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非
暴
力
と
反
軍
の
九
条
　（
22
） 

古
沢
宣
慶

頑
論
と
し
て
の
九
条
実
現

朝
日
新
聞
の
「
折
々
の
こ
と
ば
」
に
、
中
江
兆
民

の
「
俗
論
は
頑
論
よ
り
も
害
あ
り
」
が
載
っ
た
。（
18

年
10
月
29
日
）

鷲
田
清
一
は
以
下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「
憤ふ
ん

懣ま
ん

溜た

ま
る
社
会
で
は
、『
極
端
と
極
端
と
を
並

べ
て
見
せ
る
』
性
急
で
頑か
た
く

な
な
論
が
は
び
こ
る
。
こ

れ
ら
は
他
山
の
石
と
し
う
る
が
、
厄
介
な
の
は
俗
論

の
ほ
う
。
尖と
が

ら
な
い
論
点
は
温
和
で
い
か
に
も
正
論

に
映
る
が
、
そ
の
耳
あ
た
り
の
よ
さ
が
批
判
力
を
鈍

0

0

0

0

0

0
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ら
せ

0
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、
大
勢
を
見
誤
ら
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
人
心
が
議
論

に
倦う

め
ば
、
社
会
は
内
部
か
ら
蝕む
し
ば

ま
れ
て
ゆ
く
。
だ

か
ら
論
を
耕
せ

0

0

0

0

と
明
治
の
思
想
家
は
警い
ま
し

め
た
。」（
傍
点

は
引
用
者
）

『
三
酔
人
経
綸
問
答
』
に
こ
の
解
説
を
適
用
す
る

と
、「
頑
論
」
は
洋
学
紳
士
と
豪
傑
君
、「
俗
論
」
は

南
海
先
生
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
な
理
解

で
は
、
両
人
の
極
論
を
緩
和
し
た
南
海
先
生
の
意
見

が
兆
民
の
そ
れ
で
あ
り
、
現
実
的
か
つ
妥
当
な
論
だ

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
両
人
が
「
子
供

で
も
下
男
で
も
そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
は
知
っ
て
い
ま

す
」
と
言
う
、
平
凡
で
常
識
的
な
「
俗
論
」
で
あ
る
。

で
あ
る
が
故
に
高
く
評
価
さ
れ
、「
絶
対
平
和
」
と

か
「
非
武
装
」
と
か
の
「
頑
論
」
を
抑
え
る
根
拠
に

な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、「
武
力
に
た
よ
る
平
和
」

や
「
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
」
と
い
う
国
際
政

治
の
現
実
を
、
自
分
た
ち
が
「
常
識
」
と
考
え
る
「
俗

論
」
に
固
執
し
て
、
直
視
し
な
い
口
実
と
な
っ
て
い
る
。

南
海
先
生
の
言
う
通
り
だ
と
決
め
込
ん
で
「
論
を
耕
」

や
さ
ず
、「
現
実
的
平
和
主
義
者
」
だ
と
自
定
し
て
い

る
と
、「
批
判
力
を
鈍
ら
せ
、
大
勢
を
見
誤
」
る
こ
と

に
な
る
。

こ
こ
で
私
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
九
条
・
自
衛
隊

共
存
論
、
専
守
防
衛
肯
定
論
、「
改
憲
」
ま
で
を
も
含

む
立
憲
主
義
万
能
論
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
私
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
非
武
装・「
軍

備
な
き
平
和
」
の
現
実
化
を
目
指
す
、
九
条
実
現
論

で
あ
る
。
そ
れ
を
「
頑
論
」
と
自
覚
し
つ
つ
、「
俗
論
」

を
止
揚
し
な
が
ら
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
実
践
の
可

能
性
を
模
索
す
る
、
と
い
う
の
が
私
の
九
条
実
現
運

動
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
兆
民
の
分
身

岩
波
文
庫
版
の
解
説
で
、桑
原
武
夫
は
、洋
学
紳
士・

豪
傑
君
・
南
海
先
生
の
「
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
兆
民
の

分
身
だ
と
考
え
る
の
が
適
当
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と

言
う
。「
兆
民
の
な
か
に
は
こ
の
三
人
が
住
ん
で
い
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
深
い
共
感
を
も
っ
て
描
き
だ

さ
れ
て
い
る
。」

「
従
来
の
兆
民
論
に
お
い
て
、
南
海
先
生
は
た
し
か

に
、
兆
民
の
す
る
ど
い
分
析
の
才
能
を
反
映
し
て
い

る
が
、
そ
の
常
識
家
的
な
現
実
主
義
者
と
い
う
面
の

み
に
同
一
性
を
認
め
て
は
危
険
で
あ
ろ
う
。」

洋
学
紳
士
に
兆
民
の
理
想
主
義
者
の
側
面
を
見
る

の
は
簡
単
だ
ろ
う
が
、「
洋
学
紳
士
の
進
歩
性
の
み
に

力
点
を
か
け
、
豪
傑
君
を
や
や
も
す
る
と
軽
視
な
い

し
無
視
し
が
ち
」
な
の
は
間
違
い
だ
、
と
桑
原
は
言
う
。

「
兆
民
は
豪
傑
君
を
も
共
感
を
こ
め
て
描
い
て
い
る
。」

「
兆
民
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
外
交
を
批
評
し
た
新

聞
論
説
を
見
る
と
、
洋
学
紳
士
風
の
政
治
道
徳
論
よ

り
も
、
豪
傑
君
風
の
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の

観
点
か
ら
の
も
の
が
多
く
、
そ
れ
と
し
て
の
鋭
い
洞

察
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。『
一

年
有
半
』
に
は
、『
権
略
は
悪
字
面
に
あ
ら
ず
』
と
書

い
て
い
る
。
三
人
の
う
ち
の
一
人
を
抽
象
し
て
は
兆

民
は
理
解
し
え
な
い
。」

九
条
と
り
わ
け
二
項
の
「
戦
力
の
不
保
持
」
の
条

文
と
ガ
ン
ジ
ー
の
非
暴
力
大
衆
行
動
の
事
例
を
知
る

今
の
時
点
か
ら
見
る
と
、
洋
学
紳
士
の
立
論
は
不
徹

底
で
あ
る
。
豪
傑
君
に
関
し
て
言
え
ば
、
膨
張
主
義

的
な
極
論
に
目
を
奪
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
列
強
に

よ
る
パ
ワ
ー
政
治
の
現
状
を
語
る
、
そ
れ
な
り
に
真
っ

当
な
現
実
主
義
に
注
目
す
べ
き
だ
。
そ
の
「
現
実
」

を
直
視
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
現
実
追
随
し
て
し
ま
う

の
か
、
あ
え
て
徹
底
し
た
理
想
を
求
め
る
の
か
。
九

条
実
現
を
掲
げ
る
立
場
か
ら
は
、
洋
学
紳
士
の
理
想

主
義
は
弱
く
、
南
海
先
生
の
常
識
的
現
実
主
義
で
も
、

パ
ワ
ー
政
治
の
現
実
そ
の
も
の
に
は
勝
て
な
い
。
後

知
恵
で
は
あ
る
が
、
南
海
先
生
的
対
処
法
で
は
二
度

の
世
界
大
戦
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
九

条
が
単
な
る
戦
争
放
棄
で
は
な
く
、
二
項
で
一
切
の
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軍
備
撤
廃
を
う
た
っ
た
の
は
、
そ
の
為
で
あ
る
。

国
際
政
治
に
内
在
す
る
ジ
レ
ン
マ

中
公
新
書
の
『
国
際
政
治
』
で
、
高
坂
正
堯
は
『
三

酔
人
経
綸
問
答
』
に
触
れ
、
中
江
兆
民
が
言
い
た
か
っ

た
こ
と
は
、「
軍
備
な
き
平
和
」
と
「
力
に
よ
る
平
和
」

の
あ
い
だ
に
超
え
が
た
い
ジ
レ
ン
マ
が
存
す
る
こ
と

だ
、
と
言
う
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、「
世
界
の
ど
こ
の

国
と
も
平
和
友
好
関
係
を
ふ
か
め
、
万
や
む
を
得
な

い
ば
あ
い
に
な
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
防
衛
戦
略
を

と
る
」
と
い
う
、
平
凡
な
「
外
交
上
の
良
策
」
し
か

出
て
こ
な
い
。

高
坂
に
よ
れ
ば
、
核
兵
器
の
出
現
は
人
び
と
を
「
力

に
よ
る
平
和
」
と
「
武
器
な
き
平
和
」
の
、
極
端
な

双
方
向
に
走
ら
せ
た
。
し
か
し
、「
力
に
よ
る
平
和
」

は
あ
ま
り
に
危
険
で
あ
り
、「
武
器
な
き
平
和
」
の
実

現
不
可
能
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
「
軍
備

規
制
と
い
う
考
え
方
」
が
出
て
き
た
。

「
軍
備
規
制
は
国
際
政
治
に
お
け
る
軍
事
力
の
役

割
を
認
め
、
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
は
軍
事
力
を

保
持
し
、
こ
れ
を
適
当
に
用
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
る
点
で
、
基
本
的
に
は
『
力
に
よ
る
平
和
』

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
自
制
し
て
使
用
す
る
体
制
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
の
叡
智

0

0

0

0

0

に
支
え
ら
れ

て
い
る
と
言
え
る
。」（
傍
点
は
引
用
者
）

し
か
し
、「
力
に
よ
る
平
和
」
は
、「
力
に
よ
る
」

か
ら
こ
そ
の
限
界
が
あ
る
。
核
兵
器
の
開
発
・
拡
散

を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
小
規
模
な
武
力
闘
争

を
な
く
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
さ
ら
に
正
確
に
言

え
ば
、
軍
備
規
制
が
お
こ
な
わ
れ
て
全
面
核
戦
争
の

危
険
が
滅
ず
れ
ば
減
ず
る
ほ
ど
、
限
定
戦
争
と
い
う

手
段
を
人
び
と
が
安
心
し
て
使
う
よ
う
に
な
る
こ
と

さ
え
考
え
ら
れ
る
。」

「
軍
備
規
制
は
こ
の
不
安
な
平
和
を
安
定
し
た
平
和

に
変
え
る
方
法
を
与
え
な
い
。」「
そ
れ
は
軍
備
な
き

世
界
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。」
目
指
す
「
最
終
目

標
」
が
な
く
て
、
効
果
あ
る
軍
備
規
制
は
可
能
な
の

だ
ろ
う
か
。「
人
間
の
叡
智
」
に
つ
い
て
期
待
度
・
信

頼
度
を
少
し
だ
け
高
め
て
、
究
極
の
目
標
と
し
て
「
世

界
非
武
装
」
と
い
う
理
想
を
な
ぜ
掲
げ
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
か
。

「
緊
張
を
生
み
出
す
根
源
は
普
通
の
人
間
で
あ
る
わ

れ
わ
れ
の
な
か
に
あ
る
」
と
言
う
の
な
ら
ば
、「
武
器

な
き
平
和
」
の
実
現
不
可
能
性
を
軽
々
し
く
断
定
し

て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、「
普
通
の
人
間
」
の
可
能
性

を
プ
ラ
ス
の
方
向
で
引
き
出
す
道
を
追
求
し
な
が
ら
、

「
武
器
な
き
平
和
」
の
実
現
可
能
性
、
す
な
わ
ち
九
条

実
現
の
可
能
性
を
探
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
り
う
る

の
で
は
な
い
か
。

不
徹
底
な
洋
学
紳
士

「
不
徹
底
な
」
と
言
う
の
は
、
非
武
装
の
主
張
に
関

し
て
、
今
日
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
１
８
８
７
年
当
時
の
主
張
と
し
て
は
、
画
期

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

洋
学
紳
士
は
「
道
義
の
原
理
に
大
い
に
反
し
、
経

済
の
理
法
に
大
い
に
そ
む
い
て
ま
で
国
家
財
政
を
む

し
ば
む
数
十
百
万
の
常
備
軍
を
た
く
わ
え
」
る
こ
と

に
反
対
す
る
。
こ
れ
は
今
で
も
十
分
に
通
用
す
る
論

理
で
あ
り
、
結
局
は
常
備
軍
肯
定
で
し
か
な
い
「
専

守
防
衛
」
論
に
勝
る
道
理
で
あ
る
。

問
題
は
、
万
が
一
の
武
力
侵
略
の
場
合
で
あ
る
。

「
こ
ち
ら
が
軍
備
を
撤
廃
し
た
の
に
つ
け
こ
ん
で
、
た

け
だ
け
し
く
も
侵
略
し
て
来
た
と
し
て
、
こ
ち
ら
が

身
に
寸
鉄
を
帯
び
ず
、
一
発
の
弾
丸
を
も
持
た
ず
に
、

礼
儀
た
だ
し
く
迎
え
た
な
ら
ば
、
彼
ら
は
い
っ
た
い

ど
う
す
る
で
し
ょ
う
か
。
剣
を
ふ
る
っ
て
風
を
斬
れ

ば
、
剣
が
い
か
に
鋭
く
て
も
、
ふ
ん
わ
り
と
し
た
風

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
風
に
な
ろ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」

「
小
国
の
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
が
心
に
あ
こ
が
れ
な

が
ら
も
実
践
で
き
な
い
で
い
る
無
形
の
道
義
と
い
う

も
の
を
、
な
ぜ
こ
ち
ら
の
軍
備
と
し
な
い
の
で
す
か
。

自
由
を
軍
隊
と
し
、
艦
隊
と
し
、
平
等
を
要
塞
に
し
、

博
愛
を
剣
と
し
、
大
砲
と
す
る
な
ら
ば
、
敵
す
る
も

の
が
天
下
に
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。」

「
彼
ら
が
怒
っ
て
暴
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
も
、

こ
ち
ら
が
笑
っ
て
仁
の
道
を
守
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼

ら
は
な
に
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。」

典
型
的
な
無
抵
抗
主
義
で
あ
り
、い
わ
ゆ
る
「
万
歳
」

論
で
あ
る
。「
甘
い
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
だ

か
ら
、
豪
傑
君
に
「
一
太
刀
も
報
い
ず
、
一
発
も
お

返
し
せ
ず
に
、
じ
っ
と
侵
略
者
の
奪
う
に
ま
か
せ
て
、

あ
え
て
抵
抗
し
な
い
な
ど
と
は
、
気
狂
い
ざ
た

0

0

0

0

0

じ
ゃ

な
い
か
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。（
傍
点
は
あ
え
て
原
文

の
ま
ま
だ
と
い
う
意
味
）

ど
こ
か
凶
暴
な
国
が
襲
撃
し
て
き
た
ら
ど
う
す
る
、

と
い
う
豪
傑
君
の
問
い
に
、
洋
学
紳
士
は
「
も
し

万
一
、
そ
ん
な
凶
暴
な
国
が
あ
っ
た
ば
あ
い
は
、
私

た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
で
対
策
を
考
え
る
以
外
に
方
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法
は
な
い
」
と
答
え
る
。
こ
れ
は
か
な
り
卑
怯
な
答

弁
で
あ
る
。

「
願
い
と
し
て
」
は
、「
武
器
ひ
と
つ
持
た
ず
、
弾

一
発
た
ず
さ
え
ず
、
静
か
に
」「
さ
っ
さ
と
お
国
に
お

帰
り
下
さ
い
」
と
「
言
い
た
い
の
で
す
。」
こ
れ
で
「
お

帰
り
」
に
な
る
の
な
ら
、
当
初
か
ら
侵
略
な
ど
し
て

来
な
い
だ
ろ
う
。
ふ
つ
う
は
戦
端
を
開
く
前
に
外
交

で
の
言
葉
の
や
り
取
り
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
外
交

官
が
「
攻
め
て
来
な
い
で
下
さ
い
」
く
ら
い
は
言
っ

て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
で
埒
が
明
か
な
か
っ
た
ら
こ

そ
武
力
侵
略
し
て
来
た
の
だ
。
パ
ワ
ー
政
治
の
現
実

下
で
は
、
撃
退
に
ま
で
至
ら
な
く
と
も
、
武
力
反
撃

に
よ
っ
て
占
領
政
治
が
不
可
能
な
く
ら
い
に
は
持
ち

直
し
、
改
め
て
外
交
に
持
ち
込
む
こ
と
が
、「
想
定
」

し
う
る
対
応
で
あ
る
。

因
み
に
、
市
民
的
防
衛
の
場
合
は
、
非
武
装
・
非

暴
力
抵
抗
に
よ
っ
て
占
領
政
治
を
不
能
に
さ
せ
、
外

交
で
の
言
論
勝
負
に
持
ち
込
む
。

豪
傑
君
は
吹
き
出
し
て
し
ま
う
。「
ぎ
り
ぎ
り
決
着

の
奥
の
手
と
い
え
ば
、
国
中
の
人
民
が
み
な
手
を
こ

ま
ね
い
て
、
い
っ
せ
い
に
敵
の
弾
丸
に
た
お
れ
る
と

い
う
だ
け
の
こ
と
」
な
の
か
、
と
。

そ
こ
ま
で
言
わ
れ
る
と
、
洋
学
紳
士
は
「
無
抵
抗
」

に
固
執
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、「
自
分
の
生
命
を
守

る
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
自
己
防
衛
し
て
警
官
の
来
る

の
を
待
つ
」
と
答
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
で
も
頑

張
っ
て
「
軍
隊
を
な
ら
べ
、
銃
を
撃
っ
て
防
ぐ
」
こ

と
の
不
当
を
「
哲
学
の
本
旨
に
そ
む
く
」
と
訴
え
る
が
、

負
け
惜
し
み
に
し
か
聞
こ
え
な
い
。

当
時
も
今
も
、「
お
帰
り
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
帰

る
よ
う
な
お
人
好
し
の
侵
略
国
家
は
な
い
し
、
武
装

か
非
武
装
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
国
へ
の
侵
略
に
対

し
て
抵
抗
す
る
気
概
を
持
た
な
い
人
民
は
、
国
内
で

の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
践
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

非
武
装
を
志
向
す
る
理
想
主
義
は
、
冷
厳
な
国
際

政
治
の
現
実
を
十
二
分
に
了
解
し
た
上
で
主
張
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
武
装
・
非
暴
力
の
市
民
的

防
衛
の
現
実
的
可
能
性
に
関
し
て
、
私
は
、『
軍
事
民

論
』
特
集
４
号
に
、「
非
暴
力
抵
抗
運
動
と
『
国
防
』

問
題
―
―
一
九
六
八
年
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の

事
例
を
中
心
に
―
―
」
と
い
う
一
文
を
寄
せ
た
。
副

題
に
あ
る
通
り
、「
プ
ラ
ハ
の
春
」
を
つ
ぶ
し
に
か

か
っ
た
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
五
ヵ
国
の
侵
略
軍
に
、
市

民
が
素
手
で
立
ち
向
か
っ
た
抵
抗
に
関
す
る
事
例
研

究
の
試
み
で
あ
る
。『
戦
車
と
自
由

―
チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
事
件
資
料
集

―
』
を
主
た
る
資
料
と
し

て
、
具
体
的
抵
抗
の
事
例
を
紹
介
し
た
。

「
国
防
」
は
あ
く
ま
で
「カ
ッ
コ」
づ
き
で
、
実
際
は
「
国
」

を
守
る
の
で
は
な
く
、
民
衆
が
自
ら
の
手
で
自
ら
を

守
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
可
能
性
と
有
効
性
の

検
討
の
一
助
と
し
て
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
お

け
る
民
衆
の
非
武
装
・
非
暴
力
抵
抗
の
事
例
を
取
り

上
げ
た
の
で
あ
る
。　

「
大
切
な
の
は
、
民
衆
自
身
に
よ
る
『
国
防
』
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
作
成
で
あ
り
、
訓
練
・
組
織
化
で
あ
ろ
う
」

と
結
ん
だ
。

拙
文
は
、
小
山
内
宏
編
集
の
『
日
本
の
防
衛
を
考

え
る
』（
泰
流
社
、
76
年
7
月
）
に
収
録
さ
れ
た
。
小
山

内
に
よ
る
紹
介
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
一
体
、

武
力
で
本
当
に
一
国
の
防
衛
、
国
民
の
安
全
が
守
ら

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
大
な
犠
牲
を
求
め
ら
れ

る
武
力
抵
抗
よ
り
も
、
非
暴
力
抵
抗
の
ほ
う
が
よ
り

国
民
の
安
全
を
守
る
も
の
と
な
る
―
―
と
い
う
主
張

を
、
一
九
六
八
年
の
ソ
連
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

武
力
侵
攻
事
件
の
歴
史
的
実
例
に
お
い
て
、
本
論
文

は
、
そ
の
正
当
性
を
展
開
、
提
示
す
る
。
軍
隊
と
い

う
武
装
組
織
は
、
た
し
か
に
強
力
で
あ
り
、
非
武
装

の
民
衆
を
威
圧
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
人
一
人
の
人
間
の
、
非
武
装
抵
抗
を
圧
倒
し
得
る

強
制
力
を
も
ち
得
る
も
の
で
あ
る
か
、
ど
う
か
。
重

要
な
問
題
提
起
が
こ
こ
に
あ
る
。」

軍
事
問
題
研
究
者
や
市
民
運
動
家
の
ご
く
一
部
の

人
た
ち
に
は
高
く
評
価
さ
れ
た
が
、
肝
心
の
非
暴
力

主
義
者
や
非
武
装
論
者
ら
に
は
、
叩
き
台
と
し
て
も

取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
市
民
的
防
衛

に
関
す
る
本
は
数
冊
出
て
い
る
が
、
参
考
文
献
に
す

ら
な
っ
て
い
な
い
。

現
実
追
随
を
説
く
豪
傑
君

豪
傑
君
の
論
旨
は
単
純
で
あ
る
。
現
実
に
戦
争
が

起
こ
っ
て
お
り
、
各
国
は
戦
争
に
向
け
て
軍
備
を
増

強
・
充
実
さ
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
同
じ
こ
と
を
す

る
以
外
に
道
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
五
大
州
の
な
か
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
文
明
が
一

番
す
す
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
軍
備
が
一
番
充
実
し
て

い
る
。
戦
争
が
一
番
強
い
。
こ
ん
な
は
っ
き
り
し
た

証
拠
が
あ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
が
実
際
の

事
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」

こ
こ
ま
で
は
事
実
問
題
だ
か
ら
、
何
人
も
反
論
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
否
定
し
よ
う
の
な
い
現
実
の
前
で
、
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ど
の
よ
う
な
道
を
選
ぶ
の
か
。

一
般
に
「
現
実
的
な
」
対
応
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
は
、
そ
の
所
与
性
を
認
め
、
た
だ
従
う
だ
け
の
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
す
で
に
価
値
判
断
が

入
っ
て
い
る
と
、
丸
山
真
男
は
言
う
。「
現
実
た
れ
」

と
言
う
時
、「
ひ
と
は
す
で
に
現
実
の
う
ち
の
あ
る

0

0

面

を
望
ま
し
い
と
考
え
、
他
の

0

0

面
を
望
ま
し
く
な
い
と

考
え
る
価
値
判
断
に
立
っ
て
『
現
実
』
の
一
面
を
選0

択0

し
て
い
る
の
で
す
。」（「『
現
実
』
主
義
の
陥
穽
」）

「
強
大
な
兵
力
が
あ
る
か
ら
、
国
と
国
と
は
戦
争
せ

ず
に
は
す
ま
な
い
」
と
豪
傑
君
は
言
う
。
そ
れ
が
「
現

実
」
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
だ
か
ら
こ
そ
、
兵
力
を
無

く
し
て
戦
争
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
道
も

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
「
現
実
的
」
対

応
で
は
な
い
か
。

「
私
達
は
観
念
論
と
い
う
非
難
に
た
じ
ろ
が
ず
、
な

に
よ
り
も
こ
う
し
た
特
殊
の
『
現
実
』
観
に
真
向
か

ら
挑
戦
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
う
し
て
既

成
事
実
へ
の
こ
れ
以
上
の
屈
伏
を
拒
絶
し
よ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
丸
山
は
言
う
。

し
か
し
、
豪
傑
君
は
逆
の
方
向
を
選
ぼ
う
と
す
る
。

「
国
を
大
き
く
し
、
国
を
富
ま
し
、
兵
隊
を
増
や
し
、

軍
備
を
多
く
す
る
」た
め
に
、ア
ジ
ア
か
ど
こ
か
の「
大

き
な
国
」
を
侵
略
し
、
国
土
を
割
譲
さ
せ
よ
、
と
言
う
。

「
今
の
ば
あ
い
外
国
征
服
と
い
う
政
策
は
、
じ
っ
さ
い

不
可
避
な
の
で
す
。」
こ
の
方
法
は
、「
た
い
へ
ん
時

代
の
要
求
に
合
致
し
て
い
ま
す
。」

こ
の
主
張
に
対
し
、
南
海
先
生
は
、
プ
ロ
シ
ア
と

フ
ラ
ン
ス
の
例
を
挙
げ
て
「
大
規
模
に
軍
備
拡
張
し

て
い
る
か
ら
、
爆
発
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と

答
え
る
。「
勢
力
均
衡
と
い
う
考
え
」
と
「
国
際
法
と

い
う
約
束
」
が
、
強
国
の
手
足
を
拘
束
し
て
い
る
か
ら
、

大
爆
発
は
起
こ
ら
な
い
と
言
う
。

27
年
後
の
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
を
、
南
海
先
生

の
予
見
の
は
ず
れ
と
見
る
か
ど
う
か
は
、
微
妙
で
あ

る
。
豪
傑
君
の
現
実
認
識
を
、
視
点
を
変
え
た
論
法

だ
け
で
否
定
し
、
価
値
判
断
に
ま
で
及
ば
な
い
南
海

先
生
の
論
法
で
良
い
の
か
ど
う
か
、
私
は
問
い
た
い
。

南
海
先
生
、
胡
麻
化
せ
り

「
も
し
彼
ら
が
い
つ
か
、
た
け
だ
け
し
く
も
攻
め
て

来
た
と
す
る
な
ら
ば
、
先
生
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う

風
に
対
処
さ
れ
る
つ
も
り
で
す
か
」
の
問
い
に
対
す

る
南
海
先
生
の
答
え
は
、
専
守
防
衛
論
で
あ
る
。
侵

略
す
る
に
は
不
十
分
だ
け
れ
ど
も
、
防
衛
す
る
に
は

十
二
分
の
軍
備
を
整
え
れ
ば
良
い
。
そ
の
程
度
の
「
戦

力
＝
自
衛
力
」
で
あ
る
な
ら
ば
、「
ど
う
し
て
紳
士
君

の
説
の
よ
う
に
、
何
の
抵
抗
も
試
み
な
い
で
殺
さ
れ

る
の
を
待
っ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ど

う
し
て
豪
傑
君
の
プ
ラ
ン
に
し
た
が
っ
て
、
隣
国
の

恨
み
を
買
う
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。」

「
要
す
る
に
外
交
上
の
良
策
と
は
、
世
界
の
ど
の

国
と
も
平
和
友
好
関
係
を
深
め
、
万
や
む
を
得
な
い

ば
あ
い
に
な
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
防
衛
戦
略
を
採
り
、

遠
く
軍
隊
を
出
征
さ
せ
る
労
苦
や
費
用
を
避
け
て
、

人
民
の
肩
の
重
荷
を
軽
く
し
て
や
る
よ
う
尽
力
す
る

こ
と
、
こ
れ
で
す
。」

こ
の
答
え
に
、
洋
学
紳
士
も
豪
傑
君
も
満
足
し
な

い
。
兆
民
自
身
も
同
様
で
、
だ
か
ら
「
南
海
先
生
は

ご
ま
か
し
た
」
の
書
き
込
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

現
実
を
踏
ま
え
た
理
想
主
義

強
大
な
兵
力
を
有
す
る
国
同
士
が
戦
争
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
豪
傑
君
の
現
実
認
識
は
間
違
っ

て
い
な
い
。
問
題
な
の
は
、
だ
か
ら
侵
略
を
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
追
随
で
あ
っ
て
、
現
実

認
識
で
は
な
い
。

洋
学
紳
士
の
現
実
主
義
は
空
論
に
停
ま
っ
て
い
る
。

空
論
で
は
な
い
理
想
主
義
を
探
求
せ
よ
、
と
南
海
先

生
は
言
い
た
か
っ
た
。

「
紳
士
君
、
紳
士
君
、
思
想
は
種
子
で
す
、
脳
髄
は

畑
で
す
。
あ
な
た
が
ほ
ん
と
に
民
主
思
想
が
好
き
な

ら
、口
で
し
ゃ
べ
り
、本
に
書
い
て
、そ
の
種
子
を
人
々

の
脳
髄
の
な
か
に
ま
い
て
お
き
な
さ
い
。」

そ
の
た
め
に
こ
そ
、
紳
士
君
は
現
実
を
知
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
現
実
を
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。「
ど
う
か
一
度
歴
史
を
ひ
ら
い
て
読
ん
で
み
て

下
さ
い
。
世
界
各
国
の
事
跡
は
、
世
界
各
国
の
思
想

の
結
果
で
す
」
と
は
、
理
想
主
義
の
基
礎
を
固
め
よ
、

と
の
提
言
だ
と
私
は
解
す
る
。

「
一
時
代
の
社
会
は
、
一
幅
の
絵
」
だ
と
言
う
。
紳

士
君
は
ま
ず
、「
現
在
と
い
う
紙
」
に
合
っ
た
絵
具
を

調
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
努
力
を
怠
ら
な
い

な
ら
ば
、「
現
在
の
時
代
と
い
う
紙
」
に
「
現
在
の
事

業
と
い
う
絵
を
か
」
い
て
、
見
る
人
か
ら
傑
作
と
た

た
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
（
ふ
る
さ
わ
・
せ
ん
け
い
／
日
蓮
宗
浄
鏡
寺
住
職
）
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