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放
鳴
運
動
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
政
策
転
換
の
分
析

ー
よ
か
ら
の
つ
自
由
化
L

の
最
初
の
挫
折
の
政
治
的
構
図
を
求
め
て

i

(→ 
序

一
九
五
一
一
一
年
三
月
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
を
契
機
と
し
て
、
社
会
主
義

諸
国
は
開
放
的
に
大
き
な
政
治
的
変
動
の
波
に
覆
わ
れ
て
き
た
。
一
九

五
六
年
秋
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
な
ど
の
東
欧
の
動
乱
、
一
九
六
八
年
の

プ
ラ
ハ
の
春
が
そ
の
代
表
的
事
例
で
あ
る
が
、
結
局
、
ソ
連
・
東
欧
の

社
会
主
義
体
制
は
一
九
八

0
年
代
末
に
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
余
波
の
中

で
脆
く
も
解
体
し
た
。
し
か
し
中
間
に
お
い
て
は
、
毛
沢
東
以
後
に
現

れ
た
一
九
七
九
年
の
北
京
の
春
や
一
九
八
九
年
の
ふ
ハ
・
四
天
安
門
事
件

と
い
う
衝
撃
的
な
民
主
化
運
動
を
経
た
も
の
の
、
中
悶
共
産
党
の
一
党

独
裁
体
制
は
、
深
刻
な
矛
盾
と
緊
張
を
は
ら
み
な
が
ら
も
維
持
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
社
会
主
義
政
治
の
崩
壊
や
危
機
的
状
況
の
出
現
と
い

う
新
し
い
位
界
史
的
変
動
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
政
治
学
者
や
共
産

主
義
体
制
の
研
究
者
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ

で
の
関
心
の
焦
点
の
一
つ
は
、
お
そ
ら
く
、
社
会
主
義
体
制
の
下
に
お

放
鳴
運
動
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
政
策
転
換
の
分
析

赤

倉

泉

け
る
民
主
位
、
あ
る
い
は
白
血
紅
の
可
能
性
、
あ
る
い
は
そ
の
許
容
範

問
と
い
っ
た
問
題
で
あ
ろ
う
。
中
国
が
こ
の
難
関
を
適
切
、
柔
軟
に
通

過
し
て
、
変
形
し
た
形
で
は
あ
っ
て
も
共
産
党
の
一
党
支
配
を
維
持
し

続
け
、
体
制
の
解
体
を
免
れ
う
る
か
一
台
か
は
依
然
と
し
て
謎
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
一
九
五
七
年
春
の
「
百
花
斉
放
L

か
ら
「
反
右
派

闘
争
し
へ
の
い
わ
ば
反
射
的
な
大
転
換
は
、
中
国
の
社
会
主
義
政
治
に

お
け
る
「
自
由
化
L

政
策
の
限
界
を
示
す
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。
反

右
派
闘
争
は
建
国
後
の
中
国
政
治
の
決
定
的
な
分
絞
点
で
あ
り
、
そ
の

後
の
大
躍
進
、
文
化
大
革
命
と
い
う
悲
劇
に
つ
な
が
る
極
左
路
線
の
出

発
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
六
・
四
天
安
門
事
件
に
至
る
民
主
化
要
求
の

多
く
の
論
点
が
、
放
鳴
運
動
の
中
で
既
に
表
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

そ
の
抑
圧
と
い
う
帰
結
と
共
に
、
中
箆
政
治
の
病
現
の
原
型
が
一
九
五

七
年
春
に
一
本
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、

こ
の
時
期
の
政
治
の
大
転
換
は
、
基
本
的
な
意
味
で
現
代
中
国
政
治
研

究
に
と
っ
て
の
重
大
な
起
点
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

筆
者
は
こ
の
研
究
、
主
題
に
つ
い
て
、
現
在
本
格
的
な
研
究
作
業
を
進

ニ
O
五



め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
は
そ
の
中
間
報
告
と
し
て
の
意
味

を
込
め
て
、
小
論
の
形
で
、
中
国
に
お
け
る
最
初
の
上
か
ら
の
「
自
由

化
L

と
し
て
の
放
鳴
運
動
が
な
ぜ
挫
折
し
た
の
か
を
、
こ
こ
で
考
察
し

て
み
た
い
。
こ
れ
に
関
す
る
先
行
研
究
は
未
だ
あ
ま
り
多
く
は
な
く
、

ま
た
論
及
と
資
料
的
裏
付
け
に
不
十
分
な
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本

稿
で
は
、
先
行
研
究
の
検
証
と
論
及
を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
問

題
点
を
明
確
化
し
、
新
た
に
入
手
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
い
て
、
よ
り
実

証
的
な
検
証
と
分
析
を
加
え
て
み
た
い
。

な
お
、
筆
者
は
「
放
鳴
運
動
L

と
い
う
用
語
の
意
味
を
こ
こ
で
極
め

て
限
定
し
て
使
用
し
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
を
一
九
五
七
年
五
月
か
ら
六

月
に
か
げ
て
見
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
大
鳴
大
放
」
の
時
期
に
お
け
る
発

言
運
動
を
指
す
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
放
鳴
運
動
と
は
、
寸
百
花
斉
放
L

「
百
家
争
鳴
L

運
動
を
短
縮
し
た
呼
称
で
あ
る
。
こ
の
「
自
由
化
L

政

策
と
も
い
い
う
・
る
発
言
誘
導
運
動
は
、
一
般
的
に
は
、
一
九
五
六
年
初

頭
か
ら
一
九
五
七
年
六
月
頃
ま
で
の
聞
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の

目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
当
初
に
お
い
て
は
、
近
代
化
に
必
要
な
創
造
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
吸
収
策
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
、
文
芸
・
学
術
分
野
に
お

げ
る
自
由
な
議
論
を
奨
励
す
る
運
動
を
指
す
も
の
と
さ
れ
て
い
九
刻
。
し

か
し
同
じ
時
期
に
中
国
共
産
党
内
部
で
開
始
さ
れ
た
党
員
の
官
僚
主
義

批
判
を
目
的
と
す
る
整
風
運
動
と
、
「
放
鳴
運
動
」
は
連
結
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
整
風
運
動
は
本
来
、
議
論
、
説
得
と
い
っ
た
教
育
的
手
段
を

通
じ
て
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
容
易
に
放
鳴
運
動
と
相
互
に

ニ
O
六

共
鳴
し
あ
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
放
鳴
運
動
は
整
風
の
一
手
段

と
な
り
、
文
芸
・
学
術
分
野
で
自
由
な
議
論
を
行
う
と
い
う
当
初
の
意

図
か
ら
離
れ
、
共
産
党
の
一
党
独
裁
体
制
の
官
僚
主
義
的
弊
害
を
批
判

す
る
と
い
う
危
険
な
ま
で
に
政
治
的
な
性
格
を
、
帯
び
ざ
る
を
え
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
議
論
の
対
象
と
す
る
の
は
、
こ
う
い
う
放

鳴
運
動
の
政
治
、
な
い
し
は
共
産
党
の
指
導
の
正
当
性
と
の
係
わ
り
の

問
題
で
あ
る
。

先
行
研
究
の
問
題
点

反
右
派
闘
争
へ
の
転
換
要
因
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
先
行
研
究
は
、

毛
沢
東
が
放
鳴
運
動
へ
の
反
対
派
の
圧
力
に
屈
し
た
と
い
う
見
解
、
あ

る
い
は
放
鳴
運
動
が
も
た
ら
し
た
状
況
が
、
毛
沢
東
を
は
じ
め
と
す
る

指
導
部
に
と
っ
て
予
想
外
で
あ
っ
た
こ
と
が
運
動
の
転
換
を
導
い
た
、

と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
見
解
に
は
、
い
ず
れ

も
再
検
討
を
要
す
る
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

ま
ず
、
前
者
の
見
解
を
主
張
す
る
ロ
デ
リ
ッ
ク
・
マ
ッ
ク
フ
ァ

l
ヵ
ー

は
、
放
鳴
運
動
を
め
ぐ
り
政
治
局
内
に
分
裂
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
仮

説
に
基
づ
き
、
放
鳴
運
動
が
反
対
派
の
憂
慮
し
て
い
た
事
態
を
も
た
ら

し
た
た
め
、
毛
沢
東
は
反
対
派
の
圧
力
に
抗
し
き
れ
ず
に
放
鳴
運
動
を

中
断
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
反
対
派
の
代
表
的
人
物
は
劉
少
奇
(
共

産
党
中
央
委
員
会
副
主
席
)
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
根
拠
と
し
て
『
人



民
日
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
最
高
国
務
会
議
(
二
月
二
七
日

1
一
一
一
月
一
日
)

の
際
の
集
合
写
真
に
劉
少
奇
が
写
っ
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
説
明
に
よ
る
と
、
当
時
劉
少
奇
は
視
察
に
出
掛
け
て
い
た
が
少
な

く
と
も
一
部
の
議
事
に
は
出
席
し
て
お
り
、
会
議
に
出
席
し
な
が
ら
写

真
撮
影
に
意
図
的
に
欠
席
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
毛
沢
東
の
講
話
「
人

民
内
部
の
矛
盾
を
正
し
く
処
理
す
る
問
題
に
つ
い
て
し
に
対
す
る
「
象

徴
的
な
抗
議
し
を
試
み
た
と
さ
れ
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ブ
ァ

i
ヵ
ー
は
ま

た
、
北
京
の
宣
伝
担
当
者
が
、
主
席
と
一
緒
に
い
る
劉
少
奇
の
写
真
の

発
表
を
控
え
た
の
は
、
放
鳴
運
動
に
反
対
の
立
場
を
採
る
党
幹
部
た
ち

が
、
劉
少
奇
と
彰
真
(
北
京
市
長
)
を
自
分
た
ち
の
盟
友
と
み
な
し
て

い
た
か
ら
だ
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
毛
沢
東
が
一
連
の
講
話
の

中
で
、
放
鳴
運
動
に
対
す
る
党
内
で
の
抵
抗
の
強
さ
を
暗
に
ほ
の
め
か

し
て
い
る
の
は
、
毛
沢
東
が
自
ら
の
背
後
に
団
結
し
た
政
治
局
を
擁
し

て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
(
記
。

マ
ッ
ク
ブ
ァ

i
カ

i
が
主
張
す
る
反
対
派
の
存
在
と
い
う
説
は
、
以

上
の
議
論
を
最
大
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
枚
の
写
真
か
ら

推
測
を
議
ね
こ
う
し
た
議
大
な
「
仮
設
し
を
導
き
出
す
こ
と
は
極
め
て

危
険
で
あ
り
、
さ
ら
に
毛
沢
東
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
も
危

険
で
あ
る
。
ま
た
毛
沢
東
は
講
話
の
中
で
何
度
か
反
対
派
に
言
及
し
て

い
る
が
、
そ
の
数
億
や
免
税
は
実
証
的
な
統
計
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
毛
沢
東
特
有
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
何
ら
か
の

形
で
存
在
す
る
か
、
す
る
と
思
わ
れ
る
反
対
派
に
対
す
る
一
種
の
威
嚇

放
鳴
運
動
か
ら
反
右
派
関
争
へ
の
政
策
転
換
の
分
析

で
あ
る
と
み
な
し
た
方
が
適
切
マ
あ
ろ
う
。
従
っ
て
党
内
に
放
鳴
運
動

に
対
す
る
抵
抗
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
限
定
的
、
局
部
的
で
あ

り
、
ま
し
て
や
政
治
局
の
分
裂
を
も
た
ら
す
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
反
対

派
勢
力
を
形
成
し
て
毛
沢
東
を
運
動
の
断
念
に
至
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と

も
、
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

次
に
、
放
鳴
運
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
予
想
外
の
危
機
的
状
況

が
転
換
の
導
因
に
な
っ
た
と
す
る
解
釈
は
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

重
点
の
霞
き
所
が
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
ブ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
テ
イ

ヴ
ィ
ス
に
よ
る
と
、
毛
沢
東
を
中
心
と
す
る
党
指
導
部
が
当
初
に
予
測

し
た
こ
と
は
、
非
党
員
の
知
識
分
子
は
党
の
目
標
に
協
力
的
で
あ
る
だ

ろ
う
し
、
ま
た
す
べ
て
の
問
題
は
説
得
や
議
論
に
よ
っ
て
予
定
調
和
的

に
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
に

展
開
し
た
放
鳴
運
動
で
は
予
想
外
の
不
満
が
顕
在
化
し
、
さ
ら
に
は
知

識
分
子
が
党
の
指
導
権
に
も
攻
撃
を
加
え
た
。
そ
れ
ま
で
日
出
家
の
近
代

化
の
た
め
に
中
枢
的
な
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
間
期
待
さ
れ
て
い
た
知

識
分
子
が
こ
う
し
た
行
動
に
出
た
結
果
、
党
指
導
部
は
、
知
識
分
子
が

期
待
し
た
通
り
の
役
割
を
果
た
す
だ
け
の
適
性
が
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
こ
の
こ
と
が
最
終
的
に
放
鳴

運
動
を
放
棄
さ
せ
る
に
至
っ
た
、
と
説
明
し
て
い
〈
引
。
し
か
し
実
際
に

は
、
知
識
分
子
の
適
性
に
対
す
る
疑
念
が
主
要
な
要
因
で
あ
っ
た
と
い

う
よ
り
は
、
毛
沢
東
の
過
剰
な
ま
で
の
復
讐
心
と
い
う
側
面
が
強
く
、

テ
イ
ヴ
ィ
ス
の
指
摘
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。0 

七



マ
ー
ル
・
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
は
、
知
識
分
子
に
対
し
て
毛
沢
東
が
抱
い

て
い
る
強
い
蔑
意
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
放
嶋
運
動
の
本
来
の
目
的
で

あ
る
官
僚
、
ヒ
義
的
弊
窓
口
の
是
正
に
と
っ
て
、
知
識
分
子
が
役
に
立
た
ず
、

逆
に
毛
沢
東
自
身
に
ま
で
も
批
判
が
及
ぶ
と
な
る
と
、
毛
沢
東
は
幻
滅

か
ら
生
ま
れ
た
激
情
に
駆
ら
れ
て
、
反
右
派
闘
争
に
お
い
て
知
識
分
子

を
敵
に
ま
わ
し
た
の
だ
と
し
て
い
引
。
ま
た
、
放
鳴
運
動
が
党
の
予
相
仰

を
越
え
た
不
満
を
表
出
さ
せ
た
た
め
に
、
大
衆
の
聞
で
の
批
判
を
も
拡

大
さ
せ
、
一
方
で
は
学
生
の
自
主
的
な
グ
ル
ー
プ
が
集
合
し
た
り
、
示

威
行
動
が
党
の
権
威
に
挑
戦
し
て
起
こ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し

た
。
こ
の
た
め
放
鳴
運
動
は
中
止
に
奈
っ
た
の
だ
と
説
明
し
て
い
記
。

し
か
し
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
不
測
の
事
態
が
、
放

鳴
運
動
か
ら
の
転
換
に
ど
の
税
度
、
或
い
は
ど
う
い
う
形
で
影
響
を
及

ぼ
し
た
の
か
、
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
悶
果
関
係
と
転
換
過
程
の
具
体
的
な

プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
分
析
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
学
生
の
行
動
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

反
右
派
闘
争
へ
の
転
換
が
既
に
決
定
し
た
後
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る

の
で
、
政
策
転
換
の
原
ぽ
で
あ
る
と
は
一
言
い
難
い
。

日
本
に
お
け
る
先
行
研
究
は
あ
ま
り
多
く
な
い
し
、
総
じ
て
本
格
的

研
究
と
し
て
は
未
開
拓
の
分
野
で
あ
る
。
毛
虫
利
子
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

事
件
や
国
内
の
騒
動
が
毛
沢
東
の
警
戒
心
を
増
幅
す
る
中
で
、
五
月
の

座
談
会
に
お
い
て
忌
僚
の
な
い
党
へ
の
批
判
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
、

毛
沢
東
の
ほ
に
社
会
主
義
改
造
へ
の
重
大
な
挑
戦
と
し
て
映
り
、
こ
れ

O 
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が
放
鳴
運
動
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ

は
、
一
九
五
六
年
後
半
以
降
国
内
で
ほ
ぼ
同
様
の
状
況
が
多
発
し
、
内

容
に
お
い
て
も
大
差
の
な
い
批
判
発
言
が
不
問
に
付
さ
れ
て
お
き
な
が

ら
、
な
ぜ
こ
の
五
月
に
至
っ
て
初
め
て
反
撃
へ
の
政
策
転
換
が
起
こ
っ

た
の
か
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
説
明
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

な
お
、
必
ず
し
も
転
換
婆
因
そ
の
も
の
の
分
析
で
は
な
い
、
が
、
徳
間

教
之
は
放
鳴
運
動
の
分
析
枠
組
み
に
関
す
る
論
稿
の
中
で
次
の
よ
う
に

一
言
及
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
自
由
化
」
政
策
と
し
て
の
欣
鳴
運
動
の
到
達

点
は
、
権
力
機
構
の
内
部
か
ら
社
会
的
底
辺
に
至
る
ま
で
の
政
治
的
安

定
性
の
喪
失
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
の
反
右
派
閥
開

争
で
は
、
下
か
ら
の
不
満
の
「
噴
出
」
を
党
が
有
効
に
制
御
で
き
な
か
っ

た
か
ら
こ
そ
、
逆
に
、
党
の
「
指
導
性
し
の
不
可
侵
が
再
強
調
さ
れ
、

大
衆
か
ら
の
政
権
へ
の
詞
調
性
を
創
出
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
た

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
た
き
た
よ
う
に
、
多
く
の
先
行
研
究
に
共
通
す
る
問

題
点
は
、
政
策
転
換
の
契
機
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
不
鮮
明
な
こ
と

で
あ
る
。
放
鳴
運
動
の
中
で
表
出
さ
れ
た
意
見
の
多
く
は
、
五
七
年
五

月
以
前
に
も
既
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
は

こ
れ
ら
の
意
見
は
一
理
あ
る
と
し
て
黙
認
さ
れ
る
か
、
見
逃
さ
れ
て
き

た
。
ま
た
、
異
端
と
目
さ
れ
る
よ
う
な
言
動
に
つ
い
て
も
、
社
会
的
放

鳴
の
中
で
自
然
淘
汰
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
信
念
に
基
づ
い
て
や
は
り

黙
認
に
付
さ
れ
た
。
さ
ら
に
当
時
発
生
し
て
い
た
社
会
的
諸
問
題
に
つ



い
て
も
、
す
べ
て
「
人
民
内
部
の
矛
盾
」
で
あ
る
か
ら
、
説
得
の
方
法

で
解
決
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
、
楽
観
的
な
対
応
が
採
ら
れ
て
い
た
。

反
右
派
闘
争
が
決
断
さ
れ
る
五
月
中
旬
の
段
階
で
は
、
学
生
は
ま
だ
壁

新
聞
さ
え
貼
り
出
し
て
お
ら
ず
、
農
民
や
労
働
者
の
騒
動
も
、
そ
れ
以

前
と
比
べ
て
顕
著
な
展
開
を
み
せ
て
も
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
う

し
た
状
況
の
中
で
、
そ
れ
ま
で
事
実
上
許
容
さ
れ
て
き
た
発
言
が
、
な

ぜ
こ
の
段
階
に
護
っ
て
突
然
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
は
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

筆
者
が
妥
当
と
考
え
る
こ
の
間
績
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
知
識

分
子
の
発
言
そ
れ
自
体
と
共
に
、

ζ

の
時
期
の
社
会
の
全
体
的
な
状
況

に
つ
い
て
実
証
的
な
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
毛
沢
東

が
楽
観
的
展
望
か
ら
変
化
し
て
行
く
の
は
、
当
時
の
社
会
状
況
に
つ
い

て
の
彼
の
認
識
と
相
関
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ニ
放
鳴
運
動
へ
の
社
会
的
反
応
一
表
出
さ
れ
た
意
見
お
よ

び
要
求

放
鳴
運
動
は
笑
際
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
誘
発
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
時
期
に
表
出
さ
れ
た
意
見
と
要
求
は
、
二
種
類
に
分
類
で
き

る
。
即
ち
、
党
の
指
導
に
内
在
す
る
官
僚
主
義
的
弊
世
一
回
を
是
正
す
る
と

い
う
整
風
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
と
、
整
風
の
目
標
か
ら
逸
脱
し
て
反
右

派
闘
争
で
批
判
攻
撃
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
区
分
さ
れ

る
意
見
に
つ
い
て
は
紙
数
の
制
限
の
た
め
、
本
稿
で
は
異
体
的
に
論
究

放
鳴
運
動
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
政
策
転
換
の
分
析

札
判
、
後
者
に
区
分
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
、
特
に
放
鳴
運
動
か

ら
の
転
換
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
七
つ
の
論
点
に

限
定
し
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。
即
ち
、
①
政
治
参
加
の
拡
大
要
求
、

@
党
の
越
権
行
為
、
@
「
党
の
天
下
」
、
④
非
党
員
の
「
有
職
無
権
ヘ

@
党
代
表
の
撤
退
要
求
、
@
過
去
の
政
治
運
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
箆
罪

の
清
算
、
で
あ
る
。

ま
ず
、
政
治
参
加
の
拡
大
へ
の
要
求
は
民
主
党
派
に
よ
っ
て
表
明
さ

れ
て
い
る
。
論
点
は
、
政
治
協
商
会
議
の
機
能
の
回
復
と
制
度
化
、
人

民
代
表
大
会
の
重
視
な
ど
彼
ら
の
政
治
的
地
位
の
向
上
、
政
策
形
成
へ

の
参
加
な
ど
が
主
た
る
内
容
で
あ
る
。
②
か
ら
@
ま
で
の
項
目
は
共
産

党
の
一
党
支
配
に
関
す
る
意
見
で
あ
る
。
共
産
党
や
党
員
が
も
っ
指
導

的
地
位
を
利
用
し
た
越
権
行
為
、
共
産
党
が
政
府
の
役
割
に
取
っ
て
代

わ
る
現
象
と
し
て
の
「
以
党
代
政
ヘ
党
と
政
府
の
役
割
分
担
が
不
明
瞭

で
あ
る
こ
と
を
指
す
「
党
政
不
分
」
の
状
況
が
批
判
さ
れ
、
両
者
の
役

割
区
分
の
明
確
化
、
制
度
化
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
党
員
の
優
越
的

権
力
が
も
た
ら
す
弊
警
は
整
風
で
解
決
す
べ
き
課
題
と
さ
れ
て
い
た

が
、
一
部
に
は
「
党
の
天
下
」
や
「
太
上
皇
(
絶
対
的
権
力
者
ご
と
い

う
表
現
を
用
い
た
批
判
も
み
ら
れ
た
。
「
有
職
無
権
」
と
は
、
公
私
を
関

わ
ず
中
央
か
ら
地
方
に
至
る
す
べ
て
の
職
場
で
、
共
産
党
員
が
実
権
を

握
り
、
非
党
員
が
名
目
的
な
役
割
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
状
況
を
示

す
表
現
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
す
る
不
満
は
社
会
の
各
層
で
欝

積
し
て
お
り
、
放
鳴
運
動
中
、
最
も
多
く
表
明
さ
れ
た
。
政
府
機
関
、

ニ
O
九



学
校
、
企
業
な
ど
か
ら
共
政
党
の
代
表
組
織
を
撤
退
さ
せ
よ
と
い
う
要

求
も
同
じ
文
脈
の
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
学
校
内
の
党
委
員
会
制
度
の

廃
止
に
つ
い
て
毛
沢
東
が
前
向
き
な
態
度
を
示
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
た

め
か
、
教
育
機
関
に
お
け
る
自
治
の
要
求
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
過
去
に

お
け
る
「
三
反
」
「
五
反
」
迷
動
や
反
革
命
粛
清
の
際
の
行
き
過
ぎ
を
批

判
し
、
菟
罪
の
清
算
を
求
め
る
意
見
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
意
見
は

反
布
派
闘
争
の
中
で
、
党
の
指
導
、
社
会
主
義
制
度
の
優
越
性
、
そ
し

て
社
会
主
義
化
政
策
の
成
条
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
批
判

を
受
け
た
。

表
…
は
当
時
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
様
々
な
意
見
を
既
述
の
論
点
に

従
っ
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
使
用
し
た
新
聞
は
、
北
か
ら

順
に
吋
黒
竜
江
日
報
』
(
ハ
ル
ピ
ン
)
、
『
人
民
日
報
恥
(
北
京
)
、

J
克
明

日
報
』
(
北
京
)
、
叶
工
人
日
報
』
(
北
京
)
、
『
河
北
日
報
』
(
保
定
)
、
吋
山

西
日
報
』
(
太
原
)
、
河
大
衆
日
報
L

(

済
南
)
、
『
解
放
日
報
』
(
上
海
)
、

吋
漸
江
日
報
恥
(
杭
州
)
、
吋
自
民
江
日
報
』
(
湖
北
省
武
漢
)
、
『
江
西
日
報
』

(
南
同
前
)
、
司
南
方
日
報
』
(
広
州
)
、
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
ぽ
全
開
を
カ

バ
ー
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
穫
の
意
見
が
北
京
、
上
海
以
外
の
都
市
で

も
表
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
、
表
の
左
側
に
は
上
海

と
北
京
の
有
力
紙
で
あ
る
吋
人
民
日
報
』
、
吋
光
明
日
報
』
、
吋
解
放
日
報
』

か
ら
抜
粋
し
た
意
見
、
右
側
に
は
そ
れ
以
外
の
新
聞
か
ら
抜
粋
し
た
意

見
を
配
し
た
。

こ
の
表
か
ら
、
ま
ず
時
期
的
な
特
徴
と
し
て
、
反
右
派
闘
争
で
批
判

。

さ
れ
た
意
見
の
多
く
が
、
特
に
地
方
の
都
市
で
は
、
五
月
中
旬
以
降
活

発
に
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
傾
向
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ

は
大
都
市
の
動
向
に
刺
激
を
受
け
て
、
放
鳴
運
動
自
体
が
弾
み
を
も
っ

て
展
開
し
た
こ
と
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
五
月
一
五
日
の
段
階
で
は
既

に
反
右
派
闘
争
へ
の
転
換
が
決
断
さ
れ
て
い
て
、
「
蛇
を
お
び
き
出
す
」

策
略
が
採
ら
れ
て
い
た
た
め
、
新
聞
が
積
極
的
に
発
言
を
取
り
上
げ
た

こ
と
が
放
鳴
の
増
幅
効
果
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
地
理
的
広
が
り
に
つ
い
て
は
、
地
域
差
は
あ
る
も
の
の
、
…
以

右
派
閥
側
争
で
批
判
さ
れ
た
意
見
が
全
国
的
に
表
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
社
会
階
樹
脂
か
ら
み
て
も
、
知
識
分
子
以
外
か
ら

の
発
言
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
党
の
指
導
権
の
役
割
を
相
対
化
し
、
過

去
の
社
会
主
義
化
政
策
の
成
果
を
否
定
す
る
よ
う
な
意
見
が
、
社
会
の

各
爾
か
ら
表
出
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
共
産
党
の
支
配
基
盤
が
毛
沢

東
が
当
初
'
自
負
し
て
い
た
ほ
ど
堅
固
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
と
解

さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
確
か
に
反
右
派
闘
争
は
、
「
右
派
L

へ
の
反
撃
と
い
う
側
面
を
も
っ
と
共
に
、
「
政
治
闘
争
L

と
し
て
の
社
会

全
体
に
対
す
る
社
会
主
義
的
教
育
の
湾
強
化
と
い
う
側
商
を
も
つ
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
学
生
の
動
向
は
表
二
の
通
り
で
あ
る
。
北
京
大
学
、
人
民
大

学
に
つ
い
て
は
体
験
記
や
先
行
研
究
に
詳
し
い
が
、
そ
れ
以
外
の
大
学

の
動
向
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
同
表
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
学
生
た
ち
は
小
規
模
な
が
ら
も
壁
新
聞
や
自
主
的
な
集



表 1 放鳴運動で表出された意見および要求

5/11光明

5/14解放

5/17解放

5/22光明

5/2:1人民

議議~g型掻会心出{Ç)話題司らど Q議首長以室~0令本

①政治参加の拡大要求
日付新聞名 i発言内容・発言者名(職名)
4/27大衆 I r省の人民代表大会は常務委員会を設立し、省の議 1権力1

|機関として立法権、車在費芸権を行使できるようにすべき。政
i 協委員会の政治的地位を高め、憲法で人民代表大会と同様
iの権力機関として規定し、立法権と同時にその主要な職責
iを政府の監督に置き、視察の職権安拡大する」曾慶集(山東
!省政協委員)

5/16山部 I r党は民主党派に懐疑的で協議は行なわず、民主党派の考
iえが反映されない」主文光(山西省政協常務委員、災盤)

5/21祭竜 I r統戦:cwは有名無笑J 劉鉄骨(民盟、中学教師) I 
5/23 ali江 I r人民委員会の代表性を発揮させるため代表連絡機織を設 i

け、代表はこれを通じて意見を出したり援助を得られるよ i
うすべき」妥振中(省人民委員) ! 

5/23新主[ I r常務委員会を設立するには憲法改正が必要だが、人民委
員会の専門委員会は設立できるし、そうすれば各方面の意
見を吸収できる。その上で、政策方針を管轄する政務庁長
と日常工作脅管轄する常務庁長の二種類の庁長を設け、有
機有権の問題を解決する」呉山民(省人民委員)

5/3ゆ南方 I r部関市の人民委員会は有名無実であり、会議はめったに
関かれず関かれでも定員不足である。多くの非党委員は名
目だけで、重大なことについては知らされず、少数の人が

[ーとりしきも一一一委員)
「非党員にも党員のような権限を与えるべき」張渓会(無党

派民主人士)
「人事面で不公平がある。民主:人土ーにも党員と同様の人事、

昇進を適用せよ J(発言者不詳、中共江西省委統戦部主催の
各民主党派資任者及び民主人こ七の座談会での発言)
'1952年の司法改革以来、裁判所の人員が一掃され、;去の

執行及び作成部門では民主党派や非党人士が一人もいな
いJ王安王(鷹山市綿布業成記門市経型、民革、五三中学理
事)i「統戦工作;立政協で具体イ凶るべきなのに政協は形式化
Lょ品主党派が自分の金問代表大会代表を選ぶ時も統戦部

111 1 



1 i 1 11 

i~~~-r 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一寸一一一一一一四E決定するJ認介松長峯武漢市主市A委参事会調主的

i i 6iE 主主iT. I r民主党派は「施工J tこ参加するだけでなく「設計」にも
I I I参加すべき J r知識分子の党を組織すべきJ 文F珠章姓生(犠華

L一一一一-一一よ一一一 一 -一一一一一一一一一一一←一一一 ! 一崎学普院縮E福面副リ教授、民盟員)



管理権等の見直しが必要。党組の役割と織賓が国家機関の
行政指導の権力に及ぶことがあれば、法定手続きを経て人

民に代抵触表大す会るの同意を得なければならず、さもなければ憲法
J練国ー務林院(民主人士)

6/10大衆 「中共中央と が一緒に指示を下す方法は憲法違反で
ある。国家機関は玄人が素人を指導する形であるべきJ範
予遂(民草山東省主任委員)

③「党の天下」 ③ f党の天-fJ

臼付新聞名 発言内容・発言者名{車襲名) 日付新聞名 発雲内容・発言者名{職名)
5/14解放 「一部の共産党員は「もともと自分たちが天下を取ったJ 5/7漸江 「党員の中には自分が天下を取ったと考えている者がい

ので天下の第一人者であると考えているJ張実若(無党派民 る」祝更生(漸江省政協委員)
主人士) 5/10大衆 「一部の指導者は行政命令主義者となり、すべてを取り仕

5/17人民 「合営企業中の党、団員、組合工作貨は大衆の中で自分が 切り独断専行J 太史次(同紙編集者)

一番高工商級遼な秘人間書長であるとの優越感をもっているJ何発放{震 5/15 1幻il1i 「大帝衆{大はボ我ス々 )の農業合作社社長である衛従鹿村を金「上星帝農」、業「土社
慶市 ) 皇 と呼んでいるJ衛成元(応県元王

5/20解放 f我が校の一部の教邸は、党支部が「太上皇(絶対的権力者) 社員)
であると言っている」徐甫(教師) 5/18長江 「事実上指導者は皇帝のようである」李辛党(武漢市四中教

6/2 人民 「問題のカギは私がみたところでは「党の天下J という思 師)
想問題にある。党が閤家を指導することは、民家が党の所 5/18長江 f一部の党支部書記は学校内の「太上皇(絶指対導副的権主力者)で
有物になることを意味するものでは決してない。…この「党 ある」徐万寿(武漢市十六女子中学校政治 任)
の天下 j という思想問題がセクト主義現象の最大の根源で 5/19長江 「青年団員は党員に服従し、大衆を代表する意見を支持で
あり、党と党外との問の矛盾の基本的所在であるJ 儲安平 きないため、正しい集箇指導は技術的な問題について無責

(九「一三部学共社産中党央員委は員立、『光明日報j編集長)

径な猛揖艇にな、李部はいりが学労金」位戸校働馬ち費量Jの者哲法(山劉中階見を東級筈で挺(師民特万視を範媛績指(し長学、導を、鉱院中以者も医部南党ちと代院教財理す副授経放不る院}学は尽専院長当制に)院然いで長でばあ)ありりり散、、

6/5 人民 派なかごにのり、大衆から遊離してい 5/22大衆 「党員の中には
る。この八年来養成された人材はこの立派なかごをかつぐ らす者がいる」
人間であるJ楊玉清(国務競参事 F政法研究J i1J編集長) 5/23長江 「人民民主導縦

一党独裁ではな
5/29長江

党「一の部命令の指は法導幹令部よりとであるとみなし、党員個人の言葉副教を

r金科玉条」であると自認している」呉文章書(慮州大学
授)

6/2 長iI 「少なからぬ中共党員は自分が真理の化身であり、生まれ
つきの護人であると思い込んでいる」馬哲民(民盟、中南M
経学院院長)
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⑤党代表の徹退要求 ⑤党代表の徹退要求
日付新聞名 発田内容・発問者名(職名) 自付新聞名 発言内容・発言者名(職名)
5/8 人民 「校務委員会制度の実施と学校内の党委借j廃止に向意」陳 5/4 長江 「心が痛むのは党員の無知識、しかも野蛮な感じもあるこ

銘枢(民草中央常務委員) とで、これらの無知が学校でどれくi医ら学い院の教貴授重)な時間と精
5/14人民

海り「「一J校造銭務部船鐘委学の韓員校大会院学(南長はで京集)は工団党学指委院導が副を一院実切長行)をす決る定機し構てでいあるるが」胡こ辛れ人は(誤上

カ「を浪費したことか」梁之彦(武漢
5/16工人

冶紹企金襲業工で(冶業は金部資工本の業会家部議側設では計有は局政識技無策師権を)以J呉て人技亮術(的江な結論を出す」5/14解放
間「 門市工商連副主5/30南方

5/14人民 '1954年に院長責任側が採られたが、学校内の行政を私が 任委員)、陳昌英(封川県工高連主任委員)
全面的に掌握することはできない。党委の討論後にこれを 6/5 長江 「党委指lはよい面もあるが、以党代政という欠点が深刻。

校務会に渡して討他論人執に行執行させさるのである。素人が玄人筋の 党委は学校内で政治、思想工作面に専念すべき」李祭准(無
問題を検討して せようとし、私はその通り発 党派民主人士)
雪するだけJ 陳鶴琴(南京師範学院院長) 6/7 大衆 「党が政治を代行することは制度の問題であり、幾つかの

5/17解放 「一部の大学では党委伽jが「以党代政」思となっている。学
済階「級南，を渉市土の指連委仕，合副n、独秘宇型炉裁書刀、は党委制の指導と相いれない」範懐中(民盟校「党委櫛jの変更問題を考えてもいいと うJ 沈志違(民盟) 長)

5/20解放 華東師範大学では非党員の校長は有善職処無を権求である。この 6/8 江商 学校内の党の指導で三大主義が生じる根源は、個別の党
制度の変更を考える他に指導同志の める」糞震(華 員の作風が悪いからではなく制度に関係する。師範高等学学校校中語で
東師範大学体育教師) は党委$IJを校務委員会制にすべきJ王論(江西

5/21人民 「共産党の代表は工場にくると生産、財務、人事を一手に 系教師)
握る。ある共産党代表は生産について素人であるにもかか 6/8 南方 「党委制は γ三害」の温床であり、変更しなければならな
わらずわかっているような顔をして人の意見を批判する。 い」林楚君(中山大学政治経済学研究室主任教授)
合営工場の行政指導は専業公司、区人民委員会が行わずに、
共産党の区委員会が行っている。合営企業に党側の代表を
派遣する必要はない」呉志超(上海工高速副秘書長)

5/21光明 「合営企業には政府代表を派遣しない方がよいJ楊錫山(民
建上海市委工商改造指導処処長)

5/21人民 「政府側代表の引き上げを主張するJ 糞勝林(天津商工業
者)

⑥過去の政治運動で生じた寛罪の清算
⑥日5過付/1去4新の江聞西名治i

重動で生じた寛罪の

日付新聞名発言内容・発言者名(車襲名) 発田内容・発日者
5/10光明 「反革命粛清の際逮補された民主党派のメンバ について 「思想改造と粛反 の副作用を再審査すべきJ楊蔭(林

民主党派は何もわからない。それがわかってもなぜ逮補き 業学校教師)
れたのかはっき 9しない。いかなる理由にせよこれはよく 5/16長江 寿「粛(芸反術運家動)の処理は粗雑できちんと総括していない」飽昭
ない」陳其尤中(致の公副党f主席)

5/10光明 rr三反闘争」 副曾昭作用論は(民今盟日Zで5年になるがまだ完全に 5/19長江 「思想改造は左すぎる現象があった」謝敏晋(生物製品研究

除かれていないJ 中患と央で常委務員委会員を) 所教授)
5/23光明 「人民代表大会と政治協商会議で委員 設慶すればよ 5/21大衆 「粛反の善後策を採るべき」疎寿祖(山東省の教員)

議童書鯛翁会必出Wl長置場事ど Q援機i詳報Q余若手 111同



I i 1iく

I [いと足、う。この委員会はこれまでの三皮、万文運動、E起草 5/23陶工 「裁が院の鶏皮には震大な巡ちがあり、検禿が必要J 馬皆
i I命粛清運動におけるいきすぎを検討するはかりでなく、震 I Il~(中南財経学院続長)
l トヨEを受けた者がこの委員会に訴えとよ訂汗岐jをtJjす。委員 51Z8大衆 r{~表たちは粛.&:運動は多くの副作用をもたらしたと考
~ i会は共産党と民主:党派及び!鰍方闘の人々で構成すと。ぺ |え、速やかに名誉回]復と全倒的な検査を行うべきだと述べ
! i 「7語版」の機構は、「三:IXJr五反 「皮革命粛清」のときのi ほパUJ東省主主宣伝会議の状況報告)
! ト十旨導機関と区百IJしなければならないJ経降茶間務院森林工 6/1 河北 「これまでの政治運動が遺留した問題を速やかに善処すぺ
i 十業部部長、民蹴IJ主旅) I 同 J 揚扶育(民建河北省工作委員会副主任委員)
i つ1人民 I !皮革命粛清運動がまずごかったため党主幸刊を犯，た 6よ 主主江 「教師たちま粛反中の過ちを厳しく批判したJ(撃中工学院

11答侭締(人民大学講師) i 1の教締広陵談会)
I 6/17解放 I r反革命議清は誤った政策であち、!jiご方法心誤 Lではな fi/4 江問 一粛反中し弘は 替も言告す勇気が;I;t<、人と八との冷酷な
I 1い。党委は方針の過ちな検査すω4きdE長威信Ji務大学助教 i 11fii1告さを啓二た J向法主[(政協iζ凶省委、氏盟省委IilIJ秘書長)
1 i f:受) i 6/6 長il I ïa'~生利子われた大規模な皮革命粛正運動は深刻な教条主義
1 I I I i!'JJ設宅を犯しており、私は反対である」文T常生(禁中西日範学

イ i ゆt副教授、段取)

I 6/8 jl~j)j I i翁F支!ちで行ったト三反f粛反 i運動には¥>きすぎがあっ

i Mこ 中間人民銀行広東省支!吉のを掌盈整運L一一一一一一」
(注 1) f.人民日報J と「光明日報」の抜粋については、内閣官房内閣調査室

編集 F人民内部の予感と整f試運動』大蔵省印刷局、昭和三一二年、を平IJ
Fflした。

{注 2)表の中で短縮表記されている民主党派の正式名は次ω巡りである。
氏Jhljl:中国民主同盟
民 ft..中間箆i民党2革命委員会
民主主:中国民主幾悶会
民進:中間民主促進会
震:仁民主党:中問屋急工民主党
九三学校:九三学社



学生の動向

大学名 グループ・出版物* 主張内容・活動内容

北京大学 百花学社 中核的存在:学生15人

(北京) 主張:議会民主制の婆求;三審判

の線源は国家制度にも関係

する:世論の自由、および

広場 言論、出版、集会、結社の

権利の実現;大学における

党委員会制度の撤廃、大学

の自治管理要求

。向読者が多く、学外からも活動

資金の援助あり

5月19日最初の壁新聞が貼り出

される

22日:学生が屋外弁論会を主

催、約700人が参加

6月1日.rへーゲルーエンゲルス

学派」が「百花学社」を結成

清華大学 庶民社 中核的存在:共脅国学生8人

(北京) 主張:反革命粛清は人権無視、童家

法無視:人民の権力不在、

「庶民報」 民主の欠如;選挙制度批

判;党員のもつ優越的権力

の批判

北京師範大学 中核的存在:苦薬、底層、小論壇

(北京) 「底麿」 等小グループのメンバーの学生約

40人

主張:党員の干渉の排除;反革命

粛清への批判

民族学院
「野草」

→文系一年生が発行。小説、詩、

(北京) 散文を通じた党批判

蜜蜂
→歴史系民族学研究室の学生グ

1レープ。共青団員も参加

大学報を通じて党委員会制度の

廃11:を要求

表 2

放
鳴
運
動
か
ら
反
お
派
闘
争
へ
の
政
策
転
換
の
分
析

ニ
一
七



雲南大学
「小小民主」

→6月4日(創干のから 6月16臼

(雲南) (廃刊)まで3回発行

春雷
→壁新聞を通じ批判を行うグルー

プ。共青団員も参加

牛虫亡 →歴史系四年生

鉄公鶏 →歴史系二年生

低音 →科学系一年生

西北師範学院
王宮轟

教師(含党員)が中心となり大字

(甘粛省関州) 報を発行

主張:党委員会制の廃止、校内自

治の要求:三反、粛反の批

判;選挙制度の民主化、複

数政党による政策決定の要

求:共産党を監督する機関

としての整風監督委員会の

設立

* rカツコ」のついているものは出版物の名称、ついていないものは自主的

なク。ループの名称である。

(1)三害とは、整風で改善すべき課題とされる、官僚主義、主観主義、セクト

主義などのことを指す。

参考資料:

「首都高等学校反右派闘争的回大勝利!J北京出版社編、北京出版社、 1957

年 9月。

「関於『野草J1W蜜蜂』社反動小集団的材料」中共中央民族学院委員会整風

弁公室、 1957年12月。

「右派言行集」下、中共雲南大学委員会編、 1957年9月。

r1957年的春天」遅琴静H編著、学習雑誌社、 1958年4月。

J¥ 



団
を
通
じ
て
、
大
学
の
'
自
治
と
自
由
民
主
主
義
を
要
求
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
う
し
た
行
動
が
始
ま
っ
た
時
期
は
、
最
も
早
い
北
京
大
学
で
も

五
月
一
九
日
で
あ
る
。
地
方
の
大
学
で
は
六
月
に
入
っ
て
か
ら
動
き
が

始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
五
月
二
六
日
の
『
光
明
日
報
』
と
、
一
一
七

日
の
『
文
雄
報
』
で
報
道
さ
れ
た
、
北
京
大
学
の
「
民
主
の
壁
L

を
紹

介
す
る
記
事
に
大
き
く
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て

五
月
一
五
日
頃
に
、
統
に
反
右
派
闘
争
が
決
断
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

見
れ
ば
、
学
生
の
動
向
は
放
鳴
運
動
か
ら
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
要
因

で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
反
右
派
闘
争
の
準
備
の
過
程
で
、
こ
の
種
の
学
生
の
動
向

が
毛
沢
東
に
与
え
た
衝
撃
は
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
建

国
後
に
教
育
を
受
け
、
絶
対
的
信
頼
を
寄
せ
て
き
た
若
者
た
ち
が
、
少

数
な
が
ら
も
こ
う
し
た
行
動
を
み
せ
た
こ
と
は
、
毛
沢
東
に
と
っ
て
全

く
想
像
が
つ
か
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
深
い
失

望
感
か
ら
生
じ
る
怒
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
反
右
派
闘
争
の
原
動
力
と

な
っ
た
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
。

反
右
派
闘
争
へ
の
転
換
過
程

五
月
に
は
放
鳴
運
動
は
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
た
が
、
中
共
指
導

部
の
中
で
は
毛
沢
東
の
主
導
に
よ
っ
て
、
反
右
派
闘
争
へ
の
転
換
が
同

時
期
に
進
行
し
て
い
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
政
策
転
換
は
放
鳴
運
動

放
鳴
遼
動
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
政
策
転
換
の
分
析

の
ご
く
初
期
の
段
階
で
決
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
月
一

O
B
の
『
解
放
臼
報
』
(
上
海
)
は
、
八
日
に
現
地
で
開
催
さ

れ
た
小
中
学
校
教
師
の
座
談
会
を
特
集
で
紹
介
し
て
い
る
が
、
毛
沢
東

は
こ
の
記
事
に
大
変
注
目
し
て
、
「
こ
の
頁
は
詳
細
に
見
る
に
値
す
る
、

整
風
を
し
な
い
と
党
は
崩
れ
て
し
ま
う
L

「
こ
れ
は
天
下
の
一
大
事
だ
」

と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
(
制
。
こ
の
記
事
に
は
、
校
内
の
党
委
員

会
制
度
を
再
検
討
せ
よ
と
い
う
要
求
、
教
育
に
素
人
で
あ
る
党
員
が
学

校
で
指
導
的
立
場
に
立
つ
こ
と
へ
の
疑
問
な
ど
、
教
育
機
関
の
自
立
性

を
求
め
る
意
見
が
多
く
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
種
の
議
論
は
、
実
際

に
は
四
月
末
か
ら
教
育
関
係
者
に
よ
っ
て
一
般
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、

こ
の
記
事
が
例
外
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
毛
沢
東
が
「
こ
れ
ら
の
矛
盾
の
詳
細
な
状
況
に
つ
い
て
、
我
々
は

《
加
)

こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
何
も
知
ら
な
か
っ
た
L

と
告
白
し
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
記
事
に
紹
介
さ
れ
た
放
鳴
運
動
初
期
の
ま
だ
控
え
め
な
社
会
的
反

応
で
さ
え
も
、
毛
沢
東
に
と
っ
て
は
予
想
外
で
衝
撃
を
与
え
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
当
時
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
た
座
談
会

は
、
ほ
と
ん
ど
が
教
育
、
文
芸
、
科
学
界
の
知
識
分
子
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
主
な
論
調
は
党
の
指
導
の
官
僚
、
王
義
的
弊
窓
口
に

対
す
る
批
判
ゃ
、
整
風
運
動
を
貫
徹
す
べ
き
と
い
う
主
張
が
多
数
を
占

め
た
。
次
い
で
党
委
員
会
制
度
の
再
検
討
と
、
知
識
分
子
の
活
動
に
お

け
る
一
定
の
自
立
性
の
保
証
に
つ
い
て
の
要
求
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、

毛
沢
東
は
社
会
の
中
に
穆
積
し
て
い
た
こ
う
し
た
こ
ま
ご
ま
と
し
た
意

九



見
の
多
さ
に
既
に
衝
撃
を
受
け
、
彼
の
楽
観
的
対
応
の
心
期
的
基
盤
と

な
っ
て
い
た
予
定
調
和
的
な
社
会
認
識
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
、
も
ち

ま
え
の
鋭
い
饗
戒
心
か
ら
感
じ
取
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
無
知
に
基

づ
く
自
ら
の
天
真
燐
滋
さ
に
つ
い
て
の
自
覚
か
ら
、
危
機
鳶
識
へ
と
急

転
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

五
月
八
日
か
ら
統
一
戦
線
部
主
催
の
民
主
党
派
、
無
党
派
人
士
座
談

会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
が
、
一

O
、
一
一
日
の
第
一
一
一
、
問
問
康
談
会
に

お
い
て
寸
輪
流
坐
庄
(
政
権
交
代
ご
や
「
ハ
イ
ド
パ

l
ク
(
政
府
批
判

の
言
論
の
自
由
ご
と
い
っ
た
一
言
論
が
登
場
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
報

告
を
李
維
漢
(
統
戦
工
作
部
一
回
ぎ
か
ら
聞
い
た
毛
沢
東
は
、
-
彼
ら
が
こ

の
よ
う
に
出
て
く
る
な
ら
、
い
つ
か
き
っ
と
彼
ら
自
身
が
や
っ
つ
け
ら

れ
る
し
と
述
べ
、
あ
か
ら
さ
ま
な
反
感
を
み
せ
た
が
、
一
方
で
は
、
こ

れ
ら
の
言
論
を
可
人
民
日
報
』
に
発
表
し
て
、
彼
ら
に
「
放
し
を
さ
せ
、

反
論
せ
ぬ
よ
う
に
指
示
し
だ
。
知
識
分
子
の
こ
の
種
の
奥
端
と
目
さ
れ

る
よ
う
な
意
見
は
、
そ
れ
ま
で
で
あ
れ
ば
、
「
毒
事
が
第
二
義
的
な
地
位

を
占
め
て
お
れ
ば
官
官
は
な
M
L
と
看
過
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
段
階
で

は
明
ら
か
に
モ
沢
東
は
反
撃
を
示
唆
し
て
お
り
、
本
ナ
維
、
漢
は
こ
の
報
告

を
し
た
後
に
ば
右
派
闘
争
へ
の
「
心
の
準
備
し
を
始
め
て
い
る
。
こ
こ

に
は
ノ
ら
れ
る
対
応
の
変
化
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
時
期
に
お
け

る
毛
沢
東
の
認
識
な
い
し
は
意
識
の
変
化
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ

一。
ルム

従
っ
て
、

反
右
派
闘
争
へ
の
転
換
の
発
端
は
五
月
一

O
日、

ドi

。

前
後
の
出
来
事
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
を
転
換
へ
の
第

一
段
階
と
佼
霞
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、

毛
沢
東
が

1

放
鳴
し
へ
の
楽
観
的
対
応
を
変
更
し
て
、
一
部
の
知
識
分

子
に
対
し
復
警
の
感
情
を
あ
ら
わ
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ご

の
時
点
で
は
、
敵
意
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
民
主
党
派
の
主
要
人
物
で

あ
り
、
運
動
方
針
自
体
の
転
換
は
必
ず
し
も
決
断
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
後
事
態
は
急
テ
ン
ポ
で
展
開
す
る
。
中
金
ハ
中
央
は
五
月
一
四
日

付
け
の
内
部
指
示
の
中
で
、
右
傾
分
子
、
反
共
分
子
の
言
論
を
そ
の
ま

ま
報
道
し
、
そ
の
本
牲
を
大
衆
の
前
に
暴
露
す
る
よ
う
指
示
し
問
。
一

五
日
頃
に
毛
沢
東
は
内
部
文
書
「
事
態
は
変
化
し
つ
つ
札
制
し
を
執
筆

し
た
が
、
そ
こ
に
は
い
反
右
派
闘
争
へ
の
転
換
の
意
思
が
明
確
に
一
不
さ
れ
、

す
で
に
「
お
派
し
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
(
制
。
こ
の
段
階
で
放

鳴
運
動
は
実
質
的
に
放
棄
さ
れ
、
五
月
一
五
日
か
ら
始
め
ら
れ
た
工
臨

界
座
談
会
は
、
既
に
「
蛇
を
お
び
き
出
す
」
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
(
目
。
ニ
ハ
日
に
は
反
右
派
闘
争
の
材
料
を
集
め
る
た
め

に
、
発
言
を
奨
励
せ
よ
と
い
う
指
示
が
出
て
い
る
(
側
、
実
際
に
は
、
皮

肉
な
こ
と
に
、
こ
の
頃
か
ら
全
国
的
に
放
鳴
遼
動
が
活
発
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

五
月
一
一

O
日
頃
か
ら
、
反
右
派
闘
争
の
た
め
の
具
体
的
な
準
備
作
業

が
開
始
さ
れ
た
。
一
一

O
日
に
中
央
は
、
各
省
市
の
党
委
員
会
に
対
し
、

右
翼
的
言
論
や
プ
ル
ジ
ョ
ワ
的
性
格
を
帝
び
た
一
一
一
一
口
論
を
分
類
し
、
中
央

が
通
知
す
る
時
期
に
社
説
や
論
文
の
形
で
反
駁
で
き
る
よ
う
に
し
て
お



く
こ
と
を
抱
指
示
し
て
い
へ
初
。
ま
た
一
一
一
日
と
二
五
日
に
中
央
誉
記
処
は

会
議
を
開
き
、
新
聞
で
の
宣
伝
方
針
と
文
章
を
発
表
す
る
問
題
に
つ
い

て
討
議
し
、
さ
ら
に
は
反
お
派
闘
争
に
お
け
る
一
連
の
論
題
、
執
筆
者

及
び
各
文
章
の
審
査
役
と
締
切
日
を
具
体
的
に
決
定
し
て
い
が
。

こ
れ
ら
の
作
業
と
益
行
し
て
、
反
右
派
闘
争
の
た
め
の
埋
論
の
作
成

も
行
わ
れ
た
。
一
九
一
立
七
年
二
月
三
七
日
に
行
わ
れ
た
毛
沢
東
の
講
話

「
人
民
内
部
の
矛
盾
を
正
し
く
処
期
す
る
問
題
に
つ
い
て
」
は
、
氏
月

七
日
か
ら
書
き
換
え
作
業
が
始
ま
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
放
鳴
運
動

を
奨
励
す
る
と
い
う
本
来
の
魅
留
が
削
削
除
さ
れ
、
反
右
派
闘
争
の
重
要

な
理
論
的
武
器
と
し
て
の
己
ハ
カ
条
の
政
治
基
船
L

が
加
え
ら
れ
目
。

こ
の
重
姿
な
変
吏
は
、
毛
沢
東
に
よ
っ
て
五
月
二
七
日
頃
に
行
わ
れ
た

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
れ
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
香
き
換
え
作
業
が
他

の
指
導
行
た
め
の
意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
毛
沢
東
自
身
の
、
主
導

で
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
こ
の
作
業
が
明
ら
か
に
反
お
派
闘
争
の
開
始

を
念
頭
に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
が
。

五
月
一
五
日
以
降
、
放
鳴
運
動
は
反
右
派
闘
争
の
炭
開
の
た
め
の
手

段
と
な
り
、
変
質
を
遂
げ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
陰
険
な
戦
略
が
放
鳴
運

動
の
勢
い
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
既
に
触
れ
た
よ
う
な
五
月
中

勾
頃
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
寸
大
嶋
大
放
L

の
状
況
が
出
現
し
た
の
は
、
悲

劇
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
、
知
識
分
子
だ
け
で
は
な
く
、
広
範
な
社
会

階
岡
崎
の
人
々
が
、
党
の
指
導
を
拒
否
し
た
り
、
ま
た
社
会
主
義
の
優
越

性
を
疑
問
視
し
、
過
去
の
政
策
の
功
綴
を
否
定
す
る
趣
旨
の
意
見
を
、

放
鳴
運
動
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
政
策
転
換
の
分
析

間
緩
的
あ
る
い
は
控
え
め
な
形
で
、
少
な
か
ら
ず
表
明
し
た
の
こ
う
し

て
毛
沢
東
は
、
血
十
ば
強
硬
的
に
実
行
し
た
放
嶋
運
動
が
、
期
待
遇
り
の

結
果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
、
す
、
支
配
基
盤
が
実
際
に
は
篤

く
ほ
ど
空
純
化
し
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

反
右
派
闘
争
へ
の
転
換
の
第
二
段
賠
と
も
い
え
る
こ
の
時
期
を
境
に
し

て
、
反
右
派
闘
争
は
「
右
派
」
に
対
す
る
毛
沢
東
の
復
讐
と
な
り
、
ま

た
新
た
な
社
会
主
義
教
育
の
強
制
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ム
ハ
パ

六
日
の
党
内
指
示
が
、
反
右
派
闘
争
の
性
格
を
「
大
規
模
な
思
想
戦
争

と
政
治
戦
新
L

と
規
定
し
て
い
る
の
は
当
然
の
流
れ
で
あ
る
。
八
日
の

党
内
指
示
の
「
力
を
結
集
し
て
お
派
分
子
の
気
違
い
じ
み
た
攻
撃
に
反

一
以
則
、

脚
本
を
加
え
よ
う
し
と
、
河
日
の
叶
人
民
日
報
九
社
説
の
「
こ
れ
は
な
ぜ
か
し

が
出
さ
れ
る
や
、
反
右
派
闘
争
は
正
式
に
発
動
さ
れ
、
放
鳴
運
動
を
生

み
出
し
た
中
国
政
治
の
サ
イ
ク
ル
は
、
寸
放
L

(

緩
和
)
か
ら
寸
収
」
(
引

き
締
め
)
へ
と
転
じ
た
の
で
あ
る
。

四

政
策
転
換
の
背
後
に
あ
っ
た
も
の

以
上
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
の
一
つ
は
、
放
嶋
運
動
の
転
換
に

お
い
て
も
毛
沢
東
が
主
導
的
役
割
を
演
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
毛

沢
東
は
放
鳴
運
動
を
発
動
す
る
際
に
は
、
極
め
て
楽
観
的
な
炭
望
を

も
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
次
の
五
七
年
一
一
一
月
の
言
葉
に
典

拠
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
天
下
大
乱
に
な
る
だ
ろ
う
か
。



わ

れ

こ

と

は

あ

り

え

念

い

と

恕

う

c

各
方
面
か
ら
批

判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か

G

新
開
ゃ
雑
誌
や
会
議
?
わ
れ

わ
れ
の
欠
点
を
批
判
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
ず
っ
と
批
判
し
つ
づ
り
る
こ

と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
の
あ
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
向
じ
よ
う
に
人
民
政

府
を
批
判
し
て
側
、
す
ご
と
が
あ
い
ノ
う
る
だ
ろ
う
か
。
そ
F

八
な
こ
と
が
起

こ

り

う

る

の

か

じ

あ

り

え

な

い

し

で

あ

る

。

こ

う

し

た

見

て
い
た
の
が
、

も
た
ら
し

に
よ
っ
て
、
社
会
の
出
5

で

に

委

ね

う

る

と

い

信
に
慕
づ
い
て
、
毛
沢
東
は
ト
い
か
ら
の

1

自
由
化
し
に
踏
み
切
っ
た
の

で
あ
る
c

し
か
し
放
鳴
運
動
が
災
際
に
始
ま
る
と
‘
二
週
間
足
ら
ず
で
、

名
沢
東
は
艶
く
ほ
ど
速
や
か
に
認
識
を
撤
回
し
た
。
こ
れ
は
、
毛
沢
東

特
有
の
政
治
的
税
制
戒
心
の
鋭
さ
の
表
れ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
認
識
の

転
換
の
け
ト
F3
は
、
何
人
の
子
総
を
も
蕊
与
え
た
J

も
の
の
よ
う
で
あ
っ
-
た
。

大
衆
的
放
鳴
の
中
で
、
毛
沢
東
は
、
自
ら
の
輝
か
し
い
功
紡
が
冴
定

さ
れ
、
多
く
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
日
」
と
を
知
る
の
で
あ
る
が
、

特
に
、
J
f

じ
沢
東
に
と
っ
て
は
「
廃
物
」
で
し
か
な
い
知
減
分
子
が
、
党

の
指
導
権
に
異
議
十
佐
渡
し
挟
ん
だ
こ
と
、
ま
た
逆
に
、
毛
沢
東
が
い
わ
臼

的
な
ま
で
に
一
依
頼
を
寄
せ
て
き
た
若
者
た
ち
が
、
…
部
で
は
あ
る
が
こ

の
憾
の
運
動
に
参
加
し
た
こ
と
は
、
許
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
党
内

の
消
様
派
を
抑
え
な
が
ら
自
ら
発
動
し
た
放
，
鳴
運
動
が
挫
折
し
た
と
い

う
商
尚
喪
失
も
加
わ
り
、
毛
沢
東
自
身
の
復
讐
心
が
知
識
分
子
に
向
け

て
爆
発
し
た
の
℃
あ
っ
た
。
反
右
派
闘
争
の
際
動
力
は
、
こ
の
よ
う
に

幾
重
に
も
増
一
附
さ
れ
た
怒
り
の
千
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
ろ
う
。

放
問
哨
巡
動
の
転
践
を
川
加
の
角
成
か
ら
み
れ
ば
、
上
か
ら
の

1

自
由
化
し

政
策
と
し
て
心
放
鳴
運
動
が
、
自
市
川
民
」
し
主
義
的
な
意
味
に
お
り
る
「
自

治
化
L

運
動
小
」
誘
発
し
た
こ
と
が
、
政
策
転
換
の
販
問
で
も
必
っ
た
、

と
い
え
よ
う
。
山
l

闘
に
お
け
る
つ
自
由
と
は
、
共
産
党
の
指
導
を
受

付
入
れ
る
勺
人
民
ι

に
の
み
漉
附
加
さ
れ
る
も
の
で
あ
引
、
「
民
主
L

と
は

プ
ロ
レ
タ
リ
ア

i

る
た
め



る
。
従
っ
て
放
鴇
運
動
の
中
で
表
出
さ
れ
た
よ
う
な
、
一
党
独
裁
体
制

と
党
の
支
配
力
の
弱
体
化
に
つ
な
が
る
「
由
民
自
」
の
婆
求
は
、
当
然
許

容
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
建
問
初
期
の
段
階
で
の
関
険

と
も
い
う
べ
き
放
鳴
運
動
の
中
で
、
党
指
導
部
は
、
社
会
、
不
一
義
体
制
の

下
に
お
げ
る
「
自
由
化
」
政
策
の
制
限
界
に
突
き
滋
た
る
べ
く
し

当
た
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

む
す
び

中
間
聞
に
お
け
る
最
初
の
L
L
か
ら
の
「
自
由
化
L

政
策
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
鐙
折
を
迎
え
た
。
放
蛸
哨
遂
動
の
ゆ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
中
国
政

治
の
病
潔
と
は
、
究
極
的
に
は
共
鹿
党
の
一
党
放
裁
体
制
に
起
臨
す
る

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
問
題
改
善
の
必
婆
性
が
痛
感
さ
れ
な
が
ら
も
、

党
と
し
て
は
支
配
体
制
の
弱
体
化
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
道
を
選

択
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
反
お
派
閥
闘

争
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
後
の
悲
劇
の
道
を
、
中
関
は
歩
か
こ
と
と
な
っ

hr

由。
中
九

筆
者
が
こ
こ
で
確
認
し
よ
う
と
し
た
論
点
と
は
、
第
一
に
、
放
鳴
議

動
か
ら
反
お
派
闘
争
へ
の
転
換
は
、
五
月
中
旬
以
降
の

J
人
放
大
鳴
し

の
事
態
は
対
す
る
反
応
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
第
…
…
に
、
放
鴫
運
動
は
終
始
、
毛
沢
東
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ブ

の
下
で
進
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
五
月
一
五
日
附
明
か
ら
は
、
放
鳴
運
動
は

放
十
嶋
運
動
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
政
策
転
換
の
分
析

右
派
分
子
を
蹴
偶
発
す
る
た
め
の
政
治
的
擦
に
変
質
し
た
。
第
一
一
一
に
、
原

理
的
に
は
、
社
会
か
ら
表
出
さ
れ
た
大
部
分
の
問
題
は
、
「
人
民
内
部
の

矛
殺
L

と
し
て
処
理
で
き
る
問
題
で
あ
っ
た
が
、
放
鳴
と
い
う
毛
沢
東

自
ら
が
作
り
出
し
た
政
治
状
況
に
最
も
危
機
を
感
じ
た
の
は
外
な
ら

ぬ、
J
J

旬
、
沢
東
そ
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
も
準

大
な
よ
才
盾
」
で
あ
ろ
う
。

ぞ
れ
か
ら
二
四
年
を
経
た
一
九
八
一
年
に
採
択
さ
れ
た
党
中
央
の

「
慾
闘
い
ら
い
の
党
の
若
干
の
歴
史
的
問
題
に
つ
い
て
の
決
議
L

(

一
九

八
一
年
六
月
二
七
日
〉
で
は
、
「
反
右
派
闘
争
は
深
刻
な
拡
大
化
の
誤
り

そ
犯
T
L
M
L

と
さ
れ
、
反
お
派
闘
争
で
多
く
の

1

人
民
」
に
対
し
て
無

笈
別
、
懇
意
的
に
寸
右
派
」
と
い
う
断
罪
の
レ
ッ
テ
ル
を
付
し
て
処
罰

し
た
と
い
う
事
笑
を
よ
う
や
く
認
め
た
。
反
お
派
閥
闘
争
は
約
五
五
万
人

の
犠
牲
者
を
出
し
た
(
料
、
五
九
年
か
ら
八

O
年
末
ま
で
に
、
約
九
九
%

が
名
誉
閥
復
を
遂
げ
円
問
。
こ
れ
は
中
共
が
、
毛
沢
東
の
過
去
の
誤
り
安
、

こ
う
い
う
形
で
一
挙
笑
上
認
め
た
こ
と
そ
窓
味
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方

で
は
、
羅
陵
墓
、
部
品
伯
釣
、
儲
安
一
千
を
は
じ
め
と
す
る
況
千
人
余
り
の

d
u
h
w
 

人
々
は
、
現
在
も
な
お
「
右
派
」
と
し
て
断
罪
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

そ
れ
が
意
味
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
。

注
〈
]
}
「
民
主
化
L

の
定
義
は
数
多
く
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
泌
殺
を
参
考
に
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
之
市
民
権
の
ル
ー
ル
お
よ
び
手
続
き
が
、
以
山
間
に
お
い
て

は
他
の
原
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
き
た
政
治
制
度
に
適
用
さ
れ
る
か
、
も
し

一
一一一一



く
は
、
以
前
に
は
そ
の
よ
う
な
権
利
や
義
務
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
人
司
そ
も

対
象
と
す
る
よ
う
拡
却
制
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
以
前
は
市
民
参
加
の
対
象
と

な
っ
て
い
な
か
っ
た
争
点
や
制
度
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
と
い
っ
た
い
ず
れ
か
の

務
過
税
V
シ
ュ
ミ
ッ
タ
!
/
オ
ド
ン
ネ
ル
蒋
、
真
柄
秀
子
/
芥

pr広
伸
訳
吋
民

主
化
の
比
較
政
治
学
b

未
来
社
、
一
九
九
一
年
、
一
一
一
九

1
内
O
r
H
O

(2)

「
自
由
化
L

の
aU
止
義
と
し
て
は
、
「
関
家
ね
よ
び
第
三
者
の
滋
怠
的
も
し
く

は
不
法
な
一
行
為
か
ら
側
人
お
よ
び
集
聞
を
山
附
議
す
る
い
く
つ
か
の
権
利
を
実
行

力
の
あ
る
も
の
と
す
る
過
税
L
O

前
掲
議
、
…
二
六
資
。

(
3
)

放
鳴
運
動
、
整
印
刷
滋
勲
、
お
よ
び
民
お
派
闘
争
の
分
析
枠
制
制
み
に
つ
い
て

は
、
徳
田
教
之
っ
中
陀
ハ
の
政
治
指
導
と
山
口
僚
主
義
批
判

ω別
総
点

3

九
じ
比
六

i
七
年
の
寸
印
刷
化
i

政
策
を
中
心
と
し
て
L

吋
ア
ジ
ア
経
済

h
-
-
一
二
、
山
川
和

三
六
年
、
二

m
i一一一
mT氏
、
を
参
照
。

(4)

閉
山
主
耳
目
円

r
E白門明白吋
A
E
Y
m
F
Z
、H
，Z
0
2間一口
ω
o
ご『
mnz}ES}
問。〈

cg'

円一号ロ¥‘〈。}・

H
a
(
u
c
r
M
H己
げ
山
田
口
口
7
吊円回目。
w
H
V
「命的
mr
】由

J

刊
少
官
官

Hhw]I]{
甲山
Y

N
山由。

時
間

N
'

?と

c古

Q
7
3
‘
Mg
し
か
し
、
劉
少
奇
の
出
席
を
裏
付
け
る
託
拠
は
従
ボ
3

れ
て
い
な
い
。

(
6
)

ロ
デ
リ
ツ
ク
・
マ
ッ
ク
ブ
ァ

l
カ
|
「
も
沢
東
の
秘
め
ら
れ
た
諸
説
ヘ
口

デ
リ
ッ
ク
・
マ
ッ
ク
ブ
ァ

l
カ
!
、
テ
ィ
モ
シ
1

・
チ
ー
ク
、
ユ

i
ジ
ン
・
ウ

l

編
、
倫
相
問
教
之
、
小
山
一
一
一
郎
、
拙
航
路
一
訳
古
毛
沢
東
の
秘
め
ら
れ
た
講
話
恥
ヒ
、

岩
波
警
応
、
一
九
九
一
二
年
(
以
下
『
秘
続
講
話
匹
、
一
…
ニ
賞
。

(
7
)

同
右
。

(
8
)

例
え
ば
、
「
私
に
汚
わ
せ
れ
ば
、
高
級
幹
部
の
う
ち
J
i
人
に
九
人
は
不
時
間
成

で
為
る
か
、
あ
る
い
は
半
分
だ
け
が
将
、
成
か
、
あ
る
い
は
余
り
よ
く
期
解
し
て
い

な
い
か
だ
」
と
い
う
表
現
な
ど
。
ー
人
民
内
部
の
矛
盾
を
正
し
く
処
捌
相
す
る
問
題

に
つ
い
て
」
『
秘
密
講
話
h

上
、
九
七
任
。

四

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
徳
川
は
、
「
名
沢
東
が
数
値
、
比
例
、
大
袈
裟
々
絡
vy
な

yt
を
使
う
の
は
、
時
と
し
て
人
を
脅
か
し
た
り
撹
乱
し
た
り
す
る
た
め
の
よ
う

で
あ
り
、
こ
の
術
部
い
鮮
の
裁
に
ぷ
味
す
る
も
の
を
読
み
取
る
の
は
、
間
川
関
川
来
の
よ

う
な
総
明
な
側
近
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
外
閑
人
は
こ

の
ッ
一
訂
葉
h

に
飛
び
つ
い
て
、
政
治
局
内
郊
の
対
日
子
と
か
、
も
沢
東

E
劉
少
々
の

不
調
和
な
ど
と
い
う
劇
的
な
結
論
を
引
き
出
す
よ
う
な
過
剰
反
応
を
す
る
の
ぜ

は
な
く
、
抽
保
護
な
可
読
み
h

の
努
力
を
損
ね
る
べ
き
で
あ
ろ
う
L

と
い
う
指
摘
が
〕

行
っ
て
い
る
。
っ
秘
密
総
務
b

下
、
一
一
一
二
)
氏
、
訳
者
あ
と
が
き
。

戸
山
)
マ
ッ
ク
ブ
ァ
i
ヵ
ー
は
毛
沢
東
と
劉
少
脊
の
対
立
を
一
ぶ

T
別
の
が
拠
1
し

て
、
劉
少
奇
が
五
七
年
内
川
一
七
日
に
行
コ
た
滞
納
波
町
人
民
内
郊
の
v
f
約
を
い
か

に
A.
し
く
処
聴
す
る
か
し
(
『
劉
少
奇
山
必
然
ヒ
ト
巻
、
市
叩
品
ル
ハ
中
央
文
献
研
究
室
劉
少

奇
研
究
組
編
、
中
共
中
央
党
校
出
版
社
、
ご
九
八
五
年
、
二
九
五

i
…一一

O
九
夜
。
)

を
挙
げ
て
い
る
ざ
甘

-nw-
℃・

5
申
)
。
し
か
し
、
こ
の
講
話
の
内
容
を
見
る
と
、

モ
沢
東
の
論
じ
カ
と
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
は
あ
る
が
論
旨
は
一
致
し
て
お

り
、
マ
ッ
ク
ブ
ァ
!
カ
!
の
主
張
す
る
上
う
に
、
対
立
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
い
ず
れ
に

L
で
も
マ
ッ
ク
ブ
ァ
!
カ

i
の
い
う
両
者
の
汁
立
総
は
、
被
拠
が

不
可
解
で
あ
る
。

(
什

U
)

明「ぬ門凶め
H
i
町
内

r
h
'
吋
包
宅
2
V
A
T
C
}
円三円九
W
E丘
苛
ロ
「
間
ぬ
研
一
口

n
E出
血
一
問
。
ロ
江
口

門戸江
2
戸田口円同門
F
o
u
mロ
ロ
ロ
再
三
円
vmえ
v
a
X
ミ
g
m
T
S印
()15岳山
Z
H
r内

M
W

印

Fmq甘戸

川
中
吋
出
官
官
官
凶
吋
)
ナ
N
叶
九
時
町

(
口
)
マ
|
ル
・
ゴ
ー
ル
ド

γ
ン
「
文
竿
と
知
識
分
子

ω政
治
的
役
刻
に
つ
い
て
の

毛
以
東
の
執
念
…
1

秘
絞
講
話
ι

下
、
…
一
一

1
一
三
百
円
。

(
け
川
〉
日
f

山ぬ「}伶

C
C
5
H
M
同山口

w
ι
L
Z円
2
J吋

H
V
…mw
∞
虫
比
一
口
(
い
2
出
ヨ
ロ
ヨ
目
的
門
わ
F
S
F
Wザ

問
削
除
円
。
〈
雪
弘
ピ
コ
HdC12ω{
々
ヲ
，
2
F
3
E
J可・
H
Y
N
C
臼
・
お
よ
び
、
守
山
耳
目
伶
わ
乙
ι
5
m
Zプ

J
J
Y
。
T
2
4
一
可
出
口
弘
一
門
叩
同
州
山
日
ロ
芯
ニ
O
円一い口出
}po
閉山
C
門凶作目白一円
T
Y
H
h
凶円明包凶
d
c
y
h
w
吋
出
口
弘

』

C
Y
ロ
次
回
斗
M
W

弓
ず
E
d
r
o
ι
F
2
1
H，F
角
川
円
い
密
口
廿
コ
早
明
諮
問
向
日
ω
ぎ
円
山
ご
「

h
y
-
2
H
ぐ
む
}
}
ム
'



、門『
π
H
U巾宮古一
mv正
問
。
甘
口
ゲ
一
町
内

HVE
吋
円
円
バ
ソ
町
内
ザ
何
】
HMmぺ
m
g
M
n
R
W
C出
刃
今
ぐ
2
{
ロ丘
ozω
円、一'

h
F
=
t
w
]叫
lze]
也市山山¥ゆれ担問
diwuzι
一同作ピ
2
J
d
門
包
♂
可
p
u出
-
H
Z
出ツ官官‘山山印
U
N
山品

(M)

毛
単
利
子
「
毛
沢
東
政
治
の
起
点
-
白
花
斉
放
・
内
家
争
的
か
ら
反
右
派

へ
L

藤
弁
界
一
二
、
横
山
公
収
編
詰
孫
文
と
毛
沢
東
の
液
皮
ヘ
印
刷
文
山
山
級
、
一
九

九
ご
年
、
↑
つ
ニ
官
民
。

(一

ω)
徳
閃
判
中
共
の
政
治
指
導
と
官
僚
、
r
l
義
批
判
の
附
間
観
点
L

一二口一一只。

な
お
、
そ
の
他
の
先
行
研
究
と
し
て
、
ェ
R

3

Z
司
会
己
M
F
2
9
t
間同
2
5
口均

れ
E
ロ
P
J門}凶ぬ問
V
E
)
σ
-
E出。同町山口吋作田口円吋山口町]也九時間ア同市)叶
hy
コ
mwpZM{CH《
山
口
三
fge1

研一々

H
v
z
g
g
z
f
h
g
切
戸
中
島
出
閣
雄
可
制
明
補
現
代
中
間
関
諭
』
背
水
設
応
、

時
九
八
九
年
、
第
内
卒
、
丸
山
川
升
ぷ
ー
同
社
会
、
五
畿
を
検
討
す
る
益
大
月
卦
H

咋刷、

日
九
九
一
年
、
第
五
章
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
刊
即
)
放
闘
問
巡
動
で
は
、
党
員
、
軍
隊
、
知
識
分
子
、
労
働
者
、
農
民
な
ど
あ
ら
ゆ

る
社
会
の
鴎
か
ら
多
岐
に
わ
た
る
窓
見
が
提
出
さ
れ
た
。
般
的
防
総
一
動
に
期
間
し
て

は
大
鏡
の
資
料
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
内
容
的
に
け
取
も
包
括
的
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
資
料
告
、
下
記
に
紹
介
し
て
お
〈

C

『
大
字
削
抑
制
法
L

目
指
一
保

1
第
十
一
袋
、

上
海
人
民
出
版
折
、
一
九
五
八

1
五
九
年
J
」
こ
に
は
一
般
大
衆
が
壁
新
聞
、
詩
、

対
旬
、
対
話
、
滋
画
、
秋
な
ど
の
形
式
で
表
出
し
た
膨
大
な
策

ωむ
先
、
不
満
が

所
収
さ
れ
て
い
る
。
ぞ
れ
以
外
に
は
、
心
的
派
言
行
集
り
ヒ
・
下
、
中
北
ハ
雲
南
大

学
委
初
、
会
編
、
一
九
五
七
年
九
月
、
円
関
於
弊
風
和
反
お
派
闘
争
的
学
習
文
選
』

第
一

1
第
四
袋
、
江
街
人
民
出
版
社
編
、
江
商
人
民
出
版
社
、
一
九
五
七
年
九

i
一
二
月
、
社
会
宅
義
慾
惣
教
育
参
考
資
料
』
第
一

1
ム
ハ
編
、
阿
川
人
民
出
版

制
編
、
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
五
七
年
、
伝
ど
も
有
山
間
で
み
る
。

(
日
)
そ
の
他
に
勺
大
公
報
』
(
北
~
担
、

J
V
関
守
年
報
4

〈北
J

忠)、

J
A脱
却
柑
』
(
上

海
)
も
参
考
に
し
て
い
る
。

(
M
M
)

ォ
毛
沢
東
選
集
ら
第
五
巻
、
外
文
出
版
社
、

六
六
七
賞
。

一
九
七
七
年
(
以
ド
ぷ
地
船
出
』
)
、

放
鳴
巡
動
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
政
策
転
換
の
分
析

い
こ
当
時
北
ぶ
ι
入
学
で
一
行
わ
れ
た
学
生
の
演
説
を
英
訳
し
た
も
の
に
、

0
2
5
5

ご
。
《
)
ロ
ロ
~
行
C
H
U
B
5
ユ印
H
C
H山
口
目
。
叶
}Hゆ
勺

c
一円丘町
ω
C
円以汁広内凶町三

C
H
U
H
U
C
2
F
5
1

、吋『市町向。
E
〈ぬ吋門口
m
H
X
z
t
C
M
M
2
M
A
F有
印

HWMN04A》
}
c
z
c
p
出口
ι
旬。出門
σ
山山片山口町号叶己

門
5
2
2
.
a
x
v
J
2
2
が
あ
る
α

ま
た
、
九
時
の
北
京
大
学
川
町
内
子
体
験
記
と
し
て
、

附山吉戸市{}《
L
門山口
E
P
、1
「}弔問向。門口町一円必門
5
M
M
h
ω
S
H》

ERMMHHけでゑ約一
H
M
m
C
ロ
7
d
?

百円吋一夜片付
W可
』

CHMぬ
]
中
山
吋
¥
閉
山
宮
内
-
2
J
n
r
y
向田門町内凶門(戸口町
ω
円。
ι
:
2
(
U
F凶口
m

C
ロ乱。]「

…話出
c

?
と
門
一
円
切
吋
出
r
g
h
c
g呂
田
=ι.24AHM
巾
ぜ
円
円
吋
で
HmV2
・
S
叶
同
お
主
び
、

N
藤
市
庁
滋
「
北
い
ぱ
早
大
学
卒
業
記
し
『
中
央
公
論
』
一
九
六
…
一
一
年
四
月
、
が
あ
る
い

(
初
)
五
月
一
四
日
数
品
開
州
の
情
報
を
校
窓
深
く
閲
読
す
る
こ
と
に
関
す
る
許
訴
し

ぷ
銭
関
以
来
モ
沢
東
文
樹
h

第
六
隊
、
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
九
二
年
(
以
ド

文
樹
乙
、
問
中
ハ
八
頁
。

(
幻
)
五
月
一
六
日
「
川
口
一
卜
の
党
外
人
十
一
の
批
判
へ
の
対
処
に
関
す
る
山
中
央
の
指

示

t
y
x稿

h
m七
七

1
閲
七
八
百
以
。

(
刊
一
一
)
李
維
描
問
手
凶
憶
与
研
究

h
F、
小
』
れ
ん
に
史
資
料
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
八

V

一一一一

1
八
一
一
町
四
百
封
。
な
お
、
毛
沢
東
の
以
践
を
間
引
い
た

E
さ
れ
る
輪
流
坐
正
ー

な
ど
の
発

A

一
斉
に
つ
い
て
は
、
公
表
3
れ
て
い
な
い
た
め
具
体
的
内
符
は
不
明
で

あ
る
。

九
一
〆
五
七
年
…
バ
「
中
間
・
市
党
委
員
会
の
れ
れ
拍
記
会
議
の
総
指
L

、
東
京
大
学
近
代

中
間
史
研
究
会
訳
吋
毛
沢
東
思
想
万
歳
』
上
、
一
一
二
番
薦
、
一
九
七
六
年
、
二
一

品一一貫。

〈
刈
山
)
李
総
渡
的
制
望
日
、
川
氏
。

「
お
)
っ
党
外
人
土
の
党
の
政
治
の
各
方
耐
の
工
作
に
対
す
る
批
判
を
報
道
す
る

こ
と
に
関
す
る
中
共
中
央
の
指
示
L

捕
時
一
波
E
t
h
，
十
議
中
人
決
策
与
事
件
的
川
一
蹴
ト

ト
巻
、
中
北
ハ
小
山
穴
党
校
出
版
社
、
一
九
九
ゃ
一
年
、
し
ハ
…
二
一
員
、
お
よ
び
、
潟
斉
彬
、

附
問
中
文
斌
等
綴
ぷ
J

悶
共
産
党
執
政
mm
十
年
片
山
共
党
史
資
料
出
版
社
、
一
九
九

O

年
(
以
下
ぷ
制
政
四
十
年
乙
、
一
…
七
浪
。

五



戸
川
却
〕
追
明
感
崎
山
市
ι
六
五
一

j

、
旬
、
;
ハ
ペ
…
成
。
公
お
、
川
明
夜
公
表
う
れ
て
い
る
こ
の
よ
議

が
設
か
れ
た
笑
胞
仰
の
正
確
な
日
付
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
文
設
は
、
儀
正
を
絞
で

六
月
一
一
一
打
い
に
党
内
℃
限
氾
配
布
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
に
文
取
の
永
田
町
一
L
h
同一

…
五
日
と
い
う
臼
付
が
記
入
包
れ
た
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
っ
て
い
な
い
七
文

縞
-
引
間
七
六
践
。
コ

3
ら
に
、
ー
秘
悦
結
論
詰
九
の
中
の
一
叫
新
し
い
f

怖
い
沢
東
文
献
ι

(ベ
i
ジ
三
ノ
州
オ
ー
ク
ト
〉
研
究
関
述
館
協
会
山
中
間
研
究
九
日
料
七
ン
ゲ
ー
か

ら
，
九
八
九
年
に
出
版
さ
れ
た
資
料
集
成
)
に
は
、
同
じ
ぷ
事
慾
は
変
化
し
つ
つ

あ
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
穴
の
娘
一
な
る
文
識
が
五
つ
収
級
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
ん
午
汀
の
み
ご
日
付
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
内
~
鮮
は

t

滋
集
μ

と

附
向
日
で
あ
っ
た
勺
新
し
い
毛
沢
東
文
献
b

H

a

山
口

P
]
N
F
z
n
L
c
従
っ
て
、
現

必
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
の
丈
必
が
、
ぺ
問
け
に
な
山
け
で
配
布
さ
れ
た
も
の
と
山
川
町
谷

的
に
問
…
で
あ
る
と
し
て
も
、
五
月
一
五
日
に
替
か
れ
た
と
さ
れ
る
修
正
前
の

原
稿
と
何
一
で
あ
る
か
ど
う
か
は
確
定
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
ご
は
、
枯
草
慌
の
推

論
の
制
収
糊
仰
は
、
山
克
λ
L
に
務
官
況
で
み
る
と
は
い
え
れ
仙
い
の

c
c
p
}の
文
献
を
続
人
だ
J
h

削
減
幹
部
ら
は
み
々
事
態
な
潔
解
し
た
と
い
っ
。
裁

精華割、

mm
畑
佐
和
子
訳
吋
毛
沢
東
と
中
関
知
税
制
人
台
東
万
叫
奇
術
、

7
九
九

O
K牛、

…
…
七
七
賞
。

(
川
品
)
李
総
漢
は
「
℃
尚
出
汁
賂
談
会
は
十
九
月
中
勾
に
始
ま
っ
た
が
、
こ
の
と
き
は
山
山
E

央
の
反
十
引
い
の
方
針
は
私
に
は
も
う
は
勺
き
り
し
て
い
た
L

と
山
間
怒
し
て
い
る
の

1
l
i
-
-山

5
2
f

A
I
州
祁
捜
部
北
上
院
ハ
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