
私
の
戦
後
、
共
闘
活
動
史

駆
け
抜
け
た
青
春

竹
内
基
浩
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はじめに

は
じ
め
に

　
私
も
ま
も
な
く
齢
七
十
歳
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
時
代
も
戦
後
五
十
五
年
を
経
て
二
十
一
世
紀
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
を
生
き
て
、
自
分
の
生
き
た
あ
か
し
を
残
し
た
い
と
か
ね
て
か
ら
考
え
て
い
た
。
と

く
に
、
戦
後
か
ら
一
九
六
〇
年
代
の
激
動
期
に
青
春
時
代
を
生
き
て
、
こ
の
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
、
社
会

的
な
で
き
ご
と
に
労
働
運
動
の
一
活
動
家
と
し
て
か
か
わ
っ
た
一
人
と
し
て
、
時
代
の
証
言
者
と
し
て
の
記
録
を

残
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
生
來
の
筆
不
精
で
、
日
記
な
ど
の
記
録
を
と
っ
た
こ
と
も
な
く
、
記
憶
だ

け
に
た
よ
っ
た
記
述
で
は
、
証
言
者
の
記
録
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
お
粗
末
に
過
ぎ
る
と
思
い
、
つ
い
今
日
ま
で

き
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
時
間
が
た
て
ば
た
つ
ほ
ど
記
憶
は
あ
い
ま
い
に
な
り
、
ま
す
ま
す
ま
と
ま
り
の
な
い
も

の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
不
充
分
は
承
知
の
う
え
で
、
あ
え
て
自
伝
と
し
て
、
私
的
な
記
録
と
す
る
こ
と

で
こ
の
命
題
に
取
り
組
ん
で
み
る
こ
と
と
し
た
。

　
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
日
記
の
た
ぐ
い
を
残
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
時
間
的
な
前
後
関
係
や
か
か

わ
っ
た
人
の
名
前
な
ど
の
記
憶
に
あ
い
ま
い
な
も
の
も
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
、
団
体
名
だ
け
に
と
ど
め
て
、

で
き
る
だ
け
個
人
名
を
避
け
、
ど
う
し
て
も
個
人
名
を
あ
げ
る
必
要
の
あ
る
場
合
は
、
人
名
の
後
に
？
を
つ
け
、

ま
た
、
個
人
的
な
関
係
で
あ
え
て
個
人
名
を
あ
げ
る
必
要
の
な
い
と
思
わ
れ
る
人
に
つ
い
て
は
、
Ａ
君
、
Ａ
子
さ
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ん
な
ど
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
も
し
、
会
議
の
出
席
者
名
や
時
間
的
な
前
後
に
間
違
っ
た
記
述
が
あ
れ
ば
、
記
憶

違
い
と
し
て
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、
私
が
か
か
わ
っ
た
事
柄
そ
の
も
の
に
つ
て
は
で
き
る
だ

け
事
実
に
即
し
て
記
述
す
る
よ
う
に
心
が
け
た
つ
も
り
だ
。

　
な
お
、
個
人
名
で
政
党
や
団
体
の
役
職
に
あ
っ
た
人
の
名
前
に
つ
い
て
は
記
述
の
都
合
で
敬
称
を
略
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
戦
後
二
十
数
年
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
歴
史
と
し
て
記
述
す
る
の
は
大
変
に
難
し
い
。

例
え
ば
、
各
種
の
政
党
史
、
労
働
組
合
史
、
会
社
史
、
団
体
史
、
郷
土
史
、
事
件
史
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
記
を

み
て
も
、
記
述
そ
の
も
の
は
記
録
と
し
て
間
違
っ
て
は
い
な
く
て
も
、
非
常
に
大
事
と
思
わ
れ
る
事
柄
が
編
集
者

の
恣
意
で
こ
と
さ
ら
に
無
視
さ
れ
て
い
た
り
、
公
式
文
書
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
記
述
さ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
事
件
の
評
価
を
普
遍
的
に
、
か
つ
、
客
観
的
に
記
述
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん

ど
不
可
能
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
評
価
に
記
述
者
あ
る
い
は
編
者
の
主
観
が
入
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ

の
編
者
、
あ
る
い
は
記
述
者
が
、
あ
る
特
定
の
意
図
を
も
っ
て
編
集
・
記
述
し
た
場
合
は
、
と
く
に
こ
の
傾
向
が

強
く
な
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
私
の
記
述
に
つ
い
て
も
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
記
述
し
よ
う
と
思
っ
て
も
無
意
識
の
う
ち
に

自
分
の
立
場
や
意
見
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
時
に
私
が
ど
の
よ
う

な
思
想
と
立
場
で
、
あ
る
事
柄
に
か
か
わ
っ
て
き
た
か
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
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っ
て
、
こ
の
私
的
な
記
録
の
中
で
、
あ
る
社
会
的
な
事
件
に
ふ
れ
て
述
べ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
「
あ
く
ま
で

も
私
的
な
評
価
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
わ
っ
て
置
き
た
い
と
思
う
。
だ
が
、
同

時
に
、
ま
さ
に
そ
れ
が
、
自
分
史
の
特
徴
で
も
あ
り
、
自
ら
の
生
き
ざ
ま
の
検
証
と
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
も

思
っ
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
記
述
は
私
が
戦
後
二
十
数
年
の
時
代
に
直
接
に
関
係
し
た
事
柄
の
な
か
で
、
私
が
、
現
在
、

鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
断
片
的
に
記
述
し
た
も
の
で
、
歴
史
的
に
系
統
的
に
述
べ
た
も
の
で
は
な

い
。
い
う
な
れ
ば
、
私
自
身
が
、
十
代
後
半
か
ら
三
十
代
前
半
の
お
よ
そ
二
十
年
の
青
春
時
代
を
、
│
そ
れ
は
ま

た
、
日
本
の
敗
戦
後
の
激
動
期
と
も
重
な
る
の
だ
が
│
新
し
い
社
会
を
つ
く
る
と
い
う
理
想
と
夢
を
追
っ
て
、
い

か
に
駆
け
抜
け
た
か
の
全
く
の
私
的
な
記
録
で
あ
る
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
戦
後
と
い
う
時
代
ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
社
会
的
、
歴
史
的
事
件
へ
の
か
か
わ
り
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
青
春
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

ま
た
、
「
そ
れ
故
に
」
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
挫
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
さ
に
「
生
き
た
」
と
い
う
に
相
応
し

い
充
実
し
た
人
生
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
な
お
、
こ
の
私
記
の
記
述
に
あ
た
っ
て
は
記
憶
を
確
か
め
る
た
め
に
「
東
京
地
方
労
働
組
合
評
議
会
編
│
戦
後

東
京
労
働
運
動
史
（
労
働
旬
報
社
刊
）
」
「
臼
井
吉
見
編
│
安
保
・
１
９
６
０
（
筑
摩
書
房
刊
）
」
「
信
夫
清
三

郎
著
│
安
保
闘
争
史
（
世
界
書
院
刊
）
」
「
斎
藤
一
郎
著
│
安
保
闘
争
史
（
三
一
書
房
刊
）
」
「
斉
藤
一
雄
著
│

戦
後
の
大
衆
運
動
」
「
芳
賀
民
重
さ
ん
を
し
の
ぶ
（
一
九
九
六
年
│
し
の
ぶ
会
編
）
」
「
内
田
宜
人
著
│
新
島
賛
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歌
（
一
九
八
七
年
│
社
会
評
論
六
一
・
六
二
・
六
五
号
掲
載
）
」
な
ど
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。

　
な
お
、
付
録
と
し
て
再
録
し
た
五
本
の
論
文
（
山
田
隆
太
郎
「
総
評
幹
部
の
運
動
路
線
」
労
働
問
題
三
十
七
年

二
月
号
、
「
東
水
労
の
分
裂
と
労
働
組
合
統
一
の
条
件
」
仝
九
月
号
）
（
幸
田
義
美
「
総
評
反
主
流
派
の
運
動
路

線
│
そ
の
思
想
と
行
動
」
労
働
問
題
三
十
七
年
十
月
号
、
「
労
働
組
合
の
分
裂
と
統
一
」
仝
十
二
月
号
）
（
山
田

義
美
「
一
九
七
〇
年
と
日
本
共
産
党
│
組
織
的
に
み
た
そ
の
方
向
」
経
済
評
論
三
十
九
年
十
二
月
号
）
は
、
安
保

闘
争
以
後
の
労
働
運
動
に
つ
い
て
の
私
の
意
見
を
、
日
本
評
論
社
の
「
月
刊
労
働
問
題
」
「
経
済
評
論
」
編
集
部

の
求
め
に
応
じ
て
書
い
た
も
の
で
、
安
保
闘
争
以
後
の
原
水
禁
運
動
の
分
裂
な
ど
社
共
対
立
の
渦
中
に
あ
っ
て
、

東
京
地
評
書
記
と
い
う
立
場
上
、
私
的
な
意
見
を
一
般
誌
に
本
名
で
発
表
す
る
と
日
常
の
活
動
に
支
障
が
生
ず
る

こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
の
で
、
や
む
を
得
ず
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
文
を
あ
え
て
ペ

ン
ネ
ー
ム
で
発
表
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
当
時
の
運
動
の
状
況
と
そ
の
中
で
の
私
の
東
京
地
評

政
治
部
書
記
と
し
て
の
微
妙
な
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
、
私
は
す
で
に
共
産
党
を
離
党
し

て
い
た
よ
う
に
思
う
。
（
＊
１
）

　
と
も
あ
れ
、
私
は
三
十
四
歳
で
労
働
運
動
の
現
場
か
ら
離
れ
た
。
そ
れ
か
ら
の
人
生
は
全
く
違
っ
た
も
の
と
な

っ
た
。
い
わ
ば
第
二
の
人
生
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
六
十
歳
を
前
に
し
て
私
は
仕
事
を
離
れ
た
。
以
来
、

妻
と
二
人
で
の
年
金
生
活
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
第
三
の
人
生
を
生
き
て
い
る
。
こ
の
第
二
、
第
三
の
人
生
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
労
働
運
動
と
は
違
っ
た
意
味
で
の
ド
ラ
マ
が
あ
る
。
私
が
第
二
の
人
生
を
い
か
に
生
き
た
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か
、
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
老
い
を
い
か
に
生
き
る
か
に
つ
い
て
の
思
い
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
機
会
が

あ
れ
ば
書
き
た
い
と
は
思
っ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
実
現
で
き
る
か
ど
う
か
自
信
は
な
い
。

　
　
　
二
〇
〇
〇
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内
基
浩

＊
１
付
録
の
論
文
は
３
本
の
み
掲
載
。
加
え
て
本
名
で
執
筆
し
た
「
六
〇
年
安
保
闘
争
を
労
働
者
は
如
何
に
闘
っ

た
か
」
を
掲
載
し
ま
し
た
。





第
一
章　

目
覚
め
─
─
敗
戦
か
ら
共
産
党
入
党
ま
で
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敗戦

敗
戦

　
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
。
十
三
歳
の
夏
で
あ
る
。

　
今
日
は
天
皇
陛
下
の
玉
音
放
送
が
あ
る
の
で
、
学
校
に
集
ま
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
だ
。
い
よ
い
よ
本
土
決
戦

の
た
め
の
陛
下
の
命
令
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
天
皇
陛
下
の
直
接
の
命
令
と
は
い
ま

だ
か
つ
て
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　
当
時
、
学
校
へ
の
登
校
は
、
部
落
の
子
供
が
班
ご
と
に
集
ま
っ
て
登
校
し
て
い
た
。
私
は
、
高
学
年
（
国
民
学

校
高
等
科
二
年
）
と
い
う
こ
と
で
、
近
所
の
生
徒
た
ち
を
集
め
て
隊
伍
を
組
み
、
通
り
道
に
あ
る
お
宮
の
石
段
の

前
で
は
整
列
し
て
戦
勝
を
祈
願
し
、
学
校
に
向
か
っ
た
。

　
ま
た
、
こ
の
日
は
私
個
人
に
と
っ
て
も
特
別
な
日
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
海
軍
志
願
兵
の
面
接
の
日
だ
っ
た
。
少

年
志
願
兵
は
学
校
で
お
前
は
海
軍
、
お
前
は
陸
軍
と
い
う
よ
う
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
面
接
が
終
わ
れ

ば
次
に
は
入
隊
だ
。
そ
れ
や
こ
れ
や
で
な
ん
と
な
く
気
持
ち
も
昂
ぶ
っ
て
い
た
。

　
正
午
、
生
徒
全
員
が
整
列
し
て
玉
音
放
送
を
聞
い
た
。
整
列
し
た
の
が
校
庭
だ
っ
た
か
、
体
操
場
だ
っ
た
か
あ

ま
り
よ
く
覚
え
て
い
な
い
。
集
会
は
全
員
が
東
の
ほ
う
を
向
い
て
宮
城
遥
拝
の
後
、
放
送
を
き
い
た
。

「
朕
深
く
世
界
の
大
勢
と
帝
国
の
現
状
と
に
鑑
み
非
常
の
措
置
を
以
て
時
局
を
収
拾
せ
む
と
欲
し
こ
こ
に
忠
良
な
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る
な
ん
じ
臣
民
に
告
ぐ
」
で
始
ま
る
天
皇
の
声
は
甲
高
く
、
難
し
い
言
葉
の
羅
列
で
、
私
に
は
な
に
を
言
わ
れ
て

い
る
の
か
よ
く
判
ら
な
か
っ
た
が
、
な
に
か
大
変
な
こ
と
が
お
こ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
た
。

　
そ
の
う
ち
に
、
戦
争
が
終
っ
た
、
日
本
が
戦
争
に
負
け
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
判
っ
た
。
先
生
に
聞
い
た
の
か

父
に
聞
い
た
の
か
、
よ
く
覚
え
て
い
な
い
。
海
軍
志
願
兵
の
面
接
は
中
止
に
な
っ
た
。

　
家
に
帰
っ
て
か
ら
裏
の
畑
に
あ
る
小
屋
の
中
で
一
人
で
泣
い
た
。
拭
い
て
も
、
拭
い
て
も
涙
は
と
ま
ら
な
か
っ

た
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
ほ
っ
と
し
た
と
い
う
気
持
ち
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
だ
っ
た
。

　
そ
れ
ま
で
の
生
活
は
、
聖
戦
に
勝
つ
た
め
に
と
い
う
た
だ
一
つ
の
目
的
の
た
め
に
無
我
夢
中
だ
っ
た
。
国
民
学

校
の
高
等
科
に
進
ん
で
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
授
業
は
な
か
っ
た
。
毎
日
が
山
に
入
っ
て
の
松
の
根
堀
り
（
松
根
油

と
し
て
航
空
機
の
燃
料
に
す
る
と
言
わ
れ
て
い
た
）
、
軍
馬
の
飼
料
と
す
る
た
め
の
草
刈
り
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

学
校
に
行
く
と
き
は
、
木
銃
を
か
つ
い
で
の
軍
事
訓
練
、
学
校
に
数
丁
あ
っ
た
古
い
銃
劍
で
藁
人
形
を
使
っ
て
の

刺
殺
訓
練
だ
っ
た
。
雨
の
日
は
草
履
、
草
鞋
作
り
で
、
勉
強
を
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
な
ど
は
思
い
も
よ
ら
な
か

っ
た
。
こ
う
し
た
毎
日
に
私
は
な
ん
の
疑
問
も
感
じ
な
か
っ
た
。

　
自
分
は
や
が
て
戦
場
に
行
っ
て
、
天
皇
陛
下
と
国
家
の
た
め
に
戦
っ
て
死
ぬ
運
命
に
あ
る
の
だ
と
決
め
て
い
た
。

文
字
通
り
の
軍
国
少
年
だ
っ
た
。
で
も
、
子
供
ご
こ
ろ
に
も
死
ぬ
の
は
怖
か
っ
た
。
し
か
し
、
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
、

苦
し
ま
ず
に
、
し
か
も
か
っ
こ
よ
く
死
に
た
い
と
思
い
、
少
年
航
空
兵
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
。

　
自
分
の
人
生
を
こ
の
よ
う
に
思
い
決
め
て
い
た
十
三
歳
の
少
年
に
と
っ
て
、
敗
戦
と
い
う
現
実
は
、
そ
の
ま
ま
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受
け
入
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
重
い
変
化
だ
っ
た
。
時
間
が
た
つ
に
し
た
が
っ
て
、
政
府
や
軍
部
の
言
っ
て
い
た
こ

と
や
、
新
聞
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
の
多
く
が
嘘
だ
っ
た
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
と
判
っ
て
き
た
。
こ
の
軍
部
や
新
聞

の
嘘
を
真
に
受
け
て
子
供
た
ち
を
勤
労
奉
仕
や
軍
事
訓
練
に
か
り
た
て
て
い
た
先
生
や
親
た
ち
の
言
う
こ
と
も
信

じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　
十
三
歳
と
い
う
年
齢
は
、
子
供
な
り
に
、
ぼ
つ
ぼ
つ
人
生
を
考
え
始
め
る
年
頃
で
も
あ
っ
た
。
私
の
潜
在
意
識

の
な
か
に
は
、
既
成
の
権
威
に
た
い
す
る
不
信
が
根
づ
い
て
し
ま
っ
た
。
い
ま
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
か
ら

の
私
の
考
え
方
、
生
き
方
の
土
台
に
は
、
こ
の
権
力
、
権
威
と
い
う
も
の
に
た
い
す
る
不
信
が
ど
っ
か
り
と
腰
を

据
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
天
皇
の
た
め
に
、
国
の
た
め
に
死
ぬ
と
思
い
決
め
て
い
た
私
に

と
っ
て
、
文
字
ど
う
り
価
値
観
の
一
八
〇
度
の
転
換
で
あ
っ
た
。

　
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
の
敗
戦
を
、
い
つ
の
ま
に
か
「
終
戦
」
と
い
う
言
い
方
が
マ
ス
コ
ミ
を
含
め
て
定
着

し
て
い
る
。

　
天
皇
制
と
い
う
国
の
体
制
に
変
化
は
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
、
古
い
権
威
を
維
持
し
、
復
活

し
た
い
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
戦
争
が
終
わ
っ
た
と
い
う
、
単
な
る
通
過
点
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
敗
戦
」
は
今
ま
で
の
価
値
観
の
崩
壊
し
た
日
で
あ
り
、
そ
し
て
、
古
い
権
威
の

崩
壊
し
た
日
で
あ
っ
た
。
私
の
意
識
の
な
か
で
は
、
こ
の
日
は
「
終
戦
」
で
は
な
く
、
文
字
通
り
「
敗
戦
」
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
戦
後
二
十
数
年
の
私
の
生
き
ざ
ま
を
貫
い
て
き
た
縦
糸
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
「
敗
戦
」
、
言
い
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か
え
れ
ば
、
古
い
価
値
観
の
崩
壊
を
出
発
点
に
ま
っ
た
く
新
し
い
社
会
に
生
き
る
と
い
う
意
識
で
あ
っ
た
。

　
だ
か
ら
、
今
で
も
、
国
歌
と
し
て
の
「
君
が
代
」
に
は
そ
の
歌
詞
に
強
い
違
和
感
を
感
じ
て
い
る
し
、
国
旗
と

し
て
の
「
日
の
丸
」
に
つ
い
て
も
、
選
挙
な
ど
で
保
守
系
の
候
補
者
の
運
動
員
や
支
持
者
の
集
会
な
ど
で
「
日
の

丸
」
の
鉢
巻
き
を
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
戦
時
中
の
特
攻
隊
や
女
子
の
勤
労
奉
仕
隊
な
ど
を
思
い
出
し
、
嫌
悪

感
を
感
じ
る
。
ま
た
、
祝
日
に
家
庭
や
公
共
の
場
所
に
「
日
の
丸
」
が
掲
揚
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
つ
い
戦

時
中
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
。

　
だ
が
、
戦
後
五
十
五
年
に
し
て
、
こ
の
、
す
で
に
崩
壊
し
た
筈
の
価
値
観
が
復
活
し
、
「
日
の
丸
」
を
国
旗
と

し
、
「
君
が
代
」
を
国
歌
と
す
る
法
律
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
法
律
は
国
民
に
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
い

な
が
ら
、
学
校
で
は
事
実
上
強
制
さ
れ
て
い
る
。
国
民
の
人
権
に
直
接
に
か
か
わ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
盗
聴
法
」
も

制
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
天
皇
を
中
心
と
し
た
神
の
国
」
が
日
本
の
「
国
体
」
だ
と
臆
面
も
な
く
語
る
総
理
大
臣

が
生
ま
れ
た
。

　
い
ま
さ
ら
な
が
ら
、
五
十
五
年
と
い
う
時
間
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
こ
の
時
間
だ
け
が
「
敗
戦
」
の

時
の
「
二
度
と
過
ち
を
犯
す
ま
い
」
と
い
う
国
民
の
思
い
を
風
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
今
日
の

状
況
を
許
し
て
し
ま
っ
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
私
自
身
も
そ
の
渦
中
に
身
を
お
い
て
き
た
、
戦
後
の
労
働
運
動
、

平
和
運
動
、
民
主
主
義
を
守
る
運
動
に
つ
い
て
も
、
真
剣
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る
。
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私
は
、
こ
の
問
題
を
過
去
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
現
在
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
、
未
来
に
つ
な
が
る
テ
ー

マ
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
が
大
変
に
重
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
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家
を
離
れ
て
逓
信
講
習
所
の
生
活

逓
信
講
習
所
入
学
と
食
糧
難

　
昭
和
二
十
一
年
六
月
、
敗
戦
の
翌
年
、
父
が
田
舎
の
郵
便
局
長
を
し
て
い
た
関
係
で
、
長
野
の
逓
信
講
習
所
に

入
学
し
た
。
講
習
所
の
生
徒
は
公
務
員
で
は
な
か
っ
た
が
、
準
公
務
員
の
待
遇
で
給
料
も
支
給
さ
れ
た
。

　
当
時
、
飯
田
か
ら
長
野
ま
で
は
電
車
と
汽
車
を
乗
り
継
い
で
八
時
間
か
か
っ
た
。
講
習
所
は
、
長
野
市
郊
外
の

栗
田
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
畑
の
な
か
の
バ
ラ
ッ
ク
だ
っ
た
。
生
徒
の
多
く
は
軍
隊
で
通
信
の
業
務
に
つ
い
て

い
た
人
逹
で
、
な
か
に
は
、
特
攻
隊
の
生
き
残
り
の
人
も
い
た
。
五
十
人
近
い
ク
ラ
ス
の
な
か
で
国
民
学
校
を
出

た
ば
か
り
な
の
は
、
私
を
含
め
て
た
っ
た
三
人
だ
け
だ
っ
た
。
困
難
な
時
代
を
生
き
抜
い
て
み
ん
な
逞
し
か
っ
た
。

私
は
講
習
所
の
寮
生
活
で
、
こ
の
戦
時
を
生
き
抜
い
て
き
た
先
輩
や
年
上
の
同
級
生
た
ち
に
多
く
を
学
ん
だ
。

　
寮
の
生
活
は
、
空
腹
の
毎
日
だ
っ
た
。
配
給
だ
け
で
作
ら
れ
る
寮
の
食
事
は
、
い
ま
で
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の

だ
っ
た
。
朝
の
食
事
は
生
大
豆
や
豆
か
す
の
糊
と
ほ
ん
の
少
し
の
米
の
飯
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
昼
の
弁
当
は
薩
摩

芋
と
す
い
と
ん
を
詰
め
た
も
の
だ
っ
た
。
朝
食
の
大
豆
の
糊
は
最
初
は
ま
ず
く
て
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
数
日

す
る
と
空
腹
の
た
め
か
結
構
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
朝
食
の
少
し
ば
か
り
の
米
の
飯
と
、
昼
の
弁
当
は
食
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べ
ず
に
寮
に
持
っ
て
帰
り
、
月
に
一
回
の
食
糧
休
暇
（
当
時
は
公
務
員
に
も
食
糧
休
暇
と
い
う
の
が
あ
り
、
み
ん

な
、
買
い
出
し
に
出
か
け
た
）
で
家
か
ら
持
た
し
て
呉
れ
た
米
に
身
欠
き
ニ
シ
ン
や
乾
燥
野
菜
な
ど
を
ま
ぜ
た
食

糧
と
合
わ
せ
て
雑
炊
に
し
て
食
べ
た
。
さ
ら
に
、
雑
炊
に
は
、
講
習
所
の
帰
り
に
道
端
で
摘
ん
だ
、
日
照
り
草

（
ス
ベ
リ
ヒ
ユ
）
な
ど
の
野
草
を
入
れ
て
量
を
増
や
し
て
貪
り
食
っ
た
。
ま
た
、
夏
に
は
、
風
で
落
ち
た
り
、
傷

つ
い
て
落
ち
た
し
た
り
ん
ご
を
拾
い
に
で
か
け
食
糧
と
し
た
。
と
に
か
く
、
十
四
歳
と
い
う
食
べ
盛
り
の
年
齢
で

あ
る
。
い
つ
で
も
腹
を
空
か
し
て
の
毎
日
だ
っ
た
。
ネ
ギ
一
本
が
な
く
な
っ
た
と
い
っ
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
っ
た
し
、
薪
一
本
に
も
神
経
を
と
が
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
、
み
ん
な
明
る
か
っ
た
。
寮
で
は
高
等
科
の
学

生
と
一
緒
に
と
き
ど
き
「
ど
ぶ
ろ
く
」
で
宴
会
を
開
き
、
若
さ
を
謳
歌
し
て
い
た
。
こ
の
寮
生
活
で
、
私
は
ど
ん

な
条
件
の
な
か
で
も
生
き
て
行
け
る
と
い
う
自
信
を
つ
け
た
。

二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
と
新
憲
法
の
施
行

　
講
習
所
で
は
、
有
線
通
信
や
郵
便
業
務
な
ど
を
学
ん
だ
が
、
同
時
に
、
新
憲
法
や
英
語
な
ど
の
基
本
的
な
知
識

を
学
ん
だ
。
新
憲
法
は
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日
に
公
布
さ
れ
、
翌
二
十
二
年
五
月
三
日
に
施
行
さ
れ
た
。

公
布
と
同
時
に
始
ま
っ
た
新
憲
法
の
授
業
は
、
新
し
い
日
本
の
あ
り
よ
う
を
示
す
も
の
と
し
て
、
新
鮮
な
感
動
を

持
っ
て
聞
い
た
。
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講
習
所
生
活
の
な
か
で
、
と
く
に
、
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
へ
の
講
習
所
教
員
の
対
応
だ
っ

た
。
講
習
所
の
教
員
は
全
逓
信
労
働
組
合
の
組
合
員
だ
っ
た
。
昭
和
二
十
二
年
一
月
、
全
官
公
庁
共
闘
委
員
会
は

越
年
資
金
の
支
給
、
俸
給
・
諸
手
当
の
現
金
支
給
な
ど
、
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
イ
ン
フ
レ
に
た
い
し
て
、

最
低
の
生
活
を
守
る
た
め
に
、
二
月
一
日
に
無
期
限
ゼ
ネ
ス
ト
に
入
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
い
わ
ゆ
る
、
二
・
一

ゼ
ネ
ス
ト
宣
言
で
あ
る
。
講
習
所
で
は
、
教
員
が
、
闘
争
体
制
に
入
っ
た
。
と
く
に
、
非
組
合
員
で
あ
っ
た
学
生

に
た
い
し
て
は
、
ス
ト
破
り
に
動
員
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
た
と
え
、
進
駐
軍
が
き
て
も
、
協
力

し
な
い
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
組
合
の
体
制
と
し
て
、
英
語
の
先
生
（
東
京
帝
国
大
学
の

銀
メ
タ
ル
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
自
慢
に
し
て
い
た
先
生
だ
っ
た
）
が
渉
外
の
責
任
者
と
な
り
、
体
育
の
先
生
が

防
衛
隊
長
と
な
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
命
令
で
中

止
と
な
っ
た
が
、
こ
の
二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
は
、
ま
だ
組
合
員
で
は
な
か
っ
た
が
私
が
初
め
て
労
働
運
動
に
ふ
れ
た

最
初
の
事
件
だ
っ
た
。
ス
ト
の
中
止
は
伊
井
弥
四
郎
共
闘
議
長
（
国
鉄
労
組
）
の
涙
な
が
ら
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
知

ら
さ
れ
た
。
こ
の
伊
井
弥
四
郎
氏
と
十
数
年
後
の
安
保
阻
止
国
民
会
議
で
、
意
見
が
対
立
し
て
論
争
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
な
ど
と
は
思
い
も
及
ば
な
か
っ
た
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
は
私
に
と
っ
て
新
鮮
な
経
験
だ
っ
た
。
こ
の
経
験
を
契
機
に
し
て
、
私
は

労
働
運
動
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
労
働
運
動
に
の
め
り
こ
ん
で
行
く
こ
と
に
な
る
。


