
①

生

徒

主

事

関
東
大
震
災
以
降
、
諸
学
校
に
お
い
て
学
生
の
左
翼
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
て

来
た
な
か
で
、
文
部
省
は
昭
和
三
年
に
思
想
取
締
り
対
策
の
一
環
と
し
て
学
生

課
を
開
設
し
、
ま
た
、
同
省
直
轄
学
校
に
専
任
の
学
生
（
生
徒
）
主
事
、
主
事

補
を
置
い
て
学
徒
の
行
動
の
監
恨
、
訓
育
の
任
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
。

そ
の
結
果
、
本
校
で
は
翌
四
年
一
月
二
十
一
日
に
鈴
川
信
一
が
「
右
者
大
正
五

年
以
来
本
校
嘱
託
講
師
ト
シ
テ
体
操
授
業
並
二
用
器
画
法
授
業
及
教
務
掛
主
任

等
ヲ
担
当
シ
勤
続
ヲ
以
テ
今
日
二
至
リ
十
余
年
間
熱
心
生
徒
の
蓋
育
指
導
二
尽

カ
シ
尤
モ
校
内
二
於
ケ
ル
諸
般
事
情
二
通
暁
セ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
本
校
生
徒
主
事

ト
シ
テ
最
適
任
者
卜
認
メ
ラ
レ
候
」
（
昭
和
―
―一
年
十
月
「
生
徒
主
事
任
命
上
申
案
」）

と
い
う
理
由
に
よ
り
生
徒
主
事
に
任
命
さ
れ
た
。

鈴
川
は
明
治
二
十
七
年
七
月
本
校
絵
画
科
を
卒
業
、
同
二
十
九
年
以
降
兵
庫

県
豊
岡
尋
常
中
学
校
助
教
諭
、
同
一
二
十
一
年
奈
良
県
（
郡
山
）
尋
常
中
学
校
教

諭
、
同一
二
十
二
年
同
校
舎
監
、
同
―
―-
+
―
―
一
年
京
都
府
第
二
中
学
校
教
諭
、
同
三

十
五
年
同
校
舎
監
、
大
正
五
年
同
校
退
職
後
本
校
の
体
操
授
業
嘱
託

・
教
務
掛

主
任
兼
庶
務
掛
と
な
り
、
同
九
年
よ
り
用
器
画
法
授
業
も
担
当
、
同
十
一
年
以

降
毎
年
教
員
検
定
委
員
を
勤
め
た
。
そ
の
間
、
明
治
二
十
七
年
一
年
志
願
兵
と

し
て
第
一
師
団
歩
兵
第
十
五
聯
隊
補
充
大
隊
へ
入
隊
し
て
以
来
兵
役
に
従
事

し
、
日
清
、
日
露
の
両
戦
争
に
従
軍
、
同
三
十
八
年
陸
軍
歩
兵
大
尉
と
な
り
同

四
十
五
年
退
役
し
て
い
る
。
大
正
五
年
以
降
は
本
校
構
内
官
舎
に
住
ん
だ
。

鈴
川
は
卒
業
生
で
あ
り
、
本
校
の
事
情
、
気
風
に
通
じ
て
い
た
た
め
か
、
生

徒
主
事
と
い
う
厳
め
し
い
職
務
に
も
拘
ら
ず
生
徒
た
ち
に
は
親
し
ま
れ
た
様
子

で
あ
る
。
尤
も
そ
れ
は
当
局
の
左
爽
弾
圧
が
強
ま
る
前
だ
っ
た
こ
と
に
も
よ

る
。
昭
和
七
年
三
月
、
彼
が
生
徒
主
事
と
し
て
『
美
術
新
論
』
の
記
者
に
語
っ

に
よ
っ
て
も
百
人
の
中
の
一
割
が
或
は
そ
れ
に
満
た
な
い
人
逹
だ
け
が
僅
か

に
現
聾
壇
に
認
め
ら
れ
る
と
い
ふ
有
様
で
す
。
尤
も
天
才
が
そ
ん
な
に
ど
し

／
＼
濫
造
さ
れ
て
は
た
ま
り
ま
せ
ん
が
ね
ア
ハ

…
…」

「
そ
れ
に
入
學
試
験
に
し
て
も
、
普
通
に
中
學
校
在
學
中
に
習
っ
た
位
の
腕

で
、
ス
グ
に
入
學
す
る
事
は
中
々
困
難
な
の
で
、
志
羞
者
は
在
學
中
或
は
卒

業
後
に
特
別
に
研
究
所
或
は
先
翡
に
よ
っ
て
デ
ッ
サ
ン
の
練
習
を
積
む
様
な

事
に
な
る
、
そ
れ
で
も
一
回
で
す
ぐ
に
パ
ス
す
る
と
云
ふ
の
は
稀
れ
で
三
回

四
回
と
失
敗
を
重
ね
る
人
も
あ
り
ま
す
、
そ
れ
で
何
年
目
か
に
入
學
出
束
た

と
し
て
五
年
間
の
在
學
修
業
を
殆
ん
ど
十
年
計
粛
と
云
ふ
事
に
な
る
の
で

等
は
全
く
天
才
教
育
を
主
眼
と
さ
れ
た
も
の
で
、
従
っ
て
今
日
ま
で
の
買
例

「
師
範
科
の
他
科
に
比
し
て
最
も
多
く
の
志
笙
者
を
見
る
と
云
ふ
の
は
現
時

の
社
會
需
要
の
上
か
ら
見
て
営
然
の
事
で
あ
り
、
金
工
、
錨
造
、
漆
工
等
の

志
笙
者
が
少
な
い
の
は
こ
れ
等
の
諸
科
が
未
だ
社
會
的
に
深
く
理
解
さ
れ
て

ゐ
な
い
事
に
原
因
し
て
ゐ
る
の
で
せ
う
。
併
し
西
洋
聾
、
日
本
聾
、
彫
刻
等

の
志
笙
者
が
年
々
噌
加
す
る
傾
向
の
あ
る
事
は
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
と
思
ひ
ま
す
」

「
従
来
我
美
術
學
校
と
し
て
は
他
の
學
校
に
比
し
て
卒
業
後
の
生
活
問
題
に

は
至
っ
て
無
開
心
だ
っ
た
の
で
す
、
尤
も
師
範
科
は
別
問
題
で
す
が
、
併
し

時
代
は
在
来
の
主
義
を
奉
じ
績
け
る
繹
に
は
行
か
な
く
な
り
ま
し
た
、
た
ゞ

〔
マ
マ
〕

産
み
放
つ
し
で
は
不
可
な
い
、
何
と
か
生
活
に
到
し
て
の
方
法
を
講
じ
な
け

れ
ば
と
云
ふ
問
題
が
學
校
常
局
に
カ
ナ
リ
強
く
動
い
て
き
た
の
で
す
」

「
元
来
本
校
は
師
範
科
を
除
い
た
他
の
科
、
殊
に
日
本
霊
、

た
次
の
言
葉
に
も
ま
だ
の
ん
び
り
し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

西
洋
霊
、
彫
刻
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「
ど
こ
の
學
生
で
も
同
じ
で
す
が
、
特
に
本
校
生
徒
は
勤
勉
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
、
而
か
も
教
育
方
針
が
天
才
教
育
で
あ
る
の
で
、
殆
ん
ど
自
由
研

究
の
制
度
に
な
っ
て
お
り
ま
す
、
生
徒
自
身
が
そ
の
氣
に
な
ら
な
い
限
り
決

し
て
そ
の
宜
は
畢
り
つ
こ
は
な
い
の
で
す
、
嘗
て
正
木
校
長
が
、

『
吾
が
美

校
は
醤
喩
へ
て
云
へ
ば
釣
鐘
で
あ
る
、
こ
れ
を
た
4
け
ば
嗅
る
、
た
4

か
な

け
れ
ば
何
時
ま
で
待
っ
て
も
ひ
と
り
で
は
鳴
ら
な
い
、
そ
し
て
怠
け
者
を
無

理
に
引
張
つ
て
た
4

か
せ
様
と
は
し
な
い
の
だ
か
ら
登
悟
は
生
徒
自
身
に
あ

〔誡
〕

る
』
と
誠
め
ら
れ
た
事
が
あ
り
ま
す
、
こ
れ
は
一
面
本
校
の
設
備
と
数
師
の

完
備
を
も
物
語
っ
て
ゐ
る
事
に
も
な
る
の
で
す
」

云
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」

す
。
そ
し
て
こ
の
十
年
後
の
修
業
卒
業
者
の
中
か
ら
、
蓋
壇
に
そ
の
存
在
を

認
め
得
ら
れ
る
者
は
、
今
ま
で
の
結
果
と
し
て
は
僅
か
に

一
割
内
外
に
過
き

な
い
、
而
か
も
そ
の
認
め
ら
れ
る
ま
で
に
は
、
卒
業
後
か
ら
の
員
の
研
究
と

克
苦
練
磨
の
難
行
を
鰹
て
か
ら
の
事
で
す
か
ら
、
全
く
大
愛
な
事
な
の
で

す
、
だ
か
ら
私
は
盟
家
志
望
者
の
入
學
を
決
し
て
勧
め
た
く
あ
り
ま
せ
ん
、

寧
ろ
留
め
た
い
の
で
す
」

「
昔
は
身
騰
の
弱
い
も
の
或
は
不
具
の
人
逹
に
仕
方
が
な
い
か
ら
箱
で
も
か

4

せ
る
と
云
っ
た
甚
だ
韻
純
な
考
で
美
校
へ
入
ら
れ
た
様
な
事
宜
が
あ
り
ま

し
た
、
併
し
今
で
は
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
下
ら
ん
事
を
考
へ
る
人
も
な
く
な
り

ま
し
た
が
、
人
一
倍
の
勤
勉
と
克
苦
努
力
を
要
す
る
の
で
、
憫
力
的
に
も
そ

の
忍
苦
に
耐
え
得
る
健
康
を
有
す
る
事
と
、
頭
脳
の
明
晰
で
あ
る
事
は
勿

論
、
學
資
の
績
く
事
の
三
つ
の
條
件
が
備
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
限
り
美
校
入
學

〔味
〕

は
無
意
識
と
な
り
ま
す
、
況
ん
や
美
校
在
學
は
箪
な
る
基
礎
の
修
業
で
、
i
貰

際
の
研
究
と
仕
事
は
卒
業
後
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
ま
こ
と
に
前
途
遼
遠
と

「
在
學
中
に
於
け
る
成
績
が
必
ず
し
も
卒
業
後
の
そ
の
人
の
手
腕
才
能
を
裏

書
き
す
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
、
今
ま
で
の
紐
過
か
ら
見
て
も
特
待

生
、
優
等
卒
業
生
の
悉
く
が
、
甕
壇
の
地
位
を
確
保
し
て
ゐ
る
と
は
云
へ
ま

せ
ん
、
尤
も
之
等
の
人
々
に
は
内
に
才
能
を
蓄

へ
て
ゐ
て
時
機
が
束
れ
ば
キ

ッ
ト
出
す
人
逹
だ
と
信
じ
て
は
ゐ
ま
す
が
ネ
」

「
或
る
人
が
統
計
を
と
つ
て
見
た
ら
、
卒
業
成
絞
の
六
七
番
と
云
ふ
邊
り
が

社
會
的
に
最
も
頭
角
を
現
は
し
て
活
躍
し
て
ゐ
る
と
の
事
で
す
。
併
し
そ
れ

が
美
校
に
営
て
は
ま
る
か
ど
う
か
は
知
り
ま
せ
ん
」

「
美
校
生
の
氣
風
で
す
か
、
一
口
に
云
へ
ば
ズ
ボ
ラ
で
す
、
こ
れ
は
極
端
な

個
性
狽
輝
の
養
成
の
結
果
と
も
云
へ
る
事
で
す
。
時
代
時
代
に
よ
っ
て
多
少

の
相
違
は
あ
り
ま
す
が
大
麓
に
於
い
て
集
園
、
統
一
或
は
協
力
と
云
っ
た
様

な
傾
向
が
あ
り
ま
せ
ん
、
ど
こ
ま
で
も
個
人
個
人
と
し
て
の
自
由
行
動
が
尊

ば
れ
ま
す
、
そ
の
代
り
他
の
學
生
に
見
ら
れ
な
い
美
し
い
も
の
が
あ
り
ま

す
、
そ
れ
は
純
員
で
す
、
表
裏
が
な
く
、
陰
瞼
で
な
く
、
淡
白
で
明
つ
放
し

で
す
、
こ
れ
が
特
色
と
し
て
最
も
誇
り
得
ら
れ
る
と
思
ひ
ま
す
」

「
危
瞼
思
想
的
な
傾
向
は
全
然
な
い
と
は
云
へ
ま
せ
ん
が
極
く
少
敷
で
す
、

〔象
ヵ
〕

何
分
に
も
仕
事
そ
の
も
の
が
法
律
、
鰹
済
な
ど
と
違
つ
て
到
照
を
自
然
に
求

め
る
結
果
か
ら
直
接
社
會
的
に
進
み
得
な
い
状
態
に
あ
る
の
だ
と
思
ふ
の
で

す
。
尤
も
藝
術
運
動
を
通
し
て
そ
の
方
面
に
興
味
を
感
じ
て
行
く
事
は
有
り

得
る
事
で
頭
脳
の
明
晰
な
者
な
ら
嘗
然
考
へ
ら
れ
る
事
で
せ
う
」

（「画
学
校
と
研
究
所

・
東
京
美
術
学
校
の
巻
」
『
美
術
新
論
』
第
七
巻
第
三

号
。
昭
和
七
年
三
月）

し
か
し、

鈴
川
は
昭
和
七
年
三
月
に
退
官
し
、
佐
々
木
卓
が
後
任
と
な
る
。
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列

館

陳 列 館

佐
々
木
は
大
正
三
年
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
学
科
卒
業
。
同
八
年
文
部

属
、
帝
国
美
術
院
書
記
、
同
十
二
年
福
岡
高
等
学
校
教
授
、
昭
和
六
年
名
古
屋

医
科
大
学
学
生
主
事
、
同
事
務
官
等
を
勤
め
た
人
で
、
同
七
年
三
月
―
二
十
日
に

本
校
生
徒
主
事
と
な
る
ま
で
は
、
本
校
と
は
殆
ん
ど
関
係
が
無
か
っ
た
。
彼
は

同
年
七
月
教
授
を
兼
任
し
、
同
十
六
年
生
徒
課
長
と
な
り
、
同
十
九
年
東
京
高

等
師
範
学
校
教
授
へ
転
任
す
る
。
彼
が
本
校
生
徒
主
事
と
な
っ
た
頃
か
ら
校
内

の
左
翼
活
動
は
容
赦
な
く
弾
圧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
6
0
9
頁
参
照
）
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
時
の
文
教
政
策
の
結
果
で
も
あ
ろ
う
。

②

陳

昭
和
四
年
五
月
十
五
日
、
陳
列
館
（
本
校
所
蔵
参
考
品
陳
列
館
。
岡
田
信
一

郎
設
計
）
が
完
成
し
た
。
本
書
所
載
「
東
京
美
術
学
校
年
報
」
に
明
ら
か
な
よ

う
に
、
本
校
は
多
年
に
亙
っ
て
陳
列
館
建
設
の
要
請
を
行
な
っ
て
来
た
が
、
そ

れ
が
漸
く
実
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。
諸
新
聞
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
建
設
が
決
定

し
た
の
は
前
年
六
月
の
頃
で
、
『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月
報
』
第
二
十
七
巻

第
二
号
も
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
報
じ
た
。

本
校
所
蔵
参
考
品
陳
列
館
建
設

多
年
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
で
は
表
せ
な
い
程
前
か
ら
我
々
数
職
員
生
徒
一

般
が
熱
差
し
て
居
た
慮
の
、
本
校
所
蔵
品
陳
列
館
の
建
設
費
が
些
少
で
は
有

る
が
文
部
省
か
ら
典
へ
ら
れ
た
と
聞
い
た
。
聞
い

た
時
に
並
居
る
も
の
は
一

磐
に
「
そ
れ
は
い
A
」
と
心
か
ら
此
の
報
告
を
喜
ん
だ
。

此
の
陳
列
館
建
設
費
は
敷
年
前
か
ら
毎
年
豫
算
を
計
上
し
て
来
た
や
う
だ

し
、
此
の
一

、
二
年
は
、
そ
の
豫
算
を
幾
等
分
か
し
て
毎
年
増
建
の
計
盟
を

し
た
り
し
て
居
た
が
、
そ
れ
で
も
通
ら
な
か
っ
た
。
此
度
は
文
部
省
で
昨
年

の
建
築
野
の
残
餘
が
有
っ
た
の
を
本
校
の
此
の
企
に
廻
さ
れ
た
と
か
で
金
四

萬
園
で
百
二
三
十
坪
の
物
を
建
て
る
計
聾
の
や
う
に
聞
い
た
。
結

描

な

事

中こ。t
 百

三
十
坪
と
云
ふ
と
今
の
建
策
科
の
建
物
の
下
（
一
階
）
だ
け
位
な
も
の

だ
そ
う
で
、
陳
列
館
と
し
て
は
無
論
尚
四
五
倍
は
ほ
し
い
、
で
も
無
い
と
云

ふ
事
よ
り
は
ど
れ
だ
け
い

4

か
わ
か
ら
な
い
、
今
迄
は
参
考
品
と
稲
し
な
が

ら
、
ほ
と
ん
ど
我
々
の
眼
に
燭
れ
な
い
で
お
庫
の
中
に
埋
ま
つ
て
居
る
や
う

な
形
だ
っ
た
か
ら
、
成
る
可
く
一
般
に
便
利
な
陳
列
館
が
一
日
も
早
く
建
つ

て
立
振
な
参
考
品
が
朝
夕
我
々
の
眼
に
燭
れ
る
や
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
、
そ

の
暁
に
は
エ
藝
な
ど
も
も
つ
と
落
付
い
た
作
品
を
新
し
い
人
の
中
か
ら
出
す

事
が
出
来
や
う
と
思
ふ
。

ま
た
、
正
木
直
彦
は
『
十
三
松
堂
日
記
』
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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