
辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立

は
　
じ
　
め
　
に

湖
南
は
武
昌
蜂
起
に
第
一
番
目
に
呼
応
し
て
独
立
し
、
第
二
革
命
に
お
い
て

は
反
表
独
立
に
参
加
し
た
。
湖
南
に
お
け
る
辛
亥
革
命
を
め
ぐ
る
政
治
勢
力
に

つ
い
て
、
季
時
岳
氏
は
黄
興
・
宋
顔
仁
ち
と
焦
達
峯
ら
の
「
革
命
派
」
、
譚
延

田
ら
の
「
立
窟
虎
」
、
王
先
語
ら
の
「
反
動
分
子
」
を
指
摘
し
、
「
反
革
命
」

の
「
立
憲
派
」
が
「
革
命
に
付
和
L
 
L
、
「
指
導
権
を
某
奪
し
革
命
を
消
波
さ

①

せ
て
い
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
分
析
は
湖
南
に
お
け
る
辛
亥
革
命
の
研
究
に
一
般
的
と
な
っ
て

い
る
が
、
政
治
勢
力
分
析
の
主
要
な
視
点
を
瘡
朝
打
倒
を
目
標
と
し
て
い
る
か

否
か
に
お
い
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
「
立
憲

派
」
が
何
故
に
「
革
命
」
に
「
付
和
」
し
指
導
権
を
掌
握
し
得
た
か
が
明
ら
か

に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
革
命
派
」
　
の
政
治
的
弱
点
を
指
摘
す
る
だ

け
で
は
解
決
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
「
立
憲
派
」
の
内
容
を
分
析
し
「
革
命
」

過
程
に
正
し
く
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。

辛
亥
革
命
に
お
け
る
各
省
独
立
-
軍
政
府
の
成
立
を
考
え
る
場
合
、
「
革
命

派
」
・
「
立
憲
派
」
の
内
容
を
分
析
し
、
「
革
命
」
を
め
ぐ
る
政
治
諸
勢
力
を

辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

曽
　
　
田
　
　
三

抽
出
す
る
こ
と
が
研
究
作
業
の
一
つ
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
一
九

一
一
年
、
一
九
一
三
年
の
湖
南
の
二
回
の
独
立
蜂
起
を
め
ぐ
る
政
治
諸
勢
力
を

⑧

分
析
し
、
そ
れ
ら
の
連
携
と
対
立
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
.

註
①
　
李
時
岳
「
辛
亥
革
命
時
期
湖
南
的
政
権
闘
争
」
　
光
明
日
報
一
九
五
四

年
四
月
一
〇
日

②
　
こ
う
し
た
政
治
諸
勢
刀
の
出
現
は
新
政
の
下
で
の
あ
ら
た
な
階
級
関
係

の
発
生
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
政
治
諸
勢
力
の
階
級
的

性
格
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
別
の
機
会
に
考
え
て
み
た
い
。

一
　
「
革
命
派
」
と
「
立
憲
派
」

湖
南
独
立
を
考
え
る
時
、
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
「
革
命
派
」
は
華

興
会
・
中
部
同
盟
会
、
そ
れ
に
共
進
会
で
あ
る
。
初
期
の
「
革
命
」
組
織
で
あ

る
撃
興
会
は
、
黄
興
・
宋
教
仁
を
発
起
人
と
し
周
貰
燐
ら
百
余
人
を
集
め
て
一

九
〇
四
年
二
月
湖
南
の
郷
紳
硯
埠
の
住
宅
で
成
立
大
会
を
開
き
結
成
さ
れ
た
。

こ
の
龍
埠
は
黄
興
に
華
興
会
括
成
の
た
め
の
貸
金
暖
朗
も
し
て
い
た
。
結
成
直

二
一



辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

後
華
興
会
は
長
沙
起
義
計
画
を
た
て
、
全
党
首
領
の
馬
福
益
に
は
た
ら
き
か
け

る
以
外
に
.
譚
人
鳳
ら
は
湘
西
で
活
新
し
、
宍
教
仁
ら
は
武
昌
で
科
学
補
習
所

を
設
立
し
て
活
動
し
て
お
り
、
周
霹
鱗
の
高
等
学
堂
、
柳
塀
農
の
長
沙
民
立
第

一
中
学
も
「
革
命
機
関
」
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
間
の
資
金
は
華
興
会
員
の
個

①

人
負
担
以
外
に
罷
璋
ら
が
か
な
り
の
援
助
を
し
て
お
り
、
ま
た
王
先
謙
の
密
告

で
起
義
が
失
敗
し
た
後
.
黄
興
が
上
海
に
脱
出
す
る
に
あ
た
っ
て
も
龍
時
は
弟

の
龍
接
穂
と
と
も
に
援
厨
を
し
て
い
る
も

湖
南
最
初
の
私
立
学
校
で
あ
る
明
徳
学
堂
は
華
興
会
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ

た
と
い
わ
れ
る
が
、
龍
兄
弟
の
資
金
援
助
で
開
設
さ
れ
、
そ
の
後
譚
延
国
も
資

金
援
助
を
し
て
お
り
彼
ら
は
校
重
や
総
理
と
な
っ
て
い
た
。
明
徳
学
堂
は
黄
典

は
七
め
「
革
命
沢
」
知
識
人
が
教
員
と
な
っ
て
い
た
が
、
同
時
に
後
の
「
立
憲

派
」
も
教
員
と
な
っ
て
お
り
、
両
派
の
活
動
舞
台
と
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
明
徳
学
堂
は
湖
南
の
思
想
界
、
教
育
界
を
牛
耳
っ
て
い
た
保
守
的

な
郷
紳
の
攻
撃
対
象
と
な
り
、
三
先
謙
ら
か
ら
圧
迫
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
圧

迫
か
ら
明
徳
学
堂
を
防
護
す
る
に
あ
㌔
っ
て
ほ
龍
兄
弟
や
譚
延
国
ら
の
力
が
大

き
く
作
用
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
変
革
運
動
が
本
格
的
に
展

開
す
る
前
夜
、
湖
南
社
会
で
は
華
興
会
及
び
龍
兄
弟
・
譚
延
園
ら
の
郷
紳
対
三

先
謙
ら
の
保
守
的
郷
紳
と
い
う
対
立
の
関
係
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

長
沙
起
義
に
失
敗
し
た
後
黄
興
は
日
本
に
逃
れ
孫
文
ら
と
中
国
風
盟
会
を
結

成
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
同
盟
会
は
一
九
〇
七
年
頃
か
ら
分
裂
の
傾
向
が
生
れ

た
。
転
〇
七
年
八
月
に
は
東
京
で
共
進
会
の
成
立
大
会
が
開
か
れ
「
共
進
会

宜
言
書
」
が
発
表
さ
れ
た
。
「
茎
一
一
口
書
」
は
会
党
結
成
の
由
来
に
基
づ
い
て

「
祖
先
に
か
あ
っ
て
復
仇
し
」
、
「
す
ば
や
く
準
備
し
て
子
孫
の
滅
亡
を
免
れ

二
二

る
」
と
い
う
内
容
の
「
革
命
」
を
提
起
し
て
い
る
。
譚
人
鳳
は
こ
の
「
革
命

㊨

論
」
を
「
文
明
に
反
対
し
野
蛮
を
復
活
す
る
」
も
の
と
し
て
反
対
し
た
が
、
そ

れ
は
洋
渕
酷
起
義
に
あ
た
っ
て
黄
興
が
全
党
の
本
来
的
性
格
と
し
て
批
判
し
、

姜
守
且
の
轍
文
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
た
「
単
純
な
種
族
復
仇
主
義
思
想
」
で

あ
り
、
「
後
進
的
な
封
建
観
念
」
這
あ
っ
も

共
進
会
は
「
平
均
地
権
」
を
「
平
均
人
権
」
に
か
え
た
と
い
わ
れ
、
「
宣
言

書
」
を
発
表
し
た
後
決
定
さ
れ
た
と
い
あ
れ
る
十
項
目
の
主
張
に
は
、
「
共
和

政
府
」
・
「
議
会
制
度
」
の
樹
立
と
と
も
に
、
「
平
均
人
権
」
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
内
容
は
個
々
の
社
会
的
不
平
等
や
差
別
を
な
く
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
基
本
的
な
人
権
や
政
治
的
権
利
を
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
也

従
っ
て
「
共
和
政
府
」
・
「
議
会
制
度
」
の
主
張
も
抽
象
的
な
ス
ロ
ー
ガ
シ
と

し
て
の
意
味
し
か
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
共
進
会
は
会
党
を
基
礎

に
し
た
「
反
落
革
命
」
を
基
本
的
な
目
標
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
〇
八

年
西
太
后
の
死
去
に
乗
じ
て
蜂
起
す
べ
く
共
進
会
員
は
帰
国
し
、
焦
達
峯
も
湖

南
に
帰
り
全
党
と
の
連
絡
を
つ
け
る
た
め
の
活
動
を
行
い
始
め
た
。

同
盟
会
本
部
の
両
広
地
方
に
お
け
る
武
装
蜂
起
の
あ
い
つ
ぐ
失
敗
は
分
裂
煩

向
を
一
層
す
す
め
る
こ
と
に
な
り
、
宋
教
仁
・
譚
人
凪
ら
は
長
江
流
域
で
の

「
革
命
」
運
動
組
織
と
し
て
中
部
同
盟
会
を
結
成
し
た
。
結
成
計
画
は
一
九
一
〇

年
広
州
起
義
の
後
た
て
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
一
九
一
一
年
七
月
末
に
総

部
が
上
海
に
結
成
さ
れ
た
。
も
と
芝
草
興
会
は
孫
文
へ
の
不
溝
が
強
く
、
宋
教

仁
ら
は
当
初
か
ら
民
生
主
義
に
賛
成
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
中
部
同
盟
会
も
清

朝
の
打
倒
と
「
民
主
立
憲
政
体
」
の
建
設
を
目
標
と
し
て
お
り
、
民
生
主
義
は

指
向
し
な
か
っ
た
。
華
興
会
か
ら
中
部
同
盟
会
へ
の
展
開
す
る
「
革
命
流
」
は



所
謂
二
民
主
義
で
あ
っ
た
。

一
九
二
年
四
月
広
州
起
義
の
失
敗
後
、
「
革
命
」
運
動
を
放
棄
し
て
湖
南

に
嶋
ろ
う
と
し
た
譚
人
鳳
は
、
浜
口
で
焦
達
峯
・
討
介
僧
ら
に
会
い
、
焦
達
峯

か
ら
湖
南
の
鉄
道
国
有
化
反
対
運
動
に
乗
じ
て
蜂
起
す
る
計
画
を
知
ら
さ
れ
参

加
を
促
さ
れ
た
。
こ
こ
で
譚
人
鳳
は
「
暴
動
観
念
」
を
取
消
し
計
画
を
た
て
な

お
す
こ
と
を
条
件
に
「
革
命
」
運
動
に
復
帰
L
も
こ
う
し
て
湖
北
中
部
同
盟

会
が
設
立
さ
れ
、
か
た
ち
の
上
で
は
中
部
同
盟
会
の
「
革
命
党
人
」
と
共
進
会

の
間
に
連
携
が
成
立
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
湖
醇
で
の
中
部
同
盟
会
の
指
導
力

は
弱
か
っ
た
。

一
九
〇
五
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
は
立
憲
運
動
の
開
始
の
時
期
で
あ
り
多
数

の
立
憲
団
体
が
結
成
さ
れ
た
。
一
九
〇
五
年
梁
啓
超
は
楊
虔
・
熊
希
齢
・
拝
観

雲
・
徐
仏
蘇
ら
と
政
党
の
結
成
を
計
画
し
た
が
、
一
九
〇
七
年
楊
度
は
東
京
で

独
自
に
憲
政
講
習
会
(
後
に
憲
政
公
会
と
改
称
)
を
結
成
し
こ
の
計
画
は
失
敗

し
た
。
そ
し
て
梁
啓
超
は
同
年
九
月
に
蒋
窮
雲
・
徐
仏
蘇
ら
と
政
聞
社
を
結
成

し
た
。楊

度
は
湖
南
出
身
の
郷
紳
で
あ
る
が
、
憲
政
講
習
会
は
中
国
国
内
で
は
両
湖

地
方
を
中
心
に
活
動
し
て
お
り
、
長
抄
と
漢
陽
の
間
「
お
よ
そ
足
跡
の
致
る

⑧

処
、
講
習
会
の
勢
力
範
囲
な
ら
ざ
る
は
無
し
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。
憲
政
公
会

は
一
九
〇
八
年
に
は
預
備
立
憲
公
会
、
琴
南
自
治
会
と
と
も
に
国
会
開
設
の
請

願
運
動
を
行
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
烹
政
公
会
を
代
表
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
湖
南
か
ら
ほ
黄
忠
治
・
犀
名
糖
・
易
宗
姿
・
陸
鴻
第
・
仇
毅
の
五
人

が
参
加
し
て
い
る
。

意
政
講
習
会
が
意
政
公
会
に
改
称
し
た
後
、
楊
度
は
五
大
臣
の
推
薦
で
憲
政

辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

轟
査
館
提
調
の
職
に
就
き
、
さ
ら
に
そ
の
後
衰
世
凱
の
幕
下
に
入
り
、
真
世
凱

が
軍
機
大
臣
を
免
職
さ
れ
た
後
に
は
楊
士
埼
と
と
も
に
「
二
大
知
恵
袋
」
と
い

わ
れ
た
よ
う
や
衷
世
凱
星
更
な
ブ
レ
ー
ン
の
一
人
と
な
っ
た
。

一
九
〇
九
年
諮
議
局
が
開
設
さ
れ
る
と
国
会
速
開
請
願
運
動
は
諮
議
局
を
中

心
に
し
て
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
請
願
運
動
に
は
東
京
の
政

閲
社
社
員
も
参
加
し
て
お
り
、
と
く
に
徐
仏
蘇
が
活
踵
し
て
い
た
。
諮
議
局
を

中
心
に
し
た
講
頗
運
動
は
結
果
的
に
は
預
備
立
憲
期
間
の
短
縮
と
い
う
清
朝
の

譲
歩
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
運
動
過
程
に
お
い
て
「
立
意
派
」
の
結
集
力

が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
清
朝
が
預
備
立
憲
期
間
短
縮
の
上
諭
を
下
し
た
後
も
一

部
の
議
員
は
国
会
の
即
時
開
設
を
要
求
し
ょ
う
と
し
た
が
、
清
朝
は
請
願
運
動

の
継
続
を
放
禁
し
た
。
こ
の
命
令
に
接
し
た
諮
議
局
の
代
表
達
の
中
に
は
「
草

⑳

命
」
を
唱
え
る
も
の
も
出
た
よ
う
で
あ
る
。

諮
議
局
議
員
の
中
の
急
進
的
な
部
分
は
な
お
諮
議
局
連
合
会
に
よ
っ
て
皇
族

内
閣
や
外
国
借
款
に
対
す
る
反
対
運
動
を
す
す
め
た
が
、
一
九
一
一
年
五
月
に

開
か
れ
た
諮
議
局
連
合
会
の
大
会
で
譚
延
国
　
(
湖
南
諮
議
局
議
長
)
、
王
振
尭

(
直
隷
諮
議
局
副
議
長
)
が
そ
れ
ぞ
れ
会
長
・
副
会
長
に
選
ば
れ
て
い
る
。
こ

の
諮
議
局
連
合
会
を
基
礎
に
政
党
へ
の
発
展
を
準
備
し
て
結
成
さ
れ
た
政
治
団

体
が
悪
友
会
で
あ
る
。
悪
友
会
は
国
会
遠
因
請
願
運
動
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る

時
期
に
す
で
に
結
成
さ
れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
、
徐
仏
蘇
に
よ
れ
ば
、
徐
と
孫

洪
伊
ら
が
請
願
団
と
は
別
に
意
友
会
を
つ
く
り
梁
啓
超
も
そ
れ
に
関
係
し
て
い

⑧

た
が
、
正
式
に
結
成
さ
れ
た
の
は
第
三
回
目
の
国
会
連
関
請
願
運
動
の
後
一
九

一
一
年
六
月
の
初
め
頃
で
あ
り
、
発
起
人
と
な
っ
た
の
は
孫
洪
伊
・
湯
化
龍
・

譚
延
箇
・
易
宗
襲
ら
で
あ
っ
た
。
本
部
の
役
員
に
は
徐
仏
蘇
・
常
磐
・
孫
洪
伊

二
三



辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

の
三
人
が
な
っ
て
い
る
。
意
友
会
の
目
的
は
「
民
権
を
発
展
さ
せ
憲
政
を
完
成

す
る
」
こ
と
に
あ
り
、
日
的
実
現
の
具
体
的
な
主
張
と
し
て
「
君
主
立
憲
政
体

を
尊
重
す
る
」
、
「
責
任
内
園
を
督
促
す
る
」
等
六
項
目
が
示
さ
れ
て
い
も
.

「
民
権
」
に
根
ざ
し
た
立
憲
政
治
の
完
成
が
意
友
会
の
目
標
で
あ
り
、
君
主
の

存
否
を
除
け
ば
中
部
同
盟
会
の
目
標
と
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

表
面
的
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
が
、
悪
友
会
に
は
強
い
地
方
自
衛
の
意
識

が
伏
在
し
て
い
た
。
諮
議
局
連
合
会
が
窟
友
会
結
成
の
準
備
を
行
っ
て
い
る
段

階
で
、
中
央
集
権
を
主
張
す
る
資
政
院
議
員
が
い
る
と
、
多
く
の
参
加
者
は
そ

れ
を
「
政
府
党
」
と
な
る
こ
と
だ
と
し
、
「
わ
が
党
の
宗
旨
は
国
家
を
保
全
す

る
に
あ
り
。
国
家
を
保
全
せ
ん
と
す
れ
ば
地
方
分
権
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
、
そ
の
資
政
院
議
負
の
参
加
を
拒
否
し
て
い
る
(
民
立
報
一
九
二
年

六
月
一
日
)
。
憲
友
会
の
「
地
方
自
治
」
、
「
地
方
分
権
」
の
主
張
は
当
時
し

ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
主
張
に
は
「
時
勢
に
対
し
て
一
種
の
緊
急
自

衛
の
意
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
辱
悪
友
会
の
政
治
綱
煩
に
は

梁
啓
超
の
政
治
思
想
が
強
く
反
映
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
清
朝
の
立
憲
政
策

へ
の
失
望
と
後
に
述
べ
る
よ
う
な
社
会
的
混
乱
は
、
窟
友
会
参
加
者
に
清
朝
へ

の
不
溝
と
地
方
自
衛
の
意
識
を
強
く
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
清
朝
は
窟
友
会

の
な
か
に
「
革
党
」
が
加
入
も
て
い
る
と
し
て
調
査
を
行
お
う
と
し
て
い
た
が

(
民
立
報
一
九
一
一
年
七
月
一
〇
日
)
、
.
ま
さ
に
憲
友
会
の
こ
う
い
う
状
態
に
注

目
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
も
秒
と
思
わ
れ
る
。

憲
友
会
は
各
省
に
分
会
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
湖
南
分
会
の
発

起
人
に
な
っ
た
の
は
易
宗
勢
・
譚
延
闘
・
黎
尚
更
で
あ
り
、
彼
ら
は
七
月
上
旬

諮
議
局
副
議
長
の
陳
柄
焼
は
じ
め
紳
商
学
各
界
の
重
要
人
物
、
教
育
総
会
会
長

二
四

の
黄
息
浩
、
諮
議
局
議
員
で
商
務
総
会
総
理
の
龍
埠
、
農
務
総
会
協
理
の
靡
名

緒
、
′
仇
毅
ら
を
集
め
て
会
議
を
開
い
た
。
結
成
さ
れ
た
憲
友
会
湖
南
分
会
は
主

に
諮
議
局
議
員
が
参
加
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
幹
事
に
は
譚
延
園
が
就
任
し
て

⑯

い
る
。一

九
一
一
年
政
党
へ
の
発
展
を
準
備
し
て
結
成
さ
れ
た
政
治
団
体
に
は
、
窟

友
会
以
外
に
資
政
院
の
欽
選
議
員
を
中
心
に
し
た
悪
政
突
進
会
と
、
民
選
議
員

を
中
心
に
し
た
辛
亥
倶
楽
部
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
政
治
団
体
は
官
僚
政

治
と
中
央
集
権
に
歪
点
を
お
い
て
い
た
点
で
共
通
し
て
い
た
。
辛
亥
倶
楽
部
は

一
九
一
〇
年
末
頃
か
ら
結
成
が
準
備
さ
れ
、
翌
年
六
月
に
正
式
に
成
立
し
た
。

辛
亥
倶
楽
部
は
悪
友
会
に
比
べ
て
「
封
建
統
治
者
」
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
る
肇
そ
の
実
質
的
中
心
人
物
が
楊
度
で
あ
っ
た
。
得
度
の
政
治

㊤

思
想
は
「
金
鉄
主
義
」
　
と
称
さ
れ
、
「
国
民
」
の
上
か
ら
の
組
織
化
に
よ
る

中
国
の
経
済
的
軍
事
的
富
強
化
を
主
張
し
て
い
た
が
、
辛
亥
倶
楽
部
の
政
治
飼

餌
の
第
一
、
第
二
項
目
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
立
憲
帝
国
の
精
神
を
聞
持
す

る
」
、
「
軍
国
民
教
育
を
提
唱
す
る
」
に
は
楊
度
の
思
想
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。辛

亥
倶
楽
部
も
各
省
に
支
部
を
設
け
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
整
っ
て
い
た
の

が
湖
南
支
部
で
あ
っ
た
。
一
九
一
一
年
七
月
一
日
羅
傑
・
栞
敲
時
、
李
達
璋
・

周
広
説
ら
を
発
起
人
と
し
、
長
抄
の
曽
文
正
岡
で
支
部
の
成
立
大
会
が
開
か
れ

た
。
つ
づ
い
て
九
日
、
一
〇
日
両
日
に
は
役
員
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
支
部
長
に

は
黄
忠
治
、
副
支
部
長
に
は
李
謹
症
、
由
岐
の
二
人
が
選
ば
れ
て
い
る
。
ま
た

常
議
員
に
は
支
部
長
、
副
支
部
長
の
ほ
か
張
人
鏡
、
陳
文
撞
、
譚
侍
位
ら
の
名

⑳

前
が
あ
が
っ
て
い
る
。



同
じ
「
立
憲
沢
」
と
い
っ
て
も
、
辛
亥
革
命
前
夜
に
は
こ
の
よ
う
に
「
民

権
」
意
識
を
も
ち
、
ま
た
「
地
方
自
治
」
を
強
く
主
張
す
る
政
治
団
体
と
、
「
国

民
」
を
上
か
ら
組
織
化
し
強
力
な
中
央
集
権
に
よ
る
中
国
の
富
強
化
を
主
張
す

る
政
治
団
体
の
二
つ
が
結
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

註
①
　
章
士
別
「
与
黄
克
強
相
交
始
末
」
　
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
』
二
、
「
郁
永

成
回
憶
録
」
　
『
近
代
史
資
料
』
一
九
五
六
年
三
期

②
　
黄
一
欧
「
黄
興
与
明
徳
学
堂
」
　
『
回
憶
録
』
二
.
(
以
下
『
辛
亥
革
命
国

債
録
』
を
『
回
憶
録
』
と
略
す
)
。
.

(り⑯⑬㊤(珍(珍　㊥　⑲　⑨

⑤瑾)③

『
近
代
史
資
料
』
一
九
五
七
年
二
期

「
石
壁
牌
詞
叙
録
」
　
『
近
代
史
資
料
』
一
九
五
六
年
三
期

李
時
岳
「
一
九
〇
六
年
拝
郷
潮
位
陵
地
区
的
工
畏
兵
大
起
義
」
光
明
日

報
一
九
五
六
年
八
月
三
〇
日
、
源
斎
「
一
九
〇
六
年
薛
劉
醸
大
起
義
」
歴

史
教
学
一
九
五
八
年
一
〇
月

丁
中
江
著
『
北
洋
軍
閥
史
話
』
　
一
七
四
頁

『
年
譜
』
　
巻
一
九

同
右

『
年
譜
』
　
巻
二
〇

『
国
風
報
』
第
二
年
第
一
二
期
　
中
国
紀
事

『
湖
南
近
百
年
大
事
記
述
』
　
二
七
二
-
三
頁

『
湖
南
近
百
年
大
事
記
述
』
　
二
七
三
頁

張
玉
法
著
『
清
季
的
立
憲
団
体
』
　
四
九
一
頁

『
湖
南
近
百
年
大
事
記
述
』
　
二
七
三
-
四
頁

二
　
「
革
命
」
前
夜
湖
南
の
情
勢

.
⑥
　
「
共
進
会
的
原
起
及
其
若
干
制
度
」
　
『
近
代
史
資
料
』
一
九
五
ユ
ハ
年
三

期
。
共
進
会
が
「
平
均
地
権
」
を
　
「
平
均
人
権
」
に
か
え
、
「
反
溝
革

命
」
を
主
要
な
目
標
と
し
た
こ
と
は
、
共
進
会
や
全
党
の
中
心
人
物
の
多

く
の
出
自
が
地
主
層
で
あ
っ
た
こ
と
に
規
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(
苑
書
義
「
共
進
会
与
同
盟
会
的
関
係
」
　
『
北
京
市
歴
史
学
会
第
一
第
二

届
年
会
論
文
集
』
所
収
)
。

⑦
　
⑧
に
同
じ
。

⑧
　
丁
文
江
揆
『
梁
任
公
先
生
年
譜
長
編
初
編
』
巻
一
七
。
以
下
『
年
譜
』

と
略
す
。

辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

一
九
一
〇
年
初
に
は
長
抄
に
扮
米
暴
動
が
起
き
た
が
、
暴
動
に
は
生
活
に
窮

し
た
多
数
の
郡
市
貧
民
や
被
災
晨
民
が
参
加
し
て
い
た
。
長
沙
拾
米
暴
動
を
き

っ
か
け
に
、
寧
郷
、
益
陽
、
湘
涯
、
御
陽
、
位
陵
各
県
に
も
拾
米
暴
動
が
広
が

っ
た
よ
う
に
、
こ
の
頃
民
衆
の
貧
窮
化
状
況
は
湖
南
各
地
で
明
ら
か
に
な
っ
て

い
た
。
そ
の
後
も
災
害
は
省
内
各
地
で
起
き
、
米
価
の
騰
貴
傾
向
も
お
さ
ま
ら

な
か
っ
た
。
一
九
一
一
年
初
に
お
い
て
も
、
「
農
工
各
界
及
び
下
等
社
会
の
人

々
は
生
活
が
日
に
難
し
く
な
り
こ
も
ご
も
相
怨
讃
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い

た
よ
う
に
、
民
衆
の
生
活
は
日
に
因
窮
し
て
い
た
(
民
立
報
一
九
二
年
二
月

一
八
日
)
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
長
沙
拍
米
暴
動
の
時
、
民
衆
の
平
擢
要
求
を
拒
否

し
た
よ
う
に
、
湖
南
省
当
局
は
民
衆
の
不
満
を
緩
和
す
る
財
政
的
能
力
を
す
で

に
喪
失
し
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
悪
化
す
る
一
方
の
財
政
難
を
補
う
た
め
に

二
五



辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

湖
南
省
当
局
は
付
加
税
・
語
雑
税
の
厳
し
い
致
収
を
実
行
し
、
民
衆
暴
動
は
省

内
各
地
で
絶
え
間
な
く
起
き
た
。

清
朝
と
民
衆
の
矛
盾
の
激
化
と
国
会
の
速
閲
を
拒
否
し
た
清
朝
の
立
憲
政
策

は
、
湖
南
の
郷
紬
を
地
方
自
衛
へ
と
走
ら
せ
た
。
一
九
一
〇
年
初
の
拾
米
暴
動

が
起
き
た
時
、
「
革
命
派
」
や
新
軍
内
に
は
こ
れ
に
呼
応
し
よ
う
と
す
る
動
き

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
巡
撫
主
部
の
郷
紳
の
問
及
び
郷
紳
内
部
に
は
鋭

、

い
対
立
が
見
ら
れ
た
。
拾
米
暴
動
の
最
中
諮
議
局
の
譚
延
国
・
龍
璋
ら
は
巡
撫

①

卑
春
柔
の
罷
免
を
要
求
す
る
電
報
を
打
っ
て
お
り
、
暴
動
収
束
後
早
春
彙
は
じ

め
藩
司
の
荘
蜃
良
ら
措
朝
官
僚
が
罷
免
さ
れ
、
ま
た
明
徳
学
堂
や
「
革
命
」
運

動
を
圧
迫
し
て
い
た
王
先
謙
は
じ
め
葉
徳
輝
・
孔
意
教
・
楊
聾
ら
の
保
守
的
郷

紳
が
剋
罰
さ
れ
た
。
後
者
の
事
実
は
こ
れ
ま
で
湖
南
に
お
い
て
大
き
な
社
会

的
、
政
治
的
勢
力
を
有
し
て
い
た
保
守
的
郷
紳
が
第
二
位
的
な
勢
力
に
お
ち
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
卑
春
彙
に
代
っ
た
楊
文
鼎
は
暴
動
に
よ
る
被
害
の
賠

償
金
を
、
水
口
山
・
龍
王
山
両
銀
鉱
を
担
保
と
し
て
大
活
銀
行
か
ら
借
り
、
一

〇
年
間
に
分
割
し
て
湖
南
の
洋
庫
か
ら
返
済
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
諮
議

局
は
湖
南
の
税
収
入
か
ら
の
支
華
に
反
対
し
、
卑
春
彙
ら
責
任
の
あ
っ
た
官

僚
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
だ
と
し
た
。

鎗
米
暴
動
及
び
そ
の
処
理
を
め
ぐ
る
省
当
局
と
諮
議
局
の
対
立
に
つ
づ
い
て

起
き
た
の
が
公
債
発
行
問
題
で
あ
る
。
拾
米
暴
動
後
の
民
衆
の
救
済
と
い
う
名

目
で
、
楊
文
鼎
は
一
二
〇
万
両
の
公
債
発
行
の
許
可
を
求
め
る
上
奏
を
し
た
。

そ
の
後
財
政
悪
化
が
深
刻
化
す
る
に
つ
れ
て
公
債
発
行
の
実
施
が
唯
一
の
頼
み

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
楊
文
鼎
の
計
画
で
は
水
口
山
・
龍
三
山
両
銀
鉱
を

担
保
と
し
て
」
六
年
間
に
わ
た
っ
て
両
銀
鉱
の
収
益
か
ら
償
還
す
る
こ
と
に
な

二
六

っ
て
い
た
。
公
債
の
引
受
け
人
と
し
て
楊
文
鼎
は
王
玉
卿
ら
四
人
の
商
人
を
指

定
し
た
。
上
奏
を
う
け
た
清
朝
は
こ
の
計
画
を
許
可
し
た
が
、
諮
議
局
は
強
く

反
対
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
楊
文
鼎
が
諮
議
局
の
権
限
を
無
視
し
て
上
奏
し
た

こ
と
、
「
富
商
」
で
な
い
王
玉
卿
ら
が
こ
の
巨
額
の
公
債
を
引
受
け
よ
う
と
し

て
い
る
背
後
に
は
外
国
資
本
が
あ
り
、
.
鉱
山
利
権
が
外
国
に
奪
わ
れ
る
恐
れ
が

あ
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
(
民
立
報
一
九
一
〇
年
一
一
月
一
三
日
し
。

諮
議
局
の
強
い
反
対
に
あ
っ
た
楊
文
鼎
は
長
沙
商
務
総
会
総
理
の
龍
璋
、
湖

南
電
燈
公
司
総
理
の
陳
文
韓
、
集
昌
彬
ら
一
〇
人
を
集
聖
彼
ら
が
公
債
を
引

受
け
る
な
ら
王
玉
卿
引
受
け
の
点
は
取
消
す
と
譲
歩
し
実
現
を
は
か
っ
た
が
、

商
紳
達
の
協
力
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
う
え
諮
議
局
議
長
の
譚
延
園
は
抗
議
し
て

辞
職
を
表
明
し
、
他
の
議
員
も
行
動
を
共
に
し
そ
う
な
状
況
が
生
れ
た
(
民
立

報
一
九
一
〇
年
二
万
二
且
。
楊
文
鼎
は
計
画
を
取
消
さ
な
か
っ
た
も
の
の
、

省
内
の
郷
紳
や
商
紳
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
以
上
実
行
は
不
可
能
で
あ
り
、
巡

撫
と
諮
議
局
が
対
立
し
た
ま
ま
公
債
発
行
の
計
画
は
宙
に
浮
い
て
し
ま
っ
た
。

公
債
問
題
の
後
も
湖
南
省
当
局
と
諮
議
局
の
対
立
は
し
ば
し
ば
生
じ
て
い

た
。
藩
司
超
胃
活
は
歳
入
不
足
を
補
う
た
め
に
契
紙
税
改
正
を
実
行
し
よ
う
と

.
し
た
が
話
語
局
の
反
対
に
あ
い
、
一
方
諮
議
局
か
ら
は
い
米
暴
動
後
の
活
拓
委

員
の
暴
虐
を
調
査
す
る
よ
う
要
求
す
る
案
、
教
育
費
・
賠
積
金
に
関
す
る
決
議

が
出
さ
れ
た
が
当
局
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
、
「
連
日
議
員
と
派
迫
さ
れ
て
い
る

行
政
委
員
の
論
争
は
已
む
こ
と
な
く
、
お
そ
ら
く
将
来
議
決
し
て
も
実
行
さ
れ

な
い
事
柄
が
多
数
に
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
湖
南
省
当
局

と
諮
議
局
の
対
立
が
激
し
く
な
っ
て
い
っ
た
(
民
立
報
一
九
一
〇
年
一
二
月
一

九
日
)
。



諮
議
局
や
郷
紳
ほ
湖
南
省
当
局
の
個
々
の
政
策
に
反
対
し
て
い
る
だ
け
で
は

な
か
っ
た
。
こ
の
頃
「
自
治
」
の
進
め
方
に
関
す
る
一
切
の
こ
と
を
協
議
す
る

団
体
と
し
て
自
治
進
行
会
な
る
も
の
が
結
成
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
一
〇
年
末

に
は
二
〇
〇
人
が
参
加
し
易
宗
鵠
・
常
治
・
黄
巽
球
ら
を
中
心
に
「
自
治
会
」

へ
と
発
展
し
た
(
民
立
報
一
九
一
〇
年
二
月
五
E
。
ま
た
李
達
璋
・
左
学
謙

・
易
宗
覇
ら
ほ
自
治
機
関
が
い
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
「
流
民
・
乞
食
が
長

沙
に
満
ち
、
も
し
方
法
を
講
じ
て
維
持
し
代
っ
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
、
お

そ
ら
く
折
る
と
こ
ろ
が
な
く
小
民
は
貧
窮
困
苦
し
て
治
安
を
乱
す
で
あ
ろ
う
」

と
し
て
、
紳
商
学
界
と
連
絡
し
黄
忠
浩
を
総
理
に
貧
民
習
彗
所
を
設
立
し
て
い

る
(
民
立
報
一
九
一
一
年
五
月
五
日
、
六
月
一
〇
日
)
。
こ
れ
ら
の
動
き
は
湖
南

省
当
局
の
無
能
と
無
策
の
中
で
」
　
い
か
に
民
衆
暴
動
を
未
然
に
防
ぐ
か
と
い
う

播
紳
達
の
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

辛
亥
革
命
前
夜
に
は
、
郷
紳
達
の
清
朝
官
僚
へ
の
不
信
と
「
自
治
」
要
求
は

省
当
局
の
行
政
権
の
主
要
な
部
分
を
も
否
定
し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
進
ん

で
い
た
。
一
九
一
一
年
六
月
頃
、
湖
南
諮
議
局
は
「
今
後
各
州
県
の
銭
糧
徴
収

は
、
必
ず
本
県
の
自
治
公
所
が
行
い
、
.
地
方
官
は
た
だ
欺
目
の
処
理
と
省
城
へ

の
転
送
の
責
任
の
み
に
任
ず
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
議
案
を
議
決
し
て
い
る
(
民

立
報
一
九
一
一
年
六
月
二
九
日
)
。
こ
れ
は
藩
司
趨
胃
清
の
反
対
で
実
行
で
き

な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
議
案
が
諮
議
局
で
討
議
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

は
、
当
時
の
湖
南
の
郷
紳
達
が
清
朝
官
僚
の
行
政
を
い
か
に
信
頼
し
て
い
な
か

っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
諮
議
局
を
中

心
に
し
た
「
立
憲
派
」
郷
紳
は
民
衆
暴
動
の
激
発
の
中
で
、
湖
南
省
当
局
の
個

々
の
政
策
に
反
対
す
る
だ
け
で
な
く
自
ら
主
体
的
に
地
方
行
政
を
担
っ
て
行
こ

辛
亥
草
倉
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

う
と
さ
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

清
朝
と
民
衆
の
予
盾
の
激
化
と
清
朝
の
立
憲
政
策
の
下
で
湖
南
自
衛
の
運
動

を
中
心
的
に
進
め
て
い
た
の
は
-
塔
漠
鉄
道
国
有
化
反
対
運
動
に
お
い
て
も
そ

う
で
あ
る
が
ー
諮
議
局
で
あ
り
、
と
り
わ
け
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
た
の
は

湖
南
諮
議
局
議
長
で
、
諮
議
局
連
合
会
会
長
と
な
り
窟
友
会
の
中
心
人
物
の
一

人
で
あ
る
譚
延
国
で
あ
っ
た
。

註
①
　
『
薬
園
自
訂
年
譜
』
　
宜
統
二
年
の
条

②
　
「
湖
南
諮
議
局
反
対
賠
款
皇
文
」
　
『
近
代
史
資
料
』
一
九
五
五
年
四

期

三
　
湖
南
独
立

一
九
一
〇
年
孫
文
の
広
東
中
心
の
「
革
命
」
運
動
に
反
対
し
て
中
部
同
盟
会

設
立
を
計
画
し
て
か
ら
、
譚
人
鳳
は
那
永
成
ら
と
長
江
流
域
で
の
新
軍
に
よ
る

「
革
命
」
蜂
起
を
計
画
し
て
一
九
一
一
年
初
湖
南
に
帰
り
、
新
軍
へ
の
は
た
ら

き
か
け
を
始
め
た
。
譚
人
鳳
が
長
抄
に
着
く
と
、
新
軍
馬
隊
排
長
の
劉
文
鏑
、

四
九
標
文
案
呉
任
の
軍
人
、
そ
れ
に
文
斐
・
文
経
偉
ら
の
郷
紳
も
含
め
て
蜂
起

準
備
の
た
め
の
会
議
が
開
か
れ
た
。
協
議
の
結
果
、
共
進
会
の
焦
達
峯
・
楊
任

ら
を
全
党
と
の
連
絡
に
あ
た
ら
せ
、
文
菱
は
官
庁
の
動
向
を
探
り
、
文
経
偉
は

鉄
路
協
会
等
郷
紳
の
結
成
し
て
い
た
「
革
命
党
人
」
外
の
団
体
と
の
連
絡
に
あ

①

た
り
、
呉
任
・
劉
文
錦
ら
は
新
軍
兵
士
と
の
連
絡
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
月
末
に
は
新
軍
軍
人
が
会
議
を
開
き
劉
文
錦
や
四
九
標
の
安
定
超
ら
七
二

二
七



辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

人
が
出
席
し
、
新
軍
兵
士
組
織
化
の
計
画
を
た
て
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
会
議
内

容
が
洩
れ
、
巡
撫
余
誠
格
は
劉
文
錦
の
殺
害
を
は
か
っ
た
が
、
劉
文
錦
は
管
帯

張
異
鵬
の
助
け
に
よ
っ
て
難
を
免
れ
、
四
九
標
管
帯
陳
強
の
援
助
も
あ
っ
て
数

人
の
軍
人
が
解
職
さ
れ
た
だ
け
で
す
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
後
も
二
人
の
管
帯
の

⑳

援
助
に
よ
っ
て
新
軍
内
の
組
織
化
は
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
二

人
の
管
帯
は
共
に
同
盟
会
員
で
あ
る
が
、
新
軍
兵
士
の
組
織
化
が
こ
う
し
た
新

軍
の
上
級
軍
人
に
実
質
的
に
蔽
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
五
二
〇
年
初
の

拾
米
暴
動
の
時
、
陳
作
新
の
呼
応
の
提
案
を
拒
絶
し
た
陳
強
が
こ
の
時
点
で

「
革
命
」
蜂
起
の
準
備
に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
焦
達
峯
ら
は
全
党
と
の

連
絡
を
主
要
な
活
動
と
し
ま
た
会
党
員
の
多
い
巡
防
営
内
に
も
影
響
力
を
も
っ

③

て
い
た
が
、
他
方
「
彼
ら
(
焦
達
峯
・
楊
任
・
謝
介
僧
ら
共
進
会
の
メ
ン
バ
ー

①

-
筆
者
)
は
新
軍
中
の
同
志
と
あ
ま
り
接
近
し
な
い
」
と
い
わ
れ
、
新
軍
へ

の
影
響
力
は
な
か
っ
た
。

一
九
一
一
年
初
の
会
議
に
お
い
て
受
経
位
は
鉄
路
協
会
等
の
「
革
命
党
人
」

外
の
団
体
と
の
連
絡
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
い
う
「
革
命

党
人
」
外
の
団
体
と
は
鉄
路
協
会
の
ほ
か
自
治
公
所
、
鉄
路
協
賛
会
な
ど
で
あ

る
、
自
治
公
所
に
つ
い
て
は
先
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
郷
紳
達
の
半

官
的
な
自
治
機
関
で
あ
る
。
鉄
路
協
会
は
譚
延
甲
龍
璋
ら
が
留
日
帰
国
学
生

と
と
も
に
外
国
借
款
反
対
運
動
の
た
め
に
組
織
し
た
団
体
で
あ
り
、
鉄
路
協
賛

会
は
同
様
な
目
的
で
李
達
璋
・
栞
故
時
・
左
学
語
ら
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
団

体
で
あ
る
。
≡
月
末
の
会
議
の
後
新
軍
軍
人
達
は
九
月
に
再
度
会
議
を
開
い
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
先
の
団
体
に
加
え
て
、
そ
の
後
結
成
さ
れ
て
い
た
意
友
会

湖
南
分
会
や
辛
亥
倶
楽
部
湖
南
支
部
と
連
絡
を
と
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
実
行
さ

二
八

れ
て
い
る
。
.
さ
ら
に
武
昌
蜂
起
が
起
き
た
後
、
安
定
超
は
諮
議
局
議
員
の
左
学

謙
や
自
治
公
所
の
黄
鋲
・
黄
巽
球
ら
の
郷
紳
と
今
後
の
行
動
に
つ
い
て
相
談
し

て
い
る
が
、
こ
う
し
た
「
革
命
党
人
」
外
の
団
体
と
の
連
絡
は
、
上
海
の
中
部

⑤

同
盟
会
総
部
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
譚
心
休
の
賞
賛
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

共
進
会
が
全
党
や
巡
防
常
と
連
携
し
て
い
た
の
に
対
し
中
部
同
盟
会
及
び
「
立

憲
派
」
郷
紳
は
新
軍
と
連
携
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
独
立
蜂
起
が
起
き
た
頃
「
同
盟
会
の
政
治
活
動
へ
の
準
備
は
不
足

し
て
お
り
、
㌔
動
に
熟
練
し
た
人
々
も
す
べ
て
湖
南
に
い
な
か
っ
た
」
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
湖
南
に
お
け
る
中
部
同
盟
会
の
政
治
的
力
量
は
弱
か
っ
た
。
黄

鋲
や
黄
異
球
ら
は
新
軍
兵
士
を
「
革
命
」
に
た
ち
あ
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
た

が
、
武
昌
蜂
起
を
機
に
譚
延
鼠
も
「
巨
家
・
世
族
・
軍
界
長
官
」
に
よ
る
「
文

明
革
命
」
を
兵
士
達
に
説
き
、
新
軍
の
蜂
起
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
の

蜂
起
前
か
ら
独
立
後
の
政
権
構
想
も
で
き
て
い
た
よ
う
で
、
譚
延
国
が
「
巨

家
・
世
族
・
軍
界
長
官
」
の
協
力
に
よ
る
「
革
命
」
を
説
い
て
い
た
よ
う
に
、

独
立
後
は
都
督
に
譚
延
喝
軍
事
総
司
令
に
中
路
巡
防
営
統
領
の
黄
忠
治
が
就

任
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ね
。
ま
さ
に
憲
友
会
・
辛
亥
倶
荒
両
湖
南
支
部

の
巨
頭
に
よ
る
政
権
掌
鐙
の
構
想
で
あ
る
。
蜂
起
の
前
夜
歳
時
・
文
安
ら
は
黄

息
浩
を
訪
頑
独
立
に
賛
成
し
さ
え
す
れ
ば
総
司
令
に
推
挙
す
る
こ
と
を
約
束

し
て
い
た
が
、
黄
忠
浩
を
推
そ
う
と
し
て
い
た
の
は
彼
ら
.
「
立
憲
派
」
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。
一
九
二
年
六
月
頃
譚
人
鳳
は
漢
口
か
ら
あ
る
人
を
湖
南
に
鮨

し
、
「
光
頑
賃
澤
生
(
忠
治
-
筆
者
)
を
推
し
て
主
宰
さ
せ
る
こ
と
を
命

じ
」
て
い
た
。
湖
南
の
「
立
憲
流
」
と
中
部
同
盟
会
と
の
間
の
独
立
後
の
政
権

構
想
に
大
差
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



共
進
会
・
中
部
同
盟
会
及
び
「
立
意
派
」
が
清
朝
支
配
か
ら
の
離
脱
と
い
う

点
で
一
致
し
、
一
九
二
年
一
〇
月
二
二
日
独
立
蜂
起
を
起
し
た
。
蜂
起
転
新

軍
の
省
城
進
入
、
巡
防
常
の
防
衛
放
棄
、
そ
し
て
巡
撫
会
議
格
以
下
清
朝
官
僚

の
逃
亡
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
戦
闘
を
ま
じ
え
る
こ
と
な
く
成
功
し
た
が
、
た
だ

蜂
起
過
程
に
お
い
て
黄
忠
浩
が
殺
害
さ
れ
た
。
黄
忠
浩
の
死
亡
は
、
蜂
起
前
に

構
想
さ
れ
て
い
た
政
権
の
重
要
な
一
支
柱
を
失
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

長
沙
光
復
の
成
功
後
、
新
軍
の
兵
士
達
は
講
読
局
に
行
き
譚
延
国
を
都
督
に

迎
え
よ
え
ノ
と
し
た
が
、
譚
延
閲
は
こ
れ
を
拒
否
し
諮
議
局
で
開
か
れ
た
会
議
で

焦
達
峯
・
陳
作
新
の
正
副
都
督
就
任
が
決
っ
た
。
新
軍
組
織
化
に
重
要
な
役
割

を
果
し
た
同
盟
会
員
の
陳
強
・
張
巽
鵬
ら
上
級
軍
人
の
か
な
り
の
数
が
秋
操
で

湖
南
を
離
れ
て
お
り
、
残
り
の
大
部
分
も
余
誠
格
に
よ
っ
て
長
沙
外
の
州
県
に

移
動
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
会
党
員
の
多
数
い
る
巡
防
営
の
黄
忠
浩
が
殺
害
さ
れ

た
現
在
、
武
力
面
に
関
す
る
限
り
焦
達
峯
に
非
常
に
有
利
な
状
態
と
な
っ
て
い

た
。
譚
延
観
が
就
任
を
拒
否
し
た
の
も
こ
の
よ
う
な
現
状
へ
の
認
識
が
あ
っ
た

か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
湖
南
の
「
立
憲
派
」
郷
紳
は
都
督
決
定
に
お
い
て
武
力

の
現
状
に
拘
束
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
治
会
の
郷
紳

達
が
「
現
在
推
挙
し
た
と
こ
ろ
の
正
副
都
督
は
臨
時
の
A
の
で
あ
っ
て
、
将
来

⑧

ほ
正
式
に
改
選
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
現
状
に
変

化
が
あ
る
で
あ
ろ
う
将
来
に
お
い
て
は
容
認
し
得
る
体
制
で
は
な
か
っ
た
。

焦
達
峯
が
都
督
に
就
任
す
る
と
軍
隊
の
盛
ん
な
募
集
が
行
わ
れ
て
財
政
支
出

が
増
大
し
、
し
か
も
管
理
に
系
統
性
が
無
く
「
各
軍
軍
的
を
取
る
の
に
乱
雑
で⑳

無
礼
で
あ
り
み
だ
り
に
支
出
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
状
態
が
生
じ
、

ま
た
各
州
県
で
は
全
党
の
活
動
が
活
発
に
な
っ
た
。
湖
南
の
苛
弟
会
や
洪
江
会

・
辛
亥
革
命
.
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

は
「
今
日
は
わ
が
洪
家
の
天
下
で
あ
る
」
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
常
徳
・
宝

慶
両
府
は
焦
達
峯
に
よ
っ
て
西
路
招
討
使
に
任
命
さ
れ
て
い
た
共
進
会
の
楊
任

や
謝
介
僧
に
よ
っ
て
光
復
さ
れ
た
が
、
全
党
が
「
軍
政
府
」
の
名
を
か
た
っ
た

り
、
「
皇
帝
が
す
で
に
打
倒
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
帝
制
は
人
々
自
ら
な
す
こ
と

⑳

が
で
き
る
」
と
公
言
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
秩
序
の
混
乱
は
焦
達

峯
と
譚
延
園
ら
郷
紳
と
の
予
盾
を
激
し
く
し
た
。

焦
達
峯
が
都
督
に
就
任
し
た
時
、
譚
延
園
は
ま
っ
た
く
対
抗
策
を
ほ
ど
こ
さ

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
譚
延
関
は
「
軍
民
分
治
」
の
名
目
に
お
い
て
行
政

に
関
す
る
各
部
門
を
掌
握
し
軍
事
部
門
と
た
が
い
に
干
渉
し
な
い
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
都
督
の
権
限
を
削
減
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
提
案
が
承
認
さ
れ
譚
延

国
は
民
政
部
長
に
就
任
し
た
り
そ
し
て
民
政
部
長
以
下
の
各
司
と
そ
の
長
は
次

⑳

の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
民
政
司
長
-
龍
璋
、
財
政
司
長
-
陳
文
韓
、
教

育
司
長
-
陳
潤
霜
、
司
法
司
長
-
洪
栄
折
、
交
通
司
長
-
仇
毅
、
外
交
司
長
-

粟
紋
時
、
会
計
検
査
院
長
-
易
宗
覇
、
塩
政
処
処
長
-
黄
鋲
。
こ
の
構
成
か
ら

す
れ
ば
行
政
機
関
は
完
全
に
憲
友
会
や
辛
亥
倶
楽
部
に
参
加
し
て
い
た
郷
紺
に

掌
接
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

光
復
の
二
、
三
日
後
に
つ
づ
い
て
譚
延
園
が
打
っ
た
対
抗
策
が
「
参
議
院
」

の
設
置
で
あ
る
。
参
議
院
の
規
則
は
九
条
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
要
点
は
都
督

の
命
令
は
参
議
院
で
議
決
し
都
督
が
署
名
・
押
印
し
た
後
参
議
院
よ
り
各
行
政

部
門
に
発
令
し
施
行
す
る
が
、
都
督
の
命
令
と
参
議
院
の
議
決
が
一
致
し
な
い

場
合
は
、
参
議
院
の
再
議
決
を
も
っ
て
最
終
的
な
決
定
と
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
都
督
の
権
力
の
形
骸
化
を
目
ざ
し
て
い
た
。
参
議
院
の
議
長
に
は
譚
延

国
が
就
任
し
、
議
員
に
は
左
学
謙
、
黄
巽
球
、
文
経
偉
、
常
治
ら
郷
紳
以
外
に

二
九



辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

新
軍
五
〇
援
一
営
管
帯
蒋
国
経
ら
の
軍
人
も
い
た
(
民
立
報
一
九
二
年
二

月
九
旦
。
議
長
に
就
任
し
た
譚
延
阻
酷
代
っ
て
民
政
部
長
に
な
っ
た
の
は
龍
埠

で
あ
り
民
政
司
長
に
は
劉
人
照
が
な
っ
た
。
焦
達
峯
は
こ
れ
に
対
し
て
張
先

正
、
前
兆
龍
を
警
察
総
監
に
あ
て
て
対
抗
し
よ
う
と
し
た
が
、
参
議
院
の
設
置

は
譚
延
愚
ら
の
郷
紳
達
に
有
効
に
作
用
し
た
。
譚
延
園
は
、
焦
達
峯
が
参
議
院

の
議
決
を
経
な
小
ま
ま
礪
廉
直
を
南
路
安
撫
使
彗
楊
任
を
西
路
招
討
使
に
任

命
し
た
こ
と
を
も
っ
て
違
法
と
し
、
湘
淳
県
の
郷
紳
か
ら
不
法
な
行
為
を
訴
え

ら
れ
て
い
た
喝
廉
直
を
殺
害
さ
せ
て
い
る
。

参
議
院
が
設
置
さ
れ
た
頃
に
は
、
長
沙
外
の
州
県
に
駐
屯
し
て
い
た
蒋
国
経

・
梅
怒
ら
、
そ
れ
に
秋
操
で
湖
南
に
い
な
か
っ
た
黄
攣
鳴
、
向
瑞
環
、
張
巽

鵬
、
陳
強
ら
新
軍
の
上
級
軍
人
が
帰
り
始
め
て
い
た
。
光
復
後
三
日
目
に
は
新

軍
と
巡
防
営
が
対
立
し
ほ
と
ん
ど
戦
闘
を
始
め
る
ま
で
の
状
態
に
な
っ
た
が
、

さ
ら
に
梅
馨
は
焦
達
峯
・
陳
作
新
を
承
認
し
な
い
こ
と
を
公
言
し
、
五
〇
標
の

⑳

牢
・
痍
不
承
認
の
う
わ
さ
が
広
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
譚
延
尉
ら
の
郷
紳
と
焦

達
峯
、
新
軍
と
巡
防
宮
の
対
立
が
赦
し
く
な
る
な
か
で
、
光
復
後
九
日
目
焦
達

峯
は
参
議
院
解
散
の
命
令
を
出
t
た
。
こ
の
焦
達
峯
の
対
抗
策
は
対
立
を
決
定

的
な
も
の
に
し
、
′
翌
日
和
豊
火
柴
公
司
の
妙
票
濫
発
か
ら
起
き
た
混
乱
の
弾
圧

に
出
た
陳
作
新
は
そ
の
場
で
、
ま
た
焦
達
峯
は
都
督
府
で
新
軍
に
よ
っ
て
殺
害

さ
れ
た
。
そ
し
て
た
だ
ち
に
譚
延
園
は
新
軍
に
よ
っ
て
む
か
え
ら
れ
都
督
に
就

任
し
た
。
・

譚
延
鼠
は
新
軍
の
絶
対
的
服
従
を
条
件
に
都
督
に
就
任
す
る
と
と
も
に
、
焦

達
峯
が
光
復
後
結
成
し
た
軍
隊
を
他
省
光
復
援
助
の
名
目
で
省
外
に
追
放
し
・

同
時
に
張
先
正
せ
殺
害
し
命
兆
龍
を
免
職
し
た
。
ま
た
西
路
招
討
使
の
楊
任
も

三
〇

譚
延
園
の
都
督
就
任
直
後
に
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
都
督
に
就
任
し
た
譚
延
国
は

こ
う
し
て
焦
達
峯
の
残
存
勢
力
を
除
去
し
て
い
っ
た
。

註
①
②
　
「
郡
、
水
成
回
憶
録
」
　
(
前
出
)

③
　
閻
幼
甫
「
辛
亥
湖
南
光
復
的
回
億
」
『
回
憶
録
』
二

④
⑤
　
「
那
永
成
回
憶
録
」
(
前
出
)
。
連
絡
を
と
っ
た
団
体
の
一
つ
に
政
閲

社
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
国
内
に
政
闊
社
の
組
織
は
な
く
、
こ
れ
は
政

閲
社
の
政
治
活
動
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
う
ま
れ
た
憲
友
会
の
誤
り
で

あ
ろ
う
。

⑥
　
仇
変
「
一
九
一
二
年
回
湘
語
組
国
民
党
支
部
和
桝
理
選
挙
経
過
」
『
回

憶
録
』
二

⑦
⑧
　
子
虚
子
「
湘
事
記
」
　
『
辛
亥
革
命
』
六
.

⑨
　
③
に
同
じ
。

始
末
」
　
『
回
憶
録
』
二

㊥㊥　_　⑬⑳㊥⑲

「
石
壁
牌
詞
叙
録
」
　
(
前
出
)

余
詔
「
湖
南
光
復
及
四
十
九
標
援
凱
」
　
『
回
憶
録
』
二

子
虚
子
「
湘
事
記
」
　
(
前
出
)

子
虚
子
「
湘
事
記
」
(
前
出
)
、
李
暗
雲
追
福
「
譚
心
休
〝
招
炉
宝
靖

『
湖
南
近
百
年
大
事
記
述
』
　
三
〇
三
頁

子
虚
子
「
湘
事
記
」
　
(
前
出
)

四
　
譚
延
磁
政
権
の
成
立



都
督
に
就
任
し
た
譚
延
閲
は
陳
柄
換
、
黄
異
球
、
常
治
ら
と
行
政
機
構
の
整

備
を
す
す
め
、
ま
た
同
盟
会
員
の
陵
強
・
張
巽
鵬
そ
れ
に
黄
鸞
鳴
ら
新
軍
の
上

級
軍
人
と
軍
事
組
織
の
整
備
を
す
す
め
た
。
一
方
湖
南
の
同
盟
会
員
に
対
し
て

黄
興
は
譚
延
田
政
権
の
支
持
を
命
令
し
、
周
雲
鱗
は
焦
達
峯
・
陳
作
新
が
殺
さ

れ
た
三
日
後
、
軍
隊
に
「
湖
南
の
局
面
に
至
っ
て
は
譚
延
国
が
民
国
の
都
督
に

な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
革
命
で
あ
り
、
革
命
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
彼

の
威
信
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
演
説
し
、
譚
延
固
政
権
の
維
持
・

安
定
に
つ
と
め
る
よ
う
に
求
め
て
い
た
。
事
実
宝
靖
按
撫
使
に
任
命
さ
れ
た
譚

心
休
は
譚
延
田
の
命
令
に
従
っ
て
全
党
の
弾
圧
を
行
っ
て
い
毎

当
時
湖
南
の
軍
隊
は
九
万
人
近
く
な
っ
て
い
た
が
、
譚
延
閤
政
権
の
下
で
軍

隊
を
統
率
し
て
い
た
主
要
な
軍
人
は
先
の
陳
強
、
張
巽
鵬
、
黄
鸞
鴨
以
外
に
四

九
標
教
練
官
だ
っ
た
王
陸
中
や
飛
翰
水
師
統
領
易
巣
齢
ら
で
あ
る
。
譚
延
国
が

都
督
七
就
任
し
て
か
ら
軍
隊
は
常
に
平
静
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
財
政
難

か
ら
く
る
軍
的
の
減
額
は
し
ば
し
ば
兵
士
の
反
抗
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
一
九
一

二
年
初
譚
延
随
は
軍
事
会
議
を
開
き
、
以
後
軍
隊
の
補
充
は
一
切
行
わ
ず
正
規

軍
以
外
の
「
敢
死
隊
」
・
「
決
死
隊
」
等
は
す
べ
て
解
散
し
、
.
正
規
軍
の
最
下

級
兵
士
の
月
餉
も
七
両
か
ら
五
両
二
銭
に
減
額
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
(
民
立

報
一
九
一
二
年
三
月
二
五
旦
。
す
る
と
も
と
の
四
九
標
の
兵
士
達
か
ら
反
抗
が

生
じ
都
督
の
交
替
を
公
言
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
譚
延
園
は
他
の
軍
隊
の
支
援

を
得
て
こ
れ
ら
の
兵
士
を
宝
慶
付
近
に
移
動
さ
せ
長
抄
に
事
な
き
を
得
た
。
し

か
し
兵
詔
と
軍
的
の
減
額
を
原
因
と
す
る
こ
う
し
た
兵
士
達
の
反
抗
は
そ
の
後

も
し
ば
し
ば
起
き
た
。

一
九
一
二
年
四
月
末
長
抄
に
は
軍
人
に
ょ
る
「
愛
国
団
」
な
る
団
体
が
結
成

辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

さ
れ
て
い
る
。
愛
国
団
は
語
餉
局
か
ら
六
百
両
を
借
り
て
結
成
さ
れ
て
い
る
。

団
長
は
易
業
齢
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
役
職
に
は
光
復
前
新
軍
組
織
化
の
た
め

に
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
「
協
標
営
代
表
」
が
こ
れ
に
あ
た
っ
て

い
る
。
こ
の
愛
国
団
の
結
成
理
由
は
「
現
在
流
言
が
四
方
に
起
き
て
い
る
か
ら
」

で
あ
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
後
、
愛
国
団
は
譚
延
問
を
招
い
て
二
回
目
の
「
維

持
大
会
」
を
開
い
た
。
そ
の
大
会
で
譚
延
園
は
治
安
維
持
不
可
能
を
理
由
に
辞

職
の
意
志
を
明
ら
か
に
し
都
督
の
改
選
を
要
求
し
た
が
、
参
加
者
は
「
湖
南
の

今
日
有
る
は
、
ま
っ
た
く
都
督
の
維
持
と
鋲
定
の
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
今
一

た
び
辞
職
す
れ
ば
人
心
瓦
解
し
た
ち
ど
こ
ろ
に
危
険
と
な
る
」
と
し
て
引
き
と

め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
譚
延
国
は
軍
隊
全
体
の
秩
序
維
持
と
絶
対
的
服
従
を
条

件
に
辞
意
を
撤
回
し
た
(
民
立
報
一
九
二
一
年
五
月
八
日
、
六
月
九
日
)
。
愛
国

団
は
第
四
師
長
王
陸
中
を
選
ん
で
都
督
保
護
の
役
目
に
あ
た
ら
せ
て
お
り
、
い

わ
ば
愛
国
団
は
軍
隊
中
の
反
抗
を
抑
え
て
譚
延
闊
政
権
の
維
持
を
は
か
っ
て
い

く
た
め
の
中
枢
的
役
割
を
担
う
べ
く
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
に
軍
的
削

減
に
反
抗
し
た
第
五
師
の
中
の
軍
人
は
、
削
減
に
賛
成
し
た
学
生
達
の
い
る
学

校
を
破
壊
す
る
と
と
も
に
、
愛
国
団
に
対
し
て
も
そ
の
鉾
先
を
む
け
て
い
る

(
民
立
報
一
九
一
二
年
七
月
一
四
且
。
こ
う
し
て
軍
隊
内
の
反
抗
を
抑
え
つ
つ

譚
延
圏
は
裁
兵
と
減
的
を
す
す
聖
同
時
に
軍
官
養
成
所
を
設
け
た
り
し
て
軍

隊
を
整
備
し
よ
う
と
し
た
。

譚
延
閻
政
権
の
行
政
機
構
と
そ
の
長
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
民

政
司
長
-
劉
人
照
、
財
政
司
長
-
陳
柄
換
、
外
交
司
長
-
粟
故
時
、
実
業
司
長

-
楊
杷
、
司
法
司
長
-
洪
栄
折
、
軍
務
司
長
-
黄
鸞
鳴
、
教
育
司
長
-
陳
夙

荒
。
こ
れ
以
外
の
重
要
な
機
関
に
全
省
巡
安
使
と
票
的
局
が
あ
る
。
巡
按
便
に

三
一
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就
任
し
て
い
た
の
が
龍
時
で
あ
る
。
設
置
の
目
的
は
清
朝
時
代
の
弊
政
を
一
掃

し
て
「
共
和
の
治
」
を
完
成
さ
す
こ
と
に
あ
り
、
職
務
は
都
督
を
代
表
し
て
湖

l
南
全
省
の
政
治
を
祝
察
し
「
匪
徒
」
を
鋲
圧
し
「
自
治
」
を
促
進
す
る
こ
と
で

あ
り
、
l
官
吏
の
任
免
、
軍
隊
の
移
動
、
行
政
経
費
に
つ
い
て
の
監
察
を
行
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
(
民
立
報
一
九
一
一
年
一
二
月
二
一
旦
。
巡
按
使
は
成
立
し

た
ば
か
り
の
譚
延
固
政
権
の
支
配
力
を
省
内
各
地
方
す
み
ず
み
に
ま
で
浸
透
さ

す
重
要
な
役
職
で
あ
り
、
立
憲
運
動
期
以
来
譚
延
愚
と
行
動
を
共
に
し
て
き
た

籠
璋
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
等
餉
局
は
軍
事
財
源
の
確
保
を
ほ
か
る
機

関
で
あ
り
、
そ
の
具
体
化
が
国
民
桐
の
徴
収
で
あ
る
。
竃
的
局
は
官
銭
局
内
に

総
局
が
設
け
ら
れ
各
州
県
に
分
局
が
お
か
れ
た
。
局
長
は
周
霹
鱗
で
あ
る
。
譚

延
闘
政
権
の
行
政
機
構
は
焦
達
峯
都
督
時
期
の
民
政
部
の
機
構
を
継
承
し
て
い

る
が
、
人
的
に
は
辛
亥
供
東
部
系
郷
紳
が
少
な
く
な
っ
た
か
あ
り
に
同
盟
会
員

が
参
加
し
て
い
る
。

さ
ら
に
一
九
一
一
年
末
「
多
数
の
紳
士
」
の
請
関
で
議
会
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
開
設
さ
れ
た
「
特
別
議
会
」
の
議
長
に
は
熊
兆
周
、
副
議
長
に
は
羅
傑
、

部
勲
が
選
ば
れ
て
い
る
。
熊
・
郡
の
二
人
の
経
歴
は
不
朋
だ
が
、
羅
傑
は
も
と

の
資
政
院
議
員
で
あ
り
辛
亥
倶
楽
部
の
発
起
人
の
一
人
で
あ
る
。
議
員
の
中
心

は
郷
紳
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
全
体
的
な
性
格
に
つ
い
て
、
「
有
為
の
人

は
多
く
政
r
軍
各
界
に
入
っ
て
革
命
事
業
を
実
行
し
、
立
法
機
関
を
軽
重
す
る

に
足
ら
な
い
も
の
と
見
な
し
た
。
こ
う
し
て
つ
ま
ら
な
い
人
々
が
う
ま
く
議
席

を
占
め
た
」
と
い
わ
れ
て
お
り
(
民
立
報
一
九
二
有
五
月
九
日
)
、
譚
延
閻
政

権
に
直
接
参
加
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
各
地
の
有
力
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
議
員
の
中
心
は
辛
亥
倶
楽
部
系
の
郷
紳

三
二

や
保
守
的
な
郷
紳
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
一
二
年
四
月
頃
特
別
議
会
を
解
散
さ
せ
よ
う
と
す
る
運
動

が
起
っ
た
。
直
接
の
き
っ
か
け
は
三
月
に
臨
時
約
法
が
公
布
さ
れ
つ
づ
い
て
衷

世
凱
が
臨
時
大
総
統
に
就
任
し
た
後
の
参
議
院
議
員
の
選
出
を
め
ぐ
る
対
立
で

・
あ
っ
た
。
既
成
の
選
出
方
法
が
無
い
た
め
、
黎
元
洪
と
相
談
し
た
結
果
譚
延
脇

は
閉
会
中
の
特
別
議
会
を
急
遽
四
月
五
日
に
開
会
し
議
員
の
互
選
に
よ
っ
て
選

出
し
よ
う
と
し
た
(
民
立
報
一
九
一
二
年
四
月
二
旦
。
こ
の
間
特
別
議
会
は
・

現
存
の
参
議
院
議
員
は
「
民
選
」
の
性
格
に
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

各
省
の
臨
時
議
会
あ
る
い
は
諮
議
局
を
選
出
母
体
と
し
て
速
や
か
に
議
員
を
選

出
せ
よ
と
い
う
真
性
凱
の
命
令
電
報
を
盾
に
、
▼
参
詠
院
議
貝
の
選
出
を
は
か
っ

て
い
た
が
、
結
局
五
日
に
は
過
半
数
の
議
員
が
集
ま
ら
ず
一
五
日
に
開
会
し
参

議
院
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
(
民
立
報
一
九
二
尋
四
月
二
八

里
。
こ
れ
に
対
し
て
文
経
位
の
主
宰
す
る
長
沙
日
報
は
、
こ
れ
は
特
別
議
会
が

参
議
院
議
負
を
独
占
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
別
議
会
k
正
式
の
「
民
選
」
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
の
で
解
散
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
特
別
議
会
は
譚
延

腿
に
対
し
て
長
沙
日
報
の
取
締
り
を
要
求
し
た
が
、
譚
延
園
は
あ
い
ま
い
な
態

度
を
と
っ
て
い
た
。
そ
し
て
四
月
二
百
「
湘
民
研
究
会
」
と
軍
人
数
十
人
が

特
別
議
会
に
お
し
か
け
解
放
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

特
別
議
会
が
互
選
に
よ
っ
て
参
議
院
議
員
を
選
出
し
よ
う
と
し
た
背
景
に

・
は
、
参
議
院
の
権
限
に
対
す
る
不
清
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
特
別
議
会
は
・

臨
時
大
総
統
選
出
や
首
都
地
点
議
決
は
参
議
院
の
越
権
で
あ
る
と
し
て
孫
文
や

妾
世
凱
に
そ
の
権
限
の
縮
少
を
要
求
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
「
参
議
院

を
承
認
し
な
い
の
は
臨
時
約
法
を
承
認
し
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
非
難
を



生
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
解
散
事
件
が
起
き
た
後
に
も
参
議
院
権
限
の
締
少
を
要

求
す
る
電
報
を
衷
世
凱
に
打
っ
て
お
り
、
特
別
議
会
は
臨
時
的
法
体
制
に
反
対

す
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
(
民
立
報
一
九
一
二
年
三
月
二
四
日
、
五
月
九
日
し
。

湘
民
研
究
会
は
文
経
位
と
周
霞
燐
が
中
心
人
物
で
あ
り
、
特
別
議
会
に
お
し

か
け
た
軍
人
の
な
か
に
は
易
業
齢
が
い
た
。
湘
民
研
究
会
は
特
別
議
会
の
「
罪

状
」
と
し
て
、
詩
的
局
の
廃
止
、
軍
隊
や
軍
的
の
削
減
を
討
議
し
、
.
参
議
院
議

員
を
承
認
せ
ず
、
事
あ
る
ご
と
に
都
督
に
命
令
を
請
う
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る

(
民
立
報
一
九
一
二
年
四
月
l
三
日
)
。
対
立
の
原
因
の
な
か
に
は
参
議
院
問
題

以
外
に
、
省
内
の
政
治
を
め
ぐ
る
問
題
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
易
業
齢
は
愛
国

団
の
団
長
で
あ
り
、
愛
国
田
は
譚
延
田
政
権
を
支
え
る
軍
隊
の
中
枢
で
あ
り
裁

兵
減
的
に
も
協
力
し
て
い
た
。
従
っ
て
程
度
の
差
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
二
番
目
の
「
罪
状
」
は
主
要
な
対
立
点
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
問
題
は

軍
事
費
の
確
保
を
図
っ
て
い
た
語
的
局
の
廃
止
と
譚
延
随
を
め
ぐ
っ
て
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
別
議
会
議
長
の
熊
兆
周
は
苔
的
局
に
つ
い
て
「
各
属

の
分
局
は
圧
迫
が
甚
し
く
、
紳
士
・
富
戸
・
商
民
は
そ
の
擾
害
の
苦
に
堪
え
ず

し
ば
し
ば
省
城
に
や
っ
て
来
て
訴
え
、
本
会
が
実
情
に
従
っ
て
弾
劾
し
民
を
救

う
よ
う
請
脱
し
た
」
と
、
特
別
議
会
が
害
的
局
弾
劾
の
要
請
を
う
け
て
い
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
(
民
立
報
一
九
一
二
年
四
月
二
八
日
)
。
国
民
損
の
徴
収
に
は

譚
延
回
政
権
に
非
協
力
的
な
郷
紺
か
ら
激
し
い
反
対
が
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、

「
甚
し
く
は
革
命
に
同
情
す
る
上
層
の
社
会
人
士
」
も
不
満
を
示
し
て
い
た
と

⑦

い
わ
れ
、
筆
的
局
に
よ
る
湖
南
出
身
の
清
朝
官
僚
の
財
産
没
収
に
も
省
内
外
か

ら
非
難
が
出
て
小
た
。

・
特
別
議
会
問
題
に
対
す
る
譚
延
魁
の
態
度
は
非
常
に
あ
い
ま
い
で
透
っ
た
。
一
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特
別
議
会
げ
諸
案
件
を
議
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
譚
延
眉
を
拘
束
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
議
会
の
議
決
し
た
重
要
案
件
に
つ
い
て
譚
延
畳
は
ほ
と
ん

ど
承
認
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
(
民
立
報
一
九
二
革
四
月
二
八

日
-
。
参
議
院
議
員
の
選
出
に
つ
い
て
は
、
譚
延
園
は
特
別
議
会
議
員
の
互
選
を

明
ら
か
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
散
事
件
が
起
き
る
と
、
特
別
議
会

は
も
と
も
と
会
期
を
二
〇
日
間
と
し
そ
の
後
は
解
散
す
べ
き
も
の
で
、
選
挙
方

法
も
不
十
分
で
あ
っ
た
と
述
べ
、
解
散
は
軍
隊
の
強
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
し
た
(
民
立
報
一
九
一
二
年
五
月
一
旦
。
こ
の
譚
延
厨
の
態
度
の
あ
い

ま
い
さ
は
、
直
接
的
に
政
権
を
支
え
る
行
政
・
軍
隊
の
中
枢
と
社
会
的
な
背
景

と
な
っ
て
い
る
郷
紳
と
の
間
の
矛
盾
の
反
映
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

・
愛
国
団
が
関
係
し
て
い
た
も
う
;
の
事
件
が
中
国
社
会
党
長
沙
支
部
の
解

散
事
件
で
あ
る
。
中
国
社
会
党
は
「
孫
文
の
民
生
主
義
を
継
承
し
て
設
立
さ

れ
、
中
国
革
命
同
盟
会
が
国
民
党
に
再
編
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
欠
落
さ
せ
て

い
っ
た
民
生
主
義
や
女
子
参
政
権
運
動
」
に
と
り
く
ん
で
い
っ
た
と
い
わ
れ
て

③

い
る
。
社
会
党
本
部
は
一
九
二
年
一
一
月
五
日
上
海
に
結
成
さ
れ
、
長
沙
支

部
は
翌
年
一
月
湯
火
映
堂
を
支
部
長
、
孫
賀
預
を
副
部
長
に
し
て
結
成
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
結
成
後
し
ば
ら
く
し
て
譚
延
国
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
。
そ
の
理
由

に
つ
い
て
譚
延
田
は
、
民
国
は
建
設
さ
れ
た
は
か
り
で
人
心
は
動
揺
し
て
お
り

「
も
し
に
わ
か
に
社
会
平
均
主
義
を
持
し
て
も
お
そ
ら
く
実
際
に
は
推
行
で
き

ず
、
民
心
は
擾
乱
を
生
み
易
く
こ
れ
に
よ
っ
て
国
の
根
本
が
動
揺
す
る
を
恐
れ

る
」
と
述
べ
て
い
る
(
民
立
報
一
九
二
幸
五
月
二
五
日
)
。
「
民
国
」
と
民
生

主
義
と
は
相
入
れ
な
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
社
会
党
是
沙
支
部
琶

壊
の
直
接
の
行
動
を
起
し
た
の
が
愛
国
団
で
あ
っ
た
。
一
九
二
卒
五
月
九

三
三
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日
へ
社
会
党
長
沙
支
部
が
開
設
し
て
い
た
両
等
小
学
校
に
軍
人
盲
人
が
乱
入
し

破
壊
し
た
。
烏
沙
支
部
は
代
表
五
人
を
愛
国
団
に
派
遣
し
て
抗
議
し
た
が
、
逆

に
拘
禁
さ
れ
愛
国
団
は
五
人
を
処
刑
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
処
刑
だ
け
は
外

交
司
栞
戟
時
の
調
停
で
免
れ
、
五
人
は
高
等
審
判
厩
に
禁
錮
さ
れ
た
(
民
立
報

一
九
二
一
年
六
月
一
〇
日
㌔

こ
の
間
社
会
党
本
部
は
余
菊
員
を
派
遣
し
て
譚
延
園
と
交
渉
さ
せ
る
と
と
も

に
他
の
団
体
と
連
絡
し
て
抗
議
の
電
報
を
打
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
「
も
し
社

会
党
を
組
結
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
な
ら
、
禍
を
推
し
量
れ
ば
孫
大
総
統
が

そ
の
谷
に
つ
ら
な
る
こ
と
に
な
る
」
と
表
明
し
て
い
る
(
民
立
報
一
九
二
一
年

六
月
一
四
日
)
。
譚
延
国
と
余
菊
農
の
交
渉
の
結
果
、
社
会
党
長
沙
支
部
・
愛
国

団
相
方
の
非
を
認
め
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
た
が
、
こ
の
事
件
は
辛
亥
革

命
に
よ
っ
て
意
友
会
系
郷
紳
と
同
盟
会
の
協
同
体
制
と
し
て
成
立
し
た
譚
延
励

政
権
は
民
生
主
義
を
う
け
入
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

そ
の
譚
延
国
政
権
は
同
時
に
社
会
的
背
景
と
な
っ
て
い
る
郷
紳
と
の
問
に
も

矛
盾
を
内
在
さ
せ
て
い
た
。
肥
大
化
す
る
軍
隊
を
維
持
す
る
た
め
の
財
源
確
保

対
策
が
、
田
賦
・
産
金
等
税
収
入
以
外
の
国
民
損
の
実
施
と
「
溝
賊
」
・
「
漢

好
」
の
財
産
没
収
で
あ
っ
た
。
.
「
浜
好
」
の
財
産
没
収
は
国
民
損
に
非
協
力
的

な
場
合
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
国
民
損
の
徴
収
は
竃
的
局
の
主
要
な

職
務
で
あ
っ
た
。
実
施
直
後
、
「
商
界
行
競
」
や
「
著
名
富
戸
」
の
応
募
額
正

三
百
万
両
に
達
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
(
一
九
二
年
一
一
月
二
二
日
)
。
国
民

損
は
か
た
ち
の
上
で
は
自
由
な
応
募
方
法
を
と
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
昼
強
制

的
な
徴
収
で
あ
っ
た
。
し
か
も
急
い
で
巨
額
を
確
保
す
る
必
要
性
か
ら
そ
の
対

象
は
地
主
や
富
商
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

三
四

一
九
二
一
年
七
月
ま
で
に
等
餉
局
に
「
応
募
」
の
申
し
出
の
あ
っ
た
額
は
五

百
三
十
万
両
余
に
の
ぼ
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
納
め
ら
れ
た
額

は
二
百
万
両
程
度
で
あ
っ
た
(
民
立
報
一
九
二
一
年
七
月
二
四
日
)
。
こ
こ
か
ら

す
で
に
徴
収
が
順
調
に
は
す
す
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
郷
紳
楊

聾
の
息
子
で
あ
る
楊
達
筆
、
述
章
の
二
人
は
数
十
万
の
資
産
を
も
っ
て
お
り
鴛

的
局
の
国
民
招
致
収
に
対
し
て
一
万
串
を
認
め
て
い
た
が
、
実
際
虹
は
一
銭
も

納
め
る
こ
と
な
く
、
英
新
聞
を
使
っ
て
局
長
の
周
黒
鱗
を
攻
撃
し
て
い
た
。
ま

た
常
徳
府
で
は
竃
的
局
の
国
民
損
徴
収
に
反
対
し
て
罷
市
.
を
実
行
す
る
さ
わ

ざ
が
起
き
て
い
る
(
民
立
報
一
九
一
三
年
八
月
九
日
、
一
九
二
一
年
八
月
一
〇

日)。一
九
二
一
年
初
か
ら
特
別
議
会
は
国
民
掲
反
対
の
声
を
代
弁
し
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
同
年
八
月
に
昼
国
務
院
は
竃
的
局
・
財
産
没
収
へ
の
不
満
の
訴
え
が

し
ば
し
ば
あ
り
、
と
く
に
挟
西
・
湖
南
に
そ
れ
が
多
い
と
し
て
害
的
局
の
廃
止

を
命
令
し
(
民
立
報
一
九
二
一
年
八
月
二
九
日
)
、
湖
南
で
は
九
月
に
竃
餉
局
が

撤
廃
さ
れ
た
。
害
餉
局
の
廃
止
は
軍
隊
の
削
減
を
一
層
急
速
に
進
め
わ
は
な
ら

な
く
さ
せ
た
。
し
か
し
軍
隊
の
急
敢
な
削
減
は
兵
士
の
不
満
を
よ
び
お
こ
し
、

表
世
凱
の
全
国
支
配
確
立
過
程
と
い
う
条
件
と
重
な
り
あ
っ
て
詔
延
闘
政
権
を

動
揺
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

註
①
　
用
宗
鱗
「
譚
延
置
統
治
湖
南
始
末
」
、
李
暗
雲
迫
稿
「
譚
心
休
〝
招
指
″

宝
靖
始
末
」
　
『
回
憶
録
』
二

②
　
陶
菊
隠
「
長
沙
響
応
起
義
兄
開
」
　
『
回
憶
録
』
二

③
　
小
島
淑
男
「
辛
亥
革
命
期
の
労
農
運
動
と
中
国
社
会
党
」
一
九
七
一
年



度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
。
民
生
主
義
は
国
民
党
結
成
の
な
か
で
切
り

.
す
て
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
も
と
も
と
同
盟
会
の
中
に
民
生
主
義
を
指

向
し
な
い
「
革
命
派
」
が
お
り
、
現
実
の
政
治
運
動
に
お
い
て
は
そ
れ
ら

が
主
要
な
役
割
を
晃
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
辛
亥
革
命
の
後
国
民

党
結
成
の
な
か
で
民
生
主
義
が
指
向
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
と
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
　
第
二
革
命

一
九
一
二
年
八
月
、
同
盟
会
は
宋
数
仁
・
貴
興
を
中
心
に
し
て
統
一
共
和
党

等
と
合
併
し
て
国
民
党
と
な
っ
た
。
湖
南
で
は
同
年
九
月
末
に
国
民
党
湖
南
支

部
が
結
成
さ
れ
た
。
支
部
長
に
は
譚
延
置
、
副
部
長
に
は
仇
賢
が
就
任
し
、
そ

の
他
の
役
員
に
は
政
事
主
任
に
劉
武
、
交
際
主
任
に
周
霹
鱗
、
会
計
主
任
に
陳

柄
換
、
文
事
主
任
に
呉
景
鴇
、
評
議
長
に
龍
埠
が
就
任
し
、
評
議
員
に
は
辛
亥

倶
楽
部
の
一
部
も
含
ん
で
い
毎
す
な
わ
ち
国
民
党
湖
南
支
部
は
憲
友
会
系
郷

紳
と
同
盟
会
員
を
中
心
に
辛
亥
倶
楽
部
の
一
部
も
含
ん
で
結
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
焦
達
峯
殺
害
後
の
湖
南
省
政
権
の
性
格
と
同
様
で
あ
り
、
こ
こ
に

湖
南
省
政
府
は
国
民
党
政
権
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

臨
時
大
総
統
に
就
任
し
た
真
世
凱
は
急
激
な
中
央
集
権
化
を
は
か
っ
た
が
、

そ
れ
は
国
会
と
の
対
立
を
生
み
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
華
中
諸
省
内
の
予
盾
を

激
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
湖
南
で
は
財
政
的
配
慮
か
ら
軍
隊
の
整
理
が
行

わ
れ
始
め
て
い
た
が
、
衰
世
凱
は
軍
事
集
中
の
意
図
に
基
づ
い
て
各
省
の
軍
隊

削
減
を
徹
底
し
て
行
い
、
一
九
二
一
年
一
〇
月
に
は
譚
延
国
は
湖
南
の
兵
額
を

辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

一
万
一
千
人
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
で
は
陸
軍
総
長
段
芝
貴
は
両
湖

を
一
軍
区
と
し
て
黎
元
洪
を
軍
区
長
と
し
両
省
の
軍
隊
を
統
率
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
た
。
軍
隊
の
急
放
な
削
減
は
兵
士
の
反
抗
を
よ
び
お
こ
し
、
ま
た
そ
れ
に

乗
じ
た
譚
延
悶
政
権
に
不
満
を
も
つ
「
革
命
党
人
」
の
動
き
が
活
発
に
な
っ

た
。
こ
の
頃
起
き
た
最
も
大
き
な
事
件
が
「
第
五
次
革
命
」
と
い
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
。

「
第
五
次
革
命
」
は
解
散
兵
士
を
中
心
に
現
職
の
軍
人
も
ま
き
こ
ん
だ
譚
延

関
政
権
打
倒
の
行
動
で
あ
る
。
こ
の
頃
湖
南
の
解
散
兵
士
は
三
万
人
と
い
わ
れ

て
い
た
が
、
解
散
に
あ
た
っ
て
総
額
二
百
万
両
の
「
休
養
金
」
が
支
払
わ
れ

た
。
だ
が
彼
ら
は
譚
延
国
に
二
回
目
、
三
回
日
の
「
休
養
金
」
の
支
払
い
を
要

求
し
て
い
た
。
し
か
し
財
政
司
の
陳
柄
快
は
数
百
万
両
の
砂
票
を
発
行
す
る
こ

と
に
よ
る
経
済
へ
の
悪
影
響
を
考
え
て
反
対
し
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
解

散
兵
士
の
不
満
を
一
層
強
く
さ
せ
た
。
「
第
五
次
革
命
」
に
は
軍
人
を
中
心
に

し
た
「
建
国
団
」
、
そ
れ
に
「
湘
政
改
良
会
」
が
活
動
し
て
お
り
、
湘
政
改
良
会

は
謝
介
僧
、
劉
文
錦
、
易
業
齢
、
周
東
蘇
を
助
け
て
現
在
の
湖
南
政
府
を
打
倒

す
る
こ
と
を
発
表
し
て
い
た
(
民
立
報
一
九
一
三
年
三
月
四
巳
。
事
実
共
進
会

の
メ
ソ
.
バ
ー
だ
っ
た
謝
介
僧
や
飛
翰
水
師
統
領
で
愛
国
団
団
長
で
あ
っ
た
易
業

齢
、
劉
文
錦
ら
の
軍
人
、
そ
れ
に
那
永
成
が
関
係
し
て
い
た
。
愛
国
団
団
長
だ

っ
た
易
業
齢
が
こ
の
事
件
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
、
軍
隊
の
急
激
な
削
減
の

も
た
ら
し
た
衝
撃
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
事
態
を
察
知
し
た
譚

延
国
は
影
響
の
広
が
り
を
恐
れ
、
易
業
齢
を
逮
捕
し
劉
文
錦
を
免
職
し
た
だ
け

で
、
謝
介
僧
に
は
二
万
元
を
与
え
湖
南
省
か
ら
出
る
こ
と
を
要
求
し
那
永
成
に

は
周
震
燐
を
通
じ
て
免
罪
す
る
代
り
に
「
出
洋
考
察
」
す
る
こ
と
を
要
求
す
る

三
五



辛
亥
革
命
に
お
け
る
薄
荷
独
立
(
曽
田
)

⑧

に
と
ど
め
た
。

謝
介
僧
ら
は
焦
達
峯
殺
害
後
の
譚
延
脇
政
権
に
不
満
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
が
、
譚
延
諺
政
権
打
倒
の
た
め
に
利
用
し
ょ
う
と
し
た
情
勢
は
複
雑
な
も

の
で
あ
っ
た
。
「
第
五
次
革
命
」
に
お
い
て
直
接
の
行
動
に
主
要
な
役
割
を
具

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
建
国
団
」
の
団
約
は
次
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ

っ
た
。
「
宗
旨
」
は
「
軍
国
国
家
を
建
設
し
国
是
を
実
行
し
て
国
権
を
回
復
す

る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
具
体
策
の
一
つ
と
し
て
「
全
国
の
統
一
を
は
か
っ
て

省
界
を
除
去
し
、
政
党
の
意
見
を
消
滅
し
、
軍
備
を
整
頓
し
、
十
年
の
う
ち
に

す
ば
や
く
変
事
を
処
理
し
て
対
外
作
戦
の
準
僻
を
す
る
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る

(
民
立
報
一
九
一
三
年
二
月
二
七
日
)
。
こ
の
「
団
約
」
は
さ
ら
に
実
業
・
交
通

を
重
視
し
て
軍
事
の
補
助
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
▼
い
る
が
」
全
体
と
し
て

『
洋
学
詩
編
』
期
以
来
の
楊
度
の
思
想
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
一
九
一
三

年
初
、
強
力
な
北
洋
軍
を
掌
拉
し
軍
事
的
に
は
圧
倒
的
な
優
位
に
た
っ
て
い
た

衰
世
凱
に
と
っ
て
、
最
大
の
障
害
は
国
会
を
足
場
に
し
た
国
民
党
の
責
任
内
閣

の
要
求
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
こ
の
「
団
約
」
は
い
か
な
る
意

味
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
「
軍
国
国
家
」
と
し
て
軍
事
中
心
の
統
一
国
家
を

目
ざ
し
、
し
か
も
そ
の
具
体
策
が
政
党
の
政
治
主
張
の
除
去
で
あ
り
、
省
「
自

治
」
の
排
除
で
あ
れ
ば
、
衰
世
凱
に
よ
る
全
国
支
配
へ
の
途
を
ひ
ら
く
重
の
で

あ
っ
た
こ
と
ほ
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
.
謝
介
僧
ら
が
主
観
的
に
ど
の
よ
う
な

政
権
構
想
を
も
っ
て
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
」
こ
う
し
た
意
識
を
も
っ
た
軍

人
達
の
反
抗
を
利
用
し
て
譚
延
閏
政
権
の
打
倒
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

国
民
党
や
国
会
と
対
立
し
、
清
朝
打
倒
の
中
心
に
な
っ
た
華
中
諸
省
内
の
矛

盾
を
拡
大
さ
せ
つ
つ
責
世
凱
ほ
中
央
集
権
化
を
す
す
め
る
が
、
そ
の
本
格
的
な

三
六

開
始
が
一
九
一
三
年
一
二
月
、
四
月
と
相
前
後
し
て
起
き
た
宗
教
仁
の
暗
殺
と
善

後
大
借
款
の
締
結
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
事
件
は
衰
世
凱
に
お
い
て
不
可
分

な
も
の
で
あ
り
、
責
任
内
閣
制
を
拒
否
し
国
会
の
権
限
を
無
視
し
、
軍
事
力
に

ょ
っ
て
全
国
支
配
を
確
立
し
ょ
う
と
す
る
意
図
を
明
確
に
表
わ
し
て
い
た
。
こ

の
二
つ
の
事
件
は
湖
南
省
で
も
激
し
い
議
論
を
生
ん
だ
。

宋
教
仁
暗
殺
事
件
が
伝
わ
る
と
、
劉
怒
街
・
高
相
鑑
・
那
介
人
ら
に
よ
っ
て

三
月
二
六
日
公
民
大
会
が
開
か
れ
、
宗
教
仁
暗
殺
に
対
し
て
衷
世
凱
を
非
難
す

る
演
説
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
対
決
方
法
が
討
議
さ
れ
た
。
そ
こ
に
お
い
て

対
決
方
法
と
し
て
、
ノ
.
「
政
党
内
閣
主
義
」
の
貫
徹
を
主
張
す
る
も
の
と
、
武
力

対
決
を
主
張
す
る
も
の
と
が
い
た
(
民
立
報
一
九
二
ニ
年
四
月
四
日
)
。
し
ば
ら

く
後
に
は
、
国
民
党
湖
南
支
部
評
議
員
の
柳
聯
盈
ら
が
組
織
し
て
い
た
湖
南
公

民
団
も
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て
討
議
し
、
譚
延
腿
に
厳
し
い
対
決
の
し
方
を
要

求
し
て
い
た
。
し
か
し
譚
延
闘
及
び
国
民
党
湖
南
支
部
の
「
穏
健
派
」
は
武
力

対
決
に
は
賛
成
せ
ず
、
「
悪
政
府
」
と
の
平
和
的
な
闘
争
を
主
張
し
(
民
立
報

一
九
一
三
年
六
月
一
日
)
、
譚
延
田
は
江
西
の
李
烈
鈎
、
安
故
の
相
文
酌
、
広
東

の
胡
漢
民
各
郡
督
と
と
も
に
画
会
の
議
決
を
経
ず
に
借
款
打
紐
を
行
っ
た
こ

と
、
及
び
宗
教
仁
暗
殺
に
政
府
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
抗
議
す
る
電

報
を
豪
世
凱
に
打
っ
‰

こ
の
四
都
督
の
抗
議
は
真
世
凱
の
四
省
へ
の
武
力
圧
迫
を
強
め
さ
せ
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
主
要
な
対
象
と
な
っ
た
の
が
江
西
省
で
あ
っ
た
。
先
の
公
民
会

と
公
民
団
、
そ
れ
に
郡
代
薄
ら
が
組
織
し
て
い
た
外
府
連
合
会
け
合
併
し
て
湖

南
公
民
連
香
会
と
な
。
譚
延
園
に
独
立
を
要
求
し
軸
譚
延
園
は
な
お
戟
田
を

避
け
る
た
め
に
も
と
の
民
政
司
仇
資
を
北
京
に
派
遺
し
て
衰
世
凱
と
の
交
渉
に



あ
た
ら
せ
る
と
と
も
に
北
洋
軍
の
華
中
か
ら
の
扱
退
を
要
請
し
て
い
た
。
し
か

し
北
洋
軍
の
南
下
は
つ
づ
き
湖
南
方
面
に
は
北
洋
軍
第
六
節
が
浜
口
付
近
に
駐

屯
し
て
圧
迫
を
加
え
、
岳
州
抹
緊
迫
し
た
状
態
に
な
っ
た
。

し
か
し
こ
う
し
た
状
態
の
中
で
、
湖
南
に
は
表
世
凱
と
何
ら
か
の
方
法
に
よ

る
対
決
を
要
求
す
る
声
だ
け
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
二
二
年
五

月
一
六
日
長
抄
の
二
五
〇
の
団
体
(
お
そ
ら
く
職
菜
団
体
で
あ
ろ
う
)
と
商
務

総
会
・
工
業
総
会
が
連
合
大
会
を
開
き
、
独
立
が
う
わ
さ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
譚
延
廟
に
「
既
成
の
考
え
を
除
去
し
努
め
て
統
一
を
は
か
る
」
こ
と
を

要
請
し
た
。
譚
延
闘
技
こ
れ
に
対
し
て
独
立
の
考
え
の
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
(
民
立
報
一
九
二
二
年
五
月
二
六
日
)
。
も
と
も
と
大
会
に
お
い
て
中
央
政

府
に
政
局
維
持
の
要
請
電
報
を
打
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
代
表
十
余
人
は

譚
延
閲
の
返
答
を
了
解
し
て
帰
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
部
の
人
々
は
「
湖

南
は
秘
そ
か
に
独
立
を
は
か
っ
て
い
る
。
速
や
か
に
北
軍
を
派
遣
し
て
保
護
せ

ら
れ
ん
こ
と
を
請
う
」
と
い
う
内
容
の
電
報
を
中
央
政
府
に
打
ち
、
中
央
政
府

も
「
も
し
擾
乱
の
状
況
が
あ
れ
ば
必
ら
ず
兵
を
派
遣
し
て
保
護
す
る
」
と
答
え

た
。
こ
う
し
た
動
き
を
煽
動
し
て
い
た
一
人
が
葉
徳
輝
で
あ
っ
た
。
薬
徳
輝
は

長
沙
に
乗
公
和
染
房
を
開
設
し
て
両
界
の
一
人
と
な
り
湖
南
独
立
防
止
を
中
央

に
要
請
す
る
よ
う
商
界
を
煽
動
し
て
い
た
∴
民
立
報
一
九
一
三
年
六
月
二
日
、

六
月
四
日
㌔
省
内
か
ら
独
立
に
反
対
し
て
麦
世
凱
に
接
近
し
て
い
っ
た
の
は
郷

紳
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
湖
南
の
軍
人
田
宗
頼
ら
六
二
人
は
「
軍
人
は
国
家
を

防
衛
し
秩
序
を
保
全
す
む
一
切
の
責
任
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
わ
れ
ら
軍
人
は

来
案
に
干
渉
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
巽
世
凱
に
打
電
し
て
い
る

(
民
立
報
一
九
二
二
年
六
月
一
七
日
)
。
衰
世
凱
支
配
の
確
立
過
程
の
中
に
あ
っ

辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

て
湖
南
で
は
独
立
-
武
力
対
決
の
要
求
と
独
立
反
対
、
北
洋
軍
に
よ
る
湖
南
維

持
の
要
求
と
が
あ
ら
わ
れ
た
。
湖
南
の
秩
序
を
維
持
し
武
力
対
決
を
避
け
つ
つ

解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
譚
延
魁
及
び
国
民
党
湖
南
支
部
の
中
枢
は
双
方
か
ら

態
度
の
決
定
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

真
世
凱
の
湖
南
に
対
す
る
圧
迫
は
強
ま
る
一
方
で
、
六
月
中
頃
に
は
黎
元
浜

は
表
世
凱
の
命
令
を
う
け
て
軍
隊
を
岳
州
に
進
入
さ
せ
た
。
湖
南
省
内
で
は
譚

延
固
辞
職
の
う
わ
さ
が
流
れ
、
省
議
会
は
辞
職
不
承
認
の
電
報
を
国
会
や
衷
世

凱
に
打
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
七
月
八
日
に
長
抄
の
軍
装
局
が
爆
発
し

多
数
の
弾
薬
・
銃
器
を
失
う
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
こ
の
頃
湖
南
に
は
北
京

か
ら
偵
察
隊
が
派
遣
さ
れ
て
き
て
お
り
偵
察
と
挑
発
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、

こ
の
事
件
も
そ
れ
ら
の
仕
業
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
事
件
は
武
力
対
決
に

消
極
的
で
あ
っ
た
国
民
党
湖
南
支
部
の
中
枢
に
強
い
衝
撃
を
与
え
、
周
宗
麟
・

籠
璋
・
文
経
偉
・
文
斐
・
易
宗
覇
ら
も
独
立
を
主
張
し
始
め
た
。

江
西
独
立
後
、
譚
延
国
は
湖
北
か
ら
の
秩
序
維
持
要
請
と
江
西
か
ら
の
独
立

要
請
の
電
報
を
し
ば
し
は
う
け
て
い
た
が
、
七
月
二
五
日
に
な
っ
て
独
立
を
発

表
し
、
省
議
会
も
独
立
を
議
決
し
た
。
独
立
に
あ
た
っ
て
譚
延
閻
及
び
各
軍
官

の
発
表
し
た
「
討
表
徴
文
」
は
討
真
の
理
由
と
し
て
、
真
世
凱
が
「
政
権
を
基

奪
し
て
よ
り
約
法
に
違
背
し
民
権
を
ふ
み
に
じ
ら
な
い
日
は
無
く
」
、
±
賢
人
を

亭
は
ず
地
方
の
功
を
す
べ
て
消
去
し
、
か
え
て
地
方
を
靖
疑
し
民
権
に
反
対
す

る
考
え
を
生
み
出
し
た
」
と
、
地
方
の
利
害
を
無
視
し
「
民
権
」
を
抑
圧
し
た

こ
と
を
あ
げ
て
い
る
(
民
立
報
一
九
一
三
年
八
月
一
日
)
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に

譚
延
回
は
乗
世
凱
と
の
武
力
対
決
を
で
き
る
だ
け
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
独
立
後
あ
る
外
電
は
「
豪
世
凱
に
反
対
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
本

三
七



辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

省
(
湖
南
省
-
筆
者
)
を
維
持
す
る
こ
と
を
宗
旨
と
し
、
来
た
り
て
攻
撃
す
る

も
の
が
あ
れ
ば
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
伝
え
て
い
た
(
民

立
報
一
九
二
二
年
七
月
三
日
)
。
譚
延
圏
の
「
民
権
」
や
「
地
方
自
治
」
の
主

張
に
基
づ
く
独
立
は
極
め
て
消
極
的
で
受
身
の
真
世
凱
に
対
す
る
対
応
だ
4
た
l

の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
消
極
的
な
対
応
さ
え
も
譚
延
圏
政
権
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
社

会
層
か
ら
賛
成
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
長
沙
商
務
総
会
の
董
事
周
交
階
・
石
国

釣
の
二
人
と
辛
亥
倶
楽
部
湖
南
支
部
の
発
起
人
で
副
支
部
長
で
あ
り
、
光
復
後

商
務
総
会
総
理
に
な
っ
て
い
た
李
達
埠
は
独
立
反
対
の
運
動
を
行
っ
て
い
た

が
、
譚
延
朗
が
独
立
を
宣
布
す
る
と
李
達
韓
は
姿
を
消
し
周
受
階
は
黎
元
供
と

連
絡
を
と
り
始
め
た
。
ま
た
辛
亥
倶
楽
部
湖
南
支
部
の
常
議
員
で
あ
り
、
こ
の

時
共
和
党
湖
南
支
部
長
で
長
沙
城
議
事
会
議
長
で
あ
っ
た
譚
侍
橙
は
衰
世
凱
を

擁
護
し
議
事
会
名
義
で
譚
延
団
に
独
立
取
消
し
を
要
求
し
た
(
民
立
報
「
九
一

三
年
八
月
七
旦
。
こ
の
た
め
周
受
階
と
譚
侍
橙
は
逮
捕
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対

し
て
商
務
総
会
会
員
は
釈
放
を
要
求
し
て
都
督
府
に
お
し
か
け
、
共
和
党
湖
南

支
部
も
大
会
を
開
い
て
対
策
を
協
議
し
た
。
長
抄
の
有
力
な
商
人
の
団
体
で
あ

る
商
務
総
会
と
郷
紳
の
「
自
治
」
に
関
す
る
議
事
機
関
で
あ
る
城
議
事
会
の
独

立
反
対
は
、
譚
延
嵐
政
権
の
社
会
的
背
景
と
な
っ
て
い
る
郷
跡
や
商
紺
が
独
立

に
反
対
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

省
内
の
郷
紬
の
独
立
取
消
し
要
求
と
戦
局
の
悪
化
に
よ
っ
て
・
当
初
独
立
に

賛
成
し
て
い
た
文
経
偉
、
龍
埠
、
文
斐
ら
も
譚
延
向
に
独
立
取
消
し
を
要
請
す

る
よ
う
に
な
り
、
独
立
後
一
か
月
も
せ
ず
に
譚
延
圏
は
黎
元
浜
の
調
停
の
下
に

独
立
取
消
し
を
宣
布
し
た
。
独
立
取
消
し
の
結
果
、
譚
延
国
は
都
督
を
免
職
さ

三
八

れ
て
湖
南
を
離
れ
、
代
っ
て
衰
世
凱
政
権
の
海
軍
次
長
で
あ
り
両
湖
地
方
に
軍

隊
を
率
い
て
い
た
湯
痴
銘
が
都
督
に
就
任
し
、
湖
南
は
衰
世
凱
支
配
下
に
入
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
湯
蔀
銘
の
都
督
就
任
に
先
だ
っ
て
、
李
達
璋
ら
は
商
務

総
会
、
晨
会
、
工
業
総
会
、
長
沙
城
議
事
会
を
代
表
し
て
黎
元
浜
と
独
立
取
消

し
後
の
対
策
を
協
議
し
て
い
る
。
同
時
に
彼
ら
は
独
立
に
関
係
し
た
人
物
の
迫

⑤

及
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
動
き
は
ま
さ
に
豪
世
凱
の
湖
南
支
配
の
た
め

の
郷
沖
の
準
備
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

湖
南
独
立
・
反
衷
闘
争
は
「
民
権
」
を
擁
護
す
る
闘
い
で
あ
っ
た
が
、
し
か

し
清
朝
打
倒
の
時
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
郷
紬
や
商
紳
の
多
数
の
賛
成
を
得
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
独
立
前
か
ら
反
対
運
動
を
続
け
て
お
り
、
衰
世

凱
に
ょ
る
強
力
な
統
治
を
望
ん
で
い
た
。
南
北
軍
の
軍
事
力
の
差
む
も
ち
ろ
ん

あ
る
が
、
譚
延
題
の
独
立
取
消
し
は
こ
れ
ら
の
社
会
層
の
動
き
に
強
く
規
定
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
第
二
革
命
に
は
湖
南
の
「
人
民
」
も
関
心
を
示
さ
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
て
お
‰
湖
南
独
立
・
反
衷
闘
争
に
は
客
観
的
な
情
勢
も
成
熟

し
て
い
な
か
っ
た
し
、
主
体
的
条
件
も
不
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
衰
世
凱
は

楊
度
に
、
「
わ
た
し
は
国
民
党
が
暴
力
で
政
権
を
奪
取
し
よ
う
と
す
る
の
は
恐

れ
な
い
。
た
だ
わ
た
し
は
彼
ら
が
合
法
的
な
手
段
で
政
権
を
か
ち
と
る
の
を
恐

⑳

れ
る
」
と
語
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
条
件
の
未
成
熟
な
下
で
の
独
立
蜂
起
は
、

客
観
的
に
は
衰
世
凱
の
全
国
支
配
を
は
や
め
る
役
割
し
か
果
さ
な
か
っ
た
。

註
③(9①

『
湖
南
近
百
年
大
事
記
述
』
　
三
二
七
頁

「
郡
永
成
回
憶
録
」
　
(
前
出
)

黄
興
も
当
初
武
力
闘
争
に
は
消
極
的
で
あ
り
、
国
会
に
よ
る
「
合
法
悶



争
」
を
主
張
し
て
い
た
(
金
沖
及
・
胡
縄
武
「
論
黄
興
」
　
歴
史
研
究
一

九
六
二
年
三
期
)
。

◎
　
『
湖
南
近
百
年
大
事
記
述
』
　
三
三
二
頁

⑤
　
r
黎
副
総
統
教
書
』
　
巻
二
六
・
三
〇

⑥
　
陶
菊
隠
「
長
沙
響
応
起
義
兄
閲
」
　
(
前
出
)

⑦
　
丁
中
江
著
『
北
洋
軍
閥
史
話
』
　
四
三
七
頁

お
　
わ
　
り
　
に

湖
南
に
お
い
て
清
朝
打
倒
に
最
も
急
進
的
だ
っ
た
の
は
共
進
会
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
の
政
治
的
展
望
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
新
軍
や
湖
南
社
会
に
対
し

て
実
質
的
な
指
導
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
は
憲
友
会
で
あ
り
、
新
軍
の
長
沙
集

結
と
と
も
に
譚
延
随
政
権
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
譚
延
圏
は
諮
議
局
議
長
に

就
任
し
た
後
、
民
衆
暴
動
に
乗
じ
て
保
守
的
郷
紺
を
お
い
お
と
し
、
さ
ら
に
清

朝
の
立
憲
政
策
に
対
す
る
反
対
、
地
方
自
衛
の
運
動
の
中
心
と
な
っ
て
活
動
す

る
な
か
で
社
会
に
対
す
る
指
導
権
を
掌
担
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
清
朝
支
配
か

ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
生
れ
た
譚
延
聞
政
権
の
中
心
は
悪
友
会
と
中
部
同
盟
会
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
両
者
の
政
治
的
主
張
の
共
通
性
か
ら
い

っ
て
当
然
で
あ
っ
た
。

し
か
し
責
世
凱
の
全
国
支
配
確
立
過
程
と
心
う
条
件
と
重
な
り
あ
っ
て
譚
延

薗
政
権
と
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
社
会
層
と
の
問
に
矛
盾
が
生
じ
た
。
ま
ず

そ
れ
埠
頭
廷
国
政
権
と
特
別
議
会
と
の
対
立
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
第
二
革
命

に
お
い
て
決
定
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
国
民
網
の
徴
収
へ
の
不
満
等
に
よ
る
財

辛
亥
革
命
に
お
け
る
湖
南
独
立
(
曽
田
)

源
難
か
ら
の
軍
隊
の
整
理
と
真
世
凱
に
よ
る
各
省
軍
隊
の
急
激
な
削
減
は
軍
人

の
反
抗
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
を
利
用
し
た
一
部
の
「
革
命
流
」
に
よ
る
譚
延
盟

政
権
打
倒
の
行
動
が
生
れ
る
な
ど
譚
延
固
政
権
の
秩
序
維
持
能
力
の
弱
化
を
も

た
ら
し
た
。
譚
延
固
政
権
に
よ
る
統
治
の
不
安
定
な
状
態
は
湖
南
の
郷
紳
に
地

方
自
衛
の
意
識
を
弱
く
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
乗
じ
て
、
も
と
も
と
軍
事

中
心
の
中
央
集
権
化
に
よ
る
中
国
の
富
強
化
を
主
張
し
て
い
た
辛
亥
倶
楽
部
の

中
心
人
物
は
、
第
二
革
命
に
お
い
て
長
抄
の
主
要
な
社
会
団
体
を
率
い
て
譚
延

諺
に
独
立
取
消
し
を
要
求
し
省
内
か
ら
蓑
世
凱
に
よ
る
湖
南
統
治
の
途
を
開
い

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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The characteristic of the feudal overlordship and
villages in Yamato region in the 18th century

Especially from. Kyoho to Horeki Era

: by Masamichi Taniyama

The period from Kyoho to Horeki was an antagonistic time between the

Shogunate and peasants who were under its rule: while the former attempted to

reinforce the control and to reconstruct the economic foundation by collecting

additional feudal taxes, the latter resisted it to preserve their own interests.

After all the shogunate miscarried of its policy and was driven to change the

control over them. Consequently the feudal government was to fall into more

critical situation å å '.

In this article, I made a concrete examination of the process of feudal over-

lordship in Yamato region with due regard to the regional peculiarity.

Hunan's Independence in the Revolution of 1911-1913

by Saburo Soda

Not only the revolutionaries, but also the constitutional monarchists took part

in Hunan's independence in the Revolution of 1911. It was the constitutional

monarchists that played a leading part in breaking away from the Manchu rule.

Hunan military government was organized by the revolutionaries (Chung pu t'ung

meng hut) and a section of the constitutional monarchists (Hsien yu hui).

Hunan military government enter the second Revolution of 1913. But the

other section of the constitutional monarchists (Hsin hat chii le pu) opposed

to this anti-Yuan shin-k'ai struggle and attacked T'an yen-k'ai who had taken

initiative in Hunan military government. This struggle resulted in failure.

Hunan military government fell down and Hunan was to be under the control

of Yuan shih-k'ai.

This paper intends to analyze political powers and to point out the relations

beetwen them in the Revolution of 1911-1913in Hunan.
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