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期
中
断
し
て
、
あ
ら
た
な
署
名
を
集

め
ま
す
。
５
月
２４
日
ま
で
に
全
国
か

ら
十
万
筆
集
め
る
こ
と
を
、
目
標
と

し
て
い
ま
す
。 

岡
山
県
内
の
署
名

は
、
現
在
２
万
８
千
１
２
３
筆
で
す
。 

（
３
月
１５
日
現
在
）
大
き
な
力
を

発
揮
し
て
い
る
岡
山
の
支
援
活
動
。 

 

そ
れ
に
増
す
支
援
の
署
名
集
め

を
、
お
願
い
し
ま
す
。 

（
新
聞
に
署
名
用
紙
を
折
り
込
み

ま
し
た
。
不
足
の
方
は
、
支
部
ま
で

ご
請
求
く
だ
さ
い
） 

  

第
９
回
岡
山
口
頭
弁
論
は 

４
月
１９
日
（
水
） 

午
前
１０
時
半
～
１２
時 

東
京
の
裁
判 

結
審
ま
ぢ
か 

あ
ら
た
な
署
名
集
め
へ 

ご
支
援
を 

昨
年
７
月
の
大
阪
判
決
に
つ
づ
く

東
京
の
判
決
は
、
全
国
１５
地
域
２

１
５
５
名
に
及
ん
で
い
る
裁
判
へ
の
影

響
は
大
き
い
で
す
。 

こ
こ
で
ど
う
し
て
も
勝
訴
を
勝
ち

取
り
た
い
と
、
東
京
地
裁
の
裁
判
官

あ
て
の
署
名
を
集
め
る
こ
と
が
緊
急

な
こ
と
と
し
て
決
定
し
ま
し
た
。 

（
孤
児
訴
訟
支
援
連
絡
会 

 

第
３６
回
世
話
人
会
議
で
） 

 

総
理
大
臣
あ
て
の
署
名
を
一
時

中
国
「
残
留
」
日
本
人
孤
児
の
関

東
地
域
・
東
京
地
裁
の
裁
判
の
結

審
が
、
５
月
２４
日
と
決
ま
り
ま
し

た
。
（
判
決
は
秋
に
？
） 

全
国
に
先
駆
け
て
提
訴
し
た
東
京

地
裁
で
は
、
初
め
の
提
訴
者
６
０
０

余
名
か
ら
、
現
在
は
１
０
９
２
名
に

も
な
り
ま
し
た
。
全
国
初
の
裁
判
だ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
判
決
が
遅
れ

て
い
る
の
は
、
裁
判
長
の
転
勤
に
よ

る
も
の
で
し
た
。 

古古古都都都   平平平謡謡謡・・・山山山西西西をををたたたずずずねねねるるる   

わ
た
し
の
小
さ
な
旅
日
記 
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語
茜 

気
の
合
っ
た
同
学
た
ち
と 

大
阪
の
と
あ
る
中
国
語
教
室
で
机

を
並
べ
て
い
た
「
同
学
（
同
級
生
の

意
味
）
」
と
の
中
国
旅
行
も
、
今
年

で
３
回
目
で
す
。 

年
齢
も
性
格
も
バ
ラ
バ
ラ
で
す

が
、
な
ぜ
か
気
が
合
う
仲
良
し
３

人
組
。 

朝
食
を
食
べ
な
が
ら
で
さ
え
「
今

日
は
ど
ん
な
美
味
し
い
も
の
が
食

べ
ら
れ
る
か
な
？
」
と
満
面
の
笑
顔

で
言
い
放
つ
Ｙ
さ
ん
。
「
こ
れ
ぞ
中

国
」
と
い
う
物
を
買
い
集
め
る
事

が
大
好
き
な
Ｋ
さ
ん
。 

面
白
そ
う
な
も
の
を
発
見
す
る

と
、
猪
突
猛
進
型
で
見
に
行
か
な

い
と
気
が
す
ま
な
い
私
。 

す
て
き
な
古
都
の 

た
た
ず
ま
い 

先
ず
は
北
京
入
り
し
た
私
た
ち

の
今
回
最
大
の
目
的
は
、
平
遥
へ
の

小
旅
行
で
す
。
平
遥
は
山
西
省
の

省
都
太
原
か
ら
南
西
約
60

km
に

位
置
し
、
古
い
街
並
み
と
明
・
清

時
代
の
城
壁
が
完
全
に
残
さ
れ
て

お
り
、
１
９
９
７
年
に
は
世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な

み
に
、
昨
年
の
日
中
友
好
協
会
の

カ
レ
ン
ダ
ー
、
９
月
が
平
遥
の
城
壁

の
写
真
で
、
私
は
そ
れ
を
眺
め
な

が
ら
「
行
き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち

を
募
ら
せ
て
い
ま
し
た
。 

北
京
で
太
原
行
き
の
飛
行
機
の

チ
ケ
ッ
ト
を
手
に
い
れ
、
太
原
か
ら

列
車
で
平
遥
に
向
か
い
ま
し
た
。 

期
待
に
た
が
わ
ず
、
平

遥
は
私
た
ち
３
人
の
興

味
を
十
分
に
満
た
し
て

く
れ
る
素
敵
な
街
で
し

た
。
平
遥
駅
か
ら
10
分

程
歩
く
と
、
屋
台
と
雑

踏
と
車
の
流
れ
の
向
こ

う
側
に
城
壁
が
見
え
ま

す
。 

写
真
で
見
た
時
に
感
じ

た
威
圧
的
な
印
象
は
無

く
、
角
が
取
れ
た
よ
う
な

柔
ら
か
い
趣
で
す
。
左
右

の
屋
台
に
目
を
奪
わ
れ

な
が
ら
も
、
は
や
る
気
持

ち
で
足
早
に
城
壁
へ
向
か

い
ま
す
。
城
門
に
近
づ
く

と
、
次
々
と
客
引
き
の

オ
ッ
チ
ャ
ン
や
オ
バ
チ
ャ
ン
に
声
を

か
け
ら
れ
ま
す
。 

「
オ
ネ
エ
チ
ャ
ン
今
日
は
ど
こ
に

泊
る
の
？
」
か
ら
始
ま
り
「
オ
イ
ラ

の
車
に
乗
っ
て
か
な
い
？
見
所
案

内
す
る
よ
」
ま
で
、
色
ん
な
プ
ラ
ン

を
提
案
し
て
い
ま
し
た
。 

彼
ら
が
運
転
し
て
い
る
の
は
車
と

い
っ
て
も
、
自
動
車
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
幌
つ
き
の
三
輪
自
転
車
、
三

輪
自
転
車
の
自
転
車
部
分
が
バ
イ

ク
に
変
っ
た
タ
イ
プ
。
そ
れ
以
外
で

は
平
遥
特
有
の
電
気
カ
ー
ト
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
15
人
ほ
ど
乗
れ

る
客
車
を
牽
引
し
て
い
て
、
遊
園

地
で
よ
く
見
か
け
る
よ
う
な
乗
り

物
で
す
。
環
境
に
配
慮
し
て
の
電

気
カ
ー
ト
の
よ
う
で
す
が
、
平
遥

の
空
気
は
決
し
て
綺
麗
と
は
い
え

ま
せ
ん
。  

 
 

（
次
号
へ
つ
づ
く
） 

県
下
に
九
条
の
会 

 

ぞ
く
ぞ
く
生
ま
れ
る 

７０
を
越
え
る
団
体
が
～ 

「
戦
争
を
す
る
当
た
り
前
の
国

に
す
る
～
」
と
、
戦
争
を
前
提
と

し
た
動
き
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。 

県
下
で
も
日
本
原
で
自
衛
隊
の
ア

メ
リ
カ
海
兵
隊
と
の
合
同
訓
練
が

あ
り
、
そ
れ
は
市
街
戦
を
想
定
し

た
米
軍
傘
下
の
も
の
で
し
た
。 

お
隣
の
鳥
取
県
で
は
侵
略
を
前

提
に
、
住
民
の
避
難
訓
練
が
行
な

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
動
き
に

反
対
し
て
日
本
原
で
は
集
会
が
、

開
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら

の
動
き
は
憲
法
九
条
の
改
定
に
つ

な
が
る
も
の
と
し
て
、
県
下
各
地

に
九
条
の
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
１０
日
に
は
科
学
者
九
条

の
会
が
、
百
人
の
科
学
者
で
つ
く
ら

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
続
く
動
き
は
い
っ

せ
い
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
、
多
く
の

会
が
名
乗
り
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
１９

日
に
は
新
見
で
、
２
５
日
に
は
西
大

寺
、
２６
日
に
平
井
（
岡
山
市
）
、
４

月
１
日
に
は
津
島
（
岡
山
市
）
６
日

に
は
弁
護
士
の
会
が
、
１５
日
に
は
美

術
の
会
が
名
乗
り
を
あ
げ
て
い
ま

す
。
今
は
準
備
の
段
階
で
す
が
、
間

も
な
く
総
社
市
で
。
上
南
（
岡
山

市
）
の
会
も
発
足
し
ま
す
。
こ
れ
ら

の
会
が
発
足
す
る
と
、
県
内
に
７０

を
越
え
る
憲
法
九
条
の
会
が
、
発

足
し
ま
す
。
思
想
信
条
を
越
え
、
地

域
で
職
場
で
九
条
改
定
反
対
の
動

き
は
次
第
に
大
き
な
も
の
に
な
っ
て

い
ま
す
。 

 
 

 
 

「
九
条
ワ
ッ
ペ
ン
」
買
っ
て
～ 

 

上
記
の
カ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
岡
山

県
九
条
の
会
か
ら
、
こ
ぶ
し
を
握
っ

た
力
強
い
絵
柄
の
ワ
ッ
ペ
ン
が
作
ら

れ
、
発
売
さ
れ
ま
し
た
。
「
団
結
し
て

が
ん
ば
ろ
う
」
の
意
思
を
、
伝
え
る

も
の
で
す
。
大
小
一
組
で
「
百
円
」
で

す
。
「
守
ろ
う
９
条 

世
界
の
宝
」
と

記
さ
れ
、
岡
山
の
Ｏ
と
九
条
の
９
で

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
者
は

平
島
二
郎
さ
ん
で
す
。
ど
う
か
お
求

め
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
資
金
つ
く
り

へ
、
力
を
お
貸
し
く
だ
さ
い
。 

雑踏の向こうに見える城門 

城内からの城壁の眺め 



 

引
用
し
ま
す
。 

「
ち
な
み
に
、
『
中
華
思
想
』
と
い
う

和
製
漢
語
は
、
中
国
の
学
会
に
拒
否

さ
れ
、
中
国
の
思
想
を
語
る
用
語
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
中
両
国
の

公
共
財
と
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
一
部

の
日
本
人
研
究
者
の
合
言
葉
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」 

中
国
に
は
１
億
人
を
こ
す
少
数

民
族
が
い
ま
す
。
「
少
数
」
と
い
っ
て

も
１
千
万
人
を
こ
す
民
族
が
２
つ

（
チ
ワ
ン
族
、
満
州
族
）
１
千
万
人
近

い
民
族
が
５
つ
（
ウ
イ
グ
ル
、
回
、
ミ
ャ

オ
族
、
土
家
族
、
イ
族
）
あ
り
ま
す
。

２
０
０
０
年
の
人
口
調
査
で
、
こ
れ
ら

少
数
民
族
の
比
率
は
中
国
総
人
口

の
８
・
４
１
％
を
占
め
て
い
ま
す
。 

１
９
５
３
年
の
第
１
次
調
査
で
は

５
・
２
９
％
で
３
千
４
０
０
万
人
で
し

た
か
ら
、
３
倍
以
上
ふ
え
て
い
ま
す
。  

 

漢
民
族
は
ひ
と
り
っ
子
政
策
の
た

め
も
あ
っ
て
２
倍
ち
ょ
っ
と
の
増
加
で

す
。 

 

中
国
は
漢
民
族
の
国
？
と
思
っ
て

い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
５５
以

上
の
民
族
か
ら
な
る
多
民
族
国
家

で
す
。
以
上
と
い
う
の
は
、
「
ど
の
民

族
か
、
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
人
が

７３
万
人
以
上
い
る
か
ら
で
す
。
「
中

国
少
数
民
族
」
と
い
う
表
題
の
本
は

「
事
典
」
を
ふ
く
め
て
、
な
ん
冊
も
日

本
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
こ
に
紹
介
す
る
小
さ
い
新
書
（
２

１
４
ペ
ー
ジ
）
に
は
索
引
、
参
考
文

献
、
図
表
、
写
真
が
の
っ
て
い
て
便
利

で
す
。
た
だ
し
、
タ
ホ
ル
族
は
ダ
ホ
ー

ル
族
に
訂
正
し
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ

う
。
カ
ザ
フ
族
も
カ
ザ
ッ
ク
族
に
と
い

う
の
は
、
わ
た
し
の
主
張
、
そ
う
す

る
と
キ
ル
ギ
ス
族
も
ク
ル
グ
ズ
族
に
し

た
い
。 

 

こ
の
本
は
研

究
書
で
す
。

簡
単
に
読
み

と
ば
す
こ
と

は
で
き
ま
せ

ん
。
相
当
の

時
間
が
か
か

り
ま
す
。
少

数
民
族
の
現

状
と
課
題
を

よ
く
考
え
て

い
ま
す
。
「
あ

と
が
き
」
か
ら

つ
ぎ
の
文
を

書 評 
 

 

「
は
じ
め
に
」
か
ら
、
つ
ぎ
の
文
を
引

用
し
ま
す
。
著
者
が
こ
の
本
で
な
に

を
言
い
た
い
の
か
が
、
よ
く
わ
か
り
ま

す
の
で
。 

 

「
中
華
文
化
が
『
多
民
族
的
』
性
格

を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
は
、
中
華
文
化

の
形
成
期
に
『
中
原
』
『
中
国
』
『
中

華
』
と
い
う
舞
台
で
政
治
的
主
役
を

演
じ
た
の
が
原
住
民
の
漢
族
の
人
々

で
は
な
く
、
周
辺
か
ら
入
っ
て
き
た

異
民
族
の
支
配
者
だ
っ
た
こ
と
に
よ

る
。
そ
の
た
め
、
中
華
文
化
は
周
辺

の
人
々
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、

受
け
入
れ
て
共
存
共
栄
す
る
こ
と

を
正
当
な
政
治
権
力
の
象
徴
と
す

る
文
化
と
な
っ
た
。
こ
の
点
を
理
解

す
れ
ば
、
中
国
が
な
ぜ
最
初
か
ら
多

民
族
国
家
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
き
た

の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
中
国
に
と
っ
て

の
多
民
族
国
家
の
意
議
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
を
、
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
」 

 

王
柯
著 

『
多
民
族
国
家 

中
国
』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
岩
波
新
書 

７
８
０
円
） 
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中中中
国国国
おおお
ややや
おおお
ややや   
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<<

中中
国国
のの
おお
やや
つつ
事事
情情>>

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

宝宝  

馬馬 

中
国
の
街
頭
等
で
売
っ
て
い
て
、

ち
ょ
っ
と
つ
ま
む
程
度
の
軽
食
類
ま

で
お
や
つ
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
い

わ
ゆ
る
「
小
吃
」
な
ん
か
も
お
や
つ
と

言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
町
を
ぶ
ら
ぶ

ら
し
な
が
ら
食
べ
歩
く
、
こ
う
い
っ
た

類
の
食
べ
物
だ
と
、
南
北
の
差
が
か

な
り
あ
り
、
例
え
ば
、
「
生
煎
饅
頭
」

や
「
肉
粽
子
」
・
・
こ
れ
は
上
海
や
折

江
省
辺
り
の
も
の
で
、
北
方
で
は
余

り
な
じ
ま
な
い
お
や
つ
で
す
。 

特
に
「
肉
粽
子
」
は
、
北
方
人
の
好

み
に
合
わ
な
い
お
や
つ
で
す
。
因
み

に
「
生
煎
饅
頭
」
は
、
お
や
つ
と
い
う

よ
り
も
上
海
人
の
朝
食
で
す
。 

ま
た
、
「
煎
餅
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
日
本
の
せ
ん
べ
い
で
は
な

く
、
そ
の
元
祖
は
、
山
東
省
で
す
。
小

麦
粉
の
焼
き
パ
ン
の
こ
と
で
、
こ
れ
の
進

化
版
と
し
て
天
津
の
「
煎
餅
菓
子
」
と

い
う
も
の
に
な
り
ま
す
。
私
が
子
供
の

頃
よ
く
食
べ
て
い
た
朝
食
＆
お
や
つ
と

し
て
は
、
以
下
に
な
り
ま
す
。
、 

中
国
全
土
（
共
通
） 

「
粽
子
」
ち
ま
き
の
こ
と
。
中
国
で
は

昔
か
ら
端
午
の
節
句
に
な
る
と
、
屈

原
さ
ん
を
追
憶
す
る
た
め
に
、
粽
を

食
べ
る
習
わ
し
が
あ
る
。 

 

南
北
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
味
好
み
に
合

せ
て
、
ベ
ー
ス
と
な
る
餅
米
に
、
南
が

肉
入
り
、
北
が
棗
や
餡
入
り
で
作
ら

れ
て
い
る
。 

「
藕
粉
粥
」
蓮
根
の
粉
を
お
湯
で
溶

か
し
、
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
糊
状
の
食
べ

物
。
い
わ
ゆ
る
「
く
ず
湯
」
。 

「
氷
棍
児
」
果
物
や
ミ
ル
ク
、
チ
ョ
コ

レ
ー
ト
な
ど
で
味
付
け
し
た
ア
イ
ス
キ

ャ
ン
デ
ィ
の
こ
と
。 

「
江
米
条
」
も
ち
米
粉
で
つ
く
っ
た
花

林
糖
。 

「
麦
乳
精
」
麦
芽
乳
で
濃
縮
加
工
さ

れ
た
イ
ン
ス
タ
ン
ト
飲
料
（
見
た
目
は

イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
み
た
い
） 

「
泡
泡
糖
」
風
船
ガ
ム
の
こ
と
。 

「
茶
叶
蛋
」
中
国
茶
、
醤
油
を
ベ
ー
ス

に
八
角
な
ど
の
香
料
で
煮
し
め
た
卵
。 

中
国
北
部
（
北
方
発
祥
） 

「
炸
糕
」
も
ち
米
粉
で
小
豆
の
餡
子
を

包
ん
だ
餡
饅
を
油
で
揚
げ
た
点
心
。

（
天
津
名
物
） 

「
豆
根
糖
」
き
な
こ
（
大
豆
粉
）
で
で
き

た
棒
状
の
キ
ャ
ン
デ
ィ
。
日
本
で
い
う
「
き

な
粉
げ
ん
こ
つ
」
。 

「
鍋
巴
菜
」
ク
レ
ー
プ
の
お
焦
げ
に
餡

か
け
し
た
軽
食
・
朝
食
。
（
天
津
名
物
） 

「
芝
麻
焼
餠
」
表
面
は
胡
麻
で
焼
き

上
げ
た
点
心
（
焼
き
パ
ン
）
。 

「
豆
腐
脳
児
」
非
常
に
柔
ら
か
い
豆
腐

に
、
醤
油
ベ
ー
ス
の
餡
か
け
を
加
え
、
更

に
好
み
の
調
味
料
を
か
け
て
食
べ
る
。 

中
国
南
部
（
南
方
発
祥
） 

「
筍
干
」
味
付
け
で
日
干
し
た
竹
の

子
。
（
浙
江
省
名
物
） 

「
生
煎
」
厚
め
の
皮
で
包
ん
だ
肉
入
り

の
饅
頭
を
鉄
板
で
焼
い
た
も
の
。
（
上
海

名
物
） 

「
小
龍
」
（
上
海
・
無
錫
名
物
）  

「
苔
条
」
青
の
り
を
た
っ
ぷ
り
混
ぜ
込

ん
だ
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
。
（
煎
餅
の
味
に
近

い
） 「

肉
骨
頭
」
超
甘
い
ス
ペ
ア
リ
ブ
の
醤
油

煮
。
（
無
錫
名
物
） 

「
小
胡
桃
」
カ
シ
グ
ル
ミ
。 

「
排
骨
年
糕
」
ス
ペ
ア
リ
ブ
の
油
揚
げ

と
お
餅
炒
め
の
組
合
せ
。
（
上
海
名
物
） 

 

但
し
、
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
の
大
量
襲

来
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
半
が
消
え
か
け
て

い
た
（
昔
の
日
本
の
駄
菓
子
み
た
い
）
と

思
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
が
中
国
旅
行
中

で
機
会
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
、
探
検
や
宝

探
し
の
気
持
ち
で
探
し
て
み
て
下
さ
い
。

き
っ
と
新
し
い
発
見
が
あ
る
は
ず
で
す
。 

 

確
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
の
べ
た
こ

と
、
真
相
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
状
態

に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
（
帝
京
大
学
か

ら
警
視
庁
科
学
捜
査
研
究
所
へ
転

職
）
、
お
そ
ら
く
骨
に
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
な
か

っ
た
こ
と
、
北
朝
鮮
か
ら
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析

の
た
め
の
研
究
者
会
議
が
提
案
さ
れ

た
が
日
本
は
拒
否
し
た
こ
と
、
な
ど
で

し
た
。  

 
 

 
 

 

（
竹
内
） 

 

 

危
機
感
を
あ
お
る 

 

政
治
の
動
き 

 
 

北
朝
鮮
が
攻
め
て
く
る
？ 

単
一
民
族
・
単
一
言
語
の
朝
鮮

半
島
が
３８
度
線
で
引
き
さ
か
れ
て

い
る
。
日
本
に
た
と
え
れ
ば
名
古
屋

あ
た
り
で
東
西
に
別
れ
て
敵
対
し
て

い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
ん
な
お
か

し
な
こ
と
が
、
東
西
ド
イ
ツ
が
統
一

し
た
あ
と
も
、
つ
づ
い
て
い
ま
す
。 

し
か
し
い
ま
は
年
に
２
０
０
万
人

も
の
人
が
往
来
し
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

た
び
に
青
い
半
島
の
統
一
旗
を
か
か

げ
て
選
手
団
が
行
進
し
ま
す
。
感
動

的
で
す
。 

 

「
北
朝
鮮
が
せ
め
て
く
る
」
「
ミ
サ
イ

ル
が
と
ん
で
く
る
か
も
」
と
、
な
ん
と

な
く
思
っ
て
い
る
人
が
大
勢
い
る
よ

う
で
す
。
政
府
は
国
民
保
護
法
の
具

体
化
と
し
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
が
侵
入
し

た
、
原
発
に
ミ
サ
イ
ル
が
落
ち
た
、

海
岸
に
敵
が
上
陸
・
・
な
ど
あ
り
も

し
な
い
想
定
の
も
の
と
に
住
民
避
難

の
計
画
を
作
ら
せ
訓
練
を
し
て
い
ま

す
。 

 

０２
年
９
月
１７
日
、
北
の
ピ
ョ
ン
ヤ

ン
（
平
壌
）
で
日
朝
宣
言
を
発
表
し

て
国
交
正
常
化
へ
の
一
歩
を
ふ
み
出

し
ま
し
た
。
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ

た
よ
う
で
す
。
こ
の
共
同
宣
言
に
し

た
が
っ
て
話
し
あ
い
を
す
す
め
れ
ば
、

日
朝
両
国
民
の
利
益
に
な
る
し
、
ア

ジ
ア
の
平
和
に
貢
献
す
る
こ
と
に
も

な
っ
た
は
ず
。 

 

横
田
め
ぐ
み
さ
ん
の
骨
？ 

 

と
こ
ろ
が
、
拉
致
問
題
、
核
疑
惑

な
ど
ア
メ
リ
カ
の
情
報
を
も
と
に
、

国
交
正
常
化
を
妨
害
す
る
方
向
へ

流
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
横
田
め
ぐ
み

さ
ん
の
骨
は
ニ
セ
物
と
い
う
政
府
見

解
で
外
交
の
道
を
と
ざ
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。 

 

さ
る
３
月

１０

日
、
岡
山
大
学
で

「
科
学
者
九
条
の
会
」
が
結
成
さ

れ
、
百
人
の
賛
同
者
が
発
表
さ
れ
ま

し
た
。
憲
法
九
条
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
京

都
大
学
名
誉
教
授
の
分
子
生
物
学

者
宗
川
吉
汪
氏
は
、
横
田
め
ぐ
み

さ
ん
の
遺
骨
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
つ
い
て

講
演
、
世
界
の
科
学
雑
誌

N
atu

re

の
論
文
を
紹
介
し
ま
し
た
。 

 

さ
る
２
月
２３
日
の
記
事
は
「
外
交

問
題
―
―
日
本
は
拉
致
被
害
者
の

鑑
定
で
北
朝
鮮
と
の
論
争
に
失
敗

し
た
」
で
す
。
そ
の
概
略
は
、
鑑
定
を

行
な
っ
た
学
者
とN

atu
re

と
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
、
そ
の
学
者
は
鑑
定
が

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

４
月
３
日
（
月
）
午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
な
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

 

 

 

小林 

澤山 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

服部 

三垣 


