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学
園
紛
争
は
、
深
省
を
発
す
べ
き
多
に
お
け
る
日
本
文
学
内
部
に
お
け
る
討

く
の
問
題
を
提
起
し
た
が
、
私
に
は
ま
議
ｌ
教
員
と
学
生
、
学
生
と
卒
業
生
、

だ
十
分
に
そ
の
意
味
を
把
握
で
き
な
い
卒
業
生
と
教
員
の
間
の
討
議
、
こ
の

状
態
の
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
本
質
的
部
分
で
は
必
ず
し
も
一
致
し
な

偽
り
の
な
い
現
実
で
あ
る
。
事
件
の
経
か
つ
た
。
こ
の
不
一
致
の
部
分
が
存
在

過
に
つ
い
て
の
事
実
認
識
に
は
一
応
の
し
た
と
言
う
こ
と
が
、
実
は
か
え
っ
て

共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
重
要
で
あ
っ
た
む
し
ろ
日
本
文
学
会

の
評
価
は
全
く
対
立
し
た
ま
ま
推
移
し
の
存
在
理
由
で
あ
り
、
「
論
究
日
本
文

た
。
こ
の
評
価
は
事
実
認
識
と

相
互
媒
介
的
に
深
ま
る
こ
と
に
》

よ
っ
て
評
価
自
体
が
一
致
の
方
一
新
し
き
出
発
に
向
け
て

向
に
向
う
べ
き
だ
と
思
う
し
、

そ
れ
が
主
観
性
を
脱
す
る
唯
一
一
￥

国
崎
望
久
太
郎

の
方
途
だ
と
確
信
し
て
い
た
が
、
一

そ
れ
が
不
可
能
だ
と
言
う
こ
と

を
知
っ
た
こ
と
の
驚
ろ
き
は
、
今
も
新
学
」
刊
行
継
続
の
使
命
で
あ
る
。
学
問

鮮
だ
。
お
そ
ら
く
消
え
る
こ
と
は
あ
る
の
方
法
や
目
的
を
不
断
に
問
い
続
け
る

ま
い
。
こ
と
が
、
そ
し
て
相
互
批
判
の
場
を
確

大
学
の
存
在
様
式
や
教
育
の
制
度
的
保
し
相
互
に
研
究
の
自
由
を
保
障
す
る

側
面
も
問
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
問
題
の
こ
と
の
た
め
に
、
学
会
が
あ
り
、
雑
誌

一
環
と
し
て
こ
の
「
論
究
日
本
文
学
」
が
刊
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

刊
行
の
意
味
も
問
わ
れ
た
。
そ
し
て
数
個
々
の
研
究
者
の
本
質
的
な
問
い
に
か

年
に
わ
た
る
休
刊
が
あ
っ
た
。
そ
の
問
か
わ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

●
》
●
動

不
一
致
を
確
認
し
、
不
一
致
を
一
致

へ
、
一
致
を
さ
ら
に
高
次
の
一
致
へ
、

と
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
使

命
で
あ
る
。
学
問
の
道
に
停
滞
は
あ
り

え
な
い
し
、
断
え
ざ
る
問
い
の
前
に
立

つ
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
疑
う
こ

と
の
方
法
的
意
味
は
、
た
だ
い
た
ず
ら

に
疑
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
真

理
を
追
及
す
る
方
法
と
し
て
の

》
み
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
が
デ
カ

ー
ル
ト
の
方
法
序
説
の
教
え
で
あ

一
っ
た
。わ

れ
わ
れ
の
学
会
が
学
問
的

一
真
理
追
求
を
本
質
課
題
と
す
る

か
ぎ
り
、
現
在
の
不
一
致
は
当

然
で
あ
る
と
覚
悟
し
、
新
し
い
学
問
的

真
理
の
追
及
の
た
め
の
諸
課
題
へ
向
っ

て
の
静
か
な
前
進
を
始
め
ね
ば
な
る
ま

い
。
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