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迎
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解
き
放
た
れ
た
死

、

准
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
野
に
お
い
て
予
測
し

た
は
ず
の
毛
沢
東
の
死
が
つ
い
に

現実
の
も
の

と
な
っ
た 。
毛
沢
東
の
計
を
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス

が
世
界
を
か
け
め
ぐ
り 、
さ
ま
ざ
ま
な
反
響
が

あ
わ
た
だ
し
く
報
ぜ
ら
れ
て一
陣
の
風
波
が
お

さ
ま
っ
た
と
き 、
毛
沢
東
の
死
そ
の
も
の
は 、

す
で
に
十
分
に
計
量
さ
れ 、
衡
惣
緩
和
の
装
悶

を
伴っ
た
も
の
だ
っ
た
と
と
に
人
は
気
が
つ

〈 。
そ
の
意
味
で
は 、
毛
沢
東
の
死
は 、
い
ま

よ
う
や
く
解
き
放
た
れ
た
の
で
あっ
た 。

だ
が 、
そ
の
解
き
放
た
れ
た
死
に
よ
っ
て 、

安
械
を
覚
え
る
人
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る 。
小

ソ
の
激
し
い
対
立
状
況
の
な
か
で
毛
沢
東
の
死

を
「
と
れ
は
中
国
の
将
来
に
と
っ
て
H

い
い
と

と
だH
と 、

率直
に
い
え
る」
（
ス
ミ

ル
ノ
フ

・
ノ
1
ポ
ス
チ

通信
社
政
治
評

議日、
九
月
九

日）
と
さ
え
言
い
き
れ
る
ソ
巡
の
人
び
と
も 、

ち
沢
東
の
死
を
「
暴
虐
の
綴
権
主
義
者
の
鈍

命」
（
台
湾
の
中
央
通
訊
社
台
北
電 、
九
月
九

日）
と
し
て
報
じ
た
台
湾
政
権
の
側
も 、
そ
し

て 、
つ
い
先
日 、
天
安
門
事
件
に
際
し
て
「
中

国
は
過
ぎ
し
中
国
に
あ
ら
ず 、
人
民
も
愚
か
さ

き
わ
ま
れ
る
も
の
に
あ
ら
ず 、
秦
始
皇
の
封
建

社
会
は
一昨
び
か
え
ら
ず：：：」
と
h
っ
た
持
を

は
り
だ
し
た 、
中
圏
内
部
の
「
毛
主
席
に
反
対

し
て
反
革
命
的
破
防域
活
動
を
お
と
な
う
恋
人
た

ち」
ぺ
人
民
日
報』
悶
月
八
日）
で
さ
え
も 、

毛
沢
東
な
き
中
国
の
将
来
に
対
す
る
巨
大
な
不

可
測
性
の
ゆ
え
に 、
い
ま 、
ほ
立
た
し
い
不
安

に
と
ら
わ
れ
ざ
る
を
仰
な
い
で
あ
ろ
う 。
川川
恩

来
の
死 、
「
走
資
派」
批
判 、
天

安門市件 、
部

小

平失
脚 、
朱
仙憾
の
死 、
河
北
大
地
震
と

本
年

中

初
頭
以
来
激
動
が
相
次
い
だ
の
ち
の
毛
主
席
の

死
で
あ
る
だ
け
に 、
と
う
し
た
宜
大
事
件
の
迎

紛
が
中
国
民
衆
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
心
理
的
動

指
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い 。
そ
れ
ほ
ど

ま
で
に 、
毛
沢
東
の
生
命
は 、
中
国
に
残
さ
れ

た
あ
ま
り
に
も
数
多
く
の
問
題
と

議離附
し
て 、

い
ま 、
自
己
完
結
し
た
の
で
あ
る 。

も
っ
と
も 、
人
除 、
す
で
に
護
国
鋒
を
中
心

と
す
る
後
継
指
噂
体
制
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と

み
な
す
か
も
し
れ
な
い 。
ま
た 、
す
で
に
毛
沢

東
は
政
治
の
実
務
を
久
し
く
総
れ
て
い
た
の
だ

か
ら 、
そ
の
死
が
も
た
ら
す
損
失
も
減
価
さ
れ

る
と
い
う
か
も
し
れ
た
い 。
あ
る
い
は 、
ね
自

身
も
と
れ
ま
で
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
き
た
よ
う

に 、
胤
恩
来
の
死
が
も
た
ら
し
た
具
体
的
な
政

治
的
旧制
失
に
比
し
て
毛
沢
東
の
死
は 、
そ
の
象

徴
的
な
窓
叫悼
の
大
き
さ
の
ゆ
え
に 、
む
し
ろ
当

面
は
H

政
治
的
な
凝
集
力u
と
し
て
と
そ
作
用

す
る
か
も
し
れ
念
い 。
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

嶋

嶺

ま住

毛
沢
東
の
存
在
は 、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
中
国
の

内
政
と
外
交
の
流
れ
を
結
局
は一
つ
の
滞
に
流

し
込
ん
で
き
た
「
心
理
的
強
制
力」
と
し
て
と

そ
絡
大
注
意
味
を
も
っ
て
き
た
だ
け
に 、
毛
沢

東
の
不
在
は 、
多
く
の
問
題
に
直
面
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
中
国
の
内
政
と
外
交
の
将
来
を
複

雑
に
流
動
化
さ
せ
ざ
る
を
得
念
い
で
あ
ろ
う 。

毛
沢
東
主
席
の
死
去
に
際
し
て
発
表
さ
れ
た

中
国
共

産党
中
央
委
員
会
・

中
義
人
民
共
和
国

全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会 、
中
華
人
民

共
和
国
国
務
院 、
中
国
共
産
党
中
央
軍
事

委口

会
の
「
全

党全
軍
全
国
各
族
人
民
に
告
ぐ
る

召」
（
以
下
「
告
ぐ
る
苫」
と
略
す）
は 、
毛

沢
東
の
部
命
的
功
綴
と
し
て 、
と
く
に
次
の
三

点
を
強
制
し
て
い
た 。
す
な
わ
ち 、
①
新
民
主

主
義
革
命
の
時
期
に 、
「
わ
が
国
が
武
力
で
政

織
を
専
取
す
る
に
は 、
州民
村
根
拠
地
を
樹
立

し 、
州民
村
に
よ
っ
て
都
市
を
包
囲
し 、

最
後
に

都
市
を

奪取
す
る
道
を
歩
む
し
か
な
く 、

別
の
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道
を
歩ん
で
は
念
ら
ない
と
と
を
指
摘し
た」

ζ
と、
②
社
会
主
義背中
命の
時
期に
は、
「マ

ル
ク
ス
主
義の
発
展
史上
程
初に、
生
向山
手
段

所
有
制の
社
会
主
義
的
改
造が
基
本
的に
速
成

さ
れ
た
後に
も、
な
お
階
級
と
階
級
闘争が
存

在
す
ると
と
を
明
確に
提
起し
た。
そ
し
て
ブ

ル
ジ
ョ
ア
階
級は
ほ
か
で
も
な
く
共
産
党内
部

に
い
る
とい
う
科
学
的
論
断
を
下
し、
プロ
レ

タ
9
ア
階
級
独
裁
下
で
の
継
続
革
命の
偉大
な

理
論
を
提
起し、
社
会
主
義の
全
歴
史
的
段慨

に
お
け
る
党の
基
本
路
線
を
制
定し
た」と
と、

＠
「
彼は
プロ
レ
タ
P
ア
革
命
家の
雄
大
な
気

迫
で
国
際
共
産
主
義
運
動
中に
ソ
迎
修
正
主
義

裏
切
り
者集
団
を
中
心
と
す
る
現
代
修
正
主
義

を
批
判
す
る
偉大
な
岡
争
を
起と
し、
世
界の

プロ
レ
タ
リ
ア
革
命
事業
と
各
国
人
民の
反
帝

．
反
凶刷
機
主
義の
事業の
盛
ん
念
発
展
を
促
進

し、
人
類の
歴
史の
前
進
を
推
進
し
た」
ζ
と

ーーで
あ
る。
そ
れ
ゆ
えに「
毛
沢
東
主
席は、

現
代の
もっ
と
も
体
大
なマ
ル
ク
ス
主
義者で

あ
る」
と
「
告
ぐ
る
在」
は
述べ
て
い
る。

だ
が、
と
の
よ
うに
的磁
な
毛
沢
東の
業
績

の
位
置づ
けに
も
か
か
わ
ら
ず、
右の
三
点の

う
ち
で
は、
そ
の
第一
点の
み
が
歴
史
的
な
将

仰
と
し
て
確
定し
て
い
る
だ
けで
あっ
て、
社

会
主
義部
命の
時
期の
第二
点、
第三
点の
問

題、
す
な
わ
ち、
社
会
主
義
社
会
で
の
階
級
闘

争
論
と
継
続
革
命
論
お
よ
び
現
代
修
正
主
目指批

判
と
反
捌
縮
主
義は、
その
論
点
自
体
に
対

し、
前
者に
つ
い
て
は
中
国
社
会
内
部
か
ら
も

大い
に
異
論
が
あっ
た
し
（
部
小
平前
間
総
理

は
「
階
級
闘
争
を
毎日
し＋べ
っ
て
なぞい
ら

れ
る
か」
と
さ
え
謂っ
た
とい
う。

〈栄市「マ

ル
クス
主
義
を
全
国
的に
哀
切っ
た
鄭
小
平」

『
紅
旗』
一
九
七
六
年
第五
号
参
照〉）、
後者

に
つい
て
は
い
ま
ま
さに
同
際
的
係争の
ただ

な
かに
あ
るの
で
あっ
て、
阪
史
的
な
決
況は

い
さ
さ
か
もつ
い
て
い
ない
の
で
あ
る。
つ
ま

り、
毛
沢
東が
提
起し
た
挑
戦に
対し
て
は、

今日
の
中
国
社
会
ない
し
は
現
代
世
界が
ま
だ

十
分
な
決品泌
を
与
え
て
い
ない
の
で
あっ
て、

と
れ
ら
の
争
点は
な
お
生々
しい
現
笑
性
を
帯

び
て
で
沢
東以
後の
中
国
を
制限
命
的に
も
尖
態

的に
も
焔
り
動
か
し
て
ゆ
か
ぎ
る
を
ω
ない
の

で
あ
る。
半
凶、
毛
沢
東の
死が
解
き
放
さ

れ
た
そ
の
際
問か
ら、
中
間の
権
力
問
造の
不

可
避
的
な
再
編は
開
始
さ
れ
る。

2 

権
力
比例
迭
の
再
編
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

い
まと
と
で
毛
沢
東
政
治の
軌
跡
を
た
ど
る

と
とは
し
ない
が、
一
口
に
も
沢
東
政
治の
特

質
を
抽
出
す
る
な
らば、
そ
れ
は
「
党
内
闘
争

の
大
衆
運
動
化」
と
し
て
と
ら
え
ると
と
が
で

き
よ
う。
文
化
大
革
命は、
ζ
の
よ
う
な
毛
沢

東
政
治の
極
限
形
態
で
あっ
た
が、
そ
の
理
念

は
掘
る
ぎ
な
く
定
治
し
た
とはい
え
ず、
脱文

革、
林
彪
異
変、
「
批
林批
孔」
運
動、
「
水

治
伝」
批
判、「
走
資
派」の
蒋
出
現、
天
安
門
悦

件へ
と
相
次い
だ
激
励の
果て
に、
と
れ
ら一

連の
政
治
的出
来
恨
の
総
決
算
（
中
国
で
は

噌《7・J477v，
一
算娠」
〈
勘
定
を
前柑持す
る〉
とい
う
言
葉

が
使
わ
れ
て
い
る）
を
見
ない
ま
ま、
毛
沢
点

は
い
まつ
い
に
逝っ
て
し
まっ
た。
し
か
も、

そ
ζ
に
はい
わ
ゆ
る

後継者
問
題
で
の
相
次ぐ

抽出析
とい
わ
ゆ
る
文
都
派に
よ
る
家
父
長
体
制

とい
う
負の
遺
産が
残
さ
れ
た
ま
ま・
：・。

と
の
よ
う
な
状
況の
な
か
で、
中
国の
リー

ダ
ー
シッ
プ
の
前
途に
は、
き
わめ
て
多
くの

問
題
が
待ち
受
けて
い
る。
もと
よ
り、
毛
沢

東
逝
去
痕後の
現
時
点に
おい
て
は、
そ
れ
ら

の
問
題
を
予
測
す
る
確
定
的
な
手
が
か
りは
少

ない。
当
商は、
米
る
九
月一
八
日
に
挙
符さ

れ
る
葬
儀
（
追
悼
式）
が
どの
よ
う
な
か
た
ち

で
常ま
れ
るの
か
｜l
誰が
持儀
委日
長
に
成

任
す
るの
か、
放
が
布
引仰
を
必
む
の
か
勾a
k

－－
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
る
まい。
な
ぜ
な
ら、

と
く
に
葬
祭の
出院に
敏
感
な
中
国
人
の
窓
議
構

造に
必い
て、
議
が
どの
よ
う
な
か
た
ち
で
毛

主
席の
死
を
葬
送
す
る
主
役に
な
るの
かは、

き
わ
め
て
延
安
な
怠
臨時
を
もつ
で
あ
ろ
う
し、

現に、
過
般の
周
恩
来
葬送の
際
（一
月一
五

日）
に
は、
全－
参
加
者
を
代表し
て
邸
小
平
市川

総
理
（当
時）
がい
わ
ゆ
る「
走
資
派」
の
立

場
か
ら
き
わ
め
て
挑
戦
的
な
弔
辞
を
読
み、
内

外に
周
総
理の
後
継
者
た
ると
と
を
誇
示し
た

が
ゆ
えに、
その
と
と
が
も
た
ら
し
た
危
機
感

の
な
か
で、
文
革
派に
よ
る
郷
小
平
打
倒
が
発

動
さ
れ
たの
で
あっ
た
（ζ
れ
ら
の
点
に
つ
い

て
は、
拙
稿「
天
安
門
政
変
と
『
走
資
派』」

『
朝
日
アジ
アレ
ビュ
ー』
一
九七
六
年
夏
号

参
照）。
そ
れ
だ
けに
前
途は
予
測
し
が
た
い

が、
今日の
政
治
秩
序に
おい
て
は、
党
中
央

政
治
局
常
務
委
員と
し
て
残
る
四
人
の
最
高9

1
〆
l
シ
y
プ
（義
国
鈴
〈第一
副
主
席〉、

モ
洪
文
〈
刷
主
席〉、
民
剣山火
〈凶〉、
必
春
僑

〈
常
務
委
弓）
の
な
か
で、
去
る
天
安
門
事

件
以
後、
急
逮、

党中
央
第一
副
主
席液
国
務

院
総
理
と
なっ
た
格
国
鈴が
主
役
を
崩じ
て
当

然で
あ
ろ
う。
だ
と
す
れ
ば、
熊
国
鈴は
そ
の

ま
ま
党主
席の
地
位
を
附置い
l！つ
ま
り
毛
沢

東の
後
継者と
な
り
ll
同
時に
国
務
院
総
理

の
地
位
も
兼ね
るの
で
あ
ろ
う
か。
もし
も、

その
よ
う
な
地
位
が
護
国
鋒に
与え
ら
れ
る
と

す
れ
ば、
党
主
席と
国
務
院
総
理
とい
う、
毛

沢
東
も
周
恩
来
も
任じ
得
な
かっ
た
前
例の
な

い
地
位に
就
くと
と
に
な
る。
と
の
点に
閲
し

て
は、
そ
の
よ
う
な
圧
倒
的
な
地位
を
稽
国
鋒

一
人
に
与
え
得
る
もの
で
は
ない
とい
う
見
方

と、
毛
沢
東とい
う
圧
倒
的
な
存
在
を
継
承
す

る
ため
に
は、
そ
の
絶
対
的
な
骨川
公
不
足
を
明

白
な
地
位
的
保障に
よっ
て
繍
旗し
な
けれ
ば

な
ら
ない
か
ら、
そ
の
よ
う
な
災
例の
措
置
も

可
能
だ
とい
う
見
方が
あ
り
得ょ
う。
だ
が、

後者の
場
合に
おい
て
さ
え、
毛
沢
政
権力
が

保持し
て
い
た
よ
う
な
荒川瓜
に
は
欠
け
るの
で

あ
る。
思
え
ば、
そ
の
よ
う
な
荒
川瓜
ない
し
は

カ
リス
マ
性は、
市中に
毛
沢
東が
中
国
革
命と

建
国の
指
導
者で
あっ
た
とい
う
経
緯に
の
み

あ
るの
で
は
なく、
H
憶
力
と
道
徳の
融
合u

に
よっ
て
は
じ
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
もの
で
あ

り、
そ
れ
ゆ
えに
ζ
そ
毛
沢
東の
存在
自
体
が

円以
後
的
に
は
「
心
理
的
強制力」
た
り
得
たの

で
あっ
た。
と
の一
古川に
給い
て
も、
毛
沢
東

の
死
は、
毛
沢
東
体
制の
解体
を
も
た
ら
さ
ざ

る
を
得ない
の
で
あ
る。

そ
し
て、
現
行の
憲
法
（七
五
年一
月
決

定）
に
よ
れ
ば、
国
家
権
力
（そ
の
最
高
権
力

と
し
て
の
全開
人
民
代表
大
会）
さ
え、
党の
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也問
調噌
下に
白
か
れ
る
と
と
と
なっ
たの
で
あ
る

か
ら
（
新
慾
法
「
前
文」
およ
び
第二
条、
第

一
七
条〉
、
党
規
約
（
七三
年
八
月
決
定）
に

悲づ
く
ぷ凡の
ご冗
化
指
潟H
の
原
則
に
よっ

て
中
国
で
は
H
すべ
て
の
櫛
力
が
党
主
席に
集

中
す
る。
とい
う
状
況
を
法
制
的に
は
形
成
し

て
し
まっ
て
い
る。
だ
が、
制
度的に
と
と
ま

で
強
権
化さ
れ
た
権
力
構
造は、
や
は
り
ただ

ひ
と
り
毛
主
席に
の
み
許
容
さ
れ
る
と
い
う

ぷn
意。
の
う
え
に、
と
れ
らの
制
度が
成っ

たと
と
も
否
定し
’の
ない。
従っ
て、
他
の
桁

噂
者
た
ち
は、
毛
沢
東の
み
に
狩
谷し
た
強概

を
新
任
党
主
席に
対し
て
も
制
度
的
に
保附
す

る
と
と
自
体
に
か
な
り
抵
抗
を
日
え
る
もの
と

思
わ
れ、
い
ず
れ
現
行の
第四
期
金
人
代
休
制

お
よ
び一
O
全
大
会
制の
変
更
（つ
ま
り
慾
訟

と
党
規
約の
改
定）
を
志
向
す
る
で
あ
ろ
う
し、

新
任
党
主
席
念い
し
は
そ
れ
を
支
え
る
政
治
勢

力
は、
現
行
権力
シ
ス
テム
の
維
持
を
ほ
か
ろ

う
と
す
る
で
あ
ろ
う。
か
くし
て、
毛
沢
東
以

後の
権
力
構
造の
再
編
を
め
ぐっ
て
は、
不
可

避
的
な
党
内
闘
争
を
惹
起
せ
ざ
る
を
畑町
ない
権

力
の
シ
ス
テム
を
今
日の
中
国は
内
包
し
てい

るの
で
あ
る。

と
の
よ
う
な
客
観
的
・な
現尖の
な
か
で、
い

わ
ゆ
る
集
問
指
導
体
制
がス
ム
ー
ズ
に
機
能
し

て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
とい
う
尿
管は
も
ち
に
く

い。
周
恩
来
葬
儀の
揚
合と
異
なっ
て、
今
回

は
葬
儀
委
口長
が
決
定
さ
れ
ず、
先の
四
人
の

政
治
局
常
務
委口
が
列
記
さ
れ
たと
と
に
示
さ

れ
る
よ
う
に、
中
国は
当
筒、
党
主
席
を
決
定

し
ない
の
か
もし
れ
ない
が、
い
ず
れ
に
せ

よ、
集
団
指
摘噌体
制に
関
し
て
第一
の
問
題
点

は、
と
れ
ま
で
社
会
主
義
諸
問の
総力
が
そ
の

よ
う
な
集
問桁
母
体
制に
よっ
て
安
定
もし
く

は
持
続し
た
例
が
皆
無に
等しい
と
と
で
あ

り、
ζ
の
点はス
タ
ー
リン
死
後お
よ
び
フ
ル

シ
チョ
フ
失
脚
後の
ソ
巡の
例
を
見て
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う。
第こ
に
は、
古
来、
中
間同の
政

治に
独
裁
的
指
割増
者
が
出
現し
な
い
例日少
な

〈、
そ
の
う
え
合
議
制
と
か
集団
指
場と
かの

近
代
的
な
統
治の
シ
ス
テム
そ
の
もの
を
中
国

グリ・74・q・均一d？”

の
「
政
治
文
化」
は
そ
もそ
も受
け
入
れ

に
くい
よ
うに
も
思わ
れ
る。
師w．
史の
前
例
か

ら
すれ
ぽ、
独
般
的
措
務
省
を欠い
た
あ
との

中
闘
は、
長
期の
混
乱に
悩
ん
だの
で
あっ
た。

と
の
よ
う
な
前
提に
立っ
た
と
き、
毛
沢
東

以
後の
中
閣の
91
ダ
l
シ
ッ
プ
は、
い
わ
ゆ

る
集
間
指
摘噌制へ
の
諭
理
的
な
必
然
性と
実
態

的
な
非適
合
性
との
矛
加の
な
か
に
は削
れ
動く

の
で
は
な
か
ろ
う
か。

と
の
場
合、
当
面の
考
慮
に
航
す
る
と
と

は、
毛
沢
東以
後の
中
間の
9
1
ダ
1
シ
ッ
プ

がい
わ
ゆ
る
文
革
派
と
実
務
派
およ
び
両
者の

中
間
的
な
新
実
綴
派
と
も
思
わ
れ
る
政
治
勢

力
に
よっ
て
幅四
時
狙
わ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う

と
と
で
あ
る。
毛
沢
東
家
父
長
体
制
の
支
柱

と
し
て
江
市川夫
人
を
勅
にい
わ
ゆ
る
上
初グ
ル

ー
プ
を
形
成
し
て
き
た
文
革
派と
し
て
は、
主

洪
文、
短
調廿
稿、
江
HH、
銚
文
元、
伝
来
興
ら

を
挙
げ
る
と
と
が
で
き
る
の
に
対し、
実
務
派

の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
は
談
剣
英、
李
先
念
が
政

治
局
に
残っ
てい
る
に
す
ぎ
ない
が、
ζ
の
グ

ル
ー
プ
は
周
恩
来
亡
き
中
国の
政
治
状
況の
な

か
で、
結
局、
鄭
小
平
を
代
償に
し
て
そ
の
洛

在
的
念
政
治
進
盤
を
浪
士什
し
得てい
る
と
恩
わ

れ、
い
わ
ゆ
る「
走
資
派」
努力
（旧
災
級
派

を
含
む）
の
許さ
れ
た
表
象だ
と
も
い
え
よ

う。
と
の
世間
極に
対し
て
輩
国
鈴は
勢力
均
衡

約なパ
ラ
ン
サ
l
の
位
慣に
あ
る
よ
うに
恩
わ

れ
る
が、
円以
近で
は
兵
徳
政
治
局
員（
全
国
人

民
代表
大
会
常
務
委
副
委
員
長、
北
京
市
革
命

委
主
任）
ら
も
懇
国
鋒
体
制
を
支
え、
文
革
派

の
な
か
か
らは
張
春
僑が
そ
の
政
治
的
日
ア
HJ

ズ
ム
に
よっ
て
強力
なバ
ラ
ン
サ
ー
と
し
て
と

れ
ら
新
尖
権
派に
位
置
を
変
えつ
つ
あ
る
よ
う

に
も
忠
わ
れ
る。
ζ
のト岡山
で
は、
去る
六
月
八

日
に
党の
あ
る
会
総で
議
劇
的nか
江
川らの
左

派
を
批
判
し
た
との
未
確
認
的
報
は、
意
外

に
品川
一安
な
窓
味
を
もっ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い。そ
と
で、
と
の
よ
う
な
政
治の
方
向
を
見

守っ
て
い
る
ぽの
動
向が
京
視さ
れ
ね
ば
な
ら

念い
が、
天
安
門市
件
当
時は、
江
行、
玉
掛川

文らの
指
摘噌下
に
あ
る
首
都
工
人
民
兵
や
各
地

の
都
市民
兵
が、
在
来
興
率い
る
北
京の
中央

警
術
団、
つ
ま
り
八
三
四一
部
隊と
と
もに
ク

ロ
ーズ
アy
プ
さ
れ
た
が、
七
月
下
初の
何
兆

大
地
足
以来、
正
規
奴と
し
て
の
人
民
解
放
取

の
存在
が、
そ
の
紋
援
活
動に
果
たし
た
役
割

と
と
もに
州則
前
に
山て
お
り、
と
の
点で
は、

業
剣
英、
劉
伯
承
（
中央
軍
事
委
測
主
席）
ら

の
軍
長
老
と
と
もに、
北
京
軍
区
司
令と
し
て

枢
要の
ポ
ス
ト
に
あ
る
隊
錫
聯
を
は
じ
め、
許

世
友
（
広
州
軍
区
司
令）
、
李
徳
生
（
滞
肌間
軍

区
司
令）
ら
の
布力
車
指
導
者
がい
ずれ
も
尖

務
派
ない
し
は
新
実
情
派
を
支
持
す
る
立
均に

傾い
てい
る
よ
う
に
思わ
れ
る。
隊
卸岨
勝、
d川

悦
ぶ、
李
総
生
とい
う
市の
引力
者＝－
人
が
災

務
派の
市鋭、
議a
先
念と
同
郷の
湖
北
行
政
安

県
出
身で
あ
る
とい
う
市
災
も、
一
方で
文
革

派の
よ
泌
グル
ー
プ
生
成の
経
総
と
同
様に、

中闘の
政
治
的
風
土
の
な
か
で
は
単
な
る
偶
然

と
し
て
祈
過
で
き
ない
もの
を
含
ん
で
い
よ

う。
と
うし
た
状
況の
な
か
で、
い
わ
ゆ
る
文

革
派
が
ひ
た
す
ら
毛
沢
市民
継
承
権
を
主強
し
つ

づ
け
る
と
し
た
ら、
中
国
内
政の
不
協和
音は

一
挙に
桶
備
す
る
で
あ
ろ
う。．
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一
九
五
三
年三
月、
ス
タ
1
9y
が
逝っ
た

と
き、
ソ
巡の
党と
政
府はス
タ
ー
リン
の
功

制
を
必
大
限に
た
た
えて
そ
の
死
を
悼
ん
だ

が、
死
後三
年に
し
て
五
六
年二
月の
ソ
述
共

路
党
第二
O
回
大
会
で
必
と
な
わ
れ
た
街
般
的

なス
タ
1
9y
批
判
を
予
測し
た
者は
な
かっ

た。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
にス
タ
1
9ン
神
話は
完

関だ
と
恩
わ
れ
たの
で
あ
る。

今
回、
中
国の
党と
政
府は、
同
級に
毛
沢

東の
功
絞
を
円以
大
限に
た
た
えて
い
る
け
れ
ど

も、
毛
沢
政
がス
タ
1
9ン
の
場
合
の
よ
う

に、
い
つ
の
日
か
汗
天の
窃
躍の
よ
う
な
批
判

に
さ
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
考え
得
る
根
拠は
少

ない
よ
うに
恩
わ
れ
る。
な
ぜ
な
ら、
毛
沢
点

の
場
合、
毛
沢
東
体
制の
も
と
で
もつ
ね
に
毛

沢
東
政
治へ
の
批
判が
明
示
的
に
も
階
示
的
に

も
存
在
し
て
き
たし、
第一、
都世
徳
揃眠、
制創
少

奇、
野
小
平
ら
の
党内
闘
争の
敗
北
者はい
ず

i976,9.24 



、ー

・ー． 

れ
も
毛
沢
東
批
判
者
で
も
あっ
たの
で
あ
る。

過
般の
天
安
門
事
件
は
毛
沢
東
政
治へ
の
批
判

の
潮
流
が
広
範に
滞在
し
てい
ると
と
を
改め

て
痛感せ
ずに
は
お
か
な
かっ
た
（と
の
点に

つ
い
て
は
拙
稿
「
底
流に
毛
沢
東
政
治へ
の
批

判
｜｜
天
安
門
事件の
背
景」、
〈
本隊一
九
七

六
年四
月一
六
日
号〉
お
よ
び
同「
再
編
成・

天
安
門
事
件」
〈『
中
央
公
論』
一
九七
六
年
九

月
号〉
参
照｝。
ζ
の
よ
う
な
事
実
を
顧
み
た

と
き、
や
が
て
中
国は
「
毛
沢
東
思想」
を
漸

次よ
り
栂
対
化し
て
位
置づ
け
ね
ば
な
ら
ない

必
要に
迫
ら
れ
るの
で
は
な
か
ろ
う
か。
か
つ

て、
E・
フロ
ム
は、
非ス
タ
1
9y
化
過
程

の
ソ
連
社
会に
お
け
る
イ
デ
オロ
ギ
ー
の
意
味

と
機
能
を
論じ
な
が
ら、
ソ
連の
内
政
と
外
交

の
流
れ
を
規
定
す
るの
は、
い
ま
や
「そ
の
社

会
的・
政
治
的
構
造で
あ
り、
もは
や
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
で
は
ない」
（『
人
間の
勝
利
を
求
め

て』）
と
述べ
てh
た
が、
今日の
中
国
が
た
だ

ち
に
当
時の
ソ
述と
同じ
段
階
に
向
か
う
とは

い
え
ない
に
し
て
も、
毛
沢
東の
死
は、
そ
の

政
治
権
力
の
絶
対
的
かつ
家
父
長
的
性
格の
終

明市品

駕
を
も
た
ら
ず
で
あ
ろ
う
し、
権
力
の
よ
り
栂

関
的
かつ
B
常
的
在
性絡へ
の
移
行
をは
か
り

つ
つ、
社
会
的
念モ
ピ
P
ティ
ー
や
外
部
世
界

との
交
流の
増
加
を
通じ
て
中
国
社
会の
閉
鎖

的・
密
教
的
性
格
を
徐k
k
切
開
し
て
ゆ
く
も

の
と
思
わ
れ
る。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
叢
然
性
の
な
か
で、

「
毛
沢
東
思
想」
の
絶
対的
護
持
を
社
会
の

発
展の
短
絡と
感
ず
る
社
会
集
団
が
形
成
さ

れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う。
こ
う
し
て
長
期
的に
は

「
非
毛
沢
東
化
1um－
富
8
5
52」
は
不
可
避

に
恩わ
れ
る
が、
と
と
で
問
題は、
すで
に
中

国
内
部に
は、
そ
の
よ
う
な
社
会
集
団
の
生

成
が
み
ら
れ
ると
と
で
あ
る。
そ
れ
は
あ
た

か
も
五
0
年
代
中ど
ろの
ソ
迷
社
会
に
お
い

て、
イン
テ
リ、
熟
練
労
働
者、
テ
クノ
ク
ラ

ー
ト、
ピュ
1ロ
クラ
1
ト
な
どの
新しい
社

会
的
諮
集
団の
成
熟がス
タ1
9ン
神
話
を
社

会
発
反の
短
絡と
化し、
ス
タ
1
9ン
批
判
を

内
部
か
ら
必
要と
し
た
よ
うに、
昨
耳の
杭
州

事
件
（賃
上
げ
要
求の
都
市
労
働
者に
よ
るス

ト
ラ
イ
キ
事
件）
以来、
今
春の
天
安門
事
件

にい
た
る
中
国
社
会
内
部の
変動は、
と
れ
ら

の
勤
き
を
支
え
た
潜在
的
な
政
治
集
団
「
走
資

派」
の
顕
在
化と
と
もに、
い
ま
や
中
国
に

も、
イン
テ
リ、
熟
練
労
働
者、
テ
クノ
ク
2

1
ト、
ピュ
1ロ
クラ
1
ト
な
どの
広
範な
社

会
的
成
長
が
あ
る
ζ
と
を物
語っ
て
お
り、
彼

らは
い
ず
れ
も
「
走
資
派」
の
基
盤と
し
て、

い
わ
ゆ
る「
四
つ
の
現
代
化
〈工
業、
設業、

国
防、
科
学
技
術の
現
代
化〉」
とい
う
H
周

恩
来
路
線N
を
支
持し
た
新
た
念
受
益
者
集
団

で
あっ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（な
お、
前
畑山

「
告ぐ
る
符」
は、
周
恩
来
が
過
般の
全国
人

民
代
表
大
会で
提
起し、
向
大
会で
承
認さ
れ

た
中
国の
近い
将
来の
園
内
建
設の
プロ
グ
ラ

ム
で
あ
るは
ずの「四
つ
の
現
代
化」
に
は一
言

も
触れ
てい
な
い）。
と
の
よ
う
な
広
範な
洛

在
的
基
盤の
う
え
に、
鄭
小
平は
大
胆
不品取に

もい
わ
ゆ
る
「
白
筋、
川市
仲畑」
泌
を
ぶ
ち
あ
げ

た
ば
か
りか、
「
全
党全一
闘の
各
項
工
作の
総

綱に
つい
て」、
「
科学
院て
作の
い
くつ
かの

間
組に
つい
て」、
「工
業
発
俊
を
速め
ると
と

に
つ
い
て
の
若
干
の
間
嗣（二
O
カ
条
ご
と
い

〈
特
集・
安
定
成
長
下
の
貿
易
政
策v

プ

ラ
ン

ト
愉

出
と

ロロ仰

す同

日

本
の

将

米

森山
信
吾・
山口
衡一
・
石
黒
規一
・
回
中
洋之
助

日

本

経済
の

佐
・

プ
ラ
ン

ト
輸
出
を

占
う
j

i－－－

大

塚

茂

プ
ラ
ン
ト
倫
出
の

先

兵｜

商
社
の

皆悩・．．．．．．．．．．
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編
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の
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とそ
の

足
跡

八宮崎滋

夫
V

L£・

き
よ
し

嵯峨
滞
の
大
逆
臣・
西郷
除蛾の

阿佐相官主
流・：
坂
元
盛
秋

〈
巨人
列
伝・
場
清一一v
西
武
平向
の，
奥
山岨
児e
が
抽出
叫制する
とき

可制
柄
引
引
組制
割引

痛さの火のコン
デン
サー

i－
再編過程にはいった国際麻薬市場とCIA－－－伊達宗嗣

：

 

4一〈特集・ネオファシズムと危機管理の構図〉

一T一
一
（一
〈
対
談〉
問
中
逮
捕
と

動
き
出
し
た
ネ
オ・
ファ
シ
ズ
ム

一心一

山川暁夫・
水沢透

一
公一
体
制
危
績
と

危
機何日
開
の
桃
附：；：：：：
：

高
木
郁
朗

一
￥一
保守
体
制
故
後
の
切
札

l
小
選
挙
区
制・：
星
野
安
三
郎

』。一
同家の論理に秘められた危機符理の活相：・・江田
操

d可一
米・
中・
ソ
を
予
壬
に
と
る
統一
ベ
bナム・
：：

糸賀
滋

月一
〈
時
雌
す
る
外
資v
全
容
を
現
わ
す
P
＆
G
戦
略

hu

 

う
具
体
的な
政
策
プ
ラ
ン
を
もっ
て
毛
沢
東
政

治
に
挑
戦し
たの
で
あっ
た。
去
る
八
月の
宵

岩署
名論文
「
鄭
小
平
批
判の
闘
争
を
通じ
て

団
結
を
強化
し
よ
う」
（『紅
旗』
第
八
号）

は、
天
安
門
事
件に
ほ、
多
数の
イン
テ
9と

と
もに
下
放
知
滋
品川
年や
高
級
中
学
（
高校）

の
学
生、
高
級
幹
部の
子
弟な
ど
若い
世
代が

加
わっ
てい
たと
と
を
指
摘
し
て
お
り、
ま

た、
八
月二
三
日
付
『
人
民
日
報』
社
論「
郡

小
平
批
判の
急
所
を
深
くつ
か
も
う」
は、
間同

小
平
失
脚に
も
か
か
わ
ら
ず
「
批
部」
運
動と

そ
当
商の
故
大の
課
題だ
と
し
て、
鄭
小
平
批

判の
新
た
な
向婦
を
鼓
吹し
てい
る
が、
と
れ

らの
指摘は、
毛
沢
東
政
治
を
奉
ず
る
中
国
社

ヲ’・1－』・グahI47

会の
基
底に
広
範
な
「
拒
否
権
集
団」
が
依
然

と
し
て
存
在
す
ると
と
を
示
唆し
てい
る。
ζ

の
よ
う
な
現
災の
務
発
展の
な
か
で
は、
「
非

毛
沢
東
化」
は
あ
る
意
味で
不
可
避
的
念
社
会

的
妥
制だ
と
も
思
わ
れ
る。
し
か
も、
過
般の

河
北
大
地
院は「
人
が
天
に
勝つ（
人
定
勝
天｝」

とい
う
宅
沢
東
型
社
会
主
災
建
設の
恩わ
ぬ
陥

穿
を
広範
な
中
国
民
衆に
実
践
的
に
気づ
かせ
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宅

沢

東

選

集

官

翠

第
1
巻

第
一
次
・
第
二
次
国
内
革
命
戦
争
の
時
期

第
2
巻

抗
日
戦
争
の
時
期
②
－
ω
ω
吋
｜一
忠一

第
3
巻

抗
日
戦
争
の
時
期
③－
2
7－
E
m

第
4
巻

第
三
次
国
内
革
命
戦
争
の
時
期

E司巨撒志司i週
て
し
まっ
た
と
も
思
わ
れ
る
だ
けに、
「
非毛

沢
東
化」
の
課
題は、
や
は
り、
大
き
な
政
治

4 

毛
な
き
中
国
の
外
政

て・

毛
沢
東の
生
命は、
単に
中
国
社
会の
内
締

だ
けで
は
な
く、
国
際
社
会
全
体の
照
泌・で
も

あっ
た。
注
目
を
集
め
た
米C
I
A
中国
分
析

宮ロ
ジ
ャ
l・
グレ
ン・
ブ
ラ
ウン
の「
毛
沢

東存
命
中に
米
中
正
常
化
を」
との
論
文（「
中

国の
政
治
と
アメ
9カの
政
策
｜｜
三
角
関
係

の
再
検
討
l1」
『フォ
Pン・
ポ
9シ
I』

誌一
九
七六
年
六
月
六
日
号）
を
挙
げ
る
ま
で

も
な
く、
米
中
国
交
樹
立
の
ス
ケ
ジュ
ール

を
毛
沢
東の
生
命との
相
関
関
係の
な
か
で
考

え
よ
うと
す
る
見方は
アメ
H
カ
に
根
強かっ

た
し、
相慣
に、

米中
正
常
化
の
問
題
は、
す
で

に一
般
論の
竣
を
越
え
て、
米
台
防
衛
条
約
廃

粂の
方
法、
台
湾
政
権の
核
を
含
む
自
助
防
術

努力へ
の
措
置、
中
国
側の．
対
台
湾盗
勢の
円以

近の
硬
化に
対
す
る
対応
方
法
な
ど、
き
わめ

て
微
妙
な
段
階に
さ
し
か
かっ
てい
た。

匡朝孟－童三liltヨ
＊重要論文集

1926-1963 

650円
送料200円

一
ω
N
∞
l一
ω
ω
吋

一
ω
hHm
ー一
ω
hH
ω

的
際
僚を
伴
う
将
来の
京副主
探
題に
な
り
得
る

よ
うに
思わ
れ
て
な
ら
ない。

一
方、
ソ
巡の
側
が
毛
沢
東
以
後の
中
閣に

対し
て
寄
せ
てい
る
期
待と
願
望
も、
出m
に
中

y
聞
係の
改
普
とい
う一
般
論に
・おい
て
で
は

な
く、
ソ
連の
対
中
国
包
囲
網の
形
成
と
再
縦

の
過
程の
な
かに
軍
事・
外
交
戦
略
的にピル

ト
イン
さ
れ
てい
たの
で
あ
る。
私は
去
る二

月、
モ
ス
ク
ワ
で
ソ
述の
対
中国
政
策
決
定
過

程の
立任
者で
あ
る
M－
s・
ヵ
！
ピ
ツ
7・

ソ
迎
外
務
省
緩
東
第一
部長
（モ
ス
ク
ワ
大
学

教
授）
と一
夜
話し
合っ
た
と
き、
ソ
述が
進

め
てい
る
太
平
洋
戦
略の
な
か
で
枢
要
な
位
低

を
占め
るは
ずの
台
湾
ない
しは
台
湾
海
峡に

対し
て
も、
毛
以
後の
中
国へ
の
期
待が
持
続

す
る
限
り、
ソ
迎は
似
震に
な
ら
ざる
を
仰な

い
旨の
方針
を
聴
取
し、
私は
逝
に、
その
よ

う
なソ
辿の
期
待が
婆
切
ら
れ、
一
方、
台
湾

が
米
中
正
常
化の
犠
牲の
羊に
さ
れ
て、
アメ

リ
カ
の
糸を
艇
れ
たの
ち
の
束
アジ
ア
の
国
際

関
係の
不気
味
な
流
動
化
を関心
わ
ず心
に
描
か

ざる
を
得
念
かっ
た。

そと
で
ま
ず
米
中関
係に
つ
い
て
だ
が、
毛

沢
東の
死に
よっ
て、
周
恩
来、
部
小
平
とい

ず
れ
も
アメ
リカ
側
が
膝
を
諮
め
て
話し
合っ

た
9
1
ダ
ー
を
すべ
て
欠
くと
と
に
なっ
たア

メ
p
カ
側の
不
安は、
最
近の
米
中
交
渉の
停

滞の
な
か
で
さ
らに
強ま
る
で
あ
ろ
う
し、
ア

メ
pカ
は
中
国の
権
力
構造の
再
編
過
程
を
当

面じっ
と
注
視せ
ざ
る
を
得
ない
で
あ
ろ
う。

最
終
決
断
者
を
欠い
た
中
国
側に
も、
アメ
p

カ
との
具
体
的
な
交渉
をと
れ
以
上
進め
る
だ

けの
用意は
当
面
ない
で
あ
ろ
う。

一
方、
中ソ
関
係に
つ
い
て
も、
当
面、
急

激
な
変
化の
手が
か
りは
ない。
もっ
と
も
強

制限
な
反ソ
主
義
者・
毛
沢
東の
死
は、
中ソ
関

係
改
議へ
の
大
き
な
出
発
点
で
は
あ
り
得
て

も、
そ
の
プロ
セ
ス
自
体
が
発
展す
る
とい
う

保
証は
ない。
フ
ル
シ
チョ
フ
失
脚
時
に
急

法、
周
恩
来がモ
ス
ク
ワ
に
飛ん
で
後
継
p
i

ダ
ー
た
ち
を
打
診
し
た
と
きの
よ
うに、
い
ま

匪霊童�蓬童書
＊完訳ポケット版 200円

送料120円

関器護軍軍霊童
＊持久戦論等30綜収録

500円送料200門
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句
尚m

売炉
肘鋭
引

佐官県

東

罫

韓首録

モ
ス
ク
ワ
か
ら
ソ
巡の
首
脳が
急
ぎ
北
京
を
訪

れ
る
よ
う
な
焚
機は
ない
の
で
あ
る。
ソ
辿
と

し
て
は、
あく
ま
で
も
巾・
圏
内
政の
流
動
化
が

も
た
ら
すリパ
l
カγ
シ
ヨ
ン
を
手が
か
りに

す
る
以
外に
は
方
法
が
ない
で
あ
ろ
う。

と
と
ろ
で、
一
般に
中ソ
冷
戦と
も
恩
わ
れ

る
今円の
中ソ
対立
の
将
来
を
考
え
るに
は、

さ
し
あ
た
り、
中ソ
対
立の
徽
造的
性
格
を
認

識
し、
そ
れ
を
方
法
論
的に
務
理
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
ない。
今日の
中ソ
対
立
は、
①
民
族
的

対
立
ない
し
は
ナシ
ヨ
ナ
リズ
ム
の
相
克
11

2a－
sι0・2
E
S
のO口町－
豆、
②
国
家
的
対

立
念い
しは
国
家エ
ゴ
イズ・
ム
の
対
立
ii

ωSFO・
g－ωgg
noロEFnべ
③
イ
デ
オロ
ギ
ー

的
対立
ない
しは
教
義上
の
異
端者
向
土
的
対

立
11
3
3・F0・
】日間
々
のO口町一一n円、
＠
政
府

間の
対
立
ない
しは
外
交
上の
対
立
l！の0・

g
5
5
3
20・。0
2
5
B
EF
O
g
sa
と
い

う
悶
つ
の
レベ
ル
の
対
立
構
造が
煎
制
的に一

体
化
し
てい
る
とこ
ろに
その
深
刻
な
断
面
が

あ
る
とい
え
よ
う。

従っ
て、
論
理
的に
問
題
を
考
え
る
な
ら、

30 1976.9.24 



電、ー．
、

民
族
的
対
立
と
し
て
の
中
ソ
関
係
は

半永
久
的

に
和
解
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ 、
凶
家
的
対

立
と
し
て
の
中
ソ
関
係
も
述
い
将
来 、
中
ソ
両

国
の
社
会
的・
政
治
的・
経
済
的

落差
が
解
消

さ
れ
で
も
し
な
い
限
り
和
解
し
が
た
い
け
れ
ど

も 、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

対
立
に
起
因
す
る
党
と
党

と
の
関
係
は 、
9
1
ダ
1
シ
ッ
プ
が
変
わ
り 、

政
策
が
変
わ
れ
ば
大
き
く
動
く
可
能
性
が
あ

り 、
政
府
間
の
関
係
な
い
し
は
外
交
上
の
関
係

に
は 、
国
際
関
係
の
推
移
や
内
政
の
イ
ン
パ
ク

ト
に
よ
っ
て
つ
ね
に
変
化
の
可
能
性
が
存
在
す

る
と
い
え
よ
う 。
と
の
よ
う
に
考
え
た
と
き 、

毛
沢
東
の
死
に
よ
っ
て
右
の
③
の
レ
ベ
ル
の
関

係
ま
で
は
改
叫浴
さ
れ
る
可
能
性
が一
応
出
て
き

た
と
い
え
よ
う 。

だ
か
ら 、
米
中
関
係
の
恋
化
な
い
し
は
中
凶

内
政
の
要
耐
に
よ
っ
て
は
＠
の
レ
ベ
ル
の
関
係

も
容
易
に
改抽出国
さ
れ
mw
ょ
う 。
だ
が 、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
も
可
能
性
で
あ
っ
て 、
そ
れ
が
現
実

化
す
る
ま
で
に
は
中
国
内
部
に
お
け
る
政
策
の

変
化
を
促
す
よ
う
な
手
が
か
り
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い 。

y
辿
と
し
て
は 、
や
が
て
＠
の
外
交
関
係
の

改
h白
か
ら
③
の
党
関
係
の
改柏市へ
と
な
ん
ら
か

の
ス
テ
γ
プ
を
打
つ
で
あ
ろ
う
し 、
巾・
園
内
部

で
も
と
く
に
事
は
対
ソ
関
係
の
ζ
れ
以
上
の
恋

化
を
避
け
よ
う
と

す
る
で
あ
ろ
う
し 、
関
係
改

設
へ
の
手
が
か
り
を
採
る
か
も
し
れ
な
い 。
だ

が 、
当
筒 、
と
と
対
ソ
関
係
に
閲
し
て
は 、
毛

沢
東
の
現
代
修
正
主
義
批
判
・
反
覇
権
主
義
の

立
場
か
ら
の
偏
向
や
逸
脱
へ
の
警
戒
心
の
方
が

先
に
立
っ
て 、
中
国
側
は
政
策
の
変
化
に
対
し

て
は
き
わ
め
て
保
守
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

の
で
は
・な
か
ろ
う
か 。

む
し
ろ 、
中
国
の
対
ソ
政
策
の
変
化
は 、
凶

接
的
に
ソ
述
に
対
し
て
生
ず
る
の
で
は
な
く 、

い
わ
ゆ
る
「
第
三
世
界」
外
交
の
な
か
で
迂
間

的・
間
接
的
に
現
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い 。

毛
沢
東
死
去
の
直
前 、
八
月
二
五
日
付
「
人
民

日
報』
社
説
「
帝
国
主
義 、
組
民
地
主
災 、
叫制

抱
主
義
に
反
対
す
る
闘
争
の
な
か
で
前
進
し
よ

う

第
五
回
非
同
盟
諸
国
・
政
府
首
脳
会
議

の
勝
利
の
閉
幕
を
祝
っ
て」
は 、
「
中
国
は
広

範
な
非
同
盟
諸
国
と
と
も
に
第
三
世
界
に
属
す

朝
鮮
の
自
主
統
一
め
ざ
す
月
刊
総
合
誌
！

る」
と
繰
り
返
し
て
い
た 。
だ
が 、
去
る
八
月

中
匂
の
コ
ロ
ン
ポ
非
同
盟
首
脳
会
滋
で
の
H

小

凶
の
影H
の
樽
さ
を
ふ
り
か
え
る
ま
で
も
な

く 、
す
で
に
「
第
三
世
界」
の
側
は 、
巾・
国
が

総
り
返
す
原
則
的
か
つ
仙抽
象
的
な
「
第
三
位

界」
論
に
は 、
い
さ
さ
か
食
傷
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る 。
同
時
に 、
ア
y
ゴ
ラ
内
戦
で
の
中
閏

の
立
場
（
結
果
的
に
は
対
ソ
抗
争
の
あ
ま
り
ア

メ
9
カ
と
同
じ
立
場
で
ア
ン
ゴ
ラ
解
放
人
民
運

動
M
P
L
A
に
敵
対
し
た
て
イ
ン
ド

洋
上
の

デ
ィ

エ
ゴ ・・
ガ
ル
シ
ア
島
に
お
け
る
米
軍
必
地

建
設
に
対
す
る
中
国
の
黙
沼 、
チ
P
の
ピ
ノ
チ

ェ
ト

m
w
政
備
に
対
す
る
中
国
の
親
和
的
な
態

度 、
ρ
ノ
イ
と
北
ぷ
と
の
冷
た
い
聞
係
（
そ
の

象
徴
と
し
て
の
商
沙
群
島 、
南
沙

群れ何
の
領
土

紛
争） 、
中
東
産

油聞
に
対
す
る
産
油
国
中
国

の
立
場
か
ら
の
支
持
（
非
産
油
国「
第一二
世
界」

の
中
国
へ
の
反
発）
な
と
に
起
因
し
て 、
中
国

の
「
第
三
世
界」
外
交
が
と
の
と
と
ろ
大
き
く

停
滞
し
て
い
る
今
日 、
「
反
京市
だ
け
で
は
な
く

反
社
帯 、
反
級
椛
主
義
の
立
場
に
立
た
ね
ば
念

ら
な
い」
と
い
う
毛
沢
東
の
強
い
婆
諮
の
無
理

板門店事件をめぐって 記者！lei長会

緩階事件�� 日本新聞論調の責任鈴木 賢

！人当りGNP 1,284～の幻想康行祐
金芝河の文判開高をめぐって乍宰法

対 許南厳誌 朝鮮 ・日本よもやま話
多々良純

ω
月
号（発売－m－V
二‘八心円

特集 篠田癒爺を1日lぐ
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が 、
ま
ず
は
じ
め
に
手
向
し
さ
札
ざ
る
を
仰
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

だ
が
と
と
で
以
後
に
注
目
す
べ
き
問
題
点

は 、
す
で
に
六
月
中
旬
か
ら
毛
主
席
の
病
状
が

恋
化
し 、
と
の
九
月
二
日
に
は
決
定
的
な

事態

に
至
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
状
況
の
な
か
で 、

か
念
り
周
到
な
準
備
の
の
ち
に
発
表
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
前
記
「
告
ぐ
る
S」
は 、
そ
の
最
後

の
部
分
の
今
後
の

外交
戦
略
を
列
記
し
た
部
分

で 、
「
帝
閣
主
義 、
社
会
帝
国
主
袋 、
現
代
修

正
主
裁
に
反
対
す
る
闘
争
を円以
後
ま
で
進
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い」
と
た
け
述べ
て 、
具
体
的

に
ソ
巡
や
ア
メ
uy
カ
を
名
指
さ
ず 、
久
々
に

H
米
ソ
等
距
離d
に
反っ
て
い
る
ζ
と
で
あ
る 。

「
小
国
人
民
の
すべ
て
の
勝
利
は
み
な 、
毛
主

席
の
指
滋
の
も
と
に
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る」

と
の
「
告
ぐ
る
乃」
の
表
現
の
逆
説
的
解
釈
が

可
能
で
あ
る
よ
う
に 、
あ
る
い
は
後
継
の
D
l

ダ
ー

た
ち
は 、
と
と
ま
で
が
毛
沢
東
時
代
だ
と

い
う一
区
切
り
を
い
ま一
挙
に
商
そ
う
と
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い 。

（なかじま
みねhs・東京外闘語文学助疲鐙）
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