
を
�
す
る
の
は
︑
安
田
二
郞
﹃
六
9
政
治
#
の
硏
究
﹄
京
都
大

學
學
©
出
版
會
︑
二
〇
〇
三
︑
第
Ⅲ
�
第
十
一
違
﹁
僑
州
郡
縣
制
と

土
斷
﹂
(一
九
八
七
初
出
)
の
說
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
氏
は
︑
無

實
土
僑
郡
縣
下
僑
民
は
︑
無
實
土
僑
郡
縣
の
黃
籍
に
よ
っ
て
把
握
さ

れ
る
と
同
時
に
︑
現
i
地
で
白
籍
に
登
錄
さ
れ
る
と
い
う
二
重
屬
籍

制
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

(3
)

安
田
�
揭
H

(2
)
論
�
︒

(4
)

中
村
圭
爾
﹃
六
9
江
南
地
域
#
硏
究
﹄
«
古
書
院
︑
二
〇
〇
六
︑

第
一
�
第
一
違
﹁
東
晉
時
	
揚
州
の
液
民
に
關
す
る
一
考
察
﹂︒

(5
)

夏
日
怨
﹁
關
於
東
晉
僑
州
郡
縣
�
¬
個
問
題
﹂
(﹃
魏
晉
南
北
9
隋


#
®
料
﹄
第
一
一
	
︑
一
九
九
一
︒
後
に
︑
同
﹃
漢

之
際
�
民

衆
與
社
會
﹄
湖
北
人
民
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
︑
に
再
錄
)︒

(6
)

7
閒
生
大
﹃
倭
の
五
王
﹄
(
怨
書
)
岩
波
書
店
︑
一
九
六
八
︒
謁

元
義
種
﹃
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
9
鮮
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
一
九
七

八
︒
�
之
園
亮
一
﹁
倭
國
王
濟
の
�
下
が
除
:
さ
れ
た
軍
郡
に
つ
い

て
﹂
(﹃
共
立
女
子
短
	
大
學
�
科
紀
�
﹄
第
四
六
號
︑
二
〇
〇
三
︒

後
に
︑
同
﹃﹁
王
賜
﹂
銘
鐵
劍
と
五
世
紀
の
日
本
﹄
岩
田
書
院
︑
二

〇
一
三
︑
に
再
錄
)︒﹁
軍
郡
﹂
の
硏
究
#
に
つ
い
て
は
︑
笠
井
倭
人

﹃
硏
究
#

倭
の
五
王
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
一
九
七
三
を
參
照
︒

(7
)

謁
元
�
揭
H

(6
)
書
︒
本
稿
で
は
︑
と
く
に
附
¯
第
七
﹁
倭
の

五
王

︱
︱
中
國
正
#
外
國
傳
の
硏
究
か
ら
見
た
︱
︱
﹂
の
考
證
を

參
照
︒

(8
)

謁
元
�
揭
H

(
7
)
論
�
︒

(9
)

こ
の
時
	
に
お
け
る
北
府
京
口
の
幕
佐
の
就
任
形
態
に
つ
い
て
は
︑

拙
稿
a
﹁
劉
宋
以
後
北
府
兵
軍
事
地
位
考
論
︱
︱
以
東
晉
末
至
劉

宋
初
晉
陵
郡
域
上
無
實
土
僑
郡
縣
�
掌
°
方
式
爲
考
察
中
心
﹂
(﹃
南

京
曉
莊
學
院
學
報
﹄
二
〇
〇
六
年
第
五
	
)
お
よ
び
b
﹁
南
9
宋
齊

時
	
の
國
軍
體
制
と
僑
州
南
徐
州
﹂
(﹃

代
#
硏
究
﹄
第
一
三
號
︑

二
〇
一
〇
)
を
參
照
︒

(10
)

ち
な
み
に
︑
こ
の
時
︑
司
馬
元
顯
は
円
康
で
驃
騎
將
軍
に
就
任
し

て
い
る
︒

(11
)

た
だ
し
︑
內
號
將
軍
就
任
者
が
︑
よ
り
皇
�
に
h
い
場
6
で
仕
え

た
で
あ
ろ
う
直
閤
將
軍
を
P
ね
る
こ
と
︑
あ
る
い
は
そ
の
±
に
︑
直

閤
將
軍
が
他
の
中
央
軍
武
官
を
P
ね
る
こ
と
は
あ
る
︒

な
お
︑
南
9
宋
齊
時
	
の
中
央
軍
武
官
の
就
任
形
態
に
つ
い
て
は
︑

拙
稿
﹁
劉
宋
孝
武
�
の
對
州
鎭
政
策
と
中
央
軍
改
革
﹂
(﹃
集
刊
東
洋

學
﹄
第
九
一
號
︑
二
〇
〇
四
)
お
よ
び
�
揭
H

(9
)
拙
稿
b
に
お

け
る
中
央
軍
征
討
體
制
の
事
例
分
析
等
を
參
照
の
こ
と
︒

(12
)

ち
な
み
に
︑
中
央
軍
武
官
を
帶
び
た
人
物
が
︑
晉
陵
郡
域
上
の
無

實
土
僑
郡
太
守
を
P
ね
る
ケ
ー
ス
は
︑
南
9
︑
と
く
に
宋
の
孝
武
�

	
以
影
增
加
す
る
︒
�
揭
H

(9
)
拙
稿
b
お
よ
び
そ
の
別
表
を
參

照
の
こ
と
︒

な
お
︑
謁
元
氏
は
︑
﹁
軍
郡
﹂
の
檢
討
の
際
︑﹃
宋
書
﹄
卷
五
七
蔡

廓
傳
附
蔡
興
宗
傳
の
事
例
を
も
取
り
あ
げ
て
い
る
︒
こ
の
事
例
の
考

察
に
は
い
さ
さ
か
紙
幅
を
�
す
る
の
で
︑
本
稿
で
は
割
愛
し
た
が
︑

當
該
傳
に
見
ら
れ
る
﹁
軍
郡
﹂
は
︑
宋
時
	
の
事
例
で
あ
り
︑
晉
陵
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郡
域
上
僑
置
の
無
實
土
僑
郡
と
關
係
し
て
い
る
︒

(13
)

こ
の
兩
地
域
は
孫
吳
の
屯
田
地
で
あ
っ
た
︒
7
家
禮
之
助
﹃
漢
三

國
兩
晉
南
9
の
田
制
と
稅
制
﹄
東
海
大
學
出
版
會
︑
一
九
八
九
︑
第

三
違
第
一
4
﹁
東
晉
南
9
の
公
田
﹂︑
參
照
︒

(14
)

田
餘
慶
﹃
秦
漢
魏
晉
#
探
²
﹄
(重
訂
本
)
中
華
書
局
︑
二
〇
〇

四
︑﹁
北
府
兵
始
末
﹂
(一
九
八
九
初
出
)︑
お
よ
び
︑
�
揭
H

(9
)

拙
稿
b
︒

(15
)

中
村
�
揭
H

(4
)
書
︑
第
一
¯
第
二
違
﹁
東
晉
南
9
に
お
け
る

豫
州
・
南
豫
州
に
つ
い
て
﹂
(二
〇
〇
一
初
出
)︑
參
照
︒

(16
)

『晉
書
﹄
卷
八
五
劉
毅
傳
︒﹃
宋
書
﹄
卷
一
・
二
武
�
紀
︒

(17
)

中
村
�
揭
H

(15
)
論
�
︒

(18
)

胡
阿
祥
�
﹃
宋
書
州
郡
志
匯
釋
﹄
安
é
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
︒

(19
)

『宋
書
﹄
卷
四
七
劉
敬
宣
傳
︒﹃
宋
書
﹄
卷
四
五
向
靖
傳
︒

な
お
︑
こ
の
際
︑
�
者
劉
敬
宣
の
都
督
權
域
の
W
書
き
に
は
︑

﹁
督
馬
頭
淮
西
諸
軍・

郡・

事
﹂
と
あ
り
︑
瓜
軍
權
域
內
の
記
営
に
も

﹁
軍
郡
﹂
な
る
語
句
が
存
し
た
こ
と
を
確
"
し
得
る
︒
こ
の
都
督
權

域
內
記
載
の
﹁
軍
郡
﹂
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
檢
討
す
る
豫
定

で
あ
る
︒

(20
)

梁
郡
の
僑
置
に
つ
い
て
︑﹃
南
齊
書
﹄
卷
一
四
州
郡
志
上
豫
州
條

に
は
︑﹁
孝
武
寧
康
元
年
︑
桓
沖
移
姑
熟
︑
以
邊
寇
未
靜
︑
分
割

譙
・
梁
二
郡
見
民
︑
置
之
浣
川
︑
立
爲
南
譙
・
梁
郡
﹂
と
い
う
記
営

が
あ
る
︒﹃
宋
書
﹄
南
梁
太
守
項
の
記
載
よ
り
も
少
し
時
	
が
早
い

孝
武
�
の
寧
康
元
年

(三
七
三
)
に
︑
當
該
地
域
か
ら
の
液
民
を
分

け
て
浣
川
に
居
i
さ
せ
︑
南
譙
郡
と
梁
郡
を
僑
立
し
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
︒
浣
川
の
地
の
比
定
が
困
難
で
︑﹃
宋
書
﹄
南
梁
太
守
項
の

記
載
と
の
關
係
性
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
が
︑

胡
嘏
﹁
東
晉
南
9
安
é
境
內
僑
州
郡
縣
考
略
﹂
(﹃
安
é
#
學
﹄
一
九

九
〇
年
第
二
	
)
は
︑
浣
川
を
現
在
の
安
é
當
塗
附
h
と
推
定
し
︑

當
初
浣
川
に
僑
置
さ
れ
た
梁
郡
は
︑
太
元
年
閒
に
︑
淮
南
壽
春
に
移

置
さ
れ
︑
安
�
の
時
に
實
土
郡
と
な
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
︒
こ
こ

で
は
︑
胡
氏
の
說
を
踏
ま
え
︑
梁
郡
の
沿
革
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
孝

武
�
の
寧
康
元
年
に
浣
川
に
僑
立
さ
れ
た
が
︑
そ
の
後
︑
太
元
年
閒

に
︑
淮
南
壽
春
に
移
置
さ
れ
︑
安
�
	
の
義
煕
土
斷
に
際
し
て
壽
春

の
地
に
實
土
�
し
た
も
の
と
考
え
た
︒

(21
)

譙
郡
の
場
合
に
つ
い
て
も
︑
�
揭
H

(20
)﹃
南
齊
書
﹄
豫
州
條

の
記
営
と
の
關
係
が
氣
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
宋
書
﹄

南
譙
太
守
項
の
﹁
於
淮
南
僑
立
郡
縣
﹂
に
あ
る
淮
南
が
何
處
の
地
を

指
す
の
か
が
�
然
と
し
な
い
た
め
︑
梁
郡
の
場
合
以
上
に
こ
の
二
つ

の
記
事
の
整
合
�
理
解
を
難
し
く
し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
︑
胡
�
揭

H

(
20
)
論
�
お
よ
び
胡
阿
祥
﹃
東
晉
南
9
僑
州
郡
縣
與
僑
液
人
口

硏
究
﹄
江
蘇
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
︑
第
二
¯
﹁
東
晉
南
9
僑
州

郡
縣
考
表
﹂
の
考
證
に
よ
れ
ば
︑
當
該
譙
郡
の
僑
在
地
は
︑
居
巢

(現
安
é
巢
湖
)
東
南
の
地
で
あ
る
と
い
う
︒
こ
こ
で
は
︑
こ
の
說

と
�
の
梁
郡
の
場
合
と
を
踏
ま
え
︑
該
譙
郡
の
沿
革
に
つ
い
て
は
︑

當
初
︑
孝
武
�
の
寧
康
元
年
に
梁
郡
と
同
じ
く
浣
川
に
僑
置
さ
れ
た

が
︑
そ
の
後
︑
太
元
年
閒
に
︑
淮
南
の
居
巢
東
南
の
地
に
移
置
さ
れ
︑

義
煕
土
斷
時
に
當
地
に
實
土
�
し
た
と
考
え
て
お
き
た
い
︒

(22
)

こ
の
東
晉
時
	
に
僑
立
さ
れ
た
安
豐
郡
の
僑
在
地
の
比
定
も
難
し

い
問
題
で
あ
る
︒
現
在
の
と
こ
ろ
︑
本
�
で
取
り
あ
げ
た
安
豐
郡
に

つ
い
て
は
︑
當
初
︑
弋
陽
郡
域
な
い
し
は
そ
の
周
邊
域

(
江
淮
閒
)
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に
僑
置
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
︑
舊
安
豐
郡
の
液
民
は
︑

分
散
し
て
液
寓
し
た
ら
し
く
︑
そ
の
僑
在
地
の
比
定
お
よ
び
そ
の
後

の
沿
革
等
の
把
握
を
非
常
に
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
︒

例
え
ば
︑﹃
宋
書
﹄
卷
三
六
州
郡
志
二
南
豫
州
刺
#
・
南
梁
太
守

の
項
に
は
︑

晉
孝
武
太
元
中
︑
僑
立
於
淮
南
︑
安
�
始
�
淮
南
故
地
︑
屬
徐

州
︒
武
�
永
初
二
年
︑
�
南
豫
⁝
(中
略
)⁝
永
初

(二
年
)
郡

國

(志
)
印
�
�
・
陽
夏
・
安
豐
三
縣
︑
何

(何
承
天
﹃
宋

書
﹄
州
郡
志
)・
徐

(徐
爰
﹃
宋
書
﹄
州
郡
志
)
無
安
豐
︑
印

�
義
昌
而
竝
無
寧
陵
縣
︒
(原
�
省
略
)

と
あ
り
︑
武
�
永
初
二
年

(四
二
一
)
段
階
︑
舊
淮
南
の
地

(壽

春
)
に
す
で
に
實
土
�
し
て
い
た
僑
梁
郡
の
屬
縣
に
安
豐
縣
を
確
"

で
き
︑
別
に
壽
春
方
面
に
液
寓
し
た
一
團
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得

る
が
︑
こ
の
安
豐
縣
と
本
�
で
営
べ
た
安
豐
郡
と
の
�
省
關
係
等
に

つ
い
て
は
不
^
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹃
宋
書
﹄
卷
三
六
州
郡
志
二
江
州
刺
#
・
V
陽
太
守
・
松

滋
伯
相
の
項
に
は
︑

晉
武
�
立
爲
安
豐
郡
︒
江
左
液
民
寓
V
陽
︑
僑
立
安
豐
・
松
滋

二
郡
︑
遙
隸
揚
州
︑
安
�
省
爲
松
滋
縣
︒

と
あ
っ
て
︑
V
陽
に
南
下
し
た
一
團
の
存
在
し
た
こ
と
も
窺
知
し
得

る
︒
こ
の
V
陽
に
僑
置
さ
れ
た
安
豐
郡
の
場
合
も
︑﹁
安
�
﹂
と
あ

り
︑
お
そ
ら
く
本
�
で
取
り
あ
げ
た
安
豐
郡
と
同
樣
︑
義
煕
土
斷
時

に
︑
�
省
さ
れ
松
滋
縣
下
に
�
收
さ
れ
る
形
で
こ
ち
ら
も
實
土
�
し

て
い
る
︒

ち
な
み
に
︑
こ
こ
で
弋
陽
郡
に
つ
い
て
も
附
言
す
れ
ば
︑
當
該
郡

も
舊
豫
州
下
の
實
郡
で
は
あ
っ
た
が
︑
や
は
り
そ
の
郡
民
の
液
寓
を

窺
知
し
得
る
︒
西
晉
惠
�
の
時
に
︑
弋
陽
郡
を
割
い
て
西
陽
郡
が
設

立
さ
れ
る
︒
﹃
宋
書
﹄
卷
三
七
州
郡
志
三
郢
州
刺
#
・
西
陽
太
守
の

項
に
は
︑

西
陽
太
守
︑
⁝
(中
略
)⁝
晉
惠
�
印
分
弋
陽
爲
西
陽
國
︑
屬
豫

州
︑
宋
孝
武
孝
円
元
年
︑
度
郢
州
︑
^
�
泰
始
五
年
︑
印
度
豫
︑

後
印
�
郢
︒
永
初
郡
國
・
何
・
徐
竝
�
弋
陽
縣
︒

と
見
え
︑
當
該
太
守
項
の
6
管
縣
の
記
営
に
は
す
で
に
そ
の
存
在
を

確
"
し
得
な
い
が
︑
徐
爰
﹃
宋
書
﹄
州
郡
志
の
執
筆
が
始
ま
っ
た
と

さ
れ
る
宋
孝
武
�
大
^
六
年

(
四
六
二
)
頃
に
は
︑
な
お
郡
下
に
弋

陽
縣
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
弋
陽
縣
は
︑
弋
陽

郡
か
ら
の
液
民
を
L
體
と
し
た
縣
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒

徐
爰
﹃
宋
書
﹄
州
郡
志
の
執
筆
開
始
年
に
つ
い
て
は
︑
安
田
�
揭
H

(2
)
書
︑
第
Ⅲ
�
第
十
違
﹁
王
玄
謨
の
大
^
土
斷
に
つ
い
て
﹂
(一

九
八
六
初
出
)
︑
參
照
︒

さ
ら
に
︑
同
西
陽
太
守
項
の
6
管
縣
の
記
載
中
に
︑﹁
孝
寧
侯
相
︑

本
軑
縣
︑
漢
舊
縣
︒
孝
武
自
此
伐
±
︑
卽
位
改
名
﹂
と
あ
っ
て
︑
西

陽
郡
下
の
孝
寧
縣
は
も
と
軑
縣
で
あ
り
︑
宋
孝
武
�
が
こ
こ
か
ら
�

�
弑
±
の
元
凶

(皇
太
子
劉
劭
)
を
討
伐
し
て
登
極
し
た
こ
と
か
ら
︑

卽
位
後
に
そ
の
縣
名
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒
軑
縣
は

も
と
も
と
弋
陽
郡
北
邊
域
に
6
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
縣
で
あ
り
︑

こ
こ
か
ら
は
︑
當
初
︑
弋
陽
郡
下
軑
縣
民
の
西
陽
郡
域
へ
の
液
入
が

あ
り
︑
そ
れ
を
2
け
て
僑
軑
縣
が
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
知
し

得
る
︒

(23
)

な
お
︑
同
南
豫
州
刺
#
・
晉
煕
太
守
の
項
に
は
︑﹁
晉
安
�
分
廬
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江
立
﹂
と
あ
っ
て
︑
義
煕
土
斷
時
︑
廬
江
郡
の
地
を
割
い
て
︑
晉
煕

郡
が
怨
た
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
確
"
し
得
る
︒

(24
)

ち
な
み
に
︑
こ
れ
以
後
︑
舊
揚
州
江
淮
域
に
ま
た
怨
た
に
設
置
さ

れ
る
僑
郡
縣
も
あ
っ
た

(﹃
宋
書
﹄
卷
三
六
州
郡
志
二
南
豫
州
刺
#

の
條
︒
胡
�
揭
H

(21
)﹁
東
晉
南
9
僑
州
郡
縣
考
表
﹂
)︒

な
お
︑
こ
こ
で
西
陽
郡
域
に
僑
在
し
た
舊
豫
州
下
の
怨
蔡
郡
に
つ

い
て
も
一
言
し
て
お
き
た
い
︒
當
該
郡
は
︑
義
煕
土
斷
時
に
は
當
地

に
實
域
を
�
し
て
い
た
と
い
う
︒
怨
蔡
郡
な
ら
び
に
汝
南
・
西
陽
・

潁
川
各
郡

(豫
州
四
郡
)
の
沿
革
に
つ
い
て
は
︑
安
田
�
揭
H

(2
)
論
�
︑
參
照
︒
た
だ
︑
安
田
氏
は
︑
怨
蔡
郡
の
實
域
�
の
時

	
を
成
�
咸
康
六
～
八
年

(三
四
〇
～
三
四
二
)
の
閒
と
推
測
し
て

い
る
が
︑
當
該
郡
が
義
煕
土
斷
時
ま
で
無
實
土
の
狀
態
に
あ
り
︑
こ

の
時
初
め
て
實
土
�
し
た
可
能
性
も
な
お
否
定
し
き
れ
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒

(25
)

『晉
書
﹄
卷
一
五
地
理
志
下
揚
州
條
に
は
︑﹁
\
胡
寇
南
Z
︑
淮
南

百
姓
皆
渡
江
︒
成
�
初
︑
蘇
峻
・
祖
[
爲
亂
於
江
淮
︑
胡
寇
印
大
至
︑

百
姓
南
渡
者
轉
多
︑
乃
於
江
南
僑
立
淮
南
郡
\
諸
縣
﹂
と
あ
る
︒

(26
)

東
晉
の
咸
和
四
年
以
後
︑
宣
城
郡
春
穀
縣
に
は
︑
(舊
揚
州
)
廬

江
郡
も
僑
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(錢
大
昕
﹃
廿
二
#
考
衣
﹄

卷
二
三
﹁
符
瑞
志
下
﹂
)︒
た
だ
︑
本
僑
郡
の
永
和
元
年

(三
四
五
)

以
影
の
狀
況
に
つ
い
て
は
不
^
で
あ
る
︒

(27
)

當
該
箇
6
に
つ
い
て
は
︑
襄
城
太
守
が
無
實
土
僑
郡
で
あ
る
だ
け

に
︑﹁
軍
郡
﹂
と
記
営
し
て
い
れ
ば
本
稿
の
考
察
も
さ
ら
に
補
强
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
實
際
は
そ
う
は
う
ま
く
い
か
な
い
︒
た
だ
︑

こ
こ
で
は
︑﹃
宋
書
﹄
液
傳
の
�
�
で
︑﹁
軍
﹂
の
字
が
脫
落
し
た
可

能
性
も
想
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(28
)

な
お
︑
舊
豫
州
域
を


復
し
た
後
︑
武
�
永
初
三
年
に
︑
淮
南
の

地
に
南
豫
州
が
立
て
ら
れ
る
が
︑
そ
の
後
︑
當
該
淮
南
郡
や
宣
城
郡

は
︑
政
治
狀
況
に
應
じ
て
南
豫
州
へ
改
屬
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒

(29
)

拙
稿
﹁
円
康
の
歷
#
�
性
格
と
都
城
圈
の
形
成
﹂
(
大
阪
市
立
大

學
大
學
院
�
學
硏
究
科
東
洋
#
學
專
修
硏
究
室
�
﹃
中
國
都
市
論
へ

の
挑
動
﹄
«
古
書
院
︑
二
〇
一
六
)︒
本
稿
と
�
せ
て
參
照
さ
れ
た

い
︒

(30
)

『
晉
書
﹄
卷
八
五
劉
毅
傳
︒
﹃
宋
書
﹄
卷
五
一
臨
川
王
K
規
傳
︒

﹃
晉
書
﹄
卷
八
五
諸
ª
長
民
傳
︒

(31
)

劉
毅
も
ま
た
︑
こ
の
後
す
ぐ
に
宣
城
郡
の
瓜
軍
權
を
加
え
ら
れ
て

い
る

(﹃
晉
書
﹄
卷
八
五
劉
毅
傳
)
︒

(32
)

拙
稿
﹁
廣
陵
の
高
崧
と
そ
の
周
邊

︱
︱
六
9
南
人
の
一
樣
相

︱
︱
﹂
(﹃
靜
岡
大
學
人
�
社
會
科
學
部
人
�
論
集
﹄
第
六
三
號
の
二
︑

二
〇
一
三
)
で
は
︑
京
邑
に
寄
治
し
た
堂
邑
郡
等
の
液
民
の
僑
在
地

を
円
康
の
東
北
郊
の
仙
鶴
山
一
帶
と
推
定
し
た
︒

(33
)

劉
義
慶
の
豫
州
刺
#
就
任
の
年
に
つ
い
て
は
︑﹃
宋
書
﹄
卷
三
六

州
郡
志
二
南
豫
州
刺
#
條
に
基
づ
い
た
︒

(34
)

こ
の
瓜
軍
權
域
は
︑
後
に
南
豫
州
と
し
て
內
地
�
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
︒

(35
)

安
田
�
揭
H

(2
)
論
�
︒

(36
)

�
揭
H

(
9
)
拙
稿
b
︒

(37
)

ま
ず
︑
重
鎭
荊
州
に
對
し
て
は
︑
﹃
宋
書
﹄
卷
三
武
�
紀
永
初
二

年
の
條
に
︑

三
@
乙
丑
︑
初
限
荊
州
府
置
將
不
得
�
二
千
人
︑
º
不
得
�
一
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萬
人
︑
州
置
將
不
得
�
五
百
人
︑
º
不
得
�
五
千
人
︒
兵
士
不

在
此
限
︒

と
あ
り
︑
宋
円
國
後
︑
荊
州
府
の
屬
僚
に
つ
い
て
︑
人
數
の
制
限
を

行
っ
て
い
る
︒

な
お
︑
義
煕
八
年
の
劉
毅
討
伐
後
︑
一
度
は
荊
州
を
割
い
て
湘
州

を
立
て
た
が
︑
同
一
二
年
に
再
び
荊
州
と
合
�
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑

同
卷
三
武
�
紀
永
初
三
年
二
@
の
條
に
︑﹁
分
荊
州
十
郡
︑
�
立
湘

州
﹂
と
見
え
る
如
く
︑
永
初
三
年
︑
改
め
て
荊
州
の
十
郡
を
割
い
て

湘
州
を
立
て
︑
荊
州
の
力
を
0
い
で
い
る
︒

ま
た
︑
豫
州
に
つ
い
て
も
︑
永
初
三
年
二
@
に
︑
淮
北
に
豫
州
を

立
て
︑
淮
南
の
地
を
南
豫
州
と
し
︑
行
政
區
域
の
細
分
�
を
推
Q
し

て
い
る

(﹃
宋
書
﹄
卷
三
武
�
紀
︒
同
卷
三
六
州
郡
志
二
南
豫
州
刺

#
の
條
)︒

(38
)

た
だ
し
︑
劉
裕
は
︑
繼
續
し
て
︑
北
府
と
密
接
に
關
わ
る
晉
陵
郡

域
と
廣
陵
郡
域
に
僑
在
し
た
徐
州
・
兗
州
等
の
僑
州
に
つ
い
て
も
行

政
區
分
の
整
理
は
推
し
Q
め
て
い
る
︒
永
初
元
年
に
は
︑
幽
州
・
冀

州
を
徐
州
に
�
せ
︑
靑
州
・
幷
州
を
兗
州
に
瓜
合
し
た
︒
そ
の
後
︑

永
初
二
年
︑
先
に
淮
北
に
僑
立
さ
れ
た
北
徐
州
を
た
だ
徐
州
と
稱
す

る
こ
と
に
し
︑
淮
南
の
徐
州
を
南
徐
州
と
改
稱
し
た
︒
そ
の
後
︑
南

徐
州
は
江
北
に
︑
兗
州
は
︑
江
南
に
僑
在
す
る
が
︑
�
�
元
嘉
八
年
︑

江
淮
の
地
に
南
兗
州
を
︑
江
南
の
晉
陵
郡
域
に
南
徐
州
を
設
置
し
て
︑

江
南
僑
在
の
兗
州
下
諸
無
實
土
僑
郡
も
南
徐
州
に
瓜
屬
し
︑
當
該
地

域
に
お
け
る
州
行
政
區
分
上
の
改
�
も
ひ
と
ま
ず
收
束
す
る
こ
と
に

な
る

(﹃
宋
書
﹄
卷
三
五
州
郡
志
一
南
徐
州
刺
#
の
條
お
よ
び
南
兗

州
刺
#
の
條
)︒

(39
)

な
お
︑
夏
�
揭
H

(
5
)
論
�
は
︑
僑
郡
縣
の
僑
官

(郡
太
守
・

縣
令
)
が
そ
の
下
の
僑
民
を
瓜
御
し
て
い
た
こ
と
︑
そ
し
て
僑
民
と

兵
戶
と
に
關
わ
り
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
夙
に
指
摘
し
て
い
る
︒

東
晉
時
代
︑
各
州
鎭
の
軍
事
力
量
と
な
る
こ
と
の
多
か
っ
た
僑
民

で
あ
る
が
︑
僑
郡
縣
を
X
し
て
荏
�
さ
れ
る
者
た
ち
の
外
︑
直
接
軍

府
に
組
み
1
ま
れ
兵
戶
�
す
る
者
た
ち
も
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推

測
さ
れ
る
︒

(40
)

以
後
︑
南
9
	
を
X
じ
て
︑
各
地
に
お
い
て
無
實
土
僑
州
郡
縣
の

實
土
�
が
徐
々
に
Q
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

(41
)

安
田
�
揭
H

(2
)
書
︑
第
Ⅲ
�
第
九
違
﹁
晉
宋
革
命
と
雍
州
の

僑
民
﹂
(一
九
八
三
初
出
)
︑
參
照
︒

【附
記
︼
本
稿
の
地
圖
Ⅰ
お
よ
び
地
圖
Ⅱ
の
作
製
に
あ
た
っ
て
は
︑
東
京
大
學
大
學
院
の
怨
津
永
一
郞
氏
の
ご
協
力
を
得
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
謝
�
を
表
し
ま
す
︒
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THE POLITICAL INTENTIONS OF LIU YU 劉裕 IN

THE YIXI TUDUAN義煕土斷 POLICY : ON THE ESTABLISHMENT OF

THE QIAO-YUZHOU 僑豫州 AND QIAO-HUAINANJUN 僑淮南郡

OBI Takao

The so-called Yixi Tuduan義煕土斷 was a policy conducted by Liu Yu 劉裕

(later Emperor Wu of the Song dynasty) in the ninth year of the Yixi 義煕 era

(AD413), during the last stage of the Eastern Jin dynasty. As a large-scale tuduan,

just before the Jin-Song revolution, the policy has previously attracted attention as

an important measure related to strengthening the power base of Liu Yu. In this

paper, I analyze the state of implementation of the Yixi Tuduan by exploring the

contemporary meaning of the term junjun 軍郡 as a clue in analyzing its

implementation across a wide area, and I reconsider the political intent behind Liu

Yuʼs implementation of this measure through a consideration of its relationship with

the Zhouzhen 州鎭, which were directly affected by the arrangement of political

districts.

I first point out that junjun was a term that represented a Qiao-jun 僑郡

without substantial territory. In addition, since the junjun that appear in the

Danyangjun 丹陽郡 area can not be identified after the Yixi Tuduan, I analyzed the

cause of that absence. In the course of this analysis, I examine in detail the

implementation of the Yixi Tuduan in influential areas of Yuzhou 豫州 Dujiang 督

將, which is closely related to Danyangjun centering on Yuhu 于湖.

As a result of this examination, I reconfirmed that the Qiao-Yuzhou and

Qiao-Huainanjun located in the area of Danyangjun were completely invested with

substantial territory at this time, and I demonstrated that the Yixi Tuduan can be

regarded as a measure to drastically reduce the power of the Yuzhou Zhouzhen on

the basis of an analysis of the military authority in the region of Yuzhou Dujiang

before and after the policy. Furthermore, in addition to confirming the political

intent of Liu Yu, which lay behind the implementation of the Yixi Tuduan whose

reorganization would be in a form that restrained the power the Zhouzhen of the old

regime, I also clarified that it was a part of the reorganization promoted by Liu Yu

from the Easten Jin regime to the Southern dynastyʼs military regime to suppress

the power of the Zhouzhen and to strengthen the military capabilities of the center.
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