
一

四
川
作
家
に
よ
る
軍
閥
の
評
価

　
　
　
　
　

―
田
聞
一
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』
を
中
心
に

―

中　
　
　

裕　

史

は
じ
め
に

　

李
白
が
「
蜀
道
の
難
き
こ
と
、
青
天
に
上
る
よ
り
も
難
し

）
1
（

」
と
う
た
う
よ
う
に
、
四
川
は
岷
山
山
脈
な
ど
の
険
阻
な
山
々
が
陝

西
か
ら
の
陸
路
を
遮
り
、
長
江
三
峡
が
湖
北
か
ら
の
水
路
を
妨
げ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
豊
饒
な
実
り
を
も
た
ら
す
盆
地

を
持
ち
「
天
府
之
国
」
と
呼
ば
れ
る
四
川
は
、
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
幾
度
も
外
敵
の
侵
入
を
受
け
た
。

　

中
華
民
国
期
に
限
っ
て
見
て
も
、
四
川
は
北
洋
軍
や
雲
南
軍
、
貴
州
軍
と
激
戦
を
繰
り
広
げ
、
こ
れ
ら
を
省
外
に
押
し
返
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
四
川
は
そ
の
内
部
で
も
対
立
が
絶
え
な
か
っ
た
。
各
地
に
軍
閥
が
林
立
し
て
互
い
に
抗
争
を
繰
り
返
し
、「
軍
閥

混
戦
」
と
呼
ば
れ
る
混
沌
と
し
た
状
況
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
混
乱
を
収
め
て
四
川
の
統
一
を
実
現
し
た
の
が
劉
湘
で
あ
る
。
い
ま
劉
湘
の
伝
記
に
よ
っ
て
そ
の
主
な
事
績
を
列
挙
し
て

み
る
と
、「
軍
閥
混
戦
」
に
終
止
符
を
打
っ
て
四
川
の
統
一
を
果
た
し
た
こ
と
、
一
九
二
七
年
に
三
・
三
一
事
件
を
お
こ
し
、
ま
た

紅
軍
の
長
征
を
妨
げ
る
な
ど
反
共
行
動
を
と
っ
た
こ
と
、
四
川
を
統
制
下
に
お
こ
う
と
し
た
蔣
介
石
と
暗
闘
を
展
開
し
て
四
川
の
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二

独
立
を
守
ろ
う
と
し
た
こ
と
、
抗
日
戦
争
が
始
ま
る
と
四
川
軍
を
率
い
て
出
陣
し
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る

）
2
（

。

　

四
川
と
い
う
一
地
域
の
立
場
か
ら
見
る
か
、
中
国
全
体
の
立
場
か
ら
見
る
か
、
中
国
共
産
党
の
立
場
か
ら
見
る
か
、
立
場
を
ど

こ
に
置
く
か
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
あ
り
う
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、文
学
は
こ
の
劉
湘
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
四
川
作
家
の
田
聞
一
は
、『
成
都
巷
戦
一
九
三
二
』
や
『
霧

鎖
峨
眉　

蔣
介
石
謀
取
四
川
紀
実
』、『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』
と
い
っ
た
小
説
作
品
の
中
で
い
ず
れ
も
重
要
な
登
場
人
物
と
し
て
劉

湘
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。

　

今
井
駿
氏
に
よ
れ
ば
、中
国
の
研
究
で
は「
抗
日
民
族
統
一
戦
線
成
立
前
後
か
ら
従
来
の
軍
閥
た
ち
を「
軍
閥
」と
は
呼
ば
ず
、「
地

方
実
力
者
」
と
言
っ
た
言
葉
を
用
い
て
呼
ん
で
い
る
し
、
日
中
戦
争
後
に
は
も
は
や
軍
閥
と
い
う
呼
称
は
余
り
用
い
ら
れ
な
く
な

る
）
3
（

」
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
劉
湘
は
最
後
の
軍
閥
の
一
人
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

小
論
で
は
、
劉
湘
の
人
物
形
象
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
田
聞
一
が
四
川
の
最
大
に
し
て

最
後
の
軍
閥
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
際
、『
成
都
巷
戦
一
九
三
二
』
は
一
九
三
二

年
の
成
都
市
街
戦
に
限
定
し
た
小
説
で
あ
り
、
す
で
に
拙
論
で
そ
の
演
義
体
を
採
用
し
た
語
り
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い

る
）
4
（

の
で
、今
回
は
こ
れ
を
除
い
た
他
の
二
作
品
、と
り
わ
け
前
者
が
焦
点
を
当
て
て
い
る
峨
眉
山
軍
官
訓
練
団
の
こ
と
も
含
め
て
、

四
川
の
中
央
化
を
目
論
む
蔣
介
石
と
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
た
綱
渡
り
の
よ
う
な
駆
け
引
き
を
広
く
叙
述
し
て
い
る
後
者
を
中
心
に

し
て
分
析
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

一　

幕
僚
を
通
じ
た
間
接
的
評
価

　

劉
湘
は
、
一
九
三
三
年
の
「
二
劉
決
戦
」
で
劉
文
輝
を
破
り
西
康
一
帯
に
押
し
込
め
て
四
川
の
統
一
を
果
た
す
以
前
か
ら
、
配
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三

下
で
あ
る
第
二
軍
の
直
系
部
隊
に
唐
式
遵
や
潘
文
華
な
ど
の
有
能
な
軍
人
を
師
団
長
に
任
じ
て
い
た
他
に
、
政
治
や
財
政
、
外
交

な
ど
の
領
域
を
任
せ
る
こ
と
の
で
き
る
人
材
を
ひ
ろ
く
招
致
す
る
こ
と
に
も
積
極
的
で
あ
っ
た
。

　

四
川
陸
軍
速
成
学
堂
の
同
窓
生
で
あ
る
張
斯
可
や
喬
毅
夫
は
、
劉
湘
の
代
表
と
し
て
、
北
洋
軍
閥
の
段
祺
瑞
や
呉
佩
孚
、
奉
天

軍
閥
の
張
作
霖
な
ど
と
の
交
渉
に
あ
た
っ
た
が
、
彼
ら
は
そ
う
し
た
際
に
、
北
京
在
住
の
四
川
知
識
人
に
連
絡
を
つ
け
て
、
そ
の

協
力
を
仰
ぐ
と
と
も
に
、
劉
湘
幕
下
へ
の
招
聘
を
も
お
こ
な
っ
た

）
5
（

。
全
国
紙
『
北
京
晨
報
』
の
編
集
長
で
あ
っ
た
張
梓
芳
や
段
祺

瑞
政
府
の
秘
書
長
で
あ
っ
た
鄧
漢
祥
も
、
そ
う
し
て
劉
湘
の
た
め
に
そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　

田
聞
一
は
、『
霧
鎖
峨
眉　

蔣
介
石
謀
取
四
川
紀
実
』
の
第
四
章
「
暗
中
闘
法
」
の
な
か
で
、
鄧
漢
祥
の
目
を
通
し
て
、
劉
湘

の
人
と
な
り
を
叙
述
し
て
い
る
。

　

 　

そ
し
て
こ
の
時
、
遠
く
重
慶
に
あ
っ
て
、
武
力
に
よ
っ
て
四
川
を
統
一
し
て
「
四
川
王
」
に
な
ろ
う
と
一
心
に
考
え
て
い
た

劉
湘
は
、
時
機
を
逃
さ
ず
、
鄧
漢
祥
の
助
け
を
得
る
た
め
に
特
に
天
津
に
出
向
い
た
。
軽
装
で
僅
か
な
従
者
を
伴
っ
た
だ
け
の

劉
湘
は
、
鄧
漢
祥
の
家
に
ほ
ど
近
い
中
等
の
旅
館
に
落
ち
着
く
と
、
長
旅
の
疲
れ
を
も
の
と
も
せ
ず
、
す
ぐ
に
鄧
の
家
を
訪
れ

た
）
6
（

。

　

右
の
引
用
冒
頭
の
「
こ
の
時
」
と
は
、
一
九
二
一
年
八
月
に
段
祺
瑞
が
天
津
に
隠
退
し
た
時
を
い
う

）
7
（

。
田
聞
一
は
、
劉
湘
が
か

ね
て
よ
り
鄧
漢
祥
の
才
能
を
高
く
評
価
し
て
い
て
、
段
祺
瑞
の
下
野
で
働
き
場
所
を
失
っ
た
鄧
漢
祥
に
、
自
分
に
力
を
添
え
て
く

れ
る
よ
う
要
請
す
る
た
め
に
、
密
か
に
天
津
を
訪
れ
た
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
設
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　

 　

劉
湘
に
対
し
て
鄧
漢
祥
は
良
い
印
象
を
も
っ
た
。
四
川
の
隣
に
あ
る
貴
州
の
人
間
で
あ
る
鄧
漢
祥
は
、
平
生
か
ら
四
川
の
動
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四

静
や
人
物
に
特
に
関
心
を
払
っ
て
い
た
。
彼
は
、
劉
湘
が
実
力
を
持
っ
た
将
軍
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
、
最
も
心
を
動

か
さ
れ
た
の
は
、
劉
湘
が
へ
り
く
だ
っ
て
賢
人
を
敬
う
こ
と
で
あ
り
、
自
身
を
清
く
保
っ
て
汚
れ
に
染
ま
ら
な
い
こ
と
、
た
ば

こ
も
酒
も
た
し
な
ま
ず
、
ア
ヘ
ン
も
や
ら
ず
、
妓
女
を
買
わ
ず
賭
博
も
や
ら
ず
、
妾
も
囲
わ
ず
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は

何
と
得
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か

）
8
（

。

　

右
の
引
用
に
見
る
よ
う
に
、
鄧
漢
祥
の
目
を
通
し
て
語
ら
れ
る
劉
湘
の
形
象
は
、
お
よ
そ
軍
閥
の
領
袖
ら
し
く
な
い
と
い
っ
て

い
い
く
ら
い
、
非
常
に
秀
で
た
も
の
で
あ
る
。「
自
信
を
清
く
保
っ
て
汚
れ
に
染
ま
ら
な
い
（
潔
身
自
好
）」
に
続
く
記
述
は
事
実

そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
い
か
に
「
へ
り
く
だ
っ
て
賢
人
を
敬
う
（
礼
賢
下
士
）」
で
は
あ
っ
て
も
、
一
九
二
一
年
八
月
の
時
点
で

四
川
軍
総
司
令
で
あ
り
、
四
川
省
長
も
兼
任
し
て
い
た
劉
湘
が
忍
び
で
天
津
を
訪
れ
て
鄧
漢
祥
の
出
馬
を
乞
う
こ
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。

　

喬
誠
・
楊
続
雲
『
劉
湘
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
劉
湘
は
、
一
九
二
四
年
十
一
月
の
天
津
会
議
で
中
華
民
国
臨
時
執
政
に
推
挙
さ

れ
た
段
祺
瑞
に
服
従
を
誓
う
た
め
に
、
張
斯
可
と
喬
毅
夫
を
派
遣
し
て
、
段
の
秘
書
長
で
あ
る
鄧
漢
祥
に
と
り
な
し
を
頼
ん
だ
と

い
う
。
鄧
は
、
そ
の
後
、
段
が
下
野
す
る
と
、
故
郷
の
貴
州
に
戻
っ
て
軍
閥
の
周
西
成
の
幕
下
に
あ
っ
た
が
、
雲
南
軍
と
の
戦
い

で
周
が
戦
死
し
た
た
め
に
、
貴
陽
を
逃
れ
て
重
慶
の
劉
湘
の
も
と
を
訪
ね
た
と
あ
る

）
9
（

。

　

そ
れ
で
は
、
鄧
漢
祥
が
そ
の
能
力
と
人
脈
を
駆
使
し
て
劉
湘
の
た
め
に
働
く
契
機
と
な
る
、
二
人
の
対
面
を
、
田
聞
一
が
前
述

の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
に
仕
立
て
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
ひ
ろ
く
人
材
を
求
め
て
幕
下
に
招
致
す
る
と
い
う
劉
湘
の
積
極
的
な
姿
勢
を
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
に
象
徴
さ
せ
て
、
賢

者
へ
の
渇
望
や
謙
譲
の
態
度
、
ひ
い
て
は
志
の
大
き
さ
と
い
っ
た
劉
湘
の
長
所
を
読
者
に
訴
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
読
者
に
た
や
す
く
「
三
顧
草
蘆
」
を
想
起
さ
せ
る
。
田
聞
一
は
、
劉
湘
を
劉
備
に
重
ね
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五

る
こ
と
で
そ
の
傑
出
ぶ
り
を
印
象
づ
け
る
効
果
を
狙
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
出
の
『
劉
湘
』
に
は
、
次
節
で
述
べ
る

一
九
三
四
年
十
一
月
の
劉
湘
と
蔣
介
石
の
対
面
の
後
に
、
蔣
介
石
の
幕
僚
で
あ
る
楊
永
泰
が
、
劉
湘
の
秘
書
長
と
な
っ
た
鄧
漢
祥

に
対
し
て
、
劉
湘
を
劉
璋
だ
と
揶
揄
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

）
10
（

が
、
田
聞
一
は
、
あ
る
い
は
こ
の
こ
と
も
念
頭
に
置
い
た
上
で
、

蜀
を
奪
わ
れ
た
劉
璋
で
な
く
、
皇
帝
の
位
に
上
り
大
国
で
あ
る
魏
に
対
抗
し
た
劉
備
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
劉
湘
の
異
才

ぶ
り
を
示
そ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二　

南
京
で
の
会
見

　

一
九
三
四
年
十
一
月
、
劉
湘
は
蔣
介
石
の
呼
び
出
し
に
応
じ
て
南
京
に
赴
い
た
。
蔣
介
石
の
目
的
の
一
つ
は
、
四
川
で
勢
力
を

拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
紅
軍
を
撃
滅
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
劉
湘
の
側
に
も
蔣
介
石
の
援
助
を
必
要
と
す
る
事
情
が
あ
っ
た
。

　

前
述
し
た
「
二
劉
決
戦
」
に
四
川
の
主
要
な
軍
閥
が
力
を
傾
注
し
て
い
る
間
隙
を
縫
っ
て
、
陝
南
に
あ
っ
た
徐
向
前
の
紅
四
方

面
軍
が
川
北
に
侵
入
し
、
通
江
、
南
江
、
巴
中
一
帯
を
占
領
し
た
。
川
北
に
防
区
を
持
つ
田
頌
尭
は
、
蔣
介
石
に
よ
っ
て
川
陝
辺

区
剿
匪
督
弁
に
任
じ
ら
れ
て
、
紅
軍
に
攻
撃
を
仕
掛
け
た
が
逆
に
大
敗
を
喫
し
た
。

　

蔣
介
石
は
、
一
九
三
三
年
七
月
に
劉
湘
を
四
川
剿
匪
総
司
令
に
任
命
し
て
、
四
川
の
各
軍
閥
を
動
員
し
て
川
北
の
紅
軍
に
当
た

ら
せ
た
。
劉
湘
は
六
路
の
包
囲
軍
を
組
織
し
て
総
攻
撃
を
か
け
る
手
は
ず
を
整
え
た
が
、
各
軍
閥
の
足
並
み
が
揃
わ
ず
、
お
の
お

の
の
部
隊
の
消
耗
を
案
じ
て
積
極
的
な
戦
い
を
避
け
る
な
ど
し
た
た
め
に
、
紅
軍
の
反
撃
に
遭
っ
て
惨
敗
し
た
。

　

紅
軍
の
脅
威
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
一
九
三
四
年
十
月
に
江
西
の
根
拠
地
を
放
棄
し
た
中
央
紅
軍
は
北
上
を
開

始
し
、
貴
州
を
経
由
し
て
四
川
に
入
る
勢
い
を
示
し
た
。
蔣
介
石
に
は
こ
う
し
た
紅
軍
の
動
き
へ
の
対
処
を
劉
湘
に
直
接
指
示
し

て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
し
、
劉
湘
に
も
四
川
に
お
け
る
自
ら
の
権
威
の
確
立
と
軍
費
や
武
器
弾
薬
の
補
給
の
た
め
に
、
蔣
介
石
の
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六

支
持
を
と
り
つ
け
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
劉
湘
は
、
そ
の
代
表
と
し
て
上
海
に
駐
在
さ
せ
て
い
た
鄧
漢
祥
を
漢
口
に
呼
び
寄
せ

て
、
国
民
党
中
央
軍
を
四
川
に
入
ら
せ
る
こ
と
は
何
と
し
て
も
避
け
る
方
針
を
確
認
し
た
後
に
、
と
も
に
南
京
に
向
か
っ
た
。

「
前
の
出
来
事
を
忘
れ
ず
、
後
の
教
訓
と
す
る
、
だ
。
四
川
は
他
の
省
と
は
違
う
。
万
に
一
つ
も
過
ち
が
な
い
よ
う
に
し
、

災
い
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、わ
た
し
に
は
中
央
軍
の
精
鋭
十
個
師
団
を
四
川
に
派
遣
す
る
用
意
が
あ
る
。
甫
澄〔
劉
湘
の
字
〕、

君
は
ど
う
思
う
。
む
ろ
ん
、
四
川
に
入
る
中
央
軍
は
、
必
ず
君
の
指
揮
下
に
入
ら
せ
る
」。
こ
の
時
、
会
見
の
場
に
い
た
人
は

み
な
い
く
ら
か
緊
張
し
て
、
じ
っ
と
劉
湘
を
見
つ
め
た
。
こ
の
蔣
介
石
の
言
葉
は
一
振
り
の
刀
の
よ
う
に
、
ぴ
た
り
と
劉
湘
の

み
ぞ
お
ち
に
突
き
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る

）
11
（

。

　
　

　

田
聞
一
は
、『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』
の
第
九
章
「
美
人
の
計
に
か
か
り
、
小
人
物
が
大
事
を
損
な
う
」
の
中
で
、
飛
行
機
で
南

京
に
到
着
し
た
劉
湘
を
、
蔣
介
石
が
妻
の
宋
美
齢
や
側
近
ら
を
伴
っ
て
飛
行
場
に
出
迎
え
る
と
い
う
、
実
際
に
は
な
か
っ
た
場
面

を
配
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
蔣
介
石
が
劉
湘
を
四
川
の
覇
者
と
し
て
重
く
見
て
い
た
こ
と
を
示
す
た
め
の
設
定
で
あ
る
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
考
え
る
と
、
こ
の
設
定
に
よ
っ
て
、
右
に
引
用
し
た
、
晩
餐
会
の
席
上
で
蔣
介
石

が
劉
湘
に
中
央
軍
の
四
川
入
り
を
迫
る
場
面
の
緊
迫
感
を
よ
り
高
め
る
狙
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

蔣
介
石
は
、
こ
の
よ
う
に
、
劉
湘
を
飛
行
場
ま
で
親
し
く
出
迎
え
、
晩
餐
会
で
は
四
川
料
理
を
用
意
す
る
な
ど
歓
待
ぶ
り
を
示

し
て
、
劉
湘
に
否
や
を
い
わ
せ
な
い
状
況
を
作
り
出
し
て
い
る
が
、
劉
湘
は
突
き
つ
け
ら
れ
た
要
求
に
ど
の
よ
う
に
対
し
た
で
あ

ろ
う
か
。

鄧
漢
祥
が
し
き
り
に
目
く
ば
せ
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、
劉
湘
の
頭
の
中
で
四
川
に
関
す
る
警
句
が
電
光
石
火
の
よ
う
に
閃
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七

い
た
。
彼
は
蔣
を
す
こ
し
脅
か
し
て
や
ろ
う
と
思
い
、
誠
実
な
態
度
を
作
っ
て
、
蔣
介
石
に
い
っ
た
。「
委
員
長
、
昔
か
ら
、

天
下
未
だ
乱
れ
ざ
る
に
蜀
先
ず
乱
れ
、
天
下
已
に
治
ま
る
に
蜀
後
れ
て
治
ま
る
、
と
い
い
ま
す
。
四
川
は
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
こ

う
で
し
た
。
い
ま
四
川
は
戦
乱
が
収
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
省
内
に
は
流
言
や
デ
マ
が
さ
ま
ざ
ま
に
飛
び
交
っ
て
い
て
、
不
安
定

な
要
素
が
多
い
の
で
す
。
中
央
軍
の
入
川
に
つ
い
て
は
、
困
難
な
点
が
と
て
も
多
く
、
い
ま
こ
こ
で
委
員
長
に
す
ぐ
に
お
分
か

り
い
た
だ
け
る
よ
う
に
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

蔣
介
石
は
果
た
し
て
こ
の
言
葉
を
聞
き
入
れ
た
。
天
下
未
だ
乱
れ
ざ
る
に
蜀
先
ず
乱
れ
、
天
下
已
に
治
ま
る
に
蜀
後
れ
て
治

ま
る
。
四
川
は
ま
さ
に
ず
っ
と
そ
う
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
ば
た
き
を
し
て
少
し
考
え
る
と
、
決
定
を
下
し
た
。「
こ
う
だ
。
こ

の
事
は
張
部
長
、
そ
れ
か
ら
永
泰
に
任
せ
て
、
鳴
階
先
生
と
詳
し
く
、
具
体
的
に
詰
め
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。
い
い
な

）
12
（

。」

　　

蔣
介
石
の
正
面
か
ら
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
て
窮
地
に
陥
っ
た
か
に
見
え
た
劉
湘
で
あ
っ
た
が
、
と
っ
さ
に
四
川
統
治
の
難
し
さ

を
端
的
に
表
す
常
套
句
を
想
起
し
て
、
蔣
介
石
の
要
求
を
か
わ
し
た
。
田
聞
一
は
、
両
者
の
思
惑
が
ぶ
つ
か
っ
て
火
花
が
飛
び
そ

う
な
緊
迫
し
た
状
況
を
作
り
出
し
、
そ
の
中
で
劉
湘
が
機
転
を
利
か
せ
て
巧
み
に
危
地
を
逃
れ
る
さ
ま
を
描
い
て
い
る
。

　

鄧
漢
祥
の
懸
命
な
交
渉
も
あ
っ
て
、
劉
湘
は
こ
の
南
京
で
の
会
見
で
、
政
治
面
で
は
四
川
省
政
府
主
席
の
地
位
を
得
、
軍
事
面

で
は
四
川
剿
匪
総
司
令
の
地
位
を
維
持
し
て
、
政
治
と
軍
事
の
両
面
で
名
実
と
も
に
四
川
の
第
一
人
者
と
な
っ
た
。
ま
た
、
武
器

弾
薬
の
支
給
、
お
よ
び
軍
事
費
の
支
給
の
確
約
も
得
た

）
13
（

。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
も
国
民
党
中
央
軍
の
入
川
を
ひ
と
ま
ず
阻
止
し
た
こ
と
が
、
最
大
の
収
穫
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

代
替
と
し
て
、
参
謀
団
を
重
慶
入
り
さ
せ
て
紅
軍
攻
撃
の
支
援
を
お
こ
な
う
こ
と
を
認
め
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
参
謀
団
入
川
は
、

蔣
介
石
に
よ
る
四
川
支
配
の
先
兵
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
劉
湘
は
そ
の
対
処
に
ず
っ
と
頭
を
悩
ま
せ
る
こ
と
と
な
る
。
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八

三　

特
務
の
暗
闘

　

参
謀
団
は
正
式
名
称
を
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
委
員
長
行
営
参
謀
団
と
い
う

）
14
（

。
一
九
三
五
年
一
月
に
、
賀
国
光
に
率
い
ら
れ
て

重
慶
に
入
っ
た
。
賀
国
光
は
、
湖
北
出
身
で
あ
る
が
劉
湘
と
は
四
川
陸
軍
速
成
学
堂
の
同
窓
生
の
間
柄
で
あ
り
、
蔣
介
石
の
信
任

厚
く
、
入
川
前
は
南
昌
の
行
営
で
参
謀
長
を
務
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、蔣
介
石
は
、
参
謀
団
を
四
川
に
駐
在
さ
せ
る
に
あ
た
っ

て
、
人
事
の
面
で
劉
湘
に
一
定
の
配
慮
を
示
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
、
別
動
隊
を
組
織
し
て
四
川
出
身
の
康
沢
に
率
い

さ
せ
た
。
康
沢
は
黄
埔
軍
官
学
校
の
卒
業
生
で
、
モ
ス
ク
ワ
留
学
の
経
験
も
あ
る
、
蔣
介
石
の
腹
心
で
あ
っ
た
。
彼
は
国
民
党
の

特
務
機
関
で
あ
る
復
興
社
の
幹
部
で
あ
り
、
四
川
に
入
っ
て
か
ら
は
重
慶
や
成
都
を
は
じ
め
、
各
地
で
特
務
活
動
を
展
開
し
た
。

　

劉
湘
は
、
別
動
隊
に
よ
る
破
壊
活
動
に
対
し
て
は
、
と
り
わ
け
神
経
を
と
が
ら
せ
て
い
た
。
鄧
漢
祥
も
回
想
文
で
、「
劉
が
毎

日
収
集
し
た
情
報
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
復
興
社
分
子
に
よ
る
破
壊
活
動
の
状
況
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

）
15
（

。

劉
湘
が
情
報
を
入
手
す
る
経
路
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
暗
号
電
報
の
解
読
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
配
下
の
冷
開
泰
か
ら
の
報
告

で
あ
っ
た

）
16
（

。

　

田
聞
一
に
よ
れ
ば
、
冷
開
泰
は
匪
賊
あ
が
り
の
軍
人
で
、
上
海
の
青
幇
の
首
領
で
あ
る
杜
月
笙
と
関
係
の
あ
る
人
物
で
あ
っ

た
）
17
（

。
劉
湘
が
冷
開
泰
に
指
示
を
す
る
場
面
を
、
田
聞
一
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
わ
た
し
が
南
京
で
、
中
央
と
締
結
し
た
『
紀
要
』
に
は
、
参
謀
団
は
重
慶
に
駐
在
す
る
が
、
四
川
の
地
方
事
務
に
介
入
し

て
は
な
ら
な
い
と
、
明
確
に
規
定
し
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
や
つ
ら
は
規
定
を
守
ら
ず
、
成
都
に
人
を
潜
り
込
ま
せ
て
悪
事
の

限
り
を
尽
く
し
て
お
る
。
お
ま
え
た
ち
は
捕
ら
え
る
べ
き
は
捕
ら
え
、
押
さ
え
る
べ
き
は
押
さ
え
る
の
だ
。
重
大
な
場
面
で
、

反
抗
し
て
く
れ
ば
、
発
砲
し
て
そ
の
場
で
か
た
を
つ
け
て
も
か
ま
わ
ん
。
た
だ
し
二
つ
の
点
に
注
意
す
る
の
だ
」。
劉
湘
は
濃
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九

い
眉
を
つ
り
あ
げ
、
二
本
の
指
を
立
て
て
い
っ
た
。「
一
つ
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
そ
の
場
の
判
断
で
処
置
し
て
よ
ろ
し
い
。

た
だ
し
、
事
後
に
必
ず
詳
し
く
報
告
す
る
こ
と
。
二
十
四
時
間
い
つ
で
も
来
て
よ
ろ
し
い
。
二
つ
、
事
後
に
は
新
聞
で
発
表
す

る
こ
と
。
お
ま
え
た
ち
に
殺
さ
れ
た
人
間
は
、
す
べ
て
法
を
犯
し
た
悪
党
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
重
慶
の
側
が
、
口

の
き
け
な
い
者
が
黄
連
を
飲
む
で
、
苦
く
て
も
口
に
出
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
こ
の
事
は
わ
た
し
か
ら
宣
伝
部

部
長
の
梁
高
に
話
し
て
お
く
。
お
ま
え
た
ち
は
互
い
に
協
力
し
合
う
の
だ
。
こ
の
点
が
最
も
重
要
だ
。
わ
か
る
な
。
ど
う
だ

）
18
（

」。

　

右
は
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』
第
十
二
章
「
黒
が
黒
を
食
い
、
針
の
先
が
向
か
い
合
う
」
の
一
場
面
で
あ
る
。
冷
開
泰
に
対
す
る

劉
湘
の
指
示
か
ら
は
、
田
聞
一
が
塑
像
す
る
劉
湘
の
形
象
の
幾
つ
か
の
側
面
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、「
そ
の
場
で
か
た
を
つ
け
る
（
就
地
正
法
）」
と
い
う
言
い
方
か
ら
は
、
た
と
え
蔣
介
石
の
配
下
で
あ
ろ
う
と
射
殺
せ
よ

と
い
う
断
固
た
る
態
度
を
ひ
と
ま
ず
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
断
固
た
る
態
度
の
根
底
に
は
、
蔣
介
石
に
対
す

る
反
感
あ
る
い
は
憎
悪
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
蔣
介
石
の
圧
力
か
ら
何
と
し
て
も
四
川
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
感
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。

　

次
に
、「
二
十
四
時
間
い
つ
で
も
来
て
よ
い
（
二
十
四
小
時
都
可
以
找
我
）」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
目
の
前
に
い
る
冷
開
泰
に

任
務
の
重
要
性
を
理
解
さ
せ
て
細
大
漏
ら
さ
ず
報
告
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
ま
ず
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
の
背

後
に
は
蔣
介
石
に
対
す
る
慎
重
な
配
慮
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。「
二
十
四
小
時
都
可
以
找
我
」
は
、
万
が
一
、

諜
報
員
殺
害
に
関
し
て
照
会
や
問
責
が
あ
っ
た
場
合
に
、
言
い
抜
け
を
す
る
た
め
の
準
備
を
常
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
、
劉

湘
が
き
ち
ん
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
言
葉
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、「
事
後
に
は
新
聞
で
発
表
す
る
（
事
後
要
登
報
）」
と
い
う
言
い
方
は
、
殺
害
し
た
の
は
悪
党
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の

諜
報
活
動
に
一
切
言
及
し
な
い
こ
と
で
知
ら
ぬ
顔
の
半
兵
衛
を
決
め
込
み
、
非
難
の
手
が
か
り
を
与
え
な
い
た
め
の
措
置
で
あ
る
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一
〇

と
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
で
重
要
な
の
は
、
殺
害
し
た
人
物
と
蔣
介
石
あ
る
い
は
国
民
党
と
の
関
係
を
記
載
し
な
い

こ
と
で
は
な
く
、
殺
害
の
事
実
を
公
表
す
る
点
に
こ
そ
あ
る
。
水
面
下
の
事
実
は
伏
せ
て
お
く
と
し
て
も
、
水
面
上
に
現
れ
た
氷

山
の
一
角
を
民
衆
に
見
せ
て
お
く
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
そ
う
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
蔣
介
石
が
劉
湘
に
対
し
て
何
ら

か
の
動
き
を
見
せ
よ
う
と
考
え
た
時
に
、劉
湘
の
背
後
に
民
衆
の
存
在
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
作
っ
て
お
こ
う
と
す
る
、

劉
湘
の
い
わ
ば
予
防
手
段
で
あ
る
。

　

「
口
の
き
け
な
い
も
の
が
黄
連
を
飲
む
（
啞
子
喫
黄
連
）」
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
、
そ
し
て
通
俗
的
に
表
現
す
る
歇
後
語
で

あ
る
。
こ
の
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
軍
人
ら
し
い
規
律
あ
る
言
葉
遣
い
が
苦
手
な
匪
賊
上
が
り
の
冷
開
泰
に
対
し
て
、
劉
湘
が
一

定
の
配
慮
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
冷
開
泰
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
、
ま
た
、
自
分
に
信
頼
感
あ
る
い
は
親
し
み
を
劉

湘
が
も
っ
て
く
れ
て
い
る
と
感
じ
る
よ
う
に
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

田
聞
一
は
こ
の
よ
う
に
、
劉
湘
を
、
蔣
介
石
に
対
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
部
下
に
対
し
て
も
周
到
な
用
意
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
の

で
き
る
、
思
慮
深
く
、
か
つ
決
断
力
に
富
む
人
物
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

峨
眉
山
軍
官
訓
練
団
に
お
け
る
演
説

　

四
川
省
西
部
を
北
上
し
て
い
た
中
央
紅
軍
は
、
一
九
三
五
年
六
月
に
懋
功
県
で
紅
四
方
面
軍
と
合
流
し
た
。
紅
軍
の
脅
威
が
や

や
遠
ざ
か
っ
た
こ
の
時
期
を
と
ら
え
て
、
蔣
介
石
は
峨
眉
山
の
麓
に
お
い
て
、
自
ら
を
団
長
と
す
る
軍
官
訓
練
団
を
組
織
し
た
。

こ
の
訓
練
団
の
目
的
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
擁
蔣
と
反
共
に
あ
り
、
各
地
か
ら
集
め
た
四
川
軍
の
将
校
に
そ
の
意
識
を
強
く
植
え

付
け
る
た
め
に
、
蔣
介
石
自
身
も
何
度
か
訓
話
を
お
こ
な
っ
た
。

　

四
川
軍
閥
の
領
袖
で
あ
る
劉
湘
は
副
団
長
、
劉
文
輝
と
鄧
錫
侯
は
団
附
に
任
じ
ら
れ
、
蔣
介
石
の
訓
話
や
教
育
長
で
あ
る
陳
誠
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一
一

の
講
話
の
際
に
は
出
席
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
蔣
介
石
は
、
一
つ
の
党
、
一
つ
の
政
府
、
一
人
の
指
導
者
の
も
と
で
意
思
を
統
一

し
、
力
を
集
め
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
強
調
し
た
が
、
陳
誠
は
共
産
党
を
罵
倒
す
る
と
と
も
に
、
返
す
刀
で
地
方
の
軍
隊
、
つ
ま

り
四
川
軍
を
も
切
り
捨
て
た

）
19
（

。

  

こ
れ
に
対
し
て
、
四
川
軍
閥
の
領
袖
た
ち
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
な
ら
な
い
形
で
抵
抗
を
し
て
み
せ
た
。
田
聞
一
は
、
そ
の
抵
抗

を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

陳
誠
が
講
話
を
終
え
て
、
各
隊
に
戻
っ
て
討
論
す
る
よ
う
言
い
渡
そ
う
と
し
た
時
、
劉
湘
が
歩
み
寄
っ
て
き
て
、
手
を
た
た

き
な
が
ら
、「
陳
教
育
長
の
お
話
は
素
晴
ら
し
い
、お
見
事
で
し
た
。
わ
た
し
も
す
こ
し
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
よ
ろ
し
い
か
」

と
い
っ
た
。

陳
誠
は
劉
湘
を
見
て
、
口
ご
も
り
な
が
ら
、「
結
構
で
す
。
む
ろ
ん
結
構
で
す
」
と
い
っ
た
。
背
が
高
く
体
格
も
い
い
劉
湘

が
進
み
出
て
、
小
さ
な
台
の
上
の
、
赤
い
絹
で
巻
か
れ
た
マ
イ
ク
を
取
っ
て
、
ぐ
い
っ
と
握
る
と
、
会
場
に
大
き
な
音
が
響
き

渡
っ
て
、
彼
の
心
中
の
憤
り
を
発
散
さ
せ
た
。
陳
誠
は
劉
湘
が
こ
の
よ
う
に
出
て
く
る
と
は
思
わ
ず
、
驚
い
て
後
ず
さ
り
を
し

た
。
大
勢
の
眼
前
で
の
一
幕
に
、
一
千
名
に
の
ぼ
る
学
員
た
ち
は
思
わ
ず
笑
っ
た
。
軍
官
訓
練
団
の
学
員
は
ほ
と
ん
ど
が
四
川

軍
の
将
校
で
、
最
も
多
か
っ
た
の
が
〔
劉
湘
直
属
の
〕
二
十
一
軍
の
将
校
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
ど
っ
と
沸
い
た
笑
い
は
、
明

ら
か
に
劉
湘
へ
の
支
持
で
あ
っ
た

）
20
（

。

　

右
は
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』
第
十
六
章
「
戯
中
に
戯
あ
り
、
峨
眉
山
軍
官
訓
練
団
」
の
一
場
面
で
あ
る
。
一
千
名
に
の
ぼ
る
四

川
軍
の
将
校
を
講
堂
に
集
め
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
国
民
党
軍
の
実
力
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
、
地
方
軍
の
無
能
を
こ
き
お
ろ

し
た
陳
誠
が
話
を
終
え
る
と
、
い
つ
も
は
そ
の
話
を
じ
っ
と
聞
い
て
い
る
だ
け
の
劉
湘
が
歩
み
寄
っ
て
、
自
分
に
も
話
を
さ
せ
ろ
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一
二

と
い
う
。
こ
の
場
面
の
叙
述
か
ら
は
、
劉
湘
の
突
然
の
申
し
入
れ
に
陳
誠
が
意
表
を
つ
か
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
陳
誠
が
劉
湘
に
気

お
さ
れ
て
い
る
さ
ま
が
み
て
と
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
四
川
軍
の
側
に
視
線
を
移
し
て
み
る
と
、
陳
誠
の
講
話
に
対
し
て
、
劉
湘
が
静
か
な
、
し
か
し
強
い
怒
り
を
抱
い
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
怒
り
は
学
員
と
し
て
召
集
さ
れ
た
四
川
軍
の
将
校
た
ち
も
等
し
く
感
じ
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

田
聞
一
は
、「
背
が
高
く
体
格
も
い
い
（
長
得
又
高
又
大
）」
と
い
う
外
面
描
写
に
よ
っ
て
、
体
つ
き
や
押
し
出
し
の
点
で
劉
湘

が
陳
誠
を
圧
倒
し
て
い
る
こ
と
を
語
る
と
と
も
に
、
マ
イ
ク
を
握
る
音
の
大
き
さ
と
そ
の
音
の
会
場
へ
の
広
が
り
を
記
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
劉
湘
の
怒
り
の
強
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。
直
後
に
お
か
れ
た
、
劉
湘
の
行
動
に
共
感
を
表
わ
す
四
川
軍
将
校
た
ち
の
反

応
、
お
よ
び
、
劉
湘
に
続
く
形
で
四
川
軍
閥
の
領
袖
で
あ
る
劉
文
輝
と
鄧
錫
侯
も
演
壇
に
立
っ
て
話
を
す
る
場
面
も
合
わ
せ
て
読

ん
だ
時
、
劉
湘
の
存
在
感
の
大
き
さ
が
伝
わ
る
叙
述
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

劉
湘
は
、
陳
誠
や
国
民
党
の
幹
部
、
そ
し
て
四
川
軍
の
将
校
を
前
に
し
て
、
目
下
の
最
も
緊
要
な
問
題
は
日
本
軍
の
南
下
で
あ

る
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
擁
蔣
と
剿
共
と
を
掲
げ
る
訓
練
団
の
方
針
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
劉
湘
は
四
川
軍
の
総
帥
と
し
て

国
民
党
と
は
別
の
見
解
を
提
起
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

劉
湘
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
話
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
国
民
党
に
対
し
て
は
、
四
川
軍
を
切
り
崩
し
て
国
民
党
の
側
に
立

た
せ
よ
う
と
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
警
告
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
参
謀
団
が
四
川
に
入
る
と
、
四
川

省
内
各
地
の
政
府
や
軍
隊
に
要
員
を
送
り
込
ん
で
監
視
し
、
管
理
下
に
置
こ
う
と
し
て
準
備
を
進
め
て
き
た
。
劉
湘
は
、
国
民
党

の
な
す
べ
き
こ
と
は
地
方
軍
閥
の
整
理
、
吸
収
で
は
な
く
、
国
民
党
軍
と
地
方
軍
が
力
を
結
集
し
て
日
本
軍
の
脅
威
に
あ
た
る
こ

と
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
党
の
動
き
を
牽
制
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
四
川
軍
の
将
校
に
対
し
て
は
、
四
川
軍
は
国
民
党
に
唯
々
諾
々
と
従
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
思
表
示
を
し
て
、
国
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一
三

民
党
に
よ
る
思
想
教
育
に
不
満
と
不
安
と
を
抱
い
て
い
る
彼
ら
に
、
四
川
軍
人
と
し
て
の
矜
持
を
取
り
戻
さ
せ
る
た
め
の
行
動
で

あ
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

「
君
は
わ
か
っ
て
い
な
い
」。
蔣
介
石
は
い
っ
た
。「
君
は
彼
ら
が
と
り
と
め
の
な
い
話
を
し
た
と
思
っ
て
い
る
の
か
。
て
ん

で
ば
ら
ば
ら
の
話
を
し
た
と
思
っ
て
い
る
の
か
。
彼
ら
の
話
の
意
図
を
君
は
理
解
し
て
い
な
い
。
や
つ
ら
田
舎
の
親
玉
は
み
な

一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
の
だ
。
劉
自
乾
〔
劉
文
輝
〕
は
「
多
宝
道
人
」
と
呼
ば
れ
て
お
る
し
、
鄧
晉
康
〔
鄧
錫
侯
〕
は
「
水
晶

猴
」
だ
。
こ
の
劉
甫
澄
と
い
う
や
つ
は
、
見
か
け
は
誠
実
で
温
厚
そ
う
だ
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
誰
の
手
に
も
お
え
な
い
閻
魔

で
、
恐
る
べ
き
四
川
王
な
の
だ

）
21
（

」。

　

田
聞
一
は
、
蔣
介
石
が
陳
誠
を
呼
ん
で
訓
練
団
の
総
括
を
求
め
た
際
に
、
劉
湘
ら
へ
の
対
応
に
つ
い
て
戒
め
を
与
え
る
場
面
を

設
け
て
い
る
。
劉
湘
ら
四
川
軍
閥
の
領
袖
が
将
校
た
ち
を
前
に
話
を
し
た
の
は
、
思
い
付
き
や
自
ら
の
体
面
を
保
つ
た
め
で
は
な

く
、
思
惑
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
蔣
介
石
は
諭
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
劉
文

輝
は
さ
ま
ざ
ま
に
手
段
を
弄
す
る
こ
と
が
で
き
、
鄧
錫
侯
は
す
べ
て
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
狡
猾
な
存
在
で
あ
る
が
、
劉
湘
こ

そ
は
最
も
恐
ろ
し
い
相
手
で
あ
る
と
述
べ
て
、
注
意
す
る
よ
う
陳
誠
に
促
し
て
い
る
。

　

劉
湘
は
、
四
川
と
い
う
一
地
方
の
支
配
者
で
は
あ
っ
た
が
、
蔣
介
石
に
と
っ
て
は
容
易
に
抑
え
込
む
こ
と
の
で
き
な
い
厄
介
な

相
手
で
あ
っ
た
。
田
聞
一
は
、
蔣
介
石
の
口
を
借
り
る
形
で
劉
湘
の
存
在
感
の
大
き
さ
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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一
四

五　

国
の
為
に
孝
な
ら
ん
こ
と
を
求
む

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
田
聞
一
は
、
四
川
の
覇
者
と
し
て
四
川
を
守
る
た
め
に
、
麾
下
に
人
材
を
集
め
る
と
と
も
に
、

蔣
介
石
と
正
面
か
ら
衝
突
す
る
こ
と
を
避
け
な
が
ら
、細
心
の
注
意
を
払
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
対
抗
手
段
を
駆
使
す
る
人
物
と
し
て
、

劉
湘
の
形
象
を
描
い
て
き
た
。
し
か
し
、
劉
湘
は
常
に
知
略
の
限
り
を
尽
く
し
て
蔣
介
石
に
立
ち
向
か
う
、
隙
の
な
い
英
雄
と
し

て
塑
像
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
田
聞
一
は
、
劉
湘
が
成
都
の
老
英
雄
で
あ
る
尹
昌
衡
と
一
時
を
と
も
に
し
て
蔣
介
石
と
の

暗
闘
に
よ
っ
て
消
耗
し
た
気
力
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
場
面
も
設
け
て
い
る
。

　

尹
昌
衡
は
清
末
に
日
本
に
留
学
し
、
民
国
初
期
に
は
四
川
都
督
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
が
、「
二
劉
決
戦
」
の

頃
に
は
す
で
に
引
退
し
て
、
成
都
在
住
の
知
識
人
「
五
老
七
賢
」
の
代
表
と
し
て
支
配
者
に
歯
に
衣
を
着
せ
ず
も
の
を
い
う
、
ご

意
見
番
的
な
存
在
に
な
っ
て
い
た

）
22
（

。

　

劉
湘
は
、
尹
と
と
も
に
皇
城
の
明
遠
楼
に
登
っ
て
、
眼
下
の
皇
城
広
場
を
眺
め
た
。
す
る
と
、
辛
亥
革
命
の
直
後
に
、
尹
が
清

朝
の
四
川
総
督
で
あ
っ
た
趙
爾
豊
を
処
刑
し
た
時
の
光
景
が
眼
前
に
浮
か
ん
で
き
た
。

一
筋
の
斜
陽
の
光
が
「
為
国
求
孝
」
の
牌
坊
の
上
か
ら
差
し
込
ん
で
き
た
。
趙
爾
豊
の
一
生
を
思
い
、
目
の
前
に
い
る
尹
昌

衡
の
一
生
を
思
っ
て
、
劉
湘
は
心
中
感
慨
に
た
え
な
か
っ
た
。

「
ご
老
人
、
こ
こ
に
立
た
れ
て
、
感
慨
ひ
と
し
お
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」。
劉
湘
は
尋
ね
た
。

「
す
べ
て
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
、
好
漢
は
昔
の
武
勇
伝
な
ど
語
ら
ぬ
も
の
だ
」。
尹
昌
衡
は
秋
の
日
差
し
の
下
で
、
彫
刻
が
施
さ

れ
た
玉
の
欄
干
を
な
で
て
、
切
れ
長
の
目
を
細
め
る
と
、
今
度
は
あ
ご
の
下
の
白
い
ひ
げ
を
な
で
な
が
ら
、「
甫
澄
よ
、
こ
の

世
に
は
そ
の
時
代
そ
の
時
代
に
才
人
が
現
れ
る
。
い
ま
の
四
川
の
こ
の
一
幕
は
、
お
ぬ
し
が
ど
う
演
じ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
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一
五

の
だ
」。

「
わ
た
し
は
決
し
て
ご
老
人
の
信
任
、
重
託
に
背
き
は
い
た
し
ま
せ
ん

）
23
（

」。

　

右
は
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』
第
十
八
章
「
自
ら
保
つ
こ
と
を
求
め
、「
四
川
王
」
反
撃
す
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
劉
湘
は
、

尹
昌
衡
と
皇
城
の
楼
に
登
る
こ
と
で
、
四
川
に
お
け
る
辛
亥
革
命
の
重
大
事
件
で
あ
る
趙
爾
豊
処
刑
を
振
り
返
り
、
四
川
が
清
朝

官
僚
の
手
か
ら
四
川
人
の
も
と
に
戻
っ
た
時
の
こ
と
を
思
い
起
し
た
。
そ
し
て
「
川
人
治
川
」
の
実
現
の
た
め
に
人
生
を
か
け
る

決
意
を
新
た
に
し
た
。

　

右
の
引
用
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
過
去
の
英
雄
と
現
在
の
英
雄
が
楼
上
に
並
び
立
っ
て
成
都
を
眺
め
や

る
場
面
か
ら
は
、
劉
湘
の
器
量
の
大
き
さ
と
責
任
の
重
大
さ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
尹
昌
衡
が
辛
亥
革
命
期
に
四
川
都
督
と
し
て

担
っ
た
重
責
と
果
た
し
た
功
績
が
、
四
半
世
紀
後
の
新
た
な
状
況
の
中
で
今
度
は
劉
湘
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
が
こ
の
場
面
に
象

徴
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

田
聞
一
は
、
あ
る
い
は
趙
爾
豊
に
よ
っ
て
蔣
介
石
を
暗
示
し
、
劉
湘
の
意
識
の
中
に
は
蔣
介
石
を
倒
す
こ
と
も
秘
め
ら
れ
て
い

た
と
ま
で
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
劉
湘
は
過
去
を
想
起
す
る
こ
と
で
、
蔣
介
石
か
ら
四
川
を
守
る

戦
い
を
続
け
て
い
く
決
意
を
新
た
に
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
身
体
は
す
で
に
病
魔
に
侵
さ
れ
て
い
た
。
別
れ
際
に
、
尹
昌
衡
は
、

病
身
を
お
し
て
六
た
び
祁
山
に
出
陣
し
た
諸
葛
亮
の
よ
う
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
案
じ
て
く
れ
た
。
老
英
雄
の
こ
う
し
た
期
待
と

気
遣
い
と
は
、
や
は
り
劉
湘
の
存
在
感
の
大
き
さ
を
説
明
し
て
い
る
。

　

田
聞
一
は
、『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』
で
は
劉
湘
が
一
九
三
七
年
十
一
月
に
抗
日
の
た
め
に
出
陣
す
る
と
こ
ろ
で
筆
を
擱
い
て
い

る
が
、『
霧
鎖
峨
眉　

蔣
介
石
謀
取
四
川
紀
実
』
で
は
一
九
三
八
年
一
月
に
武
漢
で
逝
去
し
、
成
都
で
国
葬
が
お
こ
な
わ
れ
る
ま

で
を
叙
述
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
劉
湘
が
生
前
に
書
い
た
杜
甫
の
「
蜀
相
」
の
尾
聯
「
出
師　

未
だ
捷
た
ず
し
て
身　

先
ず
死
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一
六

し
、
長
く
英
雄
を
し
て
涙　

襟
に
満
た
し
む
」
が
遺
品
と
し
て
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

　

劉
湘
が
自
ら
を
蜀
の
英
雄
で
あ
る
諸
葛
亮
に
比
し
て
い
た
こ
と
を
小
説
の
中
に
取
り
込
む
と
と
も
に
、
さ
ら
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ

を
増
幅
さ
せ
て
劉
湘
の
英
雄
と
し
て
の
形
象
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
田
聞
一
は
、
劉
湘
と
尹
昌
衡
が
楼
上
に
並
び
立
つ
場

面
を
配
置
し
た
の
で
あ
る
。

六　

南
京
国
防
会
議
で
の
決
意
表
明

　

劉
湘
と
四
川
軍
の
弱
体
化
を
図
っ
て
、
蔣
介
石
は
一
九
三
七
年
七
月
に
重
慶
で
川
康
整
軍
会
議
を
お
こ
な
っ
た
。
会
議
の
主
催

者
で
あ
る
何
応
欽
は
、
四
川
の
各
軍
は
一
律
に
そ
の
三
分
の
一
を
縮
減
す
る
と
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
が
、
会
期
中
に
盧
溝
橋
事

件
が
お
こ
っ
た
た
め
に
、
四
川
軍
縮
小
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
棚
上
げ
と
な
っ
た
。

　

蔣
介
石
は
、
盧
溝
橋
事
件
の
翌
月
に
各
地
の
政
治
・
軍
事
の
責
任
者
を
南
京
に
集
め
て
国
防
会
議
を
開
い
た
。
席
上
、
劉
湘
は

演
説
を
お
こ
な
っ
て
四
川
の
総
力
を
あ
げ
て
日
本
と
戦
う
強
い
決
意
を
表
明
し
た
。

「
昨
夜
、
委
員
長
か
ら
お
尋
ね
が
あ
り
、
わ
た
く
し
は
考
え
を
申
し
上
げ
た
。
こ
の
機
会
を
借
り
て
、
わ
た
し
は
改
め
て
申

し
上
げ
る
。
戦
端
が
開
か
れ
れ
ば
、
わ
が
四
川
は
た
だ
ち
に
兵
三
十
万
を
出
し
、
壮
丁
五
百
万
を
提
供
し
、
食
糧
一
千
万
石
を

供
給
す
る
。
わ
た
く
し
劉
甫
澄
は
断
固
と
し
て
先
頭
に
立
ち
、
軍
を
率
い
て
抗
戦
に
赴
く
。
つ
ま
り
、
抗
戦
の
た
め
に
、
わ
が

四
川
軍
民
は
中
央
お
よ
び
蔣
委
員
長
の
指
導
の
下
に
必
ず
全
力
を
尽
く
す
だ
ろ
う
。
こ
の
志
は
最
後
ま
で
変
わ
ら
な
い
。
抗
日

に
勝
利
し
、
日
本
軍
が
国
境
の
外
に
退
く
ま
で
、
わ
が
川
軍
は
誓
っ
て
故
郷
に
戻
ら
ず
、
抗
戦
の
最
終
的
な
勝
利
を
勝
ち
取
っ

て
、
わ
が
中
華
民
族
の
独
立
と
自
由
の
目
的
を
達
成
す
る
の
だ
」。
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一
七

ど
よ
め
き
と
と
も
に
、
劉
湘
が
話
を
終
え
る
と
、
会
場
全
体
に
拍
手
の
音
が
響
き
渡
っ
て
鳴
り
や
ま
ず
、
会
場
の
雰
囲
気
は

一
気
に
最
高
潮
に
達
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
、
劉
湘
は
突
然
眉
を
し
か
め
、
顔
か
ら
は
血
の
気
が
引
い
て
、
豆
粒
の
よ
う

な
汗
を
滴
ら
せ
る
と
、
身
体
が
前
か
が
み
に
な
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
床
に
倒
れ
た

）
24
（

。

　

右
は
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』
第
二
十
章
「
転
換
、
劉
湘
は
慷
慨
し
纓
を
請
う
て
抗
戦
す
」
の
中
の
劉
湘
の
演
説
場
面
で
あ
る
。

議
長
を
務
め
る
汪
精
衛
が
会
議
の
趣
旨
説
明
を
お
こ
な
っ
た
後
に
出
席
者
の
発
言
を
求
め
る
と
、
劉
湘
が
真
っ
先
に
手
を
挙
げ
て

演
壇
に
立
っ
た
。
そ
し
て
四
川
を
発
つ
時
に
発
表
し
た
「
民
族
救
亡
抗
戦
の
た
め
に
四
川
各
界
の
人
士
に
告
げ
る
書
」
を
悲
憤
慷

慨
の
面
持
ち
で
読
み
上
げ
た
後
に
、
右
の
決
意
表
明
を
お
こ
な
っ
た
。

　

劉
湘
は
、
四
川
が
全
省
を
挙
げ
て
日
本
と
戦
う
こ
と
、
劉
湘
自
ら
が
そ
の
先
頭
に
立
つ
こ
と
、
そ
れ
ら
は
蔣
介
石
の
指
揮
下
で

お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
、
日
本
軍
を
中
国
か
ら
駆
逐
す
る
ま
で
戦
い
を
止
め
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。

　

そ
れ
ま
で
強
大
な
日
本
軍
と
正
面
切
っ
て
戦
う
こ
と
を
避
け
て
妥
協
を
繰
り
返
し
て
き
た
国
民
政
府
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
劉
湘

の
演
説
を
契
機
と
し
て
徹
底
抗
戦
の
主
張
が
主
流
と
な
り
、
汪
精
衛
ら
の
意
見
が
退
け
ら
れ
て
蔣
介
石
を
中
心
と
す
る
一
致
抗
日

の
体
制
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
田
聞
一
は
、
演
説
を
終
え
た
劉
湘
が
胃
潰
瘍
の
発
作
で
倒
れ
る
場
面
を
置
い
て
、
そ
の

悲
壮
さ
を
一
層
強
調
し
て
い
る
。

　

鄧
漢
祥
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
こ
の
国
防
会
議
の
冒
頭
で
発
言
し
た
の
は
蔣
介
石
で
、
閻
錫
山
が
こ
れ
に
続
い
て
、
劉
湘
の
演
説

は
三
番
目
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
劉
湘
が
倒
れ
た
こ
と
に
関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い

）
25
（

。

　

田
聞
一
が
、
真
っ
先
に
手
を
挙
げ
て
発
言
を
求
め
、
断
固
と
し
て
抗
戦
の
決
意
を
表
明
す
る
劉
湘
を
描
い
た
の
は
、
劉
湘
が
単

に
四
川
と
い
う
一
地
方
の
支
配
者
で
あ
り
、
夜
郎
自
大
の
考
え
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
狭
量
な
人
物
で
は
な
く
、
中
華
民
族
の
危
機

に
際
し
て
敢
然
と
立
ち
あ
が
る
愛
国
者
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
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一
八

　

田
聞
一
は
、
さ
ら
に
、
演
説
に
よ
っ
て
会
場
全
体
に
抗
戦
の
雰
囲
気
を
横
溢
さ
せ
た
劉
湘
が
直
後
に
倒
れ
る
場
面
を
配
し
て
、

ほ
ど
な
く
劉
湘
の
生
命
の
火
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
を
暗
示
し
、
劉
湘
を
悲
劇
の
英
雄
と
し
て
も
塑
像
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
田
聞
一
の
劉
湘
に
対
す
る
評
価
は
極
め
て
高
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

お
わ
り
に

　

さ
き
に
拙
論
「
成
都
市
街
戦
の
再
現

―
李
劼
人
と
田
聞
一
の
語
り
」
の
中
で
、
田
聞
一
の
『
成
都
巷
戦
一
九
三
二
』
は
演
義

体
を
用
い
た
小
説
で
あ
る
と
述
べ
た
が

）
26
（

、
本
論
で
取
り
上
げ
た
『
霧
鎖
峨
眉　

蔣
介
石
謀
取
四
川
紀
実
』
お
よ
び
『
混
戦　

争
覇

巴
蜀
』
も
同
様
に
演
義
体
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
劉
湘
が
天
津
に
密
か
に
赴
い
て
鄧
漢
祥
を
訪
ね
る
場
面
や
、
南
京
に
お
け
る
国
防
会
議
に
お
い

て
国
民
党
の
最
高
幹
部
や
大
軍
閥
の
領
袖
を
差
し
置
い
て
真
っ
先
に
発
言
す
る
場
面
を
設
け
る
な
ど
、
事
実
に
少
な
か
ら
ず
潤
色

を
加
え
て
い
る
こ
と
や
、
峨
眉
山
軍
官
訓
練
団
や
南
京
国
防
会
議
で
の
演
説
場
面
の
扱
い
を
大
き
く
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
お
い

て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
、
そ
の
語
り
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

加
え
て
、
劉
湘
の
人
物
の
塑
像
に
際
し
て
は
、『
三
国
志
演
義
』
に
登
場
す
る
劉
備
や
諸
葛
亮
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
て
、
読

者
に
鮮
明
で
親
し
み
深
い
印
象
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

田
聞
一
は
、
四
川
を
呑
み
込
も
う
と
す
る
強
力
な
外
来
政
権
に
敢
然
と
立
ち
向
か
い
、
さ
ら
に
は
中
国
を
侵
食
せ
ん
と
す
る
よ

り
強
大
な
外
国
と
死
を
賭
し
て
戦
お
う
と
し
た
英
雄
と
し
て
、
そ
し
て
志
半
ば
に
し
て
不
幸
に
も
病
に
倒
れ
た
悲
劇
の
主
人
公
と

し
て
、
劉
湘
を
塑
像
し
、
そ
の
人
物
形
象
を
鮮
明
な
形
で
読
者
に
示
す
た
め
に
演
義
体
の
語
り
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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一
九

　

田
聞
一
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
劉
湘
を
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
四
川
人
と
し
て
、
郷
土
の
英
雄
で
あ
る
劉
湘
に
尊
敬
と

親
し
み
を
感
じ
て
い
る
こ
と
は
当
然
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
高
い
評
価
の
根
底
に
は
、
少
年
時
代
に

見
た
光
景
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
田
聞
一
が
自
身
の
半
生
を
つ
づ
っ
た
文
章
の
中
に
、
中
学
生
の
こ
ろ
、
清
明
節
に
父
親
や

近
所
の
大
人
に
連
れ
ら
れ
て
武
侯
祠
に
近
い
南
郊
公
園
に
行
っ
た
時
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
公
園
の
裏
手
に
は
、
見
る
影
も

な
く
荒
れ
果
て
た
陵
墓
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
劉
湘
の
墓
だ
と
教
え
ら
れ
た
と
い
う

）
27
（

。

　

大
人
た
ち
が
涙
し
な
が
ら
語
る
劉
湘
の
事
績
と
あ
ま
り
に
も
対
照
的
な
眼
前
の
穴
だ
ら
け
の
陵
墓
の
光
景
は
、
少
年
の
記
憶
に

長
く
留
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
後
年
、
劉
湘
に
つ
い
て
様
々
な
資
料
を
渉
猟
し
な
が
ら
理
解
を
深
め
て
い
く
中
で
、
こ
の
少
年
時

代
の
記
憶
が
触
媒
と
な
っ
て
劉
湘
に
対
す
る
高
い
評
価
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
田
聞
一
が
、
別
の
長
篇
小
説
『
血

戦　

川
軍
出
征
』
で
、
劉
湘
亡
き
後
の
四
川
軍
の
抗
日
戦
に
お
け
る
奮
闘
を
描
い
て
い
る

）
28
（

こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注

（
1
） 

『
李
大
白
全
集
』、
中
華
書
局
、
一
九
七
七
年
、
巻
三
、一
六
二
頁
。

（
2
） 

喬
誠
・
楊
続
雲
『
劉
湘
』、
華
夏
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
序
。

（
3
） 

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
、第
五
章
「
四
川
省
統
一
と
「
中

央
化
」
の
進
展
」、
一
五
九
頁
。

（
4
） 

拙
論
「
成
都
市
街
戦
の
再
現

―
李
劼
人
と
田
聞
一
の
語
り

―
」（『
ア
カ
デ
ミ
ア
』
文
学
・
語
学
編
第
一
〇
七
号
、
南
山
大
学
、

二
〇
二
〇
年
一
月
）。

（
5
） 

喬
誠
・
楊
続
雲
『
劉
湘
』（
前
掲
注
（
2
））、
四
七
頁
。
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二
〇

（
6
） 

田
聞
一
『
霧
鎖
峨
眉　

蔣
介
石
謀
取
四
川
紀
実
』、
四
川
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
〇
三
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

而
這
時
、
遠
在
四
川
重
慶
、
一
心
想
武
力
統
一
四
川
、
做
「
四
川
王
」
的
劉
湘
瞅
準
時
機
、
專
程
去
天
津
恭
請
鄧
漢
祥
出
山
相
助
。
輕

衣
簡
從
的
劉
湘
、
到
了
天
津
、
找
了
一
個
離
鄧
漢
祥
家
很
近
的
中
等
旅
店
住
下
、
不
顧
長
途
奔
波
、
立
刻
前
去
拜
訪
。

（
7
） 
段
祺
瑞
が
、
直
隷
・
安
徽
戦
争
に
敗
れ
て
下
野
を
表
明
し
た
の
は
一
九
二
〇
年
八
月
の
こ
と
で
あ
り
、
田
聞
一
の
こ
の
西
暦
年
の
記

述
は
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
8
） 

田
聞
一
『
霧
鎖
峨
眉　

蔣
介
石
謀
取
四
川
紀
実
』（
前
掲
注
（
6
））、
一
〇
三
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

鄧
漢
祥
對
劉
湘
印
象
不
錯
。
作
爲
四
川
近
隣
的
貴
州
人
鄧
漢
祥
、
平
時
對
川
局
和
川
局
中
人
特
別
關
注
。
他
知
衜
、
劉
湘
是
個
頗
有
實

力
的
將
軍
、
讓
他
最
爲
動
心
的
是
、
劉
湘
能
禮
賢
下
士
；
平
生
潔
身
自
好
、
不
霑
煙
酒
、
不
抽
大
煙
、
不
嫖
不
賭
、
不
蓄
妓
納
妾
、
這
有

多
麼
難
得
！

（
9
） 

喬
誠
・
楊
続
雲
『
劉
湘
』（
前
掲
注
（
2
））、
五
九
頁
お
よ
び
一
〇
四
頁
。
ま
た
、
陳
雁
翬
「
憶
劉
湘
与
鄧
漢
祥
的
関
係
」（
成
都
市

政
協
文
史
学
習
委
員
会
編
『
成
都
文
史
資
料
選
編　

防
区
時
期
巻
』、
四
川
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
六
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
鄧
は

一
九
二
八
年
の
夏
に
、
貴
陽
に
戻
る
途
中
に
重
慶
に
立
ち
寄
っ
て
劉
湘
に
引
き
留
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
時
は
他
日
を
期
し
て
別
れ
た
。
貴

陽
で
は
周
西
成
の
高
等
顧
問
を
務
め
た
が
、
雲
南
軍
閥
の
龍
雲
と
の
戦
闘
で
周
が
戦
死
し
、
雲
南
軍
が
迫
っ
て
き
た
た
め
に
、
貴
陽
を
脱

出
し
て
重
慶
に
逃
れ
た
と
い
う
。

（
10
） 

喬
誠
・
楊
続
雲
『
劉
湘
』（
前
掲
注
②
）、
一
五
四
頁
。

（
11
） 

田
聞
一
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』、
中
国
文
史
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
、
一
五
三
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

「
前
事
不
忘
、
後
事
之
師
。
四
川
不
是
一
般
的
省
、
爲
了
做
到
萬
無
一
失
、
防
患
於
未
然
、
我
準
備
派
中
央
軍
十
個
精
鋭
師
入
川
、
甫

澄
儞
看
如
何
？
當
然
、
這
些
入
川
四
川
中
央
軍
、
絶
対
聽
從
儞
的
指
揮
。」
這
一
下
、
與
會
的
人
都
有
些
僵
、
定
定
地
看
着
劉
湘
、
他
們

都
知
衜
、
蔣
介
石
此
擧
猶
如
一
把
刀
子
、
端
端
遞
到
了
劉
湘
心
口
上
。

な
お
、
こ
の
小
説
は
、
既
刊
の
長
篇
小
説
五
作
品
を
集
め
た
川
軍
全
紀
実
系
列
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
最
初
は

二
〇
〇
七
年
に
『
争
覇
四
川
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
解
放
軍
文
芸
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

田
聞
一
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』（
前
掲
注
（
11
））、
一
五
四
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。
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二
一

看
鄧
漢
祥
頻
頻
向
自
己
示
意
、
劉
湘
這
時
思
想
上
忽
然
電
光
石
火
地
閃
出
一
些
有
關
四
川
的
警
句
、
他
決
定
嚇
一
嚇
老
蔣
、
這
就
做
出

一
副
很
誠
懇
的
樣
子
、
對
蔣
介
石
説
、「
委
座
、
自
古
有
言
、
天
下
未
亂
蜀
先
亂
、
天
下
已
治
蜀
後
治
。
四
川
歷
來
如
此
。
目
前
川
省
戰

亂
剛
平
、
省
内
種
種
流
言
、
謡
言
四
起
、
不
穩
定
因
素
很
多
。
對
中
央
軍
入
川
、
碍
難
之
處
甚
多
、
不
是
一
時
半
會
兒
可
以
對
委
座
匯
報

清
楚
的
。」

蔣
介
石
果
然
聽
進
去
了
、
天
下
未
亂
蜀
先
亂
、
天
下
已
治
蜀
後
治
、
四
川
確
實
歷
來
如
此
。
他
眨
起
眼
睛
想
了
一
下
、
一
錘
定
音
、「
這

樣
、
這
個
事
下
來
由
張
（
群
）
部
長
、
還
有
永
泰
、
一
起
同
鳴
階
先
生
詳
談
、
具
体
談
！
嗯
？
」

（
13
） 

段
渝
主
編
『
抗
戦
時
期
的
四
川
』、
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
五
年
、
七
～
八
頁
。

（
14
） 

鄭
文
遠
「
駐
川
「
参
謀
団
政
訓
処
」
組
織
系
統
与
反
共
罪
行
」（
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
四
川
省
成
都
市
委
員
会　

文
史
資
料
研

究
委
員
会
編
『
成
都
文
史
資
料
選
輯　

第
十
三
輯
』、
一
九
八
七
年
、
二
三
九
頁
）
で
は
、
国
民
党
政
府
軍
事
委
員
会
委
員
長
南
昌
駐
川

参
謀
団
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
国
民
党
政
府
は
国
民
政
府
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
15
） 

鄧
漢
祥
「
劉
湘
与
蔣
介
石
的
勾
心
闘
角
」（
四
川
省
政
協
文
史
資
料
委
員
会
編
『
四
川
文
史
資
料
集
粹
』
第
一
巻
政
治
軍
事
編
、
四

川
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
七
七
七
頁
）。

（
16
） 

喬
誠
・
楊
続
雲
『
劉
湘
』（
前
掲
注
（
2
））、
一
八
七
頁
。

（
17
） 

田
聞
一
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』（
前
掲
注
（
11
））、
一
九
六
頁
。

（
18
） 

田
聞
一
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』（
前
掲
注
（
11
））、
一
九
九
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

「
我
在
南
京
、
同
中
央
簽
定
的
『
紀
要
』
中
有
明
確
規
定
、
參
謀
團
駐
在
重
慶
、
不
能
插
手
四
川
地
方
事
務
。
然
而
他
們
現
在
不
守
規
矩
、

已
經
派
人
滲
透
到
成
都
來
胡
作
非
爲
、
儞
們
該
抓
就
抓
、
該
管
就
管
。
關
鍵
時
刻
、
若
遇
反
抗
、
儞
們
可
以
開
槍
、
就
地
正
法
！
不
過
要

注
意
兩
點
！
」
劉
湘
説
時
、
濃
眉
聳
聳
、
豎
起
兩
根
指
頭
。「
一
、
如
果
事
情
緊
急
、
儞
們
可
能
以
當
機
處
置
、
但
事
後
必
須
向
我
做
詳

細
報
告
、
二
十
四
小
時
都
可
以
找
我
；
二
、
事
後
要
登
報
！
被
儞
們
正
法
的
人
、
一
律
安
以
違
法
歹
徒
名
稱
。
總
之
、
事
情
要
做
得
讓
重

慶
方
面
啞
子
喫
黄
連

―
有
苦
説
不
出
！
這
個
事
、
我
下
來
給
宣
傳
部
部
長
梁
高
打
個
招
呼
、
儞
們
互
相
協
調
協
調
、
這
點
最
重
要
。
懂

不
懂
？
嗯
。」

（
19
） 

楊
学
端
「『
峨
山
軍
官
訓
練
団
』
第
一
期
的
回
憶
」（
四
川
省
政
協
文
史
資
料
委
員
会
編
『
四
川
文
史
資
料
集
粹
』
前
掲
注
（
15
）、
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二
二

七
一
五
～
七
一
六
頁
）。
訓
練
団
の
団
は
軍
隊
で
い
う
連
隊
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
楊
に
よ
れ
ば
、
第
一
期
の
団
を
構

成
し
た
三
個
大
隊
の
大
隊
長
に
は
四
川
軍
の
軍
長
ク
ラ
ス
が
、
中
隊
長
に
は
同
じ
く
師
団
長
ク
ラ
ス
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。

（
20
） 

田
聞
一
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』（
前
掲
注
（
11
））、
二
五
七
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

陳
誠
講
完
話
後
、
正
要
宣
布
各
隊
拉
回
去
討
論
時
、
劉
湘
走
了
上
來
、
手
掌
兩
拍
：「
陳
教
育
長
講
得
好
、
講
得
妙
。
教
育
長
、
不
知

我
可
不
可
以
講
兩
句
？
」

陳
誠
看
着
劉
湘
、結
巴
着
説
：
「
可
以
、當
然
可
以
。」
長
得
又
高
又
大
的
劉
湘
走
上
前
來
、將
擺
在
小
桌
上
、用
紅
綢
裹
着
的
麦
克
風
提
起
、

用
勁
一
礅
、
會
場
上
發
出
一
聲
轟
響
、
發
洩
着
他
心
中
的
憤
怒
。
陳
誠
萬
不
諳
劉
湘
會
來
這
一
手
、
嚇
得
往
後
一
退
。
這
明
火
執
仗
的
一
幕
、

引
得
上
千
名
學
員
不
由
得
笑
了
。
軍
訓
團
學
員
大
多
是
川
軍
將
士
、最
多
是
二
十
一
軍
的
軍
官
們
。
這
哄
地
一
笑
、明
顯
是
對
劉
湘
的
支
持
。

（
21
） 

田
聞
一
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』（
前
掲
注
（
11
））、
二
六
六
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

「
這
儞
就
不
懂
了
！
」
蔣
介
石
説
、「
儞
以
爲
他
們
不
知
講
到
哪
裏
去
了
、
儞
以
爲
他
們
在
東
説
南
山
西
説
海
嗎
？
儞
没
有
聽
出
他
們
講

這
些
話
的
用
意
。
這
些
地
頭
蛇
没
一
個
是
簡
單
的
。
劉
自
乾
有
「
多
寳
衜
人
」
之
稱
、鄧
晉
康
叫
「
水
晶
猴
」、這
個
劉
甫
澄
呢
、貌
似
忠
厚
、

其
實
是
個
誰
也
惹
不
起
的
閻
王
、
是
個
很
厲
害
的
「
四
川
王
」。」

（
22
） 

尹
昌
衡
は
一
八
八
四
年
生
ま
れ
。
一
九
〇
二
年
に
開
設
さ
れ
た
四
川
武
備
学
堂
の
一
期
生
と
し
て
学
び
、
成
績
優
秀
を
以
て
日
本
に

派
遣
さ
れ
て
陸
軍
士
官
学
校
で
学
ぶ
。
帰
国
後
は
四
川
陸
軍
小
学
堂
の
総
弁
な
ど
を
務
め
、
辛
亥
革
命
後
に
は
四
川
軍
政
府
の
都
督
に
就

任
し
た
が
、
一
九
一
三
年
に
袁
世
凱
に
よ
っ
て
投
獄
さ
れ
、
長
い
獄
中
生
活
を
送
っ
た
。
出
獄
後
は
成
都
で
学
問
に
専
念
し
た
（
四
川
省

地
方
志
編
纂
委
員
会
省
志
人
物
志
編
輯
組
『
四
川
近
現
代
人
物
伝
』
第
二
輯
、
四
川
省
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）。

（
23
） 

田
聞
一
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』（
前
掲
注
（
11
））、
二
八
五
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

一
縷
斜
陽
從
「
爲
國
求
孝
」
牌
坊
上
掠
過
來
。
想
着
趙
爾
豐
的
一
生
、
想
着
面
前
尹
昌
衡
的
一
生
、
劉
湘
在
心
中
不
勝
唏
噓
。

「
老
英
雄
、
身
處
此
地
、
儞
一
定
感
慨
萬
千
吧
？
」
劉
湘
問
。

「
都
過
去
了
、
好
漢
不
提
當
年
勇
。」
尹
昌
衡
在
秋
陽
下
、
手
撫
玉
石
彫
欄
、
眯
了
眯
他
細
長
的
眼
睛
、
再
以
手
撫
着
頷
下
一
把
花
白
鬍

子
、「
甫
澄
、
江
山
代
有
才
人
出
、
現
在
四
川
這
台
戲
就
看
儞
咋
唱
了
！
」

「
我
一
定
不
辜
負
老
英
雄
的
信
任
、
重
託
！
」
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二
三

（
24
） 

田
聞
一
『
混
戦　

争
覇
巴
蜀
』（
前
掲
注
（
11
））、
三
一
二
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

「
昨
晩
、
蒙
委
員
長
垂
訊
、
我
向
委
員
長
表
示
了
態
度
。
借
此
機
會
、
我
再
次
表
示
、
戰
端
一
開
、
我
四
川
立
刻
出
兵
三
十
萬
、
提
供

壯
丁
五
百
萬
、
供
給
糧
食
千
萬
石
。
我
劉
甫
澄
堅
決
請
纓
牽
軍
出
川
抗
戰
。
總
之
、
爲
抗
戰
、
我
四
川
軍
民
一
定
在
中
央
曁
蔣
委
員
長
領

導
下
竭
盡
全
力
、
一
本
此
志
、
始
終
不
渝
。
即
抗
日
一
日
不
勝
利
、
日
寇
一
日
不
退
出
國
境
、
我
川
軍
一
日
誓
不
還
郷
、
以
爭
取
抗
戰
最

後
勝
利
、
以
逹
我
中
華
民
族
獨
立
自
由
之
目
的
！
」

「
嘩
」的
一
聲
、劉
湘
説
完
話
後
、全
場
爆
發
出
經
久
不
息
的
掌
聲
、將
會
場
氣
氛
一
下
推
向
了
高
潮
。
然
而
、這
時
劉
湘
却
突
然
双
眉
緊
蹙
、

臉
色
蒼
白
、
豆
大
的
汗
珠
從
他
的
臉
頰
上
滴
下
來
、
身
子
向
前
佝
僂
、
漸
漸
地
倒
在
地
上
。

（
25
） 

鄧
漢
祥
「
劉
湘
与
蔣
介
石
的
勾
心
闘
角
」（
前
掲
注
（
15
））、
七
八
六
頁
。

（
26
） 

拙
論
「
成
都
市
街
戦
の
再
現

―
李
劼
人
と
田
聞
一
の
語
り

―
」（
前
掲
注
（
4
））。

（
27
） 

田
聞
一
『
夢
回
寛
巷
子
』、
成
都
時
代
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、「
捌　

人
情
冷
暖
」
一
二
〇
～
一
二
四
頁
。

（
28
） 

田
聞
一
『
血
戦　

川
軍
出
征
』、
中
国
文
史
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
。
こ
の
小
説
も
川
軍
全
紀
実
系
列
の
一
冊
で
あ
り
、
最
初
は
『
川

軍
出
峡
』
の
タ
イ
ト
ル
で
解
放
軍
文
芸
出
版
社
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

追 

記　

本
稿
は
、
平
成
三
十
一
年
度
文
部
科
学
省
科
研
費
基
盤
研
究
（
C
）「
文
学
を
通
じ
て
見
る
中
華
民
国
期
に
お
け
る
軍
隊

の
存
在
感
と
影
響
力
に
つ
い
て
の
研
究
」（
課
題
番
号1

8K
0
0
3
5
9

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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二
四

Evaluation of  the Warlord by a Sichuan writer:
Mainly on “Hunzhan- Zhengba BaShu” by Tian Wenyi

Hiroshi Naka

Abstract

In the first half  of  20th century, Sichuan province was invaded by 
neighboring provinces several times.  But Sichuan armed forces barely drove them 
out of  Sichuan province.  On the other hand, Sichuan province was infested with 
many local armed forces in that time, and they also conflicted each other.  The 
man who succeeded in taking control of  the confusion and united the whole of  
Sichuan province was Liu Xiang （劉湘）.  Liu Xiang, besides, suppressed many 
communists and fought with the army of  the Chinese Communist Party, and 
against Jiang Jieshi （蔣 介 石） who aimed at absorbing Sichuan province, Liu 
Xiang also struggled for several years.  Tian Wenyi （田聞一）, as a Sichuan writer, 
regarded Liu Xiang highly, as a hero of  the War of  Resistance Against Japan, in 
his novel “Hunzhan （混戦）― Zhengba BaShu （争覇巴蜀）”.

Tian Wenyi used the style of  the historical romance and made use of  some 
main characters in “The Romance of  the Three Kingdoms”, such as Liu Bei （劉

備） and Zhuge Liang （諸葛亮）.  By the outstanding description of  Liu Xiang, 
Tian Wenyi indicated his high evaluation of  Liu Xiang who was from the same 
province with him.
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