
部

小

平

復市

の

大

い

な

る

矛

盾

句
、

� 

議・官事両氏の力関係は今後の
中間政治にどう反映するか

（三中全会の席上で。布持品位
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ス

テ

ッ

プ

は

何

か

免
罪
さ
れ
た
毛
沢
東
と
華
国
鋒
の
支
任

機
不
可
失

時
不
再
米

「
機
失
うべ
か
ら
ず。
時
再び
来
ら
ず」

と
れ
は
郵
小
平
が
と
よ
な
く
愛
好
す
る
対
句

で
あ
る。
い
かに
も
郵
小
平
好
みの
苫
紫
だ
と

い
え
よ
う。
激
励の
政
治
社
会
を
生
き
ぬ
き、

毛
沢
東
以
後の
中
国へ
の
捨て
石と
なっ
て
昨

訟の
天
安
門市
件
で
失
墜し
ていっ
た
郷
小
平

は、
内
外の
注
視の
な
か
で、
つ
い
に
蒋復
活

を
遂
げ
た。
捨て
石
ど
と
ろ
か
カ
ナ
メ
と
し
て

生
き
て
き
たの
で
あ
る。

七
月二一一
日
夜に
発
表
さ
れ
た
中
国
共
民
党

一
O
期
三
中全
会のコ
ミュ
ニ
ケ
に
よ
る
と、

三
中全
会
（
七
月一
六
t一一一
日）
は、
部
小

6 

平の
すべ
て
の
戦
務の
回
復
と
「
四
人
組」
の

党籍・
戦
務の
剥
奪
を
全
会一
致
で
決
定し
た

とい
う。
岡
崎に、
諮
問
鈴
の
党
主
席
米
中央

車場委
主
席
就
任
を
は
じ
め
て
中
央
委
員会
レ

ベ
ル
で
追
認
し
たの
で
あっ
た。

ζ
の
よ
う
な一
述の
重
要指
置を一
挙
に
成

杭し、
近
く
に
予
定
さ
れ
てい
る
第一
一
回
党

大
会の
議事
日
程
も
公
示
さ
れ
たと
と
に
よっ

て、
毛
沢
東
以
後の
中
圏
内
政
は
と
ζ
に
安
定

化し、
総中
国
鈴
体
制は
馨
し
く
強
化
さ
れ
るの

で
あ
ろ
う
か。

だ
が、
そ
れ
に
し
て
は、
今
回の
郷
小
平
再

復
活に
い
た
る
過
去
数カ
月の
中
国
内
政の
プ

ロ
セ
ス
は
あ
ま
り
に
も
曲
折の
多い
不
透
明
な

状
況に
あっ
た
し、
そ
も
そ
も
三
中
会
会に
か

1977. 8. 5 
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, d・

ん
す
る
公
式
文
献つ
ま
りコ
ミュ
ニ
ケ
そ
れ
n

身が
あ
ま
り
に
も
理
不
尽
で
あ
り
す
ぎ
る。
私

は、
中
同
共
産
党の
近
米の
公
式
文
献の
な
か

で、
今
岡のコ
ミュ
ニ
ケ
ほ
ど．小
敵ムけ
な
文
献

を
見た
と
と
が
ない。
そ
れ
は
毛．死
後の
北
京

政
変と
い
う
異
常
が
態
を
乗
り
きっ
た
あ
と
の

政
治
的
興
奮と
中国の
政
治
文
化
に
闘
有
な
表

現の
誇
張
と
い
う
特
殊
性
を
考
臨
し
て
も
な
お

残る
問
題
点
で
あ
る。

コ
ミュ
ニ
ケ
は、
「四
人
組」
粉
砕に
よっ

て
「
わ
が
国
は
大
分裂、
大
後
泌
を
免れ、
革

命
は
救
わ
れ、
党
は
教
わ
れ
た」
と
述べ、

「
彼
ら
は、
わ
れ
わ
れの
プ
ロ
レ
タ
P
ア
附
級

独
裁
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア・
フ
7
7
シ
ョ
独
裁に
変

え、
社
会
ト仁
淀の
中
同
を．内
ぴ
ぷ－
M相
川民
地・
半

対
述の
問に
枢
泌
さ
せ
よ
う
と
た
く
ら
ん
だ。

：：
彼
ら
の
社
会
的
法
般
は
地
主、
川
政、
以

革
命
分
子、
耐山品
質
分
子、
新
川ブ
ル
ジ
ョ
ア
附

級で
あ
る」
と
し
て
「四
人
組」
の
そ
れ
ぞ
れ

に
「
新し
く
現
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
分
子」
（
王

洪
文）、
「
国
民
党
特
務」
（
波
ぷ
橋）、
「
袋
切

句

者
」

（

江

古
）
、

「

階

級

奥

分

子
」

（

銚

文

元
）

と
い
うレ
y
テ
ん
を
はっ
て
い
る。

と
う
し
て、
す
で
に
粉
砕さ
れ
た
は
ずの「
四

人
組」
糾
仰
の
ヒ
ス
テ
Hッ
ク
な
向
ま
りの
な

か
で、
務
小
平
再
復
活と
い
う
政
治
的
に
は
き

わめ
て
露
大
た
な
味
を
もっ
措
悦
が
糾
じ
ら

れ
た
の
で
あっ
た
が、
今
回のコ
ミュ
ニ
ケ
は

「
毛
主
席の
提
案に
基づ
い
て」
全
会一
致
で
決

定し
た
は
ずの
昨
年四
月
七
日
の
郡
小
平
追
放

に
か
ん
す
る
党
中央の
決
必
と
の
関
係
を
放
ぼ

し
た
ま
ま、
「四
人
組」
と
い
う
「
思い一
味」

と
の
均
衡
上、
郡
小
平
が
再
復
活
す
る
の
は
当

然
だ
と
い
う
尖
感に
甘
え
て、
毛
沢
東
主
席お

よび
今日
の
裁
国
鈴
主
席
を
含
む
党
中央の
口

伝
を
悉
底
的
に
免
罪
す
る
よ
うに
処
理
し
た
の

で
あっ
た。

し
か
も、
北
京
政
変
後の
難
問
鈴
指
導
部

は、
あ
れ
ほ
ど
重
大
な
政
治
的
変
化
が
あっ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず、
今
日
ま
で
・中
央
委員
会
き

え
聞
け
ず、
自
己
の
体
制の
制
度
的・
組
織
的

な
認
知
を
得る
携
を
欠い
て
い
た
の
で
あっ
た

が、
今
回、
い
わ
ば
郡
小
平
百円
復
活と
い
う
グ
危

険た
代
償。
と
引
き
か
え
に、
は
じ
め
て
そ
の

認
知
を
得た
の
で
あ
る。
コ
ミュ
エ
ケ
は、
総

会
が、
「一
九
七
六
年一
O
月
七
日
に
採
択
し

た
務
国
鈴
同
志
の
党
中央
委
主
席、
党
中山火
m

MV
委
主
防
就
任に
つ
い
て
の
決
議
を
会．耐
的に

支
持し
た」
と
おっ
て
い
る
が、
－
O
刀
じ
u

と
い
う
U
が
北
京
政
変当
日
で
あっ
た
と
と
を

思
え
ば、
務
国
時卸
指
務
部
は
「四
人
組」
の一

網
打
尽
と
い
う
異
常
手
段に
よっ
て、
ま
さ
に

「
政
織
は
銃
口
か
ら
生
ま
れ
る」
よ
うに、
そ

の
口
に
織
力
を
手
中に
し
た
強
格
的
指
務
部で

あ
る
と
と
は
歴
然
と
し
て
お
り、
だ
と
す
れ
ば、

あ
の
「
食
う
か
食
わ
れ
る
かの
階
級
闘
争」
に

・お
い
て、
も
し
も
事態
が
逆
転し
て
い
れ
ば、

今
日の
中国
はコ
ミュ
ニ
ケ
がい
うよ
うに、

「ブ
ル
ジ
ョ
ア・
フ
ァ
ッ
ショ
独
裁
の
国」、

「
半
航
民
地・

半封
建の
国」
に
なっ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か、
と
い
う
単
純
明
快
な
疑
問
を
多

くの
中
国
民
衆
は
抱く
で
あ
ろ
う。

し
か
も、
今
回のヨ
ミ品
ニ
ケ
で
は、
「四

人
組」
打
倒
は
「
毛
沢
東
思
恕の
伶
大
な
勝
利

で
あ
り、
毛
主
席の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命路
線

の
偉
大
な
勝
利
で
あ
る」
と
い
う。
か
く
し
て

文
化
大
都
命の
な
縮
闘
争に
川小が全
面
介
入
し

た
が
ゆ
えに、
そ
の
「
兵
営
同
家」
体
制
下に

お
い
て
林
彪の
台
頭
を
許し
た
九
全
大
会
を
否

定
し、
「
お・
中・
行」
の
本
命
的
三
結
合
を
妓

吹し、
文
化
大
革
命の
「
新
生
事
物」
の
体
現

と
い
わ
れ
た
王
洪
文の
台
頭で
印
象づ
け
ら
れ

る
十
金
大
会
を
否
定し
た
う
え
に、
い
ず
れ
も

文
化
大
革
命の
中
心
的
担い
手
で
あっ
た
「四

人
組」
を
打
倒
し
て
し
まっ
たの
ち
の
今
日
な

お
文
化
大
革
命の
勝
利
を
空々
し
く
語
り、
革

命の
縦
続
を
必
ら
ね
ば
な
ら
ない
と
い
う
恕
不

は
が
た
ち
ど
ζ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
と
ざ
る
を
仰

な
い。過

去一
0
年
間
の
と
れ
ら一
述の
京
大
かっ

明
白
な
決
りに
で
沢
東
も

党中央
も
まっ
た
く

無
関
係
で
あっ
て、
た
だ
ひ
た
す
ら「四
人
組」

と
い
う「
陰謀
集
団」
に
すべ
て
が
動
か
さ
れ
て

き
た
かの
よ
う
な
総
指
は、
当
然の
と
と
な
が

ら、
そ
れ
ほ
ど
の「
陰
謀
集
団」
を
内
部
に
か
か

え
な
が
ら、
な
ぜ
毛
沢
市川の
死
を
待っ
て
し
か

彼
ら
を
打
倒
で
き
な
かっ
た
の
か、
と
い
う
根

本
的
な
疑
問に
逢
治
す
る
で
あ
ろ
う。
し
か
も、

今
回の
三
中
全
会
は
落
田凶
鈴主
席の
イニ
シ
ア

チ
ブ
で
お
と
な
わ
れ
た
と
と
を
怠
識
的
に
強
調

し、
同
時に
挙
国
鈴
主
席へ
の
英
雄
袋
持
を
日

めつ
つ
あ
るの
で
あ
る
が、
結
品
は‘
「
毛
火

山胤
主
防の
生前の
指
示」
と
い
うお
忠一
付
きに

すべ
て
す
がっ
て
い
るの
で
あっ
て、
そ
の
ζ

と
自
体
が、
中国の
当
面
す
る
総
本
的
な
政
治

的
v才
師の
反
映
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い。

1977. 8.ラ

疑
問
点
の
多
い
「
華・・
郵
体
制
確
立
」
説

7 

で
は、
巾・
国
が
当
附
す
る
根
本
的
な
政
治
的

矛
盾
と
は
な
に
か。
そ
れ
はい
わ
ば
非
毛
沢
東

化へ
の
今
日
の
過
渡
期の
矛
店
だ
と
い
え
よ
う

が、
ま
ず
第一
に
は、
毛
沢
球
路
線
を
か
か
げ

な
が
ら
尖
質
的
に
は
毛
沢
市此
路
線
か
ら
態
脱し

つ
つ
ある
今
日
の
中
同
社
会の
発
展
方
向に
規

定
さ
れ
る
矛盾
で
あ
る。
ζ
の
矛
田川
は、
一
九

七五
年
五の
杭
州
市H
件
（
杭
州
各
工
場
での
労

働
者の
刊以
上
げ
要
求に
織
を
売
し
た
ス
ト
ラ
イ

キ
引
件）
以
来、
社
会の
いい訟
商に
も
あ
ら
わ
れ

て
い
た
が、
「
社
会
主
義
社
会
で
の
階
級
闘

争」
を
絶
対
化
し、
グ
貧
困のユ
ー
ト
ピ
アu

を
社
会
進
歩の
辺
倒M
と
す
る
毛
沢
市民
路
線
が
中

国
社
会の
現
実の
諸
要
求と
合致
せ
ず、
笑
際

に
は
中
間
社
会の
発
展
を
限
告しつ
つ
あっ
た

の
で
あ
る。

と
の
深
刻
な
矛
店に
気づ
い
て
い
た
指
税
者

ζ
そ
周
恩
楽で
あ
り、
部
小
平
で
あっ
た
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ない。
畑山
小
平
が
中
心
に
な
っ

て、
そ
の
年
（
七
五
年）
秩に
策
定
し、
毛
沢

東
以
後の
中
間の
方
向
を
規
定し
よ
う
と
し
た

三
つ
の
綱．倒
的
文
古
（い
わ
ゆ
る
「
総
綱
論」

「工
業
二
十
条」
「
科
学
院
大
綱」）
は、
ζ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
もっ
根
本
的
かつ
挑
験
的
な
芯

朝日五ャーすJ�



議の
ゆ
え
に、
「
走
資
派」
批
判
（
節
小
平
批

判）
の
段
階で
は
「一一一
株
様
車」
と
し
て
激
し

く
非
難
さ
れ
たの
で
あっ
た。

だ
が、
今
日、
と
れ
ら
の
綱
領は、
当
面の

中
国
社
会の
発
展
に
不
可
欠
な
る
が
ゆ
え
に
再

び
脚
光
を
浴
び
て
現
実の
諸
政
策の
な
か
に
は

や
く
も
生
か
さ
れつ
つ
あ
り、
と
の
点
で
中
国

は
理
論
的・
政
策
的
に
は
も
は
や
完
全
に
郵
小

平
路
線
を
歩み
は
じ
め
て
い
たの
で
あ
る。
と

の
と
と
は
去
る
四
l
五
月の
「工
業
は
大
医
に

学
ぶ
全
国
会
ぷ」
に
も
歴
然
と
し
て
お
り、
ま

た
た
と
え
ば
紋
近
頻
出
す
る
向
群
署
名の
論
文

「
反
復
活の
旗
印
を
か
か
げ
て
復
活
を
お
と
な

う
｜｜
『四
人
組』
の
『
総
綱
論』
に
たい
す

る
批
判
を
批
判
す
る」
〈『
人
民
日
報』
七
月
八

日）
な
ど
に
おい
て
も
明
白
で
あっ
た。

と
の
白川
で
山都留
鋒
指摘噌
姐聞
は
政
策
的
に
は
邸

小
平
路
線
を
同体
mせ
ざ
る
を
仰向
ず、
そ
の
よ
う

な
潮
流の
高ま
りの
な
か
で
政
治
的
に
は
卸
小

平
再
復
活へ
と
妥
協
せ
ざ
る
を
得な
かっ
た
と

忽
わ
れ
る。
手
続
き
上、
訴事
国
鋒
主
席の
発
意

（
本
年
三
月の
中
央
工
作
会
議
での
発〔企画）
に

よ
る
部
小
平の
H
自
己
批
判H
（？）
（
護
主

席、
業
剣
抗出
品川主
席、
党
中
央へ
の
こ
巡の
手

紙）
と
い
う
形
式
を
と
る
と
と
で、
か
ろ
う
じ

て
務
国
鈴
指
羽
部の
コ
聞
子」
は
保
た
れ
たの

で
あ
る。
と
う
し
て、
郵
小
平
蒋
復
活
は、
今

日の
中
国
が
もっ
本
質
的
な
矛
店の
た
だ
な
か

に
おい
て
実
現
し
たの
で
あっ
た。

第こ
に
は、
と
の
よ
う
な
本
質
的
な
矛
店の

もつ
通
俗
的
側
聞
で
あ
る
が、
「
間
人
組」
を

へ
ん
げ

だ

か
っ

妖
怪
変
化の
よ
う
に
噸
笑
し、
蛇
紛の
よ
う
に

術必
し、
と
くに
江
汀
夫
人
を
あ
た
か
も
山・
欧

の
路
女
狩
りの
よ
う
に
諸忠
の
板
源
と
し
て
集

団
的
に
論
幾－
m
倒
し
な
が
ら、
依
然
と
し
て

そ
の
夫・
毛沢
京
主
仰
を
無
条
件
で
た
た
え
ね

ば
な
ら
ない
と
と
の
矛
盾
で
あ
り、
ζ
の
矛
盾

は、
そ
の
通
俗
性の
ゆ
え
に
無
視
し
ω
ない
大

衆
的
な
意
味
を
もっ
て
い
る。

そ
の
よ
う
な
「
哀
切
り
者」
を
最
愛の
安と

し
て、
ま
た
文
化
大
革
命の
危
出慨
を
采
り
切
る

スペ
ー
ド
の
女主
と
し
て
許容
し
た
宅沢
氏
そ

の
人
を
「
わ
れ
わ
れの
体
大
な
品開
場
省・
数－

附」
と
し
て
い
た
だ
く
と
と
の
が
応
は、
「
あ

な
た
が
や
れ
ば
私
は
安
心
だ」
（似
砂羽
我
成

心）
と
い
う
昨
年四
月
三
O
日の
毛
沢
東
指
示

を
唯一
の
護
身
符と
し
て
自
己の
正
統
性
を
町内

示し
つ
つ、
新しい
英
雄
崇
拝
を
妓
吹
しつ
つ

あ
る
挙
国
鋒
そ
の
人の
もつ
H
前
近
代性’
と

無
関
係
で
は
ない
で
あ
ろ
う。
と
の
点
で
も、

かつ
て
倒
人
公
開作
を
大い
に
批
判し
た
部
小
千

の
侍
復
活
は、
議
問
鈴
指
導
部
に
と
っ
て
本

米、
歓
迎
さ
れ
ざ
る
もの
で
あっ
た
と
い
え
よ

ルワ。一
部に
は
議－
m
体
制の
確
立
と
か、
惑と

郵
が
市中の
両
輸に
な
る
と
か、
毛
沢
氏
死
後の

と
き
と
同
様に、
ま
た
も
や
集
団
給
湯
体
制の

災
現
と
い
っ
た
観
測
が
出
は
じ
め
て
い
る
が、

と
う
し
た
見
方
は、
今
日
の
中
闘
が
当
凶
す
る

根
本
的
な
政
治
的
矛
腐
と
深
部の
潮
流、
そ
し

て
中
国の
政
治
文
化の
特
質
を
ほ
と
ん
ど
理
解

し
得て
い
ない
もの
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い。そ
し
て、
と
の
点
は、
北
京
政
変
そ
の
も

の
が
ま
さ
に
「
食う
か
食
わ
れ
る
かの
闘
争」

の
紛
結
で
あっ
て、
決
し
て
中
国
内
政の
必
術

刑制
を
本質
的
に
断ち
切っ
た
もの
で
ない
と
と

を
ぷ
唆し
て
い
る。
昨
年二
月の
「
走
資
派」

批
判
（
部
小
平
批
判）
と
必
凶
鈴
の
台
頭
（
総

裂
代
行）、
四
月の
凱
小
平
迫
般と
諸
国
鋒
の

高
台
頭
（
総
理
出品
党
第一
副
主
席）
と
い
っ
た

郷
と
常識の
正
反
対の
出
会い
を
思い
起と
し、

ま
た
「
走
資
派」
批
判と
教
背
革
命の
向
脇市の

さ
な
か
で
禁
国
鋒
自
身、
た
と
え
ば
昨
年二
月

二
五
日
に
「
毛
主
席の
革
命
路
線
を
ぬ
楽
し、

『
凶つ
の
現
代
化』
な
る
もの
を
も
ち
あ
げ、

毛
主
席
み
ず
か
ら
発
動
し
たプ
ロ
レ
タ
リ
ア
防

級
独
放
理
論
学
期間巡
励
を
あ
く
ど
く
皮
常
し

た」
と
し
て
郡
小
平の
コニ
つ
の
指
示
を
カ
ナ

メ
と
す
る」
や
「
唯
生
必
hH
A」
を
激
し
く
非

弘し
て
い
る
悦
夫
（
中
同
韓日
「
布
似
翻
楽
胤
と

部
小
平
批
判問
題
につ
い
て
の
講
話」）
な
ど

を
思
え
ば、
「
四
人
組一
批
判と
い
う
点
で
は

一
致し
得る
議
国
内川
ら
文
革
派
非
上
海グ
ル
ー

プ
と
郵
小
平
ら
旧
尖
継
派
1
「
走
資
派」
努力

と
の
他殺
は
決
し
て
浅
く
ない
と
と
が
わ
か
る

で
あ
ろ
う。

今
回の
三
中全
会
は、
と
れ
ら
の
同伏
広
的
な

政
治
的
矛
応へ
の
対
－V仰
を
すべ
て
回
避
し
た
と

ζ
ろ
に
成
り
立っ
て
い
た
よ
うに
思
わ
れ
る。

朝日五ャーすJ�

対
ソ
関
係
の
理
性
的
再
認
識
の
可
能
性
も

そ
れ
で
は
復
活
し
た
郷
小
平
は、
い
わ
ゆ
る

前半
図
録
体
制の
も
と
で
どの
よ
う
な
役
割
を
演

ず
るの
で
あ
ろ
う
か。
私に
は
四
川
容
家と
し

て
生
ま
れ
育
ち、
長い
革
命
経
歴
と
類
稀
な
個

性
を
もっ
郡
小
平
が、
ζ
の
ま
ま
次の
政
治
的

ス－ry
プ
を
刻ま
ずに
生
援
を
遂
げ
る
と
は
忠

わ
れ
ない。
む
し
ろ
自
己
の
政
治
的
地
位
に
も

は
や
こ
だ
わ
ら
な
く
て
もい
い
郡
小
平
で
あ
れ

ばζ
そ、
そ
の
余
生
を
奔
放
かつ
大
胞な
政
治

の
尖
践に
叫附
け
るの
で
は
も弘
か
ろ
う
か。

そ
うし
た
郵
小
平
個
人
の
も
つ
が
不
可
測

性H
と
そ
鄭
小
平
批
判
を
川憎い
た一
つ
の
原
因

で
あ
り、
彼の
百円
復
活
が
災
訓惜
し
そ
う
で
な
か

必
か
尖
副知
し
な
かっ
た
と
と
の
大
き
な
郎
副
で

あ
り、
ま
た
同
時に、
今
臼
の
中
岡の
指
瀞
将

8 

た
ち
が
彼に
か
ん
し
て
い
だい
て
い
る．小
安
で

あ
るの
か
も
し
れ
ない。

し
か
し、
そ
う
で
あ
る
だ
け
に、
鄭
小
平
百円

復
活の
立
味
す
る
と
と
ろ
は
き
わ
め
て
深
遠
で

あ
る。
そ
し
て
鄭
小
平
は
た
ん
に
不
死
身の
政

治
家と
し
て
劇
的
な．拘
復
活
を
遂
げ
たの
で
は

な
く、
ま
さ
に
毛
沢
東
以
後の
中
国
に
おい
て

い必
向し
よ
う
と
し
て
い
た
彼
自
身の
路
線
が
定

泊
しつ
つ
あ
る
な
か
で
再
び第一
線
に
復
制し

たの
で
あ
る。
い
い
か
え
れ
ば、
彼
は
「円以
後

ま
で
悔い
改
め
ない
走
資
派」
と
し
て
今日、

劇
的
に
従
備
し
たの
で
あ
り、
ま
ぎ
れ
も
ない

旧
災
綿
派、
反
文
革
路
線、
非
毛
沢
東
路
線の

－U
川叫に
おい
て
復
活
し
たの
だ
と
い
え
よ
う。

と
の
よ
う
な
灘
小
平
は、
一
九
五
八
年の
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「
大
間
進」
政
策以
米、
「
社Ah主
義
社
会
で

の
階
級
闘
争」
とい
う
観
念
に
と
りつ
か
れ
て

中国の
社
会
主
義
建
設
を
動
拐
さ
せ
た
「市」

よ
り
も「
紅」
の
政
治
優
先の
路
線、
つ
ま
り
文

化
大
革
命に
怠
い
て
緩
限
的
に
噌
悩し
た
毛
沢

aY

4

pd

a7

M

 

東
路
線そ
の
も
の
へ
の
お
力
な
「
属
議
申
し
立

て
者」
念
の
で
あっ
た。
そ
し
て
彼
は
そ
の「
異

議m・
し
立て」
をい
さ
さ
か
も
引つ
と
め
てい

な
い
ば
か
り
か、
た
と
え
ば
上
海の
実
権
派
N

oー
とい
わ
れ
た
際
主
顕の
品
近の
復活に
み

ら
れ
る
よ
う
に、
党・
政－
g
を
買ね
て
旧
尖

椴派
が
大
量に
復
権
しつつ
あ
る
状
況の
な
か

で、
剛山
小．平
は
そ
の
卑徴
的
な
必
現
と
し
て
．百円

復
活
し
た
の
で
ある。

と
の
よ
うに
見
た
と
き、
彼
ζ
そ
は、
中
間

社
会
現
代
化の
た
め
に、
そ
し
て、
今
日
の
小

同
が
当
閉
す
る
政
治
的
矛盾
を
切
開
す
る
ため

に、
お
そ
ら
く
中
国
に
特
布の
功
罪
ニ一

夜間川

先
制芯に
依
拠
し
て
毛
沢
氏
神
話
を
打
ち
く
だ
き

「
大
脇
進」
政
策
や
文
化
大革
命そ
し
て
「凶

人
組」
の
京
m
は
毛
沢
点政
治の
誤っ
た
部
分

で
ある
と
い
い
得
る
人
物
な
の
で
あ
る。

と
の
点
で
は
潟
小
平が
か
つ
て一
九
五
六
年

の
ソ
連
共
産
党
第二
O
回
大
会に
出
席
し
て
非

ス
タ
l
py
化の
洗
礼を
受
け
た
古
参
幹
部で

あ
り、
八
金
大
会
で
は
「毛
沢
東
思
想」
とい

う
音
楽を
党の
公
式
文
献
か
ら
削
除
し
た
合理

主
義
者
で
ある
と
と
を
忘
れ
て
は
な
る
まい。

つ
ま
り
今日
の
中
同
に
む
い
て、
い
か
な
る
か

た
ち
で
あるに
せ
よ
「毛
沢
東
批
判」
を
敢行

し
得
る
唯一
の
人
物と
そ
鄭
小
平
そ
の
人
な
の

で
あ
る。

次

口

ち

は

夏

の

合

併

特

大

雪

AJC 
者
の

応
募
原
稿
掲
載
作
発
表

8月5日発売
16ア増特価280円

トUA除
以
前八
五
五
制の
小
か
ら、
現
代
の
ふ
る
さ
と
像
をつ
きつ
め
た
問

題
作一
三
制
を
選
び
納
介し
ま
す。
ま
た、
永六
輔・
富
岡
多志
子・
丸
山

健二
の・ニ
氏
に
よ
る
脱
線
会で、
ふ
る
さ
と
耐震
火
の
状
況
を
分
析し
ま
す。

激

化

す

る

新

兵

器

開

発

競争

と
う
し
た
内
政
的
条
件
はい
う
ま
で
も
な
く

中
国の
対
外
政
策
を
規
定す
る。
と
くに
郷
小

平の
存
在
が
注
目
さ
れ
るの
は、
彼
と
そ
は、

毛・
湖
な
き
今
日
の
中
国
に
お
い
て、
内
政の

条
件に
友
治
さ
れ
な
が
ら
立
案
さ
れ
る
対
外
政

a－
e・
ヲ
タ
・’
l

・h
t
・
dy
シ
a・，

策
が、
政
策
決
定
者の
人
絡や
感
受
性に
よ

っ
て
淘
汰
さ
れ
る
とい
う
内政
と
外交の
ダ
イ

ナ
ミッ
ク
ス
を
体
現
し
得る
唯一
の
人
物で
あ

る
と
と
で
あろ
う。

と
の
場
合、
内
政
の
基
調
が
経
済
前
鏡、

「
紅」
よ
り
も
「専」
の
「四つ
の
現
代
化」

路
線
に
傾
き、
「
洋
奴
哲
学」
へ
の一
間
的
批

判が
な
く
な
る
と
す
れ
ば、
ソ
迎
を
主
倣と
す

る
か
ぎ
りに
お
い
て、
当
然、
ア
メ
リ
カ
や
日
本

な
ど
西
側
諸
問
と
の
述
机が
す
す
む
だ
ろ
う

と
見
るの
が一
般
的
で
あ
ろ
う。
アジ
ア
の
新

しい
国
際
秩
序
を
米・
円・
中の
「
太
平
洋

ツ
タ・
2
ア
リ
シ
m
シ

横
断
的
述
棚田」
に
求
め
る
ア
メ
p
カ
の
沿
近の

殺
しい
傾
向と
も、
と
の
点
は
合
致
す
る。
そ

れ
だ
け
に、
当
初
は
き
わ
め
て
事
務
的
な
も
の

と
思
わ
れ
て
い
た
と
の
八
月
下
旬のパ
y
ス
米

同
務
．長
官
訪
中も
改め
て
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら

ない
が、
し
か
し
米
中
間に
は
国
交
樹
立
とい

う
将
来の
可
能
性が
残
さ
れ
てい
る
と
は
い

え、
現
状の
ま
ま
で
の
無
限
定
な
米
中
後
近
が

ソ
巡
か
ら
の
さ
ら
に
大
き
な
脅
成
を
招
か
ざ
る

を
得
ない
と
と
を
考
え
た
と
き、
米
中関
係に

は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
よ
うに
忽
わ
れ
る。

し
か
も
国
内
的
な
「
左」
か
らの
批
判
や
外

か
ら
は
最
近の
アル
パ
ニ
ア
の
よ・コ
な
同
際
的

ぶ
潔
か
ら
の
対
中
批
判に
も
山AH
う
と
い
う
よ

う
な
状
況の
な
か
で、
結
局、
対
米接
近の
選

択の
師
は
限
定
さ
れ
ざ
るを
仰向伝
く
な
る
で
あ

』羽田ジャーナル編集部z

ろ
う。
そ
の
よ
う
な
と
き
小y
凶
係
が
当
然
科

検
討
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し、
そ
の
場
合に
ぽ．安

な
ぷ
叫怖
を
もつ
の
が、
部
小
－山γらの
実
綜
派レ

ベ
ル
の
世界
必
殺で
は
な
かろ
う
か。

私
が
かつ
て
本誌
で
詳
述
し
た
よ
う
に
（
郷

前
「
・中ソ
和
解の
カ
ギ
撮
る
郷
小
平
復
活
問

題」
H
広
一花一
九七
七
年
二
月
四日
号
H
参
照）

鄭
小
平
再
復
活
後の
中
国
に
は
突
出侃
派レ
ベ
ル

の
世
界
岡崎
識
が
再
現
す
る
可
能
性に
注
目
せ
ね

ば
な
ら
ず、
対ソ
関
係に
し
て
も、
毛
沢
東
に
代

ぷ
さ
れ
る
対y
m必一
点
ば
りの
感
性的
必
殺

か
ら、
実
統
派
的止は
よ
り
冷は仰
な
理
性的
認
議

へ、
従っ
て、
よ
り
政
策
的・
込
択
的
な
中y

関
係の
形
成へ
と
動
く
可
能
性
か
出て
き
た
ζ

と
に
な
ろ
う。
非
ち
沢
市胤
化
さ
れ
た
中
国
が
ソ

述
と
和
解
す
る
吋
能
性
は
さ
ら
に
大
きい
で
あ

ろ
う。と

う
し
てい
ま、
ク
レ
ム
りン
は、
剛山
小
．山γ

再
復
活
後の
中圏
内
政
の
推
移
を
新
た
な
注
目

と
関
心
を
もっ
て、
し
か
も
細
心
の
注
意
を
は

ら
い
っつ
い
さ
さ
か
泌
慮
が
ち
に、
い
さ
さ
か

自
信
あ
り
げに
見
守
ろ
う
と
し
てい
る。

中・ソ
関
係の
ぷ疋の
変
化
を
テコ
に
し
て、

実
権
派レ
ベ
ル
に
お
け
る
国
際
共
産主
義
巡
動

の
復
原
力、
す
な
わ
ち、
モ
ス
ク
ワ
l
北
京
l

v
桜
｜ハ
ノ
イ
｜
H
共
と
いっ
た
アジ
ア
の
共

産
主災
巡
動の
．
定の
述
抑の
可
能
性を
見
通

し
て
お
く
と
と
も、
い
ま
や
決
し
て
突
飛
な
制民

望
で
は
ない
で
あ
ろ
う。
最
近の
アル
バ
ニ
ア

の
対
中
降
反
が
物
必
る
よ
う
に、
国
際
関
係
や

同
限
共
係
主持
巡
品川
に
絶
対一小
変の
法
則
は
れ什

犯
し
ない
の
で
あ
る。

｛
な
か
じ
ま

み
ね
お
・

東
京
外
凶
品
大
時中
被
綬｝
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