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は
じ
め
に

本
稿
は
、
民
国
初
期
北
京
政
府
（
1
）
下
に
お
け
る
地
方
政
権
に
つ
い

て
、
特
に
広
東
の
陳
炯
明
政
権
に
着
目
し
つ
つ
研
究
整
理
を
行
う

も
の
で
あ
る
。
民
国
期
の
地
方
政
権
に
つ
い
て
最
も
盛
ん
に
議
論

さ
れ
て
い
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
と
一
九
八
〇
年
代
で
あ
る
。
こ

の
時
期
に
お
け
る
研
究
は
、
や
や
も
す
れ
ば
革
命
主
体
そ
の
も
の

や
階
級
関
係
の
分
析
の
影
に
隠
れ
が
ち
で
あ
っ
た
地
方
政
権
に
つ

い
て
、
も
っ
ぱ
ら
政
治
史
の
角
度
か
ら
実
証
を
進
め
た
点
に
特
徴

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
著
作
の
代
表
に
は
波
多

野
善
大
『
中
国
近
代
軍
閥
の
研
究
（
2
）
』
や
陳
志
譲
『
軍
紳
政
権
（
3
）
』
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
例
え
ば
日
本
に
お
い
て
は
、
今
井

駿
に
よ
る
四
川
政
権
研
究
（
4
）
や
塚
本
元
に
よ
る
湖
南
政
権
研
究
（
5
）
な
ど
、

個
別
の
地
方
政
権
に
即
し
た
分
析
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
政
治
史
的
な
視
点
か
ら
の
地
方
政
権
研
究
は
十
分
に
展
開
し

た
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。

一
九
八
〇
年
代
後
半
に
至
る
と
ア
メ
リ
カ
の
地
方
エ
リ
ー
ト
研

究
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
日
本
に
お
い
て
は
社
会
史
的
な
角
度
か

ら
地
域
社
会
の
構
造
を
解
明
し
て
い
こ
う
と
す
る
研
究
潮
流
が
顕

著
に
な
り
、
特
に
清
末
民
国
期
の
地
域
社
会
や
地
方
政
治
の
構
造

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
社
会
史
的
研
究

で
特
徴
的
な
の
が
、
県
や
そ
れ
以
下
の
地
域
社
会
に
対
す
る
微
視

的
な
分
析
を
主
軸
に
据
え
て
い
る
点
で
あ
る
（
6
）
。

近
年
の
日
本
に
お
け
る
地
方
政
権
研
究
で
は
政
治
史
的
観
点
の

み
な
ら
ず
社
会
経
済
的
構
造
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
る

も
の
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
、
本
稿
で
の
主
要
関
心
対
象
で
あ

る
広
東
省
の
陳
炯
明
政
権
に
つ
い
て
も
政
治
史
的
角
度
と
社
会
史

的
視
点
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
の
検
討
が
さ
れ
始
め
て
い
る
（
7
）
。
し
か
し
、

近
代
中
国
地
方
政
権
史
研
究
に
関
す
る
覚
書

│
│
陳
炯
明
政
権
を
中
心
に
│
│

若

泉

も
え
な

近
代
中
国
地
方
政
権
史
研
究
に
関
す
る
覚
書

二
七
（
二
二
三
）



両
者
の
視
点
を
統
合
し
た
研
究
は
十
分
に
展
開
し
て
い
る
と
は
言

い
難
く
、
こ
の
点
を
克
服
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り

わ
け
地
方
政
権
の
土
台
と
な
っ
て
い
た
財
政
や
、
彼
ら
の
支
持
基

盤
で
あ
っ
た
商
人
層
の
動
向
な
ど
の
検
討
が
肝
要
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
従
来
の
地
方
政
権
に
関
す
る
先
行
研

究
を
整
理
し
た
う
え
で
、
今
後
の
近
代
中
国
地
方
政
権
史
研
究
の

方
向
性
に
つ
い
て
陳
炯
明
政
権
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
。

以
下
、
第
一
章
に
お
い
て
は
北
京
政
府
を
扱
っ
た
諸
研
究
の
整

理
を
行
う
。
そ
の
う
え
で
地
方
政
権
の
な
か
で
も
蓄
積
の
厚
い
閻

錫
山
・
馮
玉
祥
・
張
作
霖
に
関
す
る
研
究
を
概
観
す
る
。
な
お
、

こ
こ
で
は
政
権
を
維
持
す
る
に
あ
た
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た

財
政
に
焦
点
を
当
て
た
論
考
を
対
象
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
第
二

章
以
降
で
扱
う
広
東
省
の
陳
炯
明
政
権
な
ど
、
い
ま
だ
に
社
会
経

済
的
分
析
が
乏
し
い
地
方
政
権
研
究
に
と
っ
て
参
考
と
な
り
う
る

か
ら
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
広
東
省
の
陳
炯
明
政
権
に
焦
点
を
絞

り
、
政
治
史
的
視
角
及
び
社
会
史
的
観
点
よ
り
な
さ
れ
た
研
究
の

成
果
と
課
題
を
論
じ
る
。
第
三
章
で
は
陳
炯
明
政
権
の
支
持
基
盤

の
解
明
に
あ
た
っ
て
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
広
東
省
の
商
団
に
関

す
る
研
究
を
整
理
し
、
今
後
検
討
す
べ
き
論
点
を
提
示
す
る
。

第
一
章

北
京
政
府
及
び
地
方
政
権
に
関
す
る
研
究

第
一
節

北
京
政
府

本
節
で
は
北
京
政
府
に
関
す
る
主
要
研
究
を
概
観
す
る
。
北
京

政
府
に
関
す
る
本
格
的
な
学
術
研
究
の
成
果
が
著
書
と
し
て
登
場

し
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
で
あ
り
、

上
述
の
波
多
野
善
大
『
中
国
近
代
軍
閥
の
研
究
』
と
陳
志
譲
『
軍

紳
政
権
』
が
北
京
政
府
の
研
究
と
し
て
最
も
特
筆
す
べ
き
も
の
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

波
多
野
の
研
究
で
は
、
軍
閥
の
定
義
や
形
成
過
程
が
検
討
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
加
え
、
軍
閥
と
ソ
連
や
日
本
、
孫
文
と
い
っ
た
対

抗
勢
力
と
の
関
係
に
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
多
岐
に
わ
た
る
論
点

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
本
書
が
研
究
に
も
た
ら
し
た
影
響
は
、
中

共
史
観
に
基
づ
い
た
中
国
革
命
研
究
か
ら
の
脱
却
と
い
う
評
価
を

下
し
た
山
田
辰
雄
の
言
葉
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
（
8
）
。
菊
池
英
夫
が

述
べ
る
よ
う
に
、
波
多
野
の
研
究
が
出
現
す
る
以
前
の
軍
閥
に
対

す
る
評
価
は
「
買
弁
的
・
封
建
的
」
と
い
う
内
容
に
留
ま
り
、
軍

閥
支
配
の
全
体
的
な
構
造
や
政
治
過
程
が
み
え
に
く
か
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
個
別
の
事
例
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
じ
て
軍
閥
に

対
す
る
総
括
的
説
明
を
試
み
た
点
に
波
多
野
の
研
究
の
意
義
が
あ

る
（
9
）。

史

学

第
八
六
巻

第
三
号

二
八
（
二
二
四
）



一
方
陳
の
研
究
で
は
、
軍
人
が
士
紳
を
指
導
す
る
連
合
政
権

（
軍
紳
政
権
）
で
あ
っ
た
と
軍
閥
政
権
を
定
義
し
た
う
え
で
、
外

交
や
内
政
、
財
政
な
ど
の
テ
ー
マ
毎
に
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

砂
山
幸
雄
は
、
陳
の
研
究
が
軍
事
史
的
側
面
か
ら
の
み
軍
閥
を
捉

え
た
も
の
で
は
な
く
、
軍
閥
統
治
下
に
あ
っ
た
中
国
の
政
治
的
社

会
的
構
造
を
理
解
せ
ん
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
評
価
す

る
（
10
）。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
来
新
夏
が
一
九
八
三
年
出
版
の

『
北
洋
軍
閥
史
稿
』
を
基
に
し
て
改
稿
し
た
『
北
洋
軍
閥
史
』
を

出
版
し
た
（
11
）
。
同
書
は
北
洋
軍
閥
史
の
優
れ
た
概
説
書
で
あ
る
こ
と

に
留
ま
ら
な
い
意
義
を
有
し
て
い
る
。
徐
勇
は
、
来
の
研
究
が
軍

閥
に
対
し
て
従
来
の
ご
と
き
否
定
的
評
価
を
堅
持
し
て
い
る
一
方

で
、
軍
閥
が
軍
事
の
現
代
化
を
促
進
し
た
側
面
を
指
摘
し
た
と
論

じ
る
（
12
）
。

本
節
で
扱
っ
た
著
作
を
概
観
す
る
と
、
波
多
野
や
陳
の
著
作
の

登
場
が
北
京
政
府
に
対
す
る
従
来
の
評
価
へ
の
見
直
し
が
図
ら
れ

た
点
に
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
一
方
で
近
年
で

は
来
の
著
作
が
あ
る
も
の
の
、
と
り
わ
け
日
本
に
お
い
て
十
分
に

研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ら

な
る
研
究
の
余
地
が
依
然
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
節

地
方
政
権
研
究

本
節
で
は
、
地
方
政
権
の
な
か
で
も
研
究
蓄
積
の
厚
い
閻
錫
山
、

馮
玉
祥
、
張
作
霖
に
対
象
を
絞
り
、
地
方
政
権
と
地
域
社
会
と
の

間
で
利
害
関
係
が
生
じ
や
す
か
っ
た
財
政
を
主
題
と
し
た
も
の
を

取
り
上
げ
る
。

（
一
）
閻
錫
山

ま
ず
は
中
国
に
お
け
る
研
究
を
み
て
み
よ
う
。
孔
洋
毅
は
、
閻

錫
山
の
金
融
思
想
と
政
策
の
実
行
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
閻
錫

山
の
金
融
思
想
が
世
界
経
済
の
動
向
に
目
を
向
け
た
開
放
的
な
も

の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
に
資
本
主
義
思
想
と
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想

を
併
せ
た
包
括
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
13
）
。
ま
た
土
地
を

担
保
と
し
た
合
作
券
の
発
行
や
山
西
省
銀
行
の
創
設
な
ど
他
省
と

は
異
な
る
金
融
体
系
の
確
立
に
尽
力
し
た
と
し
、
そ
の
独
創
性
を

評
価
し
て
い
る
。
孔
は
、
こ
う
し
た
金
融
理
論
が
現
在
の
経
済
後

発
地
域
に
対
し
て
も
参
考
に
な
る
部
分
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

合
作
券
の
流
通
は
限
定
的
で
あ
り
、
閻
錫
山
の
金
融
政
策
は
不
完

全
な
も
の
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
景
占
魁
は
閻
錫

山
の
財
政
政
策
の
過
程
を
辿
り
、
彼
の
政
策
が
成
功
し
た
背
景
と

し
て
、
山
西
政
局
の
安
定
、
公
営
事
業
の
重
視
、
中
央
政
府
や
列

強
か
ら
の
独
立
自
主
の
確
立
、
人
材
の
教
育
や
育
成
の
強
化
を
挙

げ
た
。
景
も
孔
と
同
様
に
閻
錫
山
の
財
政
政
策
に
対
し
て
一
定
の

近
代
中
国
地
方
政
権
史
研
究
に
関
す
る
覚
書

二
九
（
二
二
五
）



評
価
を
下
し
て
い
る
も
の
の
、
景
は
こ
れ
ら
の
財
政
政
策
に
よ
っ

て
閻
錫
山
の
山
西
省
に
お
け
る
独
裁
統
治
が
維
持
さ
れ
て
い
た
側

面
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
14
）
。
文
道
義
・
郭
正
兵
は
閻
錫
山
の
山
西

統
治
を
地
方
主
義
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
し
、
山
西

経
済
の
発
展
や
民
族
主
義
の
高
ま
り
と
い
っ
た
積
極
的
作
用
を
も

生
じ
さ
せ
た
と
評
価
す
る
（
15
）
。

日
本
の
研
究
に
は
内
田
知
行
の
研
究
が
あ
る
。
内
田
は
、
閻
錫

山
政
権
の
財
政
基
盤
が
巨
額
の
国
税
抑
留
に
あ
っ
た
こ
と
、
軍
隊

へ
の
支
出
や
東
征
・
綏
遠
抗
戦
と
い
う
二
つ
の
戦
争
へ
の
対
応
に

よ
り
、
財
政
面
を
支
え
て
い
る
は
ず
の
産
業
開
発
が
揺
る
が
さ
れ

た
こ
と
を
解
明
し
た
（
16
）
。

以
上
、
閻
錫
山
の
財
政
面
に
関
す
る
研
究
を
概
観
す
る
と
、
彼

の
進
め
た
財
政
改
革
は
山
西
省
の
発
展
を
推
し
進
め
る
う
え
で
大

い
に
貢
献
し
た
と
す
る
肯
定
的
な
評
価
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
そ
う
し
た
改
革
そ
の
も
の
が
閻
錫
山
の
政
権
基
盤
を
強
化

す
る
も
の
で
あ
り
、
四
〇
年
近
く
に
も
わ
た
る
閻
錫
山
の
独
裁
政

治
を
可
能
に
し
た
側
面
も
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

（
二
）
馮
玉
祥

馮
玉
祥
が
「
実
業
救
国
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
で
推
進
し
た

財
政
整
理
な
ど
の
改
革
を
分
析
し
た
張
連
紅
は
、
そ
れ
が
一
定
の

成
果
を
あ
げ
た
も
の
の
同
時
に
中
小
商
人
へ
の
重
税
と
い
っ
た
犠

牲
を
伴
っ
た
も
の
で
も
あ
り
、
商
人
層
か
ら
の
反
発
に
よ
っ
て
受

け
た
経
済
的
打
撃
も
大
き
か
っ
た
と
し
た
。
一
方
で
、
馮
玉
祥
が

民
族
経
済
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
論
じ
、
外
交
政
策
に

お
い
て
列
強
へ
の
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
状
況
下
で
、
馮
玉
祥

の
政
策
が
積
極
的
作
用
を
及
ぼ
し
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
（
17
）
。

本
節
の
主
題
で
あ
る
財
政
政
策
と
は
離
れ
る
が
、
近
年
で
は
馮

玉
祥
の
地
域
開
発
を
主
題
と
す
る
論
文
も
出
現
し
て
い
る
。
水
利

問
題
を
論
じ
た
李
玉
才
に
よ
れ
ば
、
馮
玉
祥
が
水
利
問
題
に
取
り

組
ん
だ
背
景
は
西
北
地
域
の
劣
悪
な
自
然
環
境
や
頻
発
す
る
災
害

と
無
縁
で
は
な
い
。
馮
玉
祥
は
管
轄
機
関
の
設
置
、
人
材
育
成
、

水
資
源
開
発
事
業
な
ど
を
推
進
し
、
西
北
地
域
に
お
け
る
水
災
害

か
ら
の
防
衛
と
農
業
生
産
に
有
益
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
（
18
）
。

馮
玉
祥
に
関
す
る
研
究
は
、
閻
錫
山
の
研
究
と
比
較
す
る
と
財

政
政
策
に
関
す
る
も
の
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
ま
た
馮
玉
祥
を
扱

っ
た
日
本
の
研
究
と
し
て
は
波
多
野
善
大
の
論
文
が
あ
る
が
（
19
）
、
政

治
史
的
観
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て

も
財
政
を
主
題
と
し
た
分
析
は
乏
し
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
一
方

で
地
域
開
発
に
目
を
向
け
た
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
が
馮
玉

祥
研
究
の
特
徴
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
西
北
地
域
が
現
代
中
国
に

史

学

第
八
六
巻

第
三
号

三
〇
（
二
二
六
）



お
い
て
も
「
西
部
大
開
発
」
政
策
の
も
と
で
開
発
が
進
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

（
三
）
張
作
霖

張
作
霖
政
権
及
び
中
国
東
北
地
域
史
に
対
し
て
は
日
本
の
学
界

に
お
い
て
も
一
貫
し
て
強
い
関
心
が
注
が
れ
て
き
て
お
り
、
近
年

で
は
『「
満
洲
の
成
立
」│
│
森
林
の
消
尽
と
近
代
空
間
の
形
成
』

と
い
う
成
果
が
得
ら
れ
て
い
る
（
20
）
。

張
作
霖
政
権
の
財
政
面
に
関
し
て
は
、
澁
谷
由
里
が
張
作
霖
政

権
に
お
け
る
民
政
の
キ
ー
マ
ン
で
あ
る
王
永
江
に
焦
点
を
当
て
た

分
析
を
行
っ
て
い
る
。
張
作
霖
政
権
が
馬
賊
体
質
か
ら
近
代
的
政

権
へ
と
脱
皮
を
図
る
転
換
点
に
お
い
て
王
永
江
が
果
た
し
た
役
割

を
活
写
す
る
。
王
永
江
が
確
固
た
る
財
政
方
針
を
築
き
、
財
政
安

定
の
た
め
に
は
た
と
え
張
作
霖
に
対
し
て
も
妥
協
の
姿
勢
を
み
せ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
張
作
霖
政
権
の
財
政
基
盤
の
構
築
に

寄
与
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
21
）
。
張
作
霖
政
権
下
の
財
政
状
況
に
つ

い
て
は
松
重
充
浩
の
論
考
も
あ
る
。
松
重
に
拠
れ
ば
、
張
作
霖
政

権
は
第
一
次
奉
直
戦
争
の
戦
費
一
千
万
元
を
奉
天
省
省
庫
剰
余
金

と
張
作
霖
の
私
財
で
賄
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
張
作
霖
政
権
は
奉
天
省
財
政
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
国

税
を
軍
事
費
な
ど
の
一
般
歳
出
に
流
用
し
た
う
え
で
増
税
措
置
を

行
っ
た
。
ま
た
、
同
時
に
有
望
業
種
（
と
り
わ
け
東
北
地
域
の
主

要
産
物
で
あ
る
大
豆
や
石
炭
、
綿
織
物
を
扱
う
部
門
）
に
対
し
積

極
的
な
投
資
も
行
っ
た
。
こ
う
し
た
財
政
措
置
が
張
作
霖
政
権
の

基
盤
を
支
え
た
の
で
あ
る
（
22
）
。
安
冨
歩
は
張
作
霖
政
権
下
に
お
け
る

大
豆
輸
出
の
急
伸
が
、
兵
力
増
強
の
た
め
の
軍
事
資
金
と
な
っ
た

の
み
な
ら
ず
、
農
村
と
県
城
の
結
び
つ
き
も
強
め
、
政
治
的
基
盤

を
よ
り
強
化
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を

し
て
い
る
（
23
）
。

張
作
霖
政
権
研
究
は
長
年
の
蓄
積
が
あ
り
、
そ
の
内
容
も
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
地
方
政
権
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る

軍
事
資
金
と
地
域
産
業
の
関
係
を
明
る
み
に
し
た
安
冨
の
論
考
は

示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

以
上
、
本
章
で
は
北
京
政
府
及
び
地
方
政
権
に
関
す
る
先
行
研

究
を
概
観
し
た
。
主
要
な
地
方
政
権
に
つ
い
て
は
財
政
面
か
ら
の

研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
張
作
霖
政
権
を
除
け
ば
、
主
要

な
地
方
政
権
で
さ
え
も
日
本
で
は
経
済
・
財
政
に
関
す
る
研
究
が

少
な
い
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
政
権
側
の
財
政
政
策
に
対
す
る
分
析

に
留
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
商
人
な
い
し
は
労
働
者
な
ど
民

衆
側
か
ら
み
た
財
政
の
実
態
や
、
政
権
の
財
政
政
策
が
彼
ら
に
与

え
た
影
響
に
つ
い
て
は
十
分
な
実
証
が
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
満
洲
や
華
北
な
ど
日
本
と
の
繋
が
り
が
強
か
っ
た
地
域

に
比
し
て
、
日
本
と
の
繋
が
り
が
薄
か
っ
た
地
域
に
こ
の
傾
向
は

近
代
中
国
地
方
政
権
史
研
究
に
関
す
る
覚
書
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よ
り
顕
著
で
あ
る
。

第
二
章

広
東
省
の
陳
炯
明
政
権
に
関
す
る
研
究

第
一
節

政
治
史
的
視
角
か
ら
の
分
析

（
一
）
一
九
七
〇
年
代
、
一
九
八
〇
年
代
の
日
中
に
お
け
る
研
究
動
向

陳
炯
明
研
究
が
日
中
双
方
で
ま
と
ま
っ
て
な
さ
れ
た
の
が
一
九

七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
で
あ
る
。
日
本
の
主
要

な
研
究
成
果
と
し
て
は
、
栃
木
利
夫
や
池
田
誠
、
波
多
野
善
大
の

論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
栃
木
は
陳
炯
明
を
「
恵
州
海
豊
出
身
の
土

着
軍
閥
」「
陳
炯
明
政
権
に
よ
る
広
東
支
配
は
香
港
・
広
州
な
ど

の
買
弁
資
本
・
商
人
資
本
の
借
款
に
支
え
ら
れ
た
純
粋
な
軍
閥
支

配
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
粤
人
治
粤
」
を
唱
え
て
地
方
自
治
を
推

進
し
つ
つ
も
、
実
は
彼
の
出
身
地
で
あ
る
恵
州
を
主
要
な
支
持
基

盤
と
す
る
地
方
家
族
主
義
（
家
郷
主
義
）
に
基
づ
い
た
軍
閥
支
配

で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
24
）
。
同
様
に
池
田
も
、「
陳
炯
明
が
一

度
広
東
の
政
権
を
握
る
と
す
べ
て
の
海
豊
県
の
陳
家
族
は
、
当
然

陳
炯
明
の
地
方
的
家
族
主
義
に
よ
っ
て
、
広
東
の
政
治
勢
力
及
び

軍
事
権
力
を
占
拠
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
的
地
位
を

強
化
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
官
僚
と
な
っ
た
海
豊
人
は
海
豊
の
人
口

及
び
土
地
面
積
に
対
す
る
割
合
か
ら
し
て
、
他
の
地
方
に
比
較
し

て
、
全
国
第
一
に
違
い
な
い
」
と
い
う
近
代
農
民
運
動
の
指
導
者

彭
湃
の
言
葉
を
引
用
し
、
陳
炯
明
の
軍
閥
支
配
は
地
方
家
族
主
義

の
拡
大
の
う
え
に
、「
粤
人
治
粤
」
と
い
う
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

利
用
し
て
広
東
の
政
治
権
力
を
握
っ
た
と
み
な
し
た
（
25
）
。
地
方
家
族

主
義
を
陳
炯
明
政
権
の
特
徴
と
し
た
両
者
と
は
異
な
り
、
波
多
野

は
、
広
東
世
論
が
陳
炯
明
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

一
因
に
呉
佩
孚
と
の
協
力
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
た
。
五

四
運
動
を
受
け
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
揚
す
る
な
か
、
民
衆
か

ら
嫌
わ
れ
て
い
た
張
作
霖
や
段
祺
瑞
と
結
託
し
た
孫
文
に
比
べ
て
、

段
祺
瑞
を
打
倒
し
た
呉
佩
孚
と
結
ん
だ
陳
炯
明
は
有
利
で
あ
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
陳
炯
明
と
呉
佩
孚
に
は
ソ
ヴ
ェ
ト
や
中

国
共
産
党
の
支
援
が
あ
っ
た
と
い
う
重
要
な
史
実
に
も
言
及
さ
れ

て
い
る
（
26
）
。

中
国
で
は
、
張
其
光
や
丁
身
尊
な
ど
の
研
究
成
果
が
あ
る
。
張

は
、
陳
炯
明
が
孫
文
に
対
し
て
突
如
反
旗
を
翻
し
た
の
で
は
な
く
、

両
者
の
関
係
は
基
本
的
に
良
好
で
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の

う
え
で
長
期
に
わ
た
る
対
立
過
程
に
お
い
て
孫
文
の
「
偉
大
さ
」

と
陳
炯
明
の
「
卑
劣
さ
」
が
明
る
み
に
な
っ
た
と
述
べ
る
（
27
）
。
ま
た

丁
も
陳
炯
明
と
孫
文
と
の
対
立
が
長
期
に
及
ん
だ
と
す
る
見
方
を

張
と
共
有
し
て
お
り
、
陳
炯
明
に
対
す
る
評
価
は
総
じ
て
低
い
（
28
）
。

以
上
の
よ
う
に
孫
文
・
陳
炯
明
抗
争
が
決
し
て
突
発
的
な
も
の
で

は
な
く
、
長
期
間
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
は
広
く

史
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共
有
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
も
付
金
柱
は
、
一
九
一
一
年
か
ら
一

九
一
二
年
の
間
に
か
け
て
、
広
東
都
督
任
命
の
際
に
孫
文
が
陳
炯

明
に
対
し
不
信
任
を
示
し
た
こ
と
か
ら
両
者
の
間
に
わ
だ
か
ま
り

が
生
じ
、
後
の
孫
文
・
陳
炯
明
抗
争
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
と

し
て
い
る
（
29
）
。
ま
た
段
雲
章
は
両
者
の
関
係
に
さ
ら
に
詳
細
な
分
析

を
加
え
、
食
い
違
い
、
合
作
、
永
久
分
離
と
い
う
三
段
階
を
設
定

し
、
一
つ
の
時
期
の
捉
え
方
で
両
者
の
関
係
全
体
を
結
論
づ
け
る

べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
（
30
）
。

（
二
）
中
国
に
お
け
る
近
年
の
研
究

従
来
の
研
究
が
陳
炯
明
と
孫
文
と
の
関
係
に
集
中
し
て
き
た
の

に
対
し
て
、
近
年
の
中
国
に
お
け
る
陳
炯
明
研
究
に
お
い
て
注
目

さ
れ
て
い
る
の
が
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
や
中
国
共
産
党
と
の
関
係
で
あ

る
。
波
多
野
善
大
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
中
国
で
の
協
力
者
と
し
て

陳
炯
明
に
接
触
し
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
夙
に
指
摘
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
側
は
孫
文
・
陳
炯
明
抗
争
を
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
胡
雲
霞
・
李
紹
華
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
当
初
陳
炯
明
を
社
会
主
義
革
命
者

と
み
な
し
て
提
携
を
画
策
し
て
い
た
が
、
陳
炯
明
が
無
政
府
主
義

に
固
執
し
た
た
め
、
合
作
を
断
念
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
と

い
う
（
31
）
。
ま
た
、
マ
ー
リ
ン
か
ら
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
へ
提
出
さ
れ
た
報

告
に
基
づ
き
、
孫
文
・
陳
炯
明
抗
争
の
原
因
は
北
伐
と
総
統
選
挙

を
め
ぐ
る
意
見
の
相
違
で
あ
り
、
そ
の
後
公
然
と
決
裂
し
た
の
は
、

陳
炯
明
の
部
下
の
暗
殺
や
省
長
の
罷
免
と
い
っ
た
孫
文
の
厳
し
い

処
分
に
起
因
す
る
と
し
た
。
一
方
で
黄
志
高
は
、
張
作
霖
と
同
盟

を
結
ん
だ
孫
文
が
陳
炯
明
に
は
日
本
帝
国
主
義
者
と
し
て
映
っ
た

と
す
る
ヴ
ォ
イ
チ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
見
解
も
示
し
た
（
32
）
。
こ
れ
ら
の
見

解
に
対
し
て
段
雲
章
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
内
部
に
お
い
て
さ
え
孫

文
・
陳
炯
明
抗
争
に
対
す
る
意
見
の
分
岐
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
実

証
し
て
い
る
（
33
）
。
社
会
主
義
者
や
共
産
主
義
者
と
の
関
係
に
つ
い
て

い
え
ば
、
陳
炯
明
が
群
衆
を
欺
く
た
め
に
進
歩
主
義
者
を
装
い
自

ら
社
会
主
義
者
と
標
榜
し
た
と
す
る
黄
徳
淵
の
意
見
も
看
過
で
き

な
い
（
34
）
。

以
上
政
治
史
的
視
点
か
ら
書
か
れ
た
研
究
を
総
括
す
る
と
、
初

期
の
研
究
に
お
い
て
は
土
着
軍
閥
と
し
て
の
陳
炯
明
政
権
の
性
質

や
、
陳
炯
明
と
孫
文
と
の
間
に
生
じ
た
長
期
的
な
対
立
と
い
っ
た

点
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
近
年
の
研
究
は
陳
炯

明
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
の
関
係
に
着
目
し
た
も
の
に
注
目
が
集
ま

っ
て
い
る
。
国
内
問
題
と
し
て
の
み
な
ら
ず
国
際
関
係
を
踏
ま
え

た
分
析
傾
向
へ
潮
流
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
み
て
と
れ
よ
う
。

第
二
節

社
会
史
的
視
角
か
ら
の
分
析

日
本
や
欧
米
圏
の
研
究
に
お
い
て
は
中
国
と
は
異
な
る
傾
向
が

近
代
中
国
地
方
政
権
史
研
究
に
関
す
る
覚
書
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み
ら
れ
る
。
欧
米
圏
に
お
い
て
は
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
ド
ゥ
ア
ラ

が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
た
従
来
の
歴
史
叙
述
か
ら
こ
ぼ

れ
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
た
歴
史
の
事
例
と
し
て
陳
炯
明
の
連
省
自

治
思
想
や
地
方
改
革
を
論
じ
て
い
る
（
35
）
。
日
本
に
お
い
て
は
、
深
町

英
夫
が
広
東
軍
政
府
の
成
立
・
発
展
過
程
・
内
部
構
造
を
分
析
し

て
い
る
。
深
町
は
、
広
東
軍
政
府
の
変
遷
が
護
法
運
動
の
展
開
過

程
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
連
省
自
治
を
主
張
す
る
陳
炯
明
の
政

策
は
地
域
社
会
と
省
政
府
と
の
隔
た
り
を
解
消
し
た
も
の
の
、
省

自
治
を
優
先
す
る
陳
炯
明
な
ど
地
方
政
府
と
、
全
国
統
一
を
図
る

中
央
政
府
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
36
）
。
広
東

省
に
お
け
る
県
長
民
選
を
分
析
し
た
塩
出
浩
和
は
、
孫
文
が
統
一

の
手
段
と
し
て
武
力
の
使
用
を
辞
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
、
陳

炯
明
は
基
層
に
お
け
る
代
議
・
代
表
制
的
政
体
の
建
設
を
優
先
し
、

さ
ら
に
そ
れ
は
陳
炯
明
の
軍
閥
的
権
力
基
盤
を
崩
す
も
の
だ
っ
た

と
論
じ
る
（
37
）
。
ま
た
広
東
省
憲
法
を
検
討
し
た
論
考
に
お
い
て
も
塩

出
は
、
広
東
省
憲
法
制
定
が
省
議
会
主
導
で
進
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
強
い
自
立
性
を
保
持
す
る
省
自
治
政
府
の
樹
立
を
目
指
す

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
38
）
。

さ
ら
に
社
会
史
的
観
点
か
ら
検
討
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
し
て

生
田
頼
孝
や
宮
内
肇
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
生
田
は
、
陳
炯
明

支
配
下
に
お
け
る
広
東
の
社
会
構
造
を
農
村
・
労
働
・
商
人
の
各

観
点
か
ら
検
証
し
、
陳
炯
明
の
支
持
基
盤
が
都
市
商
人
層
で
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
当
時
の
広
東
省
は
様
々
な
階
級
や
集

団
の
利
害
が
錯
綜
し
た
状
況
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
陳
炯
明
が
進

め
る
政
治
的
民
主
化
（
い
わ
ゆ
る
連
省
自
治
）
の
妨
げ
と
な
っ
た

と
い
う
（
39
）
。
宗
族
が
華
南
社
会
の
理
解
に
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占

め
る
が
、
宮
内
は
宗
族
の
角
度
か
ら
陳
炯
明
政
権
を
理
解
せ
ん
と

試
み
て
い
る
。
民
国
初
年
に
は
宗
族
内
に
お
い
て
も
老
年
層
と
若

者
層
と
の
間
で
自
治
を
め
ぐ
る
対
立
が
顕
在
化
し
た
。
こ
う
し
た

状
況
に
対
し
て
陳
炯
明
は
宗
族
の
共
有
財
産
で
あ
る
嘗
産
と
私
塾

の
改
良
を
通
し
、
老
年
層
の
主
張
す
る
宗
族
の
枠
組
み
を
維
持
し

な
が
ら
も
、
老
年
層
の
宗
族
内
に
お
け
る
影
響
を
抑
え
て
若
年
層

の
自
治
を
支
持
し
た
と
宮
内
は
結
論
す
る
（
40
）
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は

い
わ
ゆ
る
「
改
良
風
俗
」
と
も
密
接
に
関
わ
る
重
要
な
検
討
課
題

で
あ
る
。

以
上
、
本
章
で
は
陳
炯
明
政
権
に
関
す
る
先
行
研
究
の
整
理
を

行
っ
た
。
近
年
の
日
本
及
び
欧
米
に
お
け
る
研
究
動
向
を
み
る
と
、

広
東
在
地
社
会
と
陳
炯
明
と
の
関
係
を
社
会
史
的
観
点
か
ら
描
こ

う
と
す
る
論
考
が
一
定
の
蓄
積
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
諸
研
究
の
な
か
で
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
生
田
頼
孝
の
研

究
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
広
東
省
の
社
会
構
造
の
分
析
が
詳
細
に

行
な
わ
れ
て
お
り
、
今
後
の
研
究
に
と
っ
て
示
唆
に
富
む
論
点
が

史
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含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
省
長
で
あ
る
陳
炯
明
と

地
域
社
会
の
人
々
と
の
具
体
的
な
や
り
と
り
が
明
示
さ
れ
て
い
な

い
な
ど
の
限
界
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
広
東
省
に
お
け
る

地
域
社
会
と
地
方
政
権
と
の
関
係
に
は
依
然
と
し
て
大
き
な
検
討

の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
第
三
章
で
は
、
広
東

在
地
社
会
の
な
か
で
も
多
大
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
商
人
層
に
焦

点
を
絞
り
、
地
方
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
広
東

省
内
に
お
い
て
は
総
商
会
や
商
団
を
は
じ
め
と
す
る
幾
つ
か
の
商

人
団
体
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
総
商
会
に
関
し
て
は
陳
來
幸

の
論
考
が
あ
る
も
の
の
、
陳
炯
明
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
言

及
さ
れ
て
い
な
い
（
41
）
。
一
方
商
団
に
関
す
る
研
究
は
総
商
会
に
比
し

て
日
中
双
方
で
蓄
積
が
厚
く
、
陳
炯
明
に
も
若
干
の
言
及
が
な
さ

れ
て
い
る
。
次
章
で
は
商
団
研
究
を
整
理
し
た
う
え
で
、
今
後
の

地
方
政
権
に
お
け
る
検
討
課
題
を
論
じ
る
。

第
三
章

商
人
層
と
広
東
省
地
方
政
権

近
代
中
国
に
お
い
て
広
州
は
商
工
業
が
最
も
発
展
し
た
地
域
の

一
つ
で
あ
り
、
商
人
層
は
確
固
た
る
経
済
基
盤
を
築
い
て
い
た
。

七
十
二
行
や
広
州
総
商
会
、
広
州
商
団
な
ど
の
商
人
団
体
は
政
治

活
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
、
在
地
社
会
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
た
。
そ
の
た
め
歴
代
の
広
東
省
の
統
治
者
た
ち
は
商
人
層

か
ら
の
政
治
面
・
財
政
面
に
お
け
る
支
持
を
重
視
し
て
い
た
（
42
）
。
本

稿
で
扱
う
陳
炯
明
政
権
も
例
外
で
は
な
く
、
商
人
層
を
政
権
の
重

要
な
支
持
基
盤
と
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
陳
炯
明
か
ら
広
東
を

奪
還
し
て
政
権
を
樹
立
し
た
孫
文
は
商
人
層
と
対
立
し
、
商
人
団

体
の
一
つ
で
あ
る
商
団
が
武
装
蜂
起
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
い
わ

ゆ
る
商
団
事
件
が
勃
発
し
た
際
に
、
商
団
側
は
孫
文
の
下
野
と
陳

炯
明
の
復
帰
を
要
求
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
少
な
か
ら

ず
商
団
側
が
陳
炯
明
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
商
団
に
関
し
て
は
日
中
双
方
で
長
年
の
研
究
蓄
積

が
あ
る
も
の
の
、
陳
炯
明
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
商
団
研
究
史
の
整

理
を
行
い
、
今
後
の
検
討
課
題
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
節

日
本
に
お
け
る
研
究

日
本
の
学
界
に
お
け
る
商
団
研
究
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
栃
木

利
夫
は
、
商
団
事
件
の
結
果
革
命
勢
力
に
よ
る
広
東
商
人
層
の
組

織
化
や
帝
国
主
義
の
対
中
国
政
策
の
見
直
し
と
い
っ
た
大
き
な
転

換
が
み
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
43
）
。
さ
ら
に
栃
木
は
商
団
事

件
が
第
三
次
広
東
軍
政
府
下
で
形
成
さ
れ
た
黄
埔
軍
官
学
生
軍
の

初
舞
台
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
論
じ
て
い
る
。
波

多
野
善
大
は
ア
メ
リ
カ
人
遊
行
家
の
ハ
リ
ー
・
Ａ
・
フ
ラ
ン
ク
の

近
代
中
国
地
方
政
権
史
研
究
に
関
す
る
覚
書
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『
華
南
遊
歴
』
を
分
析
し
て
商
団
事
件
当
時
の
広
州
の
実
情
を
検

証
し
た
（
44
）
。
商
団
事
件
の
研
究
は
香
港
華
字
日
報
社
の
『
広
東
扣
械

潮
』
を
根
拠
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
一
方
、
波
多
野
の
研
究
で

は
『
華
南
遊
歴
』
に
依
拠
し
て
詳
細
に
事
件
勃
発
時
の
広
州
社
会

の
実
態
に
迫
っ
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。
横
山
宏
章
は
第
三
次
広
東

軍
政
府
の
財
政
状
況
の
整
理
を
行
っ
た
う
え
で
、
商
団
側
の
抵
抗

及
び
孫
文
側
の
事
件
に
対
す
る
現
実
的
対
応
を
分
析
し
た
（
45
）
。
こ
れ

ら
の
検
証
を
通
し
横
山
は
商
団
事
件
を
「
孫
文
の
抱
え
る
軍
事
的

封
建
主
義
と
革
新
主
義
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
結
果
」
と
結
論
づ

け
て
い
る
。
商
団
側
の
動
き
は
塩
出
浩
和
の
論
文
に
詳
し
い
（
46
）
。
塩

出
は
商
団
の
組
織
形
態
及
び
活
動
実
態
に
焦
点
を
当
て
て
商
団
事

件
の
経
緯
を
論
じ
て
い
る
。
商
団
の
活
動
及
び
発
展
は
社
会
の
内

側
か
ら
の
自
律
的
組
織
化
を
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
も
の
の
、
第

三
次
広
東
軍
政
府
及
び
国
民
党
の
対
応
は
そ
う
し
た
動
き
を
阻
止

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節

中
国
に
お
け
る
研
究

長
年
の
蓄
積
を
有
す
る
中
国
に
お
け
る
商
団
研
究
は
三
つ
に
大

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
目
は
、
商
団
事
件
の
経
緯
を
検
証

し
た
研
究
、
二
つ
目
は
商
団
の
設
立
経
緯
や
組
織
構
造
な
ど
商
団

そ
の
も
の
に
着
眼
し
た
研
究
、
三
つ
目
は
商
団
事
件
に
関
連
す
る

人
物
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
三
つ
の
分
類

に
即
し
て
中
国
に
お
け
る
商
団
研
究
を
ま
と
め
る
。

商
団
事
件
の
経
緯
に
関
す
る
研
究

中
国
の
研
究
は
、
商
団
事
件
の
経
緯
を
検
討
し
た
も
の
が
と
り

わ
け
多
い
。
徐
嵩
齢
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
の
侵
略
と
い
う
状

況
に
お
い
て
、
中
国
共
産
党
や
国
民
党
左
派
そ
し
て
工
農
勢
力
が

孫
文
を
支
持
し
た
結
果
、
商
団
事
件
が
収
束
へ
と
繋
が
っ
た
と
し

て
い
る
（
47
）
。
張
磊
は
、
商
団
事
件
が
革
命
政
府
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主

義
の
支
援
を
受
け
た
商
団
と
の
争
い
で
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
革

命
陣
営
内
部
の
争
い
で
も
あ
っ
た
と
論
じ
た
（
48
）
。
商
団
事
件
に
対
す

る
孫
文
の
政
策
変
遷
に
焦
点
を
当
て
た
の
が
袁
潤
芳
の
研
究
で
あ

る
（
49
）。
袁
は
、
孫
文
の
商
団
へ
の
対
応
は
強
硬
で
あ
っ
た
も
の
の
、

国
民
党
右
派
と
軍
閥
の
圧
力
を
受
け
て
妥
協
の
姿
勢
へ
と
変
化
し

た
と
す
る
。
し
か
し
双
十
国
慶
節
の
折
に
工
団
軍
を
中
心
と
し
た

デ
モ
隊
と
商
団
の
衝
突
が
発
生
し
た
こ
と
で
、
商
団
を
鎮
圧
す
る

決
心
を
固
め
た
と
結
論
づ
け
た
。
ま
た
方
毓
寧
は
、
商
団
事
件
を

「
中
国
封
建
買
弁
勢
力
」
と
帝
国
主
義
と
の
結
合
に
よ
る
反
革
命

事
件
と
み
な
す
枠
組
み
を
共
有
し
つ
つ
、
孫
文
が
中
国
共
産
党
及

び
国
民
党
、
工
農
勢
力
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
商
団
事
件
を
平
定

し
た
と
し
て
い
る
（
50
）
。

張
俊
義
の
研
究
は
上
述
の
研
究
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
（
51
）
。
張

史
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は
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
公
文
書
を
用
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
視
点
か
ら
商

団
事
件
の
検
証
を
試
み
た
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
商
団
事
件
に

対
し
極
力
介
入
せ
ず
、
商
団
の
反
乱
を
支
持
し
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
他
方
で
、
商
団
に
は
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
匯
豊
銀
行

に
よ
る
秘
密
裏
の
支
援
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
触
れ
、
商
団
事
件
に

対
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
と
イ
ギ
リ
ス
商
人
層
の
対
応
の
差
を
明
ら

か
に
し
た
。

商
団
に
焦
点
を
当
て
た
研
究

二
つ
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
商
団
の
組
織
形
態
や
性
質

な
ど
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。

周
興
�
は
広
州
商
団
の
性
質
の
変
容
を
検
討
し
て
い
る
。
一
九

一
九
年
以
前
、
商
団
は
広
東
政
府
に
よ
る
治
安
維
持
を
支
え
る
存

在
で
あ
っ
た
が
、
革
命
の
波
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
工
農
運
動
や
右

傾
化
を
恐
れ
て
帝
国
主
義
勢
力
と
結
託
し
た
商
人
層
が
商
団
を
利

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
52
）
。
商
団
の
組
織
構
造

や
活
動
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
を
行
っ
て
い
る
の
が
敖

光
旭
で
あ
る
。
敖
は
商
団
が
広
東
に
お
け
る
救
済
団
体
の
主
体
と

な
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
政
府
と
の
対
立
の
な
か
商
団
が
中
心
と

な
っ
て
「
民
治
」「
自
治
」
の
理
念
を
基
と
し
た
社
会
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
敖
は
、

西
洋
に
お
け
る
市
民
社
会
の
形
成
と
民
国
初
期
の
広
東
の
状
況
は

酷
似
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
53
）
。
邱
捷
は
商
団
事
件
発
生
以
前
の
商

人
層
と
政
府
と
の
関
係
の
変
遷
を
整
理
し
、
清
末
以
来
広
東
を
統

治
し
て
い
た
歴
代
の
支
配
者
た
ち
は
商
人
団
体
か
ら
の
支
持
を
重

視
し
て
い
た
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
権
益
の
保
護
な
ど
商
人
層

側
の
要
求
は
叶
え
ら
れ
ず
、
商
人
層
は
政
府
に
不
満
を
募
ら
せ
て

い
っ
た
。
さ
ら
に
匪
賊
の
活
動
に
よ
っ
て
不
安
定
化
し
た
広
東
社

会
に
お
い
て
、
商
人
層
の
自
衛
意
識
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
商
団
結

成
へ
と
繋
が
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
54
）
。

商
団
事
件
に
関
連
す
る
人
物
の
研
究

商
団
事
件
の
経
緯
や
商
団
の
組
織
形
態
の
み
な
ら
ず
、
商
団
事

件
に
関
係
す
る
人
物
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
も
あ
る
。
商
団
事
件

の
首
謀
者
の
一
人
で
も
あ
る
陳
廉
伯
に
つ
い
て
は
周
興
�
の
論
考

が
あ
る
（
55
）
。
陳
廉
伯
が
広
州
商
団
の
団
長
に
就
任
し
た
こ
と
を
契
機

に
、
商
団
の
性
質
が
自
国
商
業
を
保
護
し
中
立
性
を
保
持
し
た
武

装
自
衛
団
体
か
ら
、
外
国
資
本
に
従
属
し
た
商
人
や
大
地
主
な
ど

が
権
力
を
握
る
反
革
命
武
装
組
織
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
と
論
じ
た
。

李
益
然
は
、
商
団
事
件
発
生
に
至
る
ま
で
広
東
省
省
長
で
あ
っ
た

廖
仲
�
に
着
目
し
、
廖
仲
�
が
孫
文
の
商
団
事
件
へ
の
対
応
を
一

貫
し
て
補
佐
し
、
革
命
政
府
の
安
定
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
し
て

彼
を
高
く
評
価
し
て
い
る
（
56
）
。

上
述
の
商
団
事
件
に
関
す
る
先
行
研
究
か
ら
は
以
下
の
傾
向
を

近
代
中
国
地
方
政
権
史
研
究
に
関
す
る
覚
書
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指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
一
）
商
団
事
件
の
経
緯
に
関

す
る
研
究
で
は
孫
文
や
国
民
党
内
部
の
対
立
な
ど
政
府
側
の
動
き

を
中
心
に
据
え
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
な
か
で
イ
ギ
リ
ス
政
府
の

公
文
書
を
使
用
し
た
張
俊
義
の
研
究
は
示
唆
に
富
む
方
向
性
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。（
二
）
商
団
の
組
織
や
性
質
に
着
目
し
た
研
究

は
、
商
団
に
視
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
商
団
事
件
に
お
け
る
政
府

と
の
関
係
と
い
っ
た
広
東
社
会
の
政
治
的
分
析
の
み
な
ら
ず
、
地

域
社
会
の
な
か
で
の
商
団
の
役
割
と
い
う
よ
う
な
社
会
史
の
角
度

か
ら
の
分
析
に
も
繋
が
る
も
の
と
な
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て

は
商
団
と
孫
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

陳
炯
明
政
権
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
部
分
が
乏
し
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
る
。（
三
）
商
団
事
件
に
関
連
し
た
人
物
の
研
究
で
は
、

商
団
・
政
府
双
方
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
も
あ
る
が
、
商
団
に
対

す
る
評
価
は
総
じ
て
低
い
。
政
府
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
得

た
人
物
の
み
な
ら
ず
、
商
団
の
指
導
層
と
り
わ
け
商
人
指
導
層
に

関
す
る
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
民
国
初
期
の
地
方
政
権
研
究
に
関
す
る
研
究
動
向
と

論
点
に
つ
い
て
、
専
ら
陳
炯
明
政
権
に
着
目
し
て
整
理
を
行
い
、

今
後
検
討
・
深
化
す
べ
き
課
題
を
幾
つ
か
提
示
し
た
。
概
要
を
ま

と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
地
方
政
権
研
究
は
一
九
七
〇
年

代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
盛
行
し
、
日
本
で
は
と
り
わ
け

政
治
史
的
立
場
か
ら
分
析
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
一
九
八
〇
年

代
後
半
以
降
は
次
第
に
地
域
社
会
の
構
造
に
対
す
る
問
題
関
心
か

ら
の
分
析
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
両
者
の
成
果

が
有
機
的
に
統
合
さ
れ
て
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
ま
た
、
地
方
政
権
の
財
政
基
盤
を
主
題
と
し
た
主
要
な
研
究

を
み
て
も
、
日
本
と
の
繋
が
り
が
深
か
っ
た
張
作
霖
政
権
に
つ
い

て
は
研
究
蓄
積
が
あ
る
も
の
の
、
閻
錫
山
や
馮
玉
祥
と
い
っ
た
地

方
政
権
に
対
し
て
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
本
稿
の
主
要
な
関
心
対

象
で
あ
る
広
東
省
の
陳
炯
明
政
権
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
地

方
政
権
の
支
持
基
盤
の
一
つ
で
あ
る
商
人
層
と
の
関
係
、
特
に
広

東
の
商
会
研
究
で
注
目
さ
れ
て
き
た
商
団
に
つ
い
て
も
検
討
の
余

地
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
。

従
来
の
陳
炯
明
政
権
研
究
に
お
い
て
は
、
孫
文
と
陳
炯
明
の
政

治
思
想
を
め
ぐ
る
対
立
や
、
政
権
の
政
治
的
性
質
の
分
析
に
偏
る

傾
向
が
あ
り
、
政
権
の
財
政
構
造
や
支
持
基
盤
に
対
し
て
は
十
分

な
検
討
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
政
権

に
と
っ
て
地
域
社
会
で
多
大
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
商
人
層
の

動
向
は
政
権
基
盤
の
安
定
化
と
直
結
す
る
最
も
重
要
な
課
題
で
あ

史

学
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り
、
商
人
層
の
支
持
が
政
権
の
維
持
に
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ

と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
改
め
て

広
東
政
権
を
み
る
と
、
新
た
な
事
実
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
商
人
層
を
重
視
し
て
い
た
陳
炯
明
と
、
彼
ら
と

敵
対
し
民
国
史
上
大
き
な
事
件
へ
と
発
展
さ
せ
た
孫
文
と
の
間
に

は
商
人
層
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
に
大
き
な
差
が
見
出
せ
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
広
東
の
地
方
政
権
に
つ
い
て
地
域
社
会
の
側

か
ら
考
察
す
る
た
め
に
は
、
商
団
と
彼
ら
を
支
持
し
た
商
人
層
の

分
析
を
詳
細
に
行
な
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
商
団
の
組
織
構

造
や
発
展
過
程
を
論
じ
た
研
究
は
幾
つ
か
あ
っ
て
示
唆
に
富
む
論

点
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
陳
炯
明
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
必
ず
し
も
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
陳
炯
明
の
省
長
在
任

時
か
ら
商
団
事
件
発
生
に
至
る
ま
で
の
時
期
を
中
心
と
す
る
両
者

の
関
係
に
つ
い
て
、
商
人
層
の
視
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
は

重
要
な
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
地
域
社
会
の
視
点

か
ら
地
方
政
権
の
性
質
を
探
る
作
業
を
通
し
て
、
政
治
史
の
側
面

か
ら
は
十
分
に
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
事
実
を
発
掘
す
る
こ
と

で
、
よ
り
包
括
的
な
地
方
政
権
像
を
模
索
し
た
い
。

註（
１
）
本
稿
に
お
い
て
は
北
京
政
府
と
い
う
名
称
を
用
い
る
。

（
２
）
波
田
野
善
大
『
中
国
近
代
軍
閥
の
研
究
』
河
出
書
房
新
社
、
一

九
七
三
年
。

（
３
）
陳
志
譲
『
軍
紳
政
権
│
│
近
代
中
国
的
軍
閥
時
期
』
香
港
、
生

活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
香
港
分
店
、
一
九
七
九
年
。Jerom

e
C

h’en,T
he

M
ilitary-G

entry
C

oalition
C

hina
under

the
W
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oronto
:U

niversity
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oronto-Y
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U

niversity
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C
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M

odern
E
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A

sia,1979.

（
４
）
今
井
駿
『
四
川
省
と
近
代
中
国
│
│
軍
閥
割
拠
か
ら
抗
日
戦
の

大
後
方
へ
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。

（
５
）
塚
本
元
『
中
国
に
お
け
る
国
家
建
設
の
試
み
│
│
湖
南
一
九
一

九
―
一
九
二
一
年
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
。

（
６
）
主
な
研
究
と
し
て
は
、
黄
東
蘭
『
近
代
中
国
の
地
方
自
治
と
明

治
日
本
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
田
中
比
呂
志
『
近
代
中
国

の
政
治
統
合
と
地
域
社
会
│
│
立
憲
・
地
方
自
治
・
地
域
エ
リ
ー

ト
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
佐
藤
仁
史
『
近
代
中
国
の
郷
土

意
識
│
│
清
末
民
初
江
南
の
在
地
指
導
層
と
地
域
社
会
』
研
文
出

版
、
二
〇
一
三
年
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
７
）
社
会
史
的
側
面
か
ら
地
方
政
権
を
分
析
し
た
研
究
に
は
、
金
子

肇
『
近
代
中
国
の
中
央
と
地
方
│
│
民
国
前
期
の
国
家
統
合
と
行

財
政
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
８
）
山
田
辰
雄
「
書
評
『
中
国
近
代
軍
閥
の
研
究
』」『
ア
ジ
ア
研

究
』
二
一
巻
一
号
、
一
九
七
四
年
。

（
９
）
菊
池
英
夫
「
書
評
『
中
国
近
代
軍
閥
の
研
究
』」『
社
会
経
済
史

学
』
四
〇
巻
二
号
、
一
九
七
四
年
。

（
１０
）
砂
山
幸
雄
「
書
評
『
軍
紳
政
権
│
│
軍
閥
支
配
下
の
中
国
』」

『
中
国
研
究
月
報
』
四
四
四
号
、
一
九
八
五
年
。

近
代
中
国
地
方
政
権
史
研
究
に
関
す
る
覚
書
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（
１１
）
来
新
夏
ほ
か
『
北
洋
軍
閥
史
』
上
・
下
、
天
津
、
南
開
大
学
出

版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
１２
）
徐
勇
『
近
代
中
国
軍
政
関
係
与
�
軍
閥
�
活
語
研
究
』
北
京
、

中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
。

（
１３
）
孔
祥
毅
「
閻
錫
山
的
貨
幣
金
融
思
想
与
実
践
」『
山
西
財
経
学

院
学
報
』
一
九
九
三
年
五
期
。

（
１４
）
景
占
魁
「
簡
論
閻
錫
山
在
山
西
的
経
済
建
設
」『
晋
陽
学
刊
』

一
九
九
四
年
三
期
。

（
１５
）
文
道
貴
・
�
正
兵
「
地
方
主
義
与
閻
錫
山
治
晋
」『
武
漢
理
工

大
学
学
報
』〈
社
会
科
学
版
〉
二
〇
〇
二
年
六
期
。

（
１６
）
内
田
知
行
「
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
閻
錫
山
政
権
の
財
政
政

策
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
二
五
巻
七
号
、
一
九
八
四
年
。

（
１７
）
張
連
紅
「
略
論
馮
玉
祥
的
経
済
思
想
」『
学
術
界
』
一
九
九
三

年
五
期
。

（
１８
）
李
玉
才
「
馮
玉
祥
的
水
利
思
想
与
実
践
」『
合
肥
学
院
学
報
』

二
〇
〇
九
年
四
期
。

（
１９
）
波
多
野
善
大
「
国
民
革
命
期
に
お
け
る
馮
玉
祥
と
ソ
連
の
関
係

に
つ
い
て
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
四
七
号
、
一
九
六

八
年
。

（
２０
）
安
冨
歩
・
深
尾
葉
子
編
『「
満
洲
」
の
成
立
│
│
森
林
の
消
尽

と
近
代
空
間
の
形
成
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
。
ま

た
、
東
北
地
域
の
研
究
成
果
と
し
て
は
、
江
夏
由
樹
、
中
見
立
夫
、

西
村
成
雄
、
山
本
有
造
編
『
近
代
中
国
東
北
地
域
史
研
究
の
新
視

角
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
も
挙
げ
ら
れ
る
。

（
２１
）
澁
谷
由
里
「
王
永
江
と
内
政
改
革
│
│
軍
閥
期
の
『
満
洲
』」

『
馬
賊
で
見
る
「
満
洲
」│
│
張
作
霖
の
あ
ゆ
ん
だ
道
』
講
談
社
、

二
〇
〇
四
年
。

（
２２
）
松
重
充
浩
「『
保
境
安
民
』
期
に
お
け
る
張
作
霖
地
域
権
力
の

地
域
統
合
策
」『
史
学
研
究
』
一
八
六
号
、
一
九
九
〇
年
。

（
２３
）
安
冨
歩
「
県
城
経
済
│
│
一
九
三
〇
年
前
後
に
お
け
る
満
洲
農

村
市
場
の
特
徴
」
安
冨
歩
、
深
尾
葉
子
編
『「
満
洲
の
成
立
」
森
林

の
消
尽
と
近
代
空
間
の
形
成
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九

年
。

（
２４
）
栃
木
利
夫
「
国
民
革
命
期
の
広
東
政
府
│
│
第
三
次
広
東
軍
政

府
期
の
国
民
革
命
運
動
を
中
心
と
し
て
」
野
沢
豊
編
「
中
国
国
民

革
命
史
の
研
究
』
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
。

（
２５
）
池
田
誠
「
広
東
護
法
政
府
の
成
立
と
軍
閥
反
動
│
│
国
民
党
改

組
へ
の
一
前
提
」『
孫
文
と
中
国
革
命
│
│
孫
文
と
そ
の
革
命
運
動

の
史
的
研
究
』
法
律
文
化
社
、
一
九
八
三
年
。

（
２６
）
波
多
野
喜
大
「
孫
文
と
陳
炯
明
」『
中
国
近
代
軍
閥
の
研
究
』

河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
年
。

（
２７
）
張
其
光
「
孫
中
山
同
陳
炯
明
的
闘
争
」『
中
山
大
学
学
報
』〈
哲

学
社
会
科
学
版
〉
一
九
七
八
年
六
期
。

（
２８
）
丁
身
尊
「
陳
炯
明
蛻
変
為
軍
閥
的
剖
析
」『
広
西
社
会
科
学
』

一
九
八
六
年
二
期
。

（
２９
）
付
金
柱
「
民
国
初
年
広
東
都
督
選
任
風
潮
│
│
孫
中
山
与
陳
炯

明
分
�
溯
源
」『
浙
江
社
会
科
学
』
二
〇
〇
九
年
五
期
。

（
３０
）
段
雲
章
「
孫
中
山
与
陳
炯
明
的
合
与
離
」『
民
国
�
案
』
一
九

八
九
年
二
期
。
孫
文
と
陳
炯
明
の
間
に
は
長
期
的
な
対
立
が
あ
っ

た
と
す
る
見
解
は
、
唐
靖
・
李
加
茂
「�
六
・
一
六
兵
変
�
前
孫
陳

分
岐
研
究
補
闕
」『
江
漢
大
学
学
報
』〈
人
文
科
学
版
〉
二
〇
〇
九

年
二
期
、
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

史

学

第
八
六
巻

第
三
号

四
〇
（
二
三
六
）



（
３１
）
胡
雲
霞
・
李
紹
華
「
蘇
俄
、
共
産
国
際
与
陳
炯
明
接
触
始
末
」

『
江
蘇
社
会
科
学
』
二
〇
一
二
年
四
期
。

（
３２
）
黄
志
高
「
共
産
国
際
連
合
陳
炯
明
的
嘗
試
及
失
敗
」『
江
南
大

学
学
報
』〈
人
文
社
会
科
学
版
〉
二
〇
〇
三
年
三
期
。

（
３３
）
段
雲
章
「
共
産
国
際
、
蘇
俄
対
孫
中
山
陳
炯
明
分
裂
的
観
察
和

評
論
」『
中
山
大
学
学
報
論
叢
』〈
社
会
科
学
版
〉
二
〇
〇
〇
年
三

期
。

（
３４
）
黄
�
淵
「
析
共
産
国
際
従
聯
合
呉
佩
孚
、
陳
炯
明
到
聯
合
孫
中

山
的
演
変
」『
学
術
界
』
一
九
九
〇
年
四
期
。

（
３５
）

Prasenjit
D

uara
,

R
escuing

H
istory

from
the

N
ation

Q
uestioning

N
arratives

ofM
odern

C
hina

,C
hicago

:U
niver-

sity
of

C
hicago

Press,1995.

（
３６
）
深
町
英
夫
「
広
東
軍
政
府
論
│
│
民
国
前
期
に
お
け
る
『
中
央

政
府
』」
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
民
国
前
期
中
国
と
東
ア

ジ
ア
の
変
動
』
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
。

（
３７
）
塩
出
浩
和
「
広
東
省
に
お
け
る
自
治
要
求
運
動
と
県
長
民
選

│
│
一
九
二
〇
―
一
九
二
一
年
」『
ア
ジ
ア
研
究
』
三
八
巻
三
号
、

一
九
九
二
年
。

（
３８
）
塩
出
浩
和
「
第
二
次
広
州
政
府
期
（
一
九
二
〇
―
二
二
年
）
の

広
東
省
議
会
と
広
東
省
憲
法
」『
ア
ジ
ア
発
展
研
究
』
二
巻
、
一
九

九
四
年
。

（
３９
）
生
田
頼
孝
「
商
紳
政
権
│
│
連
省
自
治
の
理
念
と
現
実

広
東

省
の
場
合
」『
立
命
館
文
学
』
五
六
九
号
、
二
〇
〇
一
年
。「
商
紳

政
権
│
│
連
省
自
治
の
理
念
と
現
実
（
続
編
）
広
東
省
の
場
合
」

『
立
命
館
文
学
』
五
七
一
号
、
二
〇
〇
一
年
。「
商
紳
政
権
│
│
連

省
自
治
の
理
念
と
現
実

広
東
省
の
場
合
（
終
編
）」『
立
命
館
文

学
』
五
七
六
号
、
二
〇
〇
二
年
。

（
４０
）
宮
内
肇
「
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
広
東
郷
村
社
会
│
│
宗
族
か

ら
み
る
陳
炯
明
の
地
方
自
治
政
策
」『
史
林
』
九
六
巻
四
号
、
二
〇

一
三
年
。

（
４１
）
陳
來
幸
「
廣
東
に
お
け
る
商
人
團
體
の
再
�
に
つ
い
て
│
│
廣

州
市
商
會
を
中
心
と
し
て
」『
東
洋
史
研
究
』
六
一
巻
二
号
、
二
〇

〇
二
年
。

（
４２
）
邱
捷
「
広
州
商
団
与
商
団
事
変
│
│
従
商
人
団
体
角
度
的
再
探

討
」『
晩
清
民
国
初
年
広
東
的
士
紳
与
商
人
』
桂
林
、
広
西
師
範
大

学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
４３
）
栃
木
利
夫
「
商
団
事
件
敗
北
の
歴
史
的
意
義
│
│
一
九
二
四
年

広
東
に
お
け
る
革
命
と
反
革
命
」『
長
崎
造
船
大
学
研
究
報
告
』
一

一
巻
一
号
、
一
九
七
〇
年
。

（
４４
）
波
多
野
善
大
「
商
団
事
件
の
背
景
│
│
一
九
二
四
年
に
お
け
る

広
州
の
現
実
」『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
号
、
一
九
七
四

年
。

（
４５
）
横
山
宏
章
「
広
東
政
権
の
財
政
逼
迫
と
商
団
軍
の
反
乱
」『
孫

中
山
の
革
命
と
政
治
指
導
』
研
文
出
版
、
一
九
八
三
年
。

（
４６
）
塩
出
浩
和
「
広
東
商
団
事
件
│
│
第
三
次
広
州
政
権
と
市
民
的

自
治
の
分
裂
」『
東
洋
学
報
』
八
一
巻
二
号
、
一
九
九
九
年
。

（
４７
）
徐
嵩
齢
「
一
九
二
四
年
孫
中
山
的
北
伐
与
広
州
商
団
事
変
」

『
歴
史
研
究
』
一
九
五
六
年
三
期
。

（
４８
）
張
磊
「
孫
中
山
与
広
州
商
団
叛
乱
」『
学
術
月
刊
』
一
九
七
九

年
一
〇
期
。

（
４９
）
袁
潤
芳
「
孫
中
山
平
定
広
州
商
団
叛
乱
述
略
」『
歴
史
�
案
』

一
九
八
四
年
一
期
。

近
代
中
国
地
方
政
権
史
研
究
に
関
す
る
覚
書

四
一
（
二
三
七
）



（
５０
）
方
毓
寧
「
孫
中
山
平
定
広
州
商
団
叛
乱
的
革
命
措
施
」『
歴
史

教
学
』
一
九
八
四
年
四
期
。

（
５１
）
張
俊
義
「
英
国
政
府
与
一
九
二
四
年
広
州
商
団
叛
乱
」『
広
東

社
会
科
学
』
二
〇
〇
〇
年
三
期
。

（
５２
）
周
興
�
「
試
論
広
州
商
団
的
性
質
及
其
演
変
」『
広
州
研
究
』

一
九
八
六
年
一
〇
期
。

（
５３
）
敖
光
旭
「�
商
人
政
府
�
之
夢
│
│
広
東
商
団
及
�
大
商
団
主

義
�
的
歴
史
考
査
」『
近
代
史
研
究
』
二
〇
〇
三
年
四
期
。

（
５４
）
邱
捷
「
広
州
商
団
与
商
団
事
変
│
│
従
商
人
団
体
角
度
的
再
探

討
」『
晩
清
民
国
初
年
広
東
的
士
紳
与
商
人
』
桂
林
、
広
西
師
範
大

学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
５５
）
周
興
�
「
陳
廉
伯
与
広
州
商
団
叛
乱
」『
歴
史
教
学
』
一
九
九

九
年
七
期
。

（
５６
）
李
益
然
「
廖
仲
�
在
平
定
広
州
叛
乱
中
的
革
命
立
場
和
態
度
初

探
」『
江
西
社
会
科
学
』
一
九
八
二
年
六
期
。

史
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