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特
別
秘
密
保
護
法
案
や
安
全
保
障
法
案
に
関
し
て
、
新
聞
や
テ
レ

ビ
に
し
ば
し
ば
賛
否
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
が
発
表
せ
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
反
対
と
答
え
た
数
は
男
よ
り
女
の
方
が
多

い
の
が
常
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
案
が
間
接
ま
た
は
直
接
に
戦
争
に

つ
な
が
る
と
見
る
の
が
、反
対
の
主
た
る
理
由
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

男
よ
り
も
女
の
方
に
、
戦
争
を
拒
否
す
る
意
識
が
強
い
と
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
想
い
出
さ
れ
る
の
は
、
与
謝
野
晶
子
の
「
君
死
に
た
ま
ふ

こ
と
勿
れ
」
で
あ
る
。
大
町
桂
月
の
論
難
に
対
し
、「
ひ
ら
き
ぶ
み
」

を
書
き
、「
さ
れ
ば
と
て
少
女
と
申
す
者
誰
も
戦い
く
さ争
ぎ
ら
ひ
に
候
」

と
応
じ
た
。
そ
の
晶
子
が
第
一
次
世
界
大
戦
が
起
る
と
、「
い
ま
は

戦
ふ
時
で
あ
る
、
戦
嫌
ひ
の
わ
た
し
さ
へ
、
今
日
此
頃
は
気
が
昂
る
」

と
歌
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
遊
び
、
フ
ラ
ン
ス
屓
贔
に
な
っ
て
い
た
の

か
も
知
れ
ぬ
が
、戦
争
拒
否
の
確
乎
た
る
信
念
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

戦
争
を
取
り
上
げ
る
に
消
極
的
で
あ
っ
た
歌
人
、
詩
人
が
、
戦
争

に
向
っ
て
雪
崩
れ
て
い
っ
た
節
目
が
三
つ
あ
る
。
日
華
事
変
勃
発
、

紀
元
二
千
六
百
年
、
対
米
英
宣
戦
布
告
で
あ
る
。
晶
子
は
、
昭
和

十
二
年
十
一
月
「
文
藝
春
秋
臨
時
増
刊
」
に
「
い
く
さ
の
秋
」
十
首

を
寄
せ
、「
我
が
国
の
ま
す
ら
た
け
を
は
海
を
越
え
空
を
駈
け
つ
つ

妖
凶
を
打
つ
」
な
ど
と
詠
む
。
十
五
年
「
改
造
」
新
年
号
に
「
日
の

本
は
何
に
戦
ふ
答
ふ
ら
く
人
道
の
た
め
悪
し
き
を
除
く
」「
死
ぬ
る

と
も
わ
づ
ら
ふ
節
と
な
さ
ぬ
な
り
大
君
の
た
め
戦
ふ
子
ら
は
」
な
ど

「
二
千
六
百
春
」
二
十
首
を
載
せ
る
。
そ
し
て
十
七
年
九
月
改
造
社

刊
『
白
桜
集
』
に
、「
水
軍
の
大
尉
と
な
り
て
わ
が
四
郎
み
軍
に
往

く
猛
く
戦
へ
」
の
詠
が
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と

勿
れ
」
の
晶
子
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
勿
れ
」
を
大
い
に
舁
ぎ
上
げ
た
深
尾
須
磨

子
に
は
、
贖
罪
の
意
識
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
彼
女
は
、
昭

矢

野

貫

一

戦
う
女
た
ち
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和
十
八
年
九
月
一
条
書
房
刊
『
沈
ま
ぬ
船
』
に
、「
捨
身
に
生
き
る

日
本
の
女
が
／
祖
国
に
捧
げ
る
人
柱
だ
／
こ
ん
り
ん
ざ
い
沈
ま
ぬ
船

だ
」
と
歌
う
。
十
六
年
十
二
月
八
日
に
は
、
宣
戦
の
大
詔
を
心
に
刻

み
「
十と
と
せ年

も
も
の
か
は
／
百も
も
と
せ年

も
一ひ
と
ひ日

の
ご
と
し
／
夫つ
ま

や
子
や
兄は
ら
か
ら弟

と
も
に
／
我
等
を
み
な
／
生
き
の
い
の
ち
を
捧
げ
ま
つ
ら
む
」
と
言

挙
げ
す
る
。

　

命
を
捧
げ
る
こ
と
を
当
然
の
よ
う
に
歌
う
の
は
、
竹
内
て
る
よ
で

あ
る
。
十
八
年
四
月
東
洋
美
術
研
究
所
刊
『
美
し
き
朝
』
に
、
戦
い

に
出
で
征
く
夫
が
、
子
が
、
命
を
捧
げ
る
こ
と
が
、
妻
と
し
て
ま
た

母
と
し
て
の
光
栄
で
あ
り
責
務
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
あ
　ゝ

十
二
月
八
日
／
お
み
な
わ
れ
ら
／
男
子
一
千
死
な
ば
、
二
千
の
生
を

あ
て
む
と
／
い
の
ち
を
か
た
む
け
て
天
地
に
誓
ひ
ぬ
」
と
い
う
意
気

が
凄
じ
い
。
彼
女
自
身
脊
椎
カ
リ
エ
ス
を
患
い
、病
と
貧
と
に
耐
え
、

常
に
死
を
意
識
し
て
い
る
。
よ
っ
て
わ
が
命
に
執
着
は
な
い
か
も
知

れ
ぬ
が
、
そ
れ
が
詩
の
中
で
無
造
作
に
一
般
に
押
し
拡
げ
ら
れ
て
は

辟
易
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

昭
和
十
六
年
四
月
、
国
民
学
校
発
足
と
と
も
に
、
教
科
書
が
大
幅

に
改
訂
せ
ら
れ
た
。
国
語
を
は
じ
め
ど
の
教
科
も
軍
国
調
に
染
め
上

げ
ら
れ
た
。
た
だ
音
楽
の
教
科
書
だ
け
が
、
従
来
の
軍
国
的
な
歌
を

削
り
、
平
和
で
の
ど
か
な
歌
を
多
く
採
用
し
た
の
は
不
思
議
な
現
象

で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
眼
を
惹
く
の
は
『
初
等
科
音
楽
・
三
』
の
「
母

の
歌
」
で
あ
る
。「
母
こ
そ
は
み
国
の
力
／
を
の
子
ら
を
い
く
さ
の

庭
に
／
遠
く
や
り
心
勇
む
／
雄
雄
し
き
か
な
母
の
姿
」
と
歌
う
。
野

上
弥
生
子
の
作
詞
で
あ
る
。

　

戦
い
に
出
で
征
く
か
ら
に
は
戦
死
は
覚
悟
の
上
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
戦
友
の
死
を
歌
う
も
の
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。
だ
が
最

初
か
ら
自
分
は
死
ぬ
ぞ
、死
ぬ
ぞ
と
思
っ
て
戦
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

戦
中
の
短
歌
を
通
覧
す
る
に
、
身
を
捧
げ
る
と
歌
う
者
は
、
女
に
多

く
、
そ
れ
に
比
し
て
男
の
場
合
は
少
く
な
い
。

　

な
に
ゆ
え
そ
う
な
る
の
か
。
男
は
、
自
ら
兵
士
と
な
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
身
で
あ
る
。
女
は
、
妻
と
し
て
母
と
し
て
、
或
は
姉
妹
と
し
て
男

を
兵
士
と
し
て
送
り
出
す
身
で
あ
る
。
戦
死
は
本
人
に
と
っ
て
も
、

家
族
に
と
っ
て
も
不
幸
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
男
と
女
と
で
は

直
接
、
間
接
の
違
い
が
あ
る
。
そ
の
点
が
男
女
の
差
と
な
っ
て
現
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
戦
争
と
な
れ
ば
国
に
身
を
捧
げ
る

も
の
と
い
う
教
条
に
、
女
の
方
が
忠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
も
知

れ
ぬ
。
今
井
邦
子
「
男
や
も
死
ぬ
る
栄さ
か
え光

と
大
君
の
御
稜
威
に
さ
さ

ぐ
き
ほ
ふ
が
如
く
」（
昭
和
十
八
年
七
月
青
梧
堂
刊
『
鏡
光
』）、
岸

野
愛
子
「
大
い
な
る
朝
展
か
れ
ぬ
吾
れ
に
な
ほ
生
く
る
生
命
あ
り
直

に
捧
げ
む
」、
倉
地
与
年
子
「
た
た
か
ひ
に
い
の
ち
散
り
ゆ
く
す
が

し
さ
を
女
は
何
に
求
め
む
と
す
る
」（
昭
和
十
七
年
五
月
冨
士
書
店

刊
『
女
流
十
人
歌
集
』）。
こ
う
し
た
作
は
い
く
ら
も
拾
う
こ
と
が
で

き
る
。
五
島
美
代
子
「
男を

の
子
生
ま
ぬ
わ
れ
に
も
捧
ぐ
る
子
あ
り
き

と
涙
あ
ふ
れ
来
て
道
光
り
見
ゆ
」（
昭
和
十
七
年
二
月
日
本
短
歌
社

出
版
部
刊
『
現
代
女
流
自
選
新
鋭
集
』
第
一
輯
）
は
、
女
児
を
ど
の

よ
う
に
捧
げ
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
観
念
と
し
て
な
ら
こ
れ
も



− 96 −

首
肯
で
き
よ
う
。

　

戦
場
に
在
る
兵
士
を
奮
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
明
治
以
来
母
の

力
が
重
く
視
ら
れ
た
。「
水
兵
の
母
」
や
「
一
太
郎
や
あ
い
」
が
嘗

て
小
学
校
の
教
科
書
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
日
華
事
変

が
始
っ
て
は 
山や
ま
の
う
ち内

達
雄
中
尉
の
母
ヤ
ス
が
大
い
に
称
揚
さ
れ
た
。

息
子
の
戦
死
に
つ
い
て
海
軍
省
人
事
局
に
手
紙
を
送
り
、「
私
尚
男

児
三
人
有
之
、
育
て
見
守
り
つ
ゝ
み
国
の
御
為
に
励
ま
し
め
ん
と
致

候
」と
あ
っ
た
。こ
れ
に
つ
き
佐
藤
惣
之
助
作
詞
、古
賀
政
男
作
曲「
山

内
中
尉
の
母
」
が
歌
わ
れ
た
。
中
河
幹
子
が
「
日
の
本
は
君
の
み
た

め
に
玉
と
し
も
思
ふ
子
を
さ
さ
げ
母
の
な
げ
か
ぬ
」（『
女
流
十
人
歌

集
』）
と
詠
ん
だ
の
も
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

軍
事
歌
謡
に
は
明
治
以
来
、
勇
士
の
戦
死
を
歌
う
も
の
が
多
い
。

い
わ
ゆ
る
軍
歌
は
勇
壮
な
だ
け
で
は
す
ぐ
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。

有
名
無
名
の
軍
人
の
戦
死
を
歌
っ
た
も
の
が
長
く
歌
い
つ
が
れ
た
。

悲
壮
の
感
に
満
ち
た
も
の
が
特
に
迎
え
ら
れ
た
。
広
瀬
中
佐
や
橘
大

隊
長
を
歌
っ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
親
が
子
に
死

ん
で
来
い
と
言
う
よ
う
な
歌
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
日
華

事
変
に
な
る
と
歌
謡
界
に
変
化
が
生
じ
た
。
石
松
秋
二
作
詞
、
能
代

八
郎
作
曲
の「
九
段
の
母
」の
ご
と
き
は
ま
だ
愛
嬌
の
あ
る
方
で
あ
っ

た
。
薮
内
喜
一
郎
作
詞
、
古
関
裕
而
作
曲
「
露
営
の
歌
」
に
「
夢
に

出
て
き
た
父
上
に
／
死
ん
で
還
れ
と
励
ま
さ
れ
」
と
歌
う
。
島
田
磬

也
作
詞
、
古
賀
政
男
作
曲
「
軍
国
の
母
」
に
「
こ
こ
ろ
置
き
な
く
祖く

国に

の
た
め
／
名
誉
の
戦
死
頼
む
ぞ
と
」母
が
わ
が
子
を
駅
頭
に
送
る
。

親
が
子
の
死
を
冀
う
と
は
、
悲
痛
と
い
う
よ
り
異
常
な
神
経
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
歌
謡
を
い
つ
も
聴
く
う
ち
に
、
頭
に

摺
り
込
ま
れ
、
異
常
と
感
じ
な
く
な
る
。
そ
う
し
て
命
を
捧
げ
る
歌

が
極
め
て
自
然
に
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
母
の
力
の
真
骨
頂
を
宣
揚
し
た
の
は
、
昭
和
十
七
年
三
月

六
日
、大
本
営
海
軍
報
道
部
課
長
平
出
英
夫
大
佐
の
放
送
で
あ
っ
た
。

真
珠
湾
奇
襲
の
特
別
攻
撃
隊
九
軍
神
の
発
表
が
あ
り
、
続
い
て
平
出

大
佐
が
得
意
の
弁
舌
を
揮
っ
た
。「
こ
ゝ
に
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
こ
と
は
、
か
く
己
を
滅
し
て
、
国
家
に
殉
ず
る
犠
牲
的
大
精

神
は
、偉
大
な
る
母
の
感
化
に
よ
る
処
大
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
」

と
。
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
母
の
力
を
讃
え
る
詩
歌
が
堰
を
切
っ
て

流
れ
る
。
九
軍
神
の
伝
記
、生
家
訪
問
記
が
い
く
つ
も
出
版
さ
れ
た
。

そ
こ
に
申
し
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
書
き
立
て
ら
れ
た
の
は
、
平
凡

な
母
の
偉
大
な
感
化
力
で
あ
っ
た
。

　

村
岡
花
子
は
『
母
心
抄
』（
昭
和
十
七
年
十
月
西
村
書
店
刊
）
に
、

「
三
月
六
日
地
久
の
佳
節
」
に
こ
の
発
表
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
「
こ

と
さ
ら
に
意
義
深
い
「
母
の
日
」
と
な
つ
た
」
と
い
う
。
本
書
は
、

世
上
の
大
小
の
問
題
に
つ
い
て
、母
が
子
に
解
り
易
く
説
き
聞
か
せ
、

い
か
に
訓
え
導
く
か
を
主
と
し
て
お
り
、
概
ね
上
意
下
達
を
主
旨
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
方
策
は
家
庭
ま
た
は
家
庭
ど
う
し
の
つ
き
あ
い

の
範
囲
に
止
ま
り
、
社
会
に
拡
充
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
薄
い
。
婦

人
の
労
働
を
取
上
げ
る
が
、多
く
は
本
人
の
意
識
態
度
に
帰
せ
ら
れ
、

ま
た
婦
人
問
題
の
研
究
、
解
決
を
国
家
に
要
望
す
る
の
み
で
、
独
自
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の
主
張
実
践
は
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
奥
む
め
お
の
『
花
あ
る
職

場
へ
』（
十
六
年
八
月
文
明
社
刊
）、『
新
女
性
の
道
』（
十
七
年
十
一

月
金
鈴
社
刊
）
に
、
婦
人
労
働
者
の
健
康
、
慰
安
、
教
養
の
た
め
の

社
会
的
施
設
、
ま
た
地
位
の
向
上
の
た
め
の
施
策
、
家
庭
生
活
の
合

理
化
、
意
識
改
革
を
具
体
的
に
提
起
す
る
の
と
は
全
く
異
な
る
。
長

く
婦
人
運
動
に
携
っ
て
来
た
人
と
、
書
斎
で
摸
索
す
る
人
と
の
違
い

で
あ
ろ
う
か
。

　

自
ら
外
地
に
渡
り
直
接
に
戦
争
の
一
部
を
体
験
す
る
女
流
の
作

家
、
詩
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
部
隊
の
お
客
様
と

し
て
扱
わ
れ
が
ち
な
女
流
の
中
で
、
林
芙
美
子
は
違
っ
た
。
武
漢
作

戦
で
北
岸
部
隊
に
従
軍
し
、
将
兵
と
苦
楽
を
倶
に
し
つ
つ
漢
口
入
城

を
果
し
た
。
彼
女
の
度
胸
、
忍
耐
、
機
敏
は
敬
服
に
価
す
る
。
そ
の

従
軍
記
に
『
戦
線
』（
十
三
年
十
二
月
朝
日
新
聞
社
刊
）
と
『
北
岸

部
隊
』（
十
四
年
一
月
中
央
公
論
社
刊
）
の
二
著
が
あ
る
が
、
特
に

前
著
は
、
見
た
ま
ま
、
感
じ
た
ま
ま
を
正
直
に
書
い
た
と
い
え
ば
聞

こ
え
が
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
作
家
と
し
て
、
従
軍
記

者
と
し
て
戦
場
に
臨
む
か
ら
に
は
、
そ
れ
な
り
の
調
査
研
究
が
予
め

な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
林
芙
美
子
は
素
手
で
飛
び

込
ん
だ
か
の
感
が
あ
る
。

　

中ツ
ン
コ
ピ
ン

国
兵
が
死
ん
で
い
る
。「
私
の
神
経
は
実
に
白
々
と
こ
れ
ら
の

死
体
を
み
ま
も
つ
て
ゐ
ら
れ
ま
す
」「
こ
れ
は
こ
れ
で
仕
方
の
な
い

こ
と
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
」
と
言
う
。

　

二
人
の
兵
隊
が
捕
え
た
支
那
兵
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
戦
死

し
た
戦
友
の
こ
と
を
思
う
と
癪
に
さ
わ
る
の
だ
。
一
刀
の
も
と
に
斬

り
捨
て
ろ
。
結
局
、
中
国
兵
は
、「
堂
々
た
る
一
刀
の
も
と
に
、
何

の
苦
悶
も
な
く
さ
つ
と
逝
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」。
捕
虜
を
勝
手
に

処
分
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
支
那
事
変
な
ん
て
、
遠
慮
深
い
ち
つ
ぽ
け
な
言
葉
で
」
謙
遜
し

な
く
て
も
よ
い
「「
戦
争
」
で
い
ゝ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」。
戦
争
と

事
変
と
に
は
国
際
法
上
の
違
い
が
あ
り
、
敢
え
て
戦
争
と
し
な
い
日

本
政
府
の
意
図
を
、
作
者
は
知
ら
な
い
ら
し
い
。

　

大
き
な
犠
牲
を
払
っ
て
戦
っ
て
い
る
日
本
は
、
そ
う
そ
う
外
国
に

遠
慮
し
な
い
方
が
い
い
。「
武
漢
の
棉
の
大
平
原
だ
け
は
し
つ
か
り

と
日
本
の
も
の
に
し
た
い
も
の
で
す
」。
領
土
的
野
心
の
な
い
こ
と

を
宣
言
す
る
日
本
の
立
場
を
作
者
は
知
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
林
の
は
床
屋
政
談
な
み
の
発
言
と
し
か
い
い
よ
う

が
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
が
巷
の
意
見
を
代
弁
し
て
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
。

　

吉
屋
信
子
は
主
婦
之
友
社
の
特
派
員
と
し
て
現
地
に
赴
き
、『
戦

禍
の
北
支
上
海
を
行
く
』（
十
二
年
十
一
月
新
潮
社
刊
）を
発
表
す
る
。

通
州
事
件
の
跡
を
尋
ね
て
悲
憤
泣
哭
す
る
が
、そ
の
涙
と
と
も
に「
国

の
東
西
を
問
は
ず
、
国
境
を
越
え
て
、
わ
れ
ら
女
性
は
手
を
つ
な
い

で
、
団
結
し
、
不
正
の
武
力
と
暴
力
を
止
め
、
地
に
平
和
を
築
き
上

げ
よ
う
」
と
訴
え
る
。
そ
の
方
策
を
具
体
的
に
述
べ
る
に
至
ら
な
い

が
、
日
支
の
女
性
の
心
を
通
じ
さ
せ
る
た
め
の
文
化
的
事
業
が
な
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。「
日
支
親
善
な
ん
か
い
ま
は
早
い
」
と
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言
い
切
る
林
と
は
対
蹠
的
で
あ
る
。
ク
リ
ー
ク
に
浮
く
敵
兵
の
屍
を

見
て
、こ
の
無
名
戦
士
に
も
故
山
に
は
母
も
妻
も
あ
ろ
う
に
と
慨
く
。

林
は
「
中ツ
ン
コ
ピ
ン

国
兵
」
と
悔
蔑
的
に
呼
ぶ
の
に
、
吉
屋
は
「
支
那
の
兵
隊

さ
ん
」
と
語
る
。
蒋
介
石
や
宋
美
齢
を
敵
な
が
ら
天
晴
れ
だ
と
褒
め

る
と
、売
国
奴
呼
ば
わ
り
を
す
る
よ
う
な
低
級
な
敵
愾
心
を
一
掃
し
、

「
も
つ
と
お
ほ
ら
か
に
、
よ
り
高
き
大
国
民
と
し
て
の
文
化
的
精
神

を
示
さ
せ
る
や
う
」
当
局
者
は
指
導
せ
よ
と
も
言
う
。

　

戦
場
を
実
見
し
て
、
感
情
の
迸
る
ま
ま
に
書
き
進
め
る
林
芙
美
子

と
、
理
性
に
よ
っ
て
濾
過
し
て
書
く
吉
屋
信
子
と
、
女
の
戦
い
の
両

極
を
見
る
思
い
が
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
間
に
さ
ま
ざ
ま
の
女
の

戦
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
お
き
た
い
。

（
や
の　

か
ん
い
ち
）

　

本
稿
は
二
〇
一
五
年
九
月
に
行
わ
れ
た
あ
い
ち
国
文
の
会
研
究
会
で
の

ご
発
表
を
一
部
加
筆
し
て
お
ま
と
め
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

（
編
集
委
員
会
）


