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つ
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」
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原
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国
難
克
服
の
基
点
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・
・
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・

令
和
一
一
犀活
動
基
本
方
針

他
 

揚
武

欄
か

そ
こ

に
居
ら
し

め
、
 

天

つ
神
の
観
滅

を
し

て
就
は
し

め
た
、
と
あ

る
。
 

こ
の
話
を
、

日

本
人
が

神
を
肥

り
神
社
を
創
建
す
 

わ
ざ
 

る
業
の

起
源
で

あ
る
と
読
む

事

が
文
献

の
上
で
 

し
ん

ぷ
う
し

う
 
う
 

新

風
腺
雨
 

の
歴
代
の
天
皇
、
例
へ
ば
第
十

代
崇
神
天
皇
が
三
輪
山
の
大
物

主
神
の
託
宣
を
受
け
、
民
間
か
 

べ
、？
え
い
 

ら
そ
の
神
の
苗
商
を
見
出
し
て

そ
の
祖
神
を
記
ら
し
め
、
以
て
 

し
や
う
け

つ
 
し
ず
 

疫
病
の
狙
獄
を
鎮
め
得
た
事
蹟

に
見
る
如
く
、
朝
廷
に
よ
る
共

同
体
の
守
護
霊
へ
の
尊
崇
が
国

土
住
民
の
安
寧
の
保
証
と
な
つ

た
。
 

見
え
ぬ
意
志
へ
の
深
い
畏
敬
の

念
を
懐
い
た
。
そ
の
不
可
視
の

意
志
を
天
つ
神
と
捉

へ
、
そ
の

神
を
肥
る
権
威
を
有
す
る
長
老

格
の
存
在
を
共
同
体
の
統
治
者

と
し
て
奉
ず
る
事
を
積
年
の
経

験
か
ら
生
の
知
恵
と
し
て
身
に

着
け
た
。
 

ぎ
よ
 
れ

ふ
 

他
方
、
農
・
林

・漁
・
猟
と
い

つ
た
形
で
の
現
実
の
生
業
を
営

む
際
に
接
触
す
る
諸
々
の
自
然

現
象
の
背
後
に
も
、
そ
れ
を
人

間
に
恵
み
を
も
た
ら
す
様
に
動
 

こ
く
れ

い
 

か
し
て
カ
る
穀
霊
そ
の
他
の
精

霊
の
働
き
を
看
て
取
り
、
霊
達

と
の
友
好
関
係
を
保
つ
事
に
努

め
、
村
落
毎
の
さ
さ
や
か
な
形

で
の
精
霊
の
祭
肥
を
営
ん
で
カ

た
。
 

我
が
国
の

「ま
つ
り
」
【
祭

肥
の
起
源
を

一
般
に
披
見
可

能
の
文
献

の
上
に
問
ふ
と
な

ら
ば
、
『日
本
書
紀
』
神
代
の

下
の
巻
に
そ
れ
が
見
え
て

カ
 

あ
ま
 
た
か

み
む
す
び
の
 

る
。
天
つ
神
な
る
高
皇
産
霊

難
が
、
今
日
香
取

・
鹿
島

の

祭
神
と
し

て
知
ら
れ
る
静
漕
 

費
欄
み・
嚇
郵
屈
『徹
も
蕊

昭
ぐ
立
て
、
血郵
の
飛
醜
鷺
 

の
か
み
 

神
に
対
す
る
戦
勝
を
祈
ら
せ

た
旨
の
記
事
が
あ
り
、
直
ぐ

そ
れ
に
続
け
て
こ
の
東
国

の

両
神
に
帰
服
し
た
大
己
貴
は

地
上
の
行
政

・
統
治
権
を
天

つ
神
の
系
統
に
譲

り
、
自
分
 

か
く
れ
た
る
こ
と
 

は

幽

事
を

治
め
る
、
即
ち

祭
肥
に
専
念
す
る
、
と
納
得

し
た
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
高
 

あ
ま
つ
ひ
も
ろ
ぎ
 

あ
ま
 

皇
産
霊
尊
は
天
津
神
離
と
天

湖
郵
郵
を
起
し
柳

て
、
こ
れ
 

い
は
ひ
 

を
斎
の
場
と
し
、
皇
孫
の
守
 

お
ほ
 

護
の
た

め
に
大
己

貴
神
廿
大
 

▼
令
和
の
御
代
替
り
に
関
し
て
の

皇
室
諸
儀
式
が
問
題
点
を
季
み
な

が
ら
も
昨
年
滞
り
な
く
斎
行
さ
れ

た
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
武
漢
ウ

イ
ル
ス
禍
拡
散
に
翻
弄
さ
れ
た
令

和
二
年
で
あ
つ
た
。
▼
令
和
三
年

の
新
年
を
迎
へ
て
も
菅
政
権
の
対

応
策
が
後
手
に
廻
つ
て
カ
る
と
の

批
判
で
内
閣
支
持
率
も
落
ち
込
ん

で
カ
る
が
、
後
手
に
廻
つ
て
カ
る

と
言
ふ
よ
り
も
こ
の
疫
災

一
年
の

学
習
能
力
が
欠
け
て
を
り
、
対
策

の
逐
次
投
入
と
い
ふ
わ
が
国
政
治

の
悪
し
き
体
質
が
改
め
て
露
見
し

た
の
が
実
情
で
あ
る
。
▼
過
剰
な

恐
怖
心
を
前
提
と
し
て
進
行
し
て

来
た
政
治
判
断
を
今
改
め
て
白
紙

か
ら
再
考
す
べ
き
時
で
は

な
い

か
。
こ
の

一
年
間
の
様
々
な
医
学

的
異
見
を
検
討
の
組
上
に
上
げ
直

し
、
専
門
家
会
議
や
医
師
会
が
言

ふ
医
療
崩
壊
の
根
本
要
因
を
分
析

し
直
し
て
整
合
的
な
対
策
を
講
ず

る
方
向
へ
の
転
換
を
模
索
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。自
殺
者
が
増
加

し
、
中
小
零
細
企
業
の
倒
産

・
廃

業
が
増
大
し
て
カ
る
現
状
か
ら
日

本
の
く
ら
し
を
守
る
た
め
、
罰
則

で
は
な
く
効
果
的
な
支
援
策
が
大

局
的
に
講
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

時
機
で
あ
る
。
▼
武
漢
ウ
イ
ル
ス

禍
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
加
へ
て
ア

メ
リ
カ
の
政
権
移
譲
の
混
乱
の
中

で
、
中
共
の

世
界
謀
略

戦
略
が

着
々
と
進
行
し
て
カ
る
。国
際
情

勢
の
波
乱
の
中
で
わ
が
国
も
こ
の

ま
ま
で
は
沈
没
し
か
ね
な
い
令
和

時
代
の
本
格
的
幕
開
け
で
あ
る
。
 

（
谷
）
 

祭
肥
の司
と
して
の
天
皇
 

か
う
し
た
精
神
風
土
が
列
島
 

お
ほ
 

全
土
の
大
き
な
部
分
を
掩
ふ
ま

で
に
成
熟
し
た
頃
合
を
見
て
、
 

そ
う
せ

い
 

各
地
に
族
生
し
て
カ
た
部
族
乃

至
村
落
共
同
体
を
大
規
模
に
統

合
す
る
形
で
神
武
天
皇
が
畿
内

の
橿
原
の
地
に
即
位
さ
れ
、
日

本
と
い
ふ
国
家
共
同
体
が
成
立

し
た
。
人
々
は
天
皇
を
新
た
に

成
立
し
た
こ
の
共
同
体
の
昔
な

が
ら
の
守
護
霊
の
祭
記
の
司
と

見
、
自
分
達
の
個
々
の
ま
つ
り
 

は
ん
け
い
 

の
様
式
の
範
型
を
そ
こ
に
仰
ぎ

見
た
。
斯
く
し
て
祭
を
共
有
す

る
形
で
の
君
と
民
と
の
関
係
が

成
熟
す
る
条
件
は
整
つ
た
。
 

祭
肥
の
司
と
し
て
の
代
々
の

天
皇
の
朝
廷
は
、
国
土
住
民
の

集
合
意
志
で
あ
る
暗
黙
の
期
待

に
着
実
に
応
へ
た
。
初
代
以
来
 

祭
政
一
致
の
国
体
へ
の

回
顧
か
ら
 

斯
う
し
て
み
れ
ば
、
我
が
国

の
祭
政

一
致
の
国
体
は
、
日
本

と
い
ふ
国
家
が
建
設
さ
れ
る
よ

り
遥
か
以
前
、
約
七
千
年
昔
の

縄
文
時
代
の
文
化
の
段
階
で
育

成
さ
れ
て
カ
た
住
民
の
精
神
生

活
の
様
式
が
形
象
化
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
形
象
が
国
と
し

て
定
ま
つ
て
以
来
二
千
年
、
国

土
の
住
民
は
様
々
の
歴
史
上
の

難
関
・
危
機
を
経
験
し

て
来
た

が
、
そ
の
度
毎
に
自
分
達
の
精

神
文
化
の
原
像
を
想
起
し
、
其

処
に
回
帰
す
る
事
で
そ
れ
を
克

服
し
て
来
た
。
 

国
民
の
祭
肥
文
化
の
司
と
し

て
の
天
皇
に
よ
る
皇
祖
霊
へ
の

畏
敬
の
下
に
国
民
が
結
集
す
る
、
 

そ
の
団
結
の
力
を
以
て
し
て
の

国
難
の
克
服
で
あ
る
。
今
日
現

在
国
民
が
直
面
し
て
カ
る
国
難

へ
の
対
処
に
際
し

て
、
ま
つ
り

ご
と
に
携
る
人
々
は
、
先
づ
か

か
る
悠
久
の
歴
史

へ
の
畏
敬
を
 

●

」
  

龍
め
て
の
回
顧
か
ら
出
発
し
て

も
ら
ひ
た
い
。
国
の
守
護
霊
は

必
ず
や
君
民
の
祈
願
に
応
へ
て

く
れ
る
で
あ
ら
う
。
 

祖
霊
信
仰
と
精
霊
祭
肥
 

遺
跡
の
原
状
の
確
認
と
そ
の

図
上
で
の
再
現
ま
で
は
考
古
学

の
領
分
で
あ
る
が
、
遺
跡
の
構

造
が
持
つ
意
味
の
解
読
と
評
価

は
歴
史
学
の
責
任
に
属
す
る
。
 

ば
ん
き
ん
 

軌
近
の
縄
文
遺
跡
の
構
造
を
解

釈
す
る
作
業
で
最
も
信
頼
す
べ

き
業
績
を
世
に
問
う
て
カ
る
田

中
英
道
氏
の
説
に
拠
れ
ば
、
三

内
丸
山
遺
跡
の
示
す
村
落
の
構

造
は
、
住
居
と
墓
地
と
が
近
接

共
存
す
る
配
置
か
ら
見
て
、
こ

の
村
の
住
民
が
既
に
祖
霊
崇
拝

の
習
俗
を
有
し
て
カ
た
証
跡
で

あ
り
、
六
本
の
巨
大
な
柱
の
構

造
物
は
、
謂
つ
て
み
れ
ば
神
社

の
原
像
と
見
倣
す
べ
き
も
の
で
 

は
可
能
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
改
め
て
説
く
ま
で

も
な
い
事
だ
が
、
平
成
四
年
の

青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
の
大
発

掘
開
始
に
よ
つ
て
発
見
さ
れ
た
、
 

六
本
柱
の
大
建
造
物
に
象
徴
さ

れ
る
縄
文
時
代
の
文
化
遺
産
の

再
認
識
を
機
会
に
、
所
謂
先
史

時
代
の
国
土
住
民
の
精
神
生
活

に
つ
い
て
の
考
証
に
新
し
い
展

望
が
開
け
た
。
 

、
 

~ 

あ
る
、
と
云
ふ
。
 

田
中
氏
の
説
に
は

十
分
な

説
得
力
が
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
 

日
本
列
島

の
住
民
は
縄
文
時

代
前
期
、
即
ち
約
七
千
年
前

か
ら
六
千
年
前
に
か
け

て
と

さ
れ
る
悠
遠
の

昔
に
既
に
祖

霊
信
仰
と
い
ふ
宗
教
を
持
ち
、
 

壮
大
な
神
殿
を
村
落
共
同
体

の
中
心
部
に

築
き
、
当
然
な

が
ら
そ
こ
で

営
ま
れ

る
「
ま

つ
り
」
を
以
て
住
民
の
精

神

生
活
の
統
合
を
果
し

て
カ
た

事
に
な
る
。
 

祖
霊

信
仰
は
、

日
本
の
国

土
創
成
神
話
が

発
生
し
、
住

民
の
記
憶

の
中
で
形
象
を
成

し
始
め
た
と
考

へ
ら
れ
る
段

階
、
即
ち
大
陸

の
漢
帝
国

の

政
治
的
圧
力
が
日
本
列
島
住

民
の
国
家
形
成
へ

の
刺
激
と

し
て
及
び

始
め
た
頃
に

は
、
 

大
き
く
分
け

て
公
と
個
の

ー
ー
 

つ
の
次
元
か
ら
成
る
一
箇
の

体
系
を
成
す
に
至
つ
て
カ
た
。
 

前
者
は
国

家
共
同
体

の
守
護

霊
と
し

て
の
天

つ
神
へ

の
畏

敬
の
念
で
あ
り
、
後
者
は
諸
々

の
自
然
現
象
を
惹
き
起
す
国

つ
神
と
し

て
の
精
霊
達

へ
の

畏
怖
と
親
近
と
の
同
時

併
存

感
情
で
あ
る
。
 

日
本
列
島

の
住
民
は
、

四

季
が

規
則
正
し

く
循
環
し
、
 

そ
の
季
節
毎

の
太
陽
の
出
没

の
位
置
、
そ
れ
と
連
繋
し
且
 

・

え
い
 

つ
並
立
す
る
が
如
き
月
の
盈
 

喜
ど
」よ
 

虚
、
昼
夜
の
長
短
、

寒
暑
の

交
替
等
に
、
天
地
を
支
配

す

る
秩
序
の
存
在
を
感
じ
取
り
、
 

こ
の
秩
序
を
維
持
す
る
眼
に
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