
諮３２６号

(木)lt月１９日

r男三種郷渾一）

r7il;;;i霖S

聞生　新大　学

　　昭和４５年〔1970年〕

!腿京都港区西新橋

　東京慈恵会医科大学新聞会

｀・4心電計は･このマこクで／憲
第３２６号

7j79医療専糎義式自社

末社･東京都合東ｇ池ノ耀七軒町７　慨(828)2121(代)

出
席
制
度
・
教
室
使
用
制
限

　
処
分
策
動
・
学
生
へ
の

」
管
理
支
配
を
は
ね
く
り
け
よ

　
今
町
学
司
祭
で
は
講
堂
や
展
示
室
（
ａ
殖
）
使
用

の
制
限
だ
学
側
か
ら
な
さ
れ
た
。
理
由
は
「
学
会
使
用

の
為
」
だ
そ
う
で
あ
る
。
更
に
都
塵
の
使
用
に
関
し
、
い

か
に
早
く
予
約
手
続
き
を
と
っ
て
い
て
も
裕
司
学
会
に
必

要
と
な
れ
ば
ぷ
凋
す
と
付
加
え
て
あ
る
。
学
位
の
自
主
性

孵
視
し
た
一
方
的
｀
工
学
側
の
支
配
の
思
想
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
我
々
は
同
様
の
こ
と
を
出
席
艶
に
つ
い

て
体
験
し
て
き
た
。
学
部
に
お
い
て
は
９
月
の
「
出
席
調

査
に
関
す
る
試
験
的
措
置
」
と
い
う
一
一
刀
阿
告
示
、
プ
レ

メ
に
お
い
て
は
久
志
太
教
授
の
「
返
寫
を
し
な
い
の
な
ら

授
業
を
し
な
い
」
と
い
っ
た
態
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

学
生
の
主
体
性
を
無
視
し
、
学
生
を
管
理
受
配
の
対
象
と

し
か
考
え
な
い
態
震
を
、
我
々
は
認
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か

な
い
。
同
様
に
現
在
、
秘
密
裡
に
行
な
わ
れ
て
い
る
一
学

友
へ
の
処
分
策
動
を
弾
劾
す
る
。

ふ
別
院
と
医
療

　
昨
年
、
青
医
遠
が
「
研
修
労
働
の
有

給
化
」
Ｉ
「
詞
院
の
鴬
利
す
義
反
対
」

で
ス
ト
ラ
イ
キ
、
大
衆
団
交
な
ど
の
闘

い
を
組
ん
だ
時
、
大
学
伺
は
「
詞
院
は

金
儲
け
の
た
め
に
あ
る
」
「
こ
れ
に
従

が
わ
な
い
者
は
や
め
て
も
ら
う
こ
と
も

あ
る
」
と
言
っ
て
開
き
な
お
り
、
青
医

遠
を
孤
立
、
分
解
さ
せ
弱
体
化
さ
せ
て

い
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
そ
う
。
彼
ら

の
管
理
支
配
の
思
想
は
ま
さ
に
両
院
の

一
営
利
主
義
と
霜
毎
分
ぶ
る
と
い

｀
Ｉ
に
゛
し
Ｉ
Ｉ
　
　
　
　
ヽ

・ ● ●

｀ ゝ

の
営
利
主
義

　
愕
院
お
よ
び
医
療
の
営
利
主
義
は
現

代
社
今
に
規
定
さ
れ
で
い
る
。
例
え
ば

　
「
公
害
」
　
「
職
諮
ご
に
払
・
っ
れ
る
よ

う
に
祠
気
は
「
高
度
成
長
」
Ｉ
資
本
主

義
の
歪
を
表
わ
し
て
い
る
。
「
人
間
よ

り
は
生
産
を
」
と
い
う
社
会
に
お
い
て

は
同
気
の
原
因
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
は
詐
さ
れ
ず
、
医
療
の
廊
社
は

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
歪
ん
だ
社
会
に

一
時
的
に
で
も
耐
え
拾
る
よ
う
に
す

る
と
い
う
こ
と
把
豹
療
の
価
鎧
が
認
め

‘
。
”
―
Ｉ
・
’
：
卜
‘
―
”
！
：
Ｌ
Ｉ
’
｀
゛
：
｀
！
Ｉ

社
会
の
矛
盾
の
補
売
物
で
あ
り
、
そ
の

内
容
と
し
て
は
労
働
力
を
修
理
・
再
生

産
す
る
こ
と
に
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
資
本
が
利

潤
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
（
搾
取
で
き
る

よ
う
に
）
患
者
を
治
す
Ｕ
労
働
力
に
す

る
の
で
あ
り
、
そ
の
利
潤
の
一
部
を

「
治
療
費
」
と
し
て
得
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
医
療
自
体
が
資
本
主

義
化
し
て
お
り
阿
院
も
営
利
主
義
化
し

て
い
る
。
国
家
は
医
療
を
こ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
成
立
さ
せ
た
し
、
現
在
で

も
そ
の
よ
う
に
扱
に
て
い
る
。

　
詞
院
の
営
利
主
義
は
「
差
額
ベ
ツ

ご
と
い
っ
た
よ
う
な
愚
者
に
対
し
て

ば
か
り
で
は
な
く
院
内
労
働
者
に
も
か

け
ら
れ
て
い
る
。
医
者
の
低
賃
金
‐
無

給
、
看
護
婦
の
低
賃
金
重
労
働
な
ど
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
は
労
働
者
へ
の

管
理
支
配
に
よ
っ
て
成
立
つ
も
の
で
あ

り
、

‘
こ
れ
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は

″
エ
Ｊ
Ｉ
♪
を
利
用
し
て
行
な
わ
れ

る
（
問
え
ば
教
授
・
婦
長
な
ど
）
。
’

　
1
0
月
1
9
日
に
反
戦
集
会
が
も
た
れ
よ

う
と
し
た
時
、
慈
恵
労
組
の
右
翼
幹
部

は
「
学
生
に
教
室
を
使
わ
せ
る
な
」
と

言
っ
て
学
生
と
労
働
者
の
集
心
］
ふ
妨
ｗ

し
よ
う
と
し
て
き
た
。
こ
れ
が
労
働
去

の
た
め
の
と
い
わ
れ
る
労
組
幹
部
で
あ

ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
昨
年
の
1
2
月
を

思
い
出
す
。
彼
ら
は
労
組
大
会
に
お
い

て
反
戦
派
労
働
者
を
除
名
処
分
に
し
、

そ
れ
と
引
き
換
え
に
賃
金
を
上
げ
て
も

ら
お
う
と
し
た
。
ま
さ
に
彼
ら
は
大
学

と
取
引
き
し
、
労
働
者
・
学
生
の
管
理

支
配
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
地

位
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
大
学
の
支
配
管
理
は
労
働
組
合

の
中
ま
で
侵
透
し
て
い
る
。

大
学
の
自
主
規
制
路
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

そ
の
、
国
家
の
顔
ｙ
十

　
今
年
に
な
っ
て
そ
れ
は
学
生
に
も
強

化
さ
れ
て
き
た
。
４
月
、
教
学
部
か
ら

　
「
出
欠
を
厳
し
く
と
る
よ
う
に
」
と
の

築
と
無
縁
で
は
な
い
。
こ
の
新
第
三
珂
　
十
分
働
い
て
も
ら
っ
て
嘴
し
遂
げ
よ
う

院
は
「
教
育
珂
院
」
と
称
し
て
「
卒
後
　
　
　
う
こ
と
で
あ
る
「
本
院
だ
け
で
は

研
修
用
」
だ
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
第

こ

］
心

医
が
多
す
ぎ
「
無
駄
」
が
あ
っ

ｓ
ａ
４
Ｓ
～
４
h
ｔ
ｔ
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ｗ
ｗ
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．
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．
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．
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．
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ａ
．
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．
ａ
．
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ヽ
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て
き
た
。

　
更
Ｋ
こ
の
問
順
に
積
極
的
に
取
組
ん

で
き
一
学
友
を
処
分
し
よ
う
と
い
う
策

動
が
進
行
し
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
処
分
策
動
は
「
彼
が
有

罪
判
決
を
受
け
た
」
と
い
う
名
目
を
出

し
て
い
る
よ
う
に
、
慈
恵
個
別
の
問
題

の
み
か
ら
警
て
い
る
の
で
ざ
い
。

　
彼
が
有
罪
判
決
を
受
け
た
の
は
六
八

年
「
安
田
講
堂
占
拠
」
闘
争
に
つ
い
て

で
あ
っ
た
。
こ
の
闘
争
の
発
端
は
″
で

っ
ち
あ
げ
処
分
″
に
対
し
て
で
あ
っ

た
。
こ
れ
を
単
な
る
″
で
っ
ち
あ
げ
″

に
対
す
る
怒
り
と
し
て
ば
か
り
で
な
く

そ
こ
に
が
国
家
の
顔
″
を
見
た
医
学
連

は
単
に
東
大
医
学
部
の
問
題
と
し
て
で

は
な
く
普
遍
的
な
問
題
と
し
て
闘
い
を

担
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
更
な
る

生
産
を
計
る
日
本
帝
国
主
義
は
技
術
管

理
社
会
の
形
成
に
適
し
た
大
学
の
管
理

と
し
て
「
大
学
管
理
法
案
」
を
出
し

た
。

　
こ
の
、
国
家
が
大
学
・
学
生
を
管
理

す
る
と
い
う
法
案
は
大
衆
的
な
反
対
運

・
動
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に

代
る
も
の
と
し
て
ー
呈
規
制
路
線
ｔ

が
暗
黙
の
了
解
で
各
大
学
の
上
層
部
で

出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
教
授
会
が
国
家
に

岡
引
箆
Ｌ
引
割
引
一

と
し
て
し
か

・ 「 ･ － ～

を
辱
な
か
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
現
実
性
は
普
遍
性
を

持
っ
て
い
た
址
故
に
東
大
全
学
の
も
の

と
し
て
、
更
に
全
国
学
園
闘
争
と
し
て

闘
わ
れ
た
の
乙
あ
る
。
こ
の
闘
い
が
国

家
の
管
理
支
配
と
対
立
す
る
以
上
、
当

然
の
こ
と
と
に
て
「
有
罪
判
決
」
が
下

さ
れ
る
。
そ
れ
に
追
随
す
る
よ
う
に
処

分
策
動
が
起
こ
る
。

　
慈
恵
上
層
　
（
理
事
会
）
と
国
家
の

癒
着
は
ぎ

Ｊ

回
に
始
ま
っ
た
こ
と
で

は
な
い
。
咋
″
｛
４
・
2
8
が
沖
繩
デ
ー
μ

に
お
け
る
辨
碗
の
「
機
動
肱
Ｒ
化
」

1
0
・
貼
争
ミ
藷
さ
れ
た
反
戦
労
働

者
に
対
し
、
群
を
呼
出
し
警
察
に
連
行

さ
せ
る
な
ど
。
一

　
わ
れ
　
れ
　
こ
の
よ
う
な
国
家
と
の

一
体
化

能
｛

様
に
見
る
。
国
家
が
医

綬
を
管
理
の

｀
象
と
し
て
い
る
こ
と
。

慈
恵
阿
院
が
［
｀
］
ら
を
営
利
主
義
と
規
定

≒
モ
な
粟
畜
尼
め
に
蒙
湊

て
ゆ
く
の

ま
な
け
れ五

わ
れ
わ
れ
は
こ
の

て
ゆ
く
た
め
に
は

国
家
の
顔
″
の
Ｉ

見
て
ゆ
か
な
け
れ

い
う
問
題
と
し
て
取
組

ら
な
い
だ
ろ
う
。

-

一ia･t宣〃ヒた
り

起
こ

目
的

の
で

鼻謬け
な

♀る

寫
考育灸JI

寫

ａ－

果し野｀　爵こ更対日的りして

のて県

111

質れに島太にあて｀
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べ宕賢

一

　つ

とさ

　ー

ど
こ
ヽ

質
の
一

氏
は
Ｉほ
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tよﾚ=
　
沖
繩
１
わ
が
日
本
に
よ
っ
て
武
力
で
併
合
さ

れ
、
六
〇
余
年
の
抑
圧
と
迫
害
の
年
月
の
代
償

と
し
て
、
た
だ
ひ
と
つ
の
「
本
土
」
決
戦
の
舞

台
を
与
え
ら
れ
、
地
形
さ
え
変
わ
る
破
壊
を
く

ぐ
り
ぬ
け
、
そ
し
て
、
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て

祖
国
か
ら
「
見
捨
て
ら
れ
１

‐
‐
て
来
た
こ
の
南
方

の
群
島
は
、
か
つ
て
は
視
界
の
中
に
訪
れ
ぬ
た

め
に
無
視
さ
れ
、
今
や
視
界
に
占
め
る
そ
の
姿

の
巨
大
さ
ゆ
え
に
、
又
も
そ
の
真
の
存
在
を
無

視
さ
れ
て
い
る
○
　
　
　
　
、

泊
‥
繩
か
ら
の
二

　
　
　
異
議
申
し
立
て

　
沖
縄
に
と
っ
て
「
復
帰
」
は
、
軍
改

作
衝
迫
、
及
び
築
地
に
よ
る
生
活
破
談

か
ら
の
解
放
の
政
治
表
現
と
し
て
展
望

さ
れ
て
き
た
。
現
地
の
闘
争
は
″
復

帰
″
の
旗
の
下
に
、
阿
よ
○
も
民
主
的

諸
複
利
を
冤
懸
忌
闘
争
と
し
て
回
問

さ
れ
て
き
た
。
平
和
憲
法
こ
そ
、
沖
順

に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
「
平
和
と
民
主

主
義
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
″
復
帰
″

は
そ
の
笈
尋
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。

　
し
か
し
、
「
復
帰
」
が
「
民
主
化
」

の
完
成
と
し
て
予
測
し
て
き
た
沖
縄
人

に
対
し
て
、
そ
の
理
念
を
打
ち
砕
く
力

ば
、
政
治
１
竺
四
回
（
物
質
的
構

造
）
の
側
か
ら
や
っ
て
き
た
軍
労
働
者

の
解
雇
、
各
企
業
の
「
復
帰
体
制
づ
く

り
」
と
し
て
の
合
理
化
、
就
熾
率
の
低

下
、
物
価
の
上
昇
等
と
し
て
現
わ
れ

た
。
七
二
か
朧
へ
の
支
配
階
級
の
政

治
は
［
復
帰
］
要
求
に
「
返
鐙
」
政
治

展
望
を
与
え
る
と
と
も
に
、
戦
後
沖
縄

の
全
社
会
的
再
編
を
推
迎
す
ろ
も
の
と

し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
　
ｊ

　
祖
国
復
傍
目
憲
法
実
施
は
、
こ
の

　
。
「
民
主
化
」
の
完
成
と
し
て
政
治
的
に

　
展
望
さ
れ
る
幻
想
で
あ
っ
た
。
今
そ
の

　
「
幻
想
」
が
物
質
的
な
貌
を
の
ぞ
か
Ｉ
’
一

’
は
じ
め
る
こ
と
に
よ
り
、
「
復
帰
」
の

幻
想
と
し
て
の
機
能
は
失
わ
れ
ぐ
叙

帰
不
安
」
へ
変
り
っ
つ
あ
る
と
き
、
は

じ
め
て
、
「
復
帰
論
」
を
共
通
の
幻
想

と
し
て
統
合
さ
れ
て
き
た
闘
争
の
分
解

フ
西
心
ば
か
り
で
は
な
く
、
［
本
土
総

体
］
に
対
す
る
『
限
り
な
い
異
議
印
し

立
て
』
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
の

中
ぺ
本
土
の
闘
争
者
は
、
自
己
の
敗

北
の
歴
史
を
く
つ
が
え
す
も
の
を
「
沖

縄
」
に
求
め
た
。
全
軍
労
闘
争
に
対
す

る
お
び
た
だ
し
い
「
評
論
」
が
、
ひ
と

つ
残
ら
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
″
美
化

論
″
で
う
め
尽
さ
れ
た
の
は
こ
の
た
め

で
あ
り
、
亨
だ
、
沖
縄
の
闘
争
者
た
ち

が
こ
う
し
た
論
調
に
、
憎
悪
に
ち
か
い

ほ
ど
の
異
幻
惑
を
持
つ
の
も
こ
の
た
め

で
あ
る
。

　
［
沖
縄
の
よ
う
な
闘
争
が
本
土
で
は

で
き
な
い
か
ら
亡
い
っ
て
、
沖
縄
が
栄

光
の
空
を
に
な
っ
て
七
〇
年
代
闘
争
の

火
ぶ
た
を
切
れ
と
い
う
こ
と
は
、
極
め

て
無
責
任
な
い
い
方
で
あ
る
し
、
本
当

に
ヘ
ド
の
出
る
思
い
を
さ
せ
ら
れ
る
」

　
　
（
岸
杢
二
郎
自
治
労
委
員
長
談
『
沖

縄
タ
イ
ム
ス
』
四
月
八
日
）

　
　
「
一
体
化
」
は
決
し
て
ギ
マ
ン
で
も

ペ
テ
ン
で
も
な
く
、
日
本
人
民
の
敗
北

を
条
件
と
し
て
形
成
さ
れ
ぺ
戦
後
型

階
級
支
配
、
労
働
支
配
、
政
治
支
配
を

六
〇
年
代
の
敗
北
を
条
件
と
し
て
沖
縄

へ
拡
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
既
成
左

翼
」
は
、
「
国
政
参
加
法
」
に
賛
成
し

た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
政
党
・
労
働
組

合
の
一
体
化
、
系
列
化
を
推
進
言
ど

と
に
よ
っ
て
、
第
三
次
琉
球
処
分
＝
帯

国
主
義
的
併
合
の
担
い
手
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
政
党
・
労
働
組
合
の
系

列
化
・
一
体
化
は
、
日
本
（
太
土
）
人

民
の
敗
北
の
歴
史
の
容
認
を
、
沖
縄
人

民
に
強
夢
言
回
め
以
外
で
は
あ
り
え

な
い
。

　
今
、
沖
縄
人
民
に
、
日
太
人
民
の
敗

北
の
重
圧
を
お
し
つ
け
る
こ
と
を
根
底

か
ら
拒
絶
し
て
、
現
下
の
帝
国
主
義
的

琉
球
併
合
を
粉
砕
言
句
方
途
と
論
理
を

実
践
的
に
提
起
し
う
る
か
否
か
が
、
あ

の
六
〇
年
代
の
攻
撃
性
の
限
界
を
打
破

し
う
る
か
否
か
、
七
〇
年
代
を
闘
い
抜

き
う
る
か
否
か
の
結
節
点
と
し
て
問
わ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
応
え
ず
し
て
「
ア

ジ
ア
の
激
動
」
を
ど
の
よ
う
に
語
ろ
う

と
も
、
そ
れ
は
南
国
の
闘
争
者
を
救
世

主
に
ま
つ
り
あ
げ
て
し
ま
う
、
お
ぞ
ま

し
い
自
己
欺
脚
に
し
か
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
｀

泊
‥
繩
の
世
界
性
と

　
　
　
我
々
の
闘
い

　
ベ
ト
ナ
ム
に
始
ま
り
、
今
、
東
南
ア

ジ
ア
を
大
の
海
と
化
し
つ
つ
あ
る
『
″
ア

ジ
ア
の
激
動
″
は
、
帝
国
主
義
の
植
民

地
支
配
の
歴
史
的
危
機
を
め
ぐ
る
も
の

と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
。
今
日
、
帝

国
主
義
に
と
っ
て
後
進
国
は
、
自
己
の

包
括
能
力
を
越
え
た
も
の
と
し
て
存
在

し
て
お
り
、
そ
れ
を
再
び
自
己
の
連
動

論
理
の
う
ち
に
と
り
込
む
と
い
う
全
く

歴
史
的
に
新
た
な
課
題
に
、
今
や
本
格

の
世
界
性
は
、
日
米
琉
亜
１
環
太
平
洋

の
射
程
を
も
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
日
帝
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は

六
九
年
秋
～
七
〇
年
六
月
に
至
る
日
本

人
民
の
敗
が
犬
新
回
梶
が
支
配
の

確
立
と
し
て
構
造
化
し
つ
つ
あ
る
。
即

ち
、
七
二
年
沖
縄
国
政
參
い
に
Ｊ
し
た

沖
縄
階
級
闘
争
の
太
土
系
薦
イ
に
よ
る

琉
球
処
分

　
』
ｔ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

圧
殺
。
日
韓
新
時
代
‐
朴
三
遷
支
持
出

入
国
管
理
法
案
再
提
出
に
よ
る
在
日
ア

ジ
ア
人
、
ア
ジ
ア
人
民
の
労
働
力
と
し

て
の
確
保
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
全
ア
ジ

ア
規
模
の
生
産
性
向
上
運
動
と
結
合
し

た
労
勣
組
合
の
組
織
化
。
原
産
品
確
保

へ
向
け
た
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
防
衛
、
シ

ベ
Ｊ
ア
開
発
。
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
の

中
軸
と
し
て
の
、
日
米
反
革
命
同
盟
の

一
層
の
強
化
と
実
質
化
。
こ
の
よ
う
に

日
本
は
全
ア
ジ
ア
的
に
政
治
的
・
社
会

的
支
配
再
編
を
貫
徹
せ
ん
と
し
て
い
る

の
だ
。

昨
秋
、
土
工
こ

行
政
権
力
の
攻
撃
は
、
″
暴
カ
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
か
に
よ
っ
て
市
民
社
会
へ
の
民

合
力
を
部
分
的
に
せ
よ
回
復
し
た
。
そ

の
攻
撃
の
性
格
は
、
新
左
翼
怒
罵
団

の
壊
滅
衆
大
衆
と
の
分
断
に
よ
っ
て

実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
が
暴
カ
キ
ャ
ン
ヅ
シ
μ
は

わ
れ
わ
れ
の
行
動
を
、
政
治
的
行
為
で

は
な
い
、
物
理
的
破
壊
行
為
と
し
て
印

象
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
行
動
の
政
治

性
を
抹
殺
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
逆
に
、
今
日
の

帝
国
主
義
権
力
の
弱
点
を
も
表
現
し
て

い
た
。
政
治
行
動
が
、
政
治
行
動
と
し

そ
の
政
治
性
に
於
て
問
順
に
な
る
な
ら

帝
国
主
義
者
自
身
の
政
治
的
貧
、
政
治

的
級
合
力
が
も
ろ
に
問
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
に
問
わ
れ
た
時
、
現
代
プ
ル
ジ
Ξ

ア
政
治
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
が

不
可
能
な
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
、
現
代
ブ

ル
ジ
ョ
ア
権
力
の
決
定
的
な
、
最
大
の

弱
点
な
の
だ
。
彼
ら
は
、
戦
後
的
価
位

意
識
に
基
づ
い
た
か
秩
序
の
維
持
″
を

唱
え
る
以
外
な
い
の
だ
。
そ
の
戦
後
的

拙
位
意
識
も
、
今
や
風
化
し
つ
っ
あ

る
。

'-,srS

　
帝
国
主
蔡
壽
、
戦
後
市
民
社
会
の

防
衛
意
識
に
立
譚
し
つ
つ
進
行
さ
れ
る

国
内
－
ア
ジ
　
惜
『
労
働
力
の
重
層

態
態
層

Ｅ

の
笠
こ
ご
の

対
決
を
、
明
確
に
市
民
的
共
同
体
と
の

対
決
・
解
体
ふ
這
し
て
形
成
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
、
組
織

さを

･､抑騨

戦け別対

第

J

次
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農
地
の
強
制
接
収
に
よ
る
農
業
生
産

の
研
壊
、
農
民
の
土
地
か
ら
の
追
放
、

基
地
の
肥
大
化
、
こ
れ
は
沖
縄
の
解
放

闘
争
の
階
級
基
盤
に
地
殻
一
飲
助
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
土
地
を
奪
わ
れ

た
農
民
は
、
軍
労
働
者
へ
の
道
か
、
あ

る
い
は
基
他
の
肥
大
化
を
条
件
と
し
て

成
立
す
る
第
Ｅ
次
産
業
へ
の
週
か
尽
遣

ば
ざ
る
を
え
な
い
。
Ｅ
Ｏ
年
代
中
～
末

期
に
進
行
す
る
か
か
る
過
程
が
、
戦

咬
沖
縄
史
の
第
。
一
次
階
層
分
解
で
あ

る
。

　
「
農
民
は
無
償
に
等
し
い
捨
誼
で
土

地
を
軍
事
基
地
に
取
上
げ
ら
れ
、
生
脆

の
み
ち
を
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
土
地
を

失
っ
た
農
民
は
、
軍
労
務
者
と
し
て
低

賃
金
で
酷
使
さ
れ
、
団
結
す
る
権
利
は

も
と
よ
り
、
生
き
る
権
利
す
ら
認
め
ら

れ
て
い
な
い
』
。
（
『
琉
球
新
報
』
五

六
・
七
・
二
九
、
新
崎
編
ツ
キ
ュ
メ

ン
ト
沖
縄
闘
思
一
一
九
頁
）

　
こ
れ
こ
そ
が
、
あ
の
全
軍
労
闘
争
の

前
史
な
の
で
あ
る
。

　
丑
三
年
か
ら
五
丑
年
に
か
け
て
、
土

地
闘
争
が
琉
球
列
島
全
域
で
展
開
さ
れ

る
と
同
時
に
、
急
速
に
進
む
軍
事
施
設

の
土
木
工
茅
の
下
で
、
工
事
を
請
負
っ

゜亀･.j..I・.　　・
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太でり会ト
が石⌒こ日確

分民

一一

け

ｰ-
る転

●-

てＱの的有わ必
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そ
の
血
染
め
の
瞎
」
史
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