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１
　
安
全
保
障
論
を
め
ぐ
る
現
風
景

　
ⅵ国
民
が
安
全
保
障
に
臆
病
だ
か
ら
で
す
」。
菅
義
偉
官
房
長
官
は
、
会
談
し
た
カ
ナ
ダ
外
相
に
内
閣
支
持
率
低
下
の
理

由
を
問
わ
れ
て
、
こ
う
答
え
た
と
い
う(
『
東
京
新
聞
』
二
棚
一
四
年
七
月
二
九
日
付)

。
集
団
的
自
衛
権
行
使
に
慎
重
な
世
論

調
査
の
結
果
を
意
識
し
た
発
言
と
さ
れ
る
が
、
政
府
首
脳
が
国
民
に
対
し
て
「
臆
病
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
が
か

つ
て
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
発
言
に
対
し
て
、
元
・
官
房
副
長
官
補(

安
全
保
障
担
当)

の
柳
澤
協
二
氏
は
、「
戦
争
体
験

が
あ
る
か
ら
日
本
国
民
は
安
全
保
障
が
絡
む
問
題
に
拒
否
感
が
あ
り
、
議
論
す
る
こ
と
に
臆
病
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
臆

病
な
の
は
、
自
分
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
る
知
的
な
行
動
の
表
れ
で
慎
重
な
態
度
」
で
あ
り
、

「ⅷ
自
分
が
正
し
い
ⅸ
と
蛮
勇
を
振
る
っ
て
戦
争
を
起
こ
す
よ
り
、
臆
病
で
い
る
方
が
は
る
か
に
い
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て

い
る(

同
紙
八
月
一
日
付
特
報
面)

。

　
い
ま
、
こ
の
国
の
安
全
保
障
を
め
ぐ
る
言
説
空
間
は
、「
安
全
保
障
環
境
の
変
化(

悪
化)

」
を
持
ち
出
せ
ば
、
そ
の
ま

ま
根
拠
や
理
由
に
使
え
る
か
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。
環
境
の
変
化
は
い
つ
で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ

序
論
　
安
全
保
障
の
立
憲
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

水
島
朝
穂
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け
で
は
、
か
か
る
変
化
が
、
安
全
保
障
設
計
の
変
更
に
つ
な
が
る
と
い
う
説
明
に
は
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
と
安
全
保
障
の
問
題
と
な
る
と
、
憲
法
の
存
在
は
、
こ
と
さ
ら
に
や
っ
か
い
も
の
扱
い
さ
れ
る
傾
き
に

あ
る
。

　
そ
も
そ
も
憲
法
に
与
え
ら
れ
た
役
割
の
第
一
の
も
の
は
、
権
力
の
行
使
の
あ
り
よ
う
を
制
約
す
る
こ
と
で
あ
る(

こ
の

考
え
を
立
憲
主
義
と
い
う)

。
そ
こ
に
は
権
力
の
暴
走
に
「
臆
病
」
な
人
間
の
暗
黙
知
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
憲
法
の
こ
の

「
宿
命
」
的
役
回
り
は
、
と
り
わ
け
「
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
対
応
」
が
求
め
ら
れ
る
安
全
保
障
や
対
外
関
係
の
施
策
に
お
い
て

は
、「
足
を
引
っ
張
る
」
も
の
と
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
ま
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、

昨
今
の
政
府
の
施
策
や
首
相
の
国
会
答
弁
の
中
身
や
態
度
に
は
、
憲
法
軽
視
・
無
視
ど
こ
ろ
か
、
憲
法
醱
視
の
空
気
さ
え

漂
い
は
じ
め
て
い
る
。
研
究
者
の
間
で
も
、
憲
法
は
弱
い
政
治
指
針(

「
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
」)

で
あ
っ
て
、
安
全
保
障
の
問
題

と
は
無
関
係
の
よ
う
に
扱
う
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
政
府
の
安
全
保
障
政
策
に
対
す
る
憲
法
の
規
範
的
影
響
力
を
重
視
す
る

立
場
は
、「
憲
法
九
条
原
理
主
義
」
と
し
て
揶
揄
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
昨
今
で
は
、「
自
国
の
都
合
し
か
考
え
な
い
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ス
ト
」
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
憲
法
学
は
、
安
全
保
障
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
向

き
合
っ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

２
　
憲
法
・
憲
法
学
と
安
全
保
障

安
全
保
障
と
平
和
保
障

　
も
と
も
と
「
安
全
保
障
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
国
際
法
や
国
際
政
治
学
な
ど
の
学
問
分
野
と
異
な
り
、
憲
法
学
に
お
い

�



て
は
必
ず
し
も
自
明
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
憲
法
九
条
と
の
整
合
性
を
自
覚
し
て
、
か
つ
て
は
「
平
和
保
障
」
と
い
う

表
現
が
意
識
的
に
選
び
と
ら
れ
た(

法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
一
九
八
三
な
ど)

。
八
棚
年
代
に
お
け
る
憲
法
研
究
者
の
共
同
研
究

の
タ
イ
ト
ル
は
「
総
合
的
平Ⅻ
和Ⅻ
保
障
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
平
和
憲
法
の
創
造
的
展
開
」
と
し
て
多
角
的
に
論
じ
ら
れ
た

(

和
田
ほ
か
編
一
九
八
七
。
以
下
傍
点
は
引
用
者)

。「
平
和
憲
法
の
原
点
と
し
て
の
確
認
は
、
九
条
を
も
っ
て
一
国
の
国
家
目

標
を
掲
げ
た
単
な
る
政
治
的
宣
言
な
い
し
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
高
次
の
、
憲
法
規
範
と
し

て
憲
法
全
条
章
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
そ
の
よ
う
な
平
和
憲
法
の
規
範
的
意
味
は
、
た
と
え
ば
政
府

の
広
言
す
る
よ
う
な
ⅷ
自
衛
の
た
め
の
必
要
な
限
度
ⅸ
の
名
の
下
に
、
と
き
に
は
ⅷ
政
策
と
し
て
ⅸ
核
兵
器
保
有
を
も
許

容
す
る
よ
う
な
事
態
の
進
行
に
対
し
て
法
的
限
界
の
歯
止
め
を
果
た
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
は
軍
拡
の
論
理
に

対
し
て
は
軍
縮
の
論
理
を
、
戦
争
に
対
し
て
は
平
和
の
論
理
を
、
憲
法
規
範
的
に
対
峙
す
べ
き
こ
と
と
な
る
ⅶ(

和
田
ほ
か

編
一
九
八
七
㍎
六)

。

　
こ
の
共
同
研
究
は
、
冷
戦
期
、
レ
ー
ガ
ン
㉗
中
曽
根
政
権
と
い
う
軍
拡
的
傾
向
の
強
い
時
代
局
面
に
お
け
る
危
機
意
識

を
背
後
に
も
っ
て
い
た
。
こ
の
研
究
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
安
全
保
障
か
ら
の
「
軍
事
的
な
る
も

の
」
の
駆
逐
な
い
し
極
小
化
が
志
向
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
冷
戦
後
の
九
棚
年
代
に
お
い
て
も
、
憲
法
学
に
お
け
る
平

和
主
義
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
方
向
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ
た(

深
瀬
ほ
か
編
一
九
九
八)

。
そ
れ
は
、「
無
手
勝
流
の
非
軍

事
的
安
全
保
障
ⅶ(

棟
居
二
棚
棚
四
㍎
八
一)

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

日
本
国
憲
法
の
安
全
保
障
設
計

　
一
般
に
、
憲
法
や
立
憲
主
義
そ
れ
自
体
か
ら
は
、
安
全
保
障
の
制
度
設
計
に
関
す
る
直
接
的
な
答
え
は
出
て
来
な
い
。
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し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
各
国
憲
法
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
や
程
度
に
お
い
て
、
安
全
保
障
の
基
本
的
な
あ
り
よ
う

に
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
来
は
国
家
の
対
外
的
な
権
力
行
使
に
つ
い
て
、
国
内
法
の
頂
点
に
あ
る
憲
法
の
出
番
は

少
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
国
際
法
の
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
苛
烈
な
体
験
と
国
連
憲
章
が
加

盟
国
の
武
力
行
使(

威
嚇)

を
厳
し
く
制
約
し
た
こ
と
か
ら
、
国
家
の
対
外
的
権
利
行
使
へ
の
「
懐
疑
」
に
め
ざ
め
、
関
連

す
る
憲
法
条
項
が
増
大
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

　
日
本
国
憲
法
の
前
文
は
「
国
家
安
全
保
障
」
に
つ
い
て
は
直
接
触
れ
る
こ
と
な
く
、「
わ
れ
ら
の
安Ⅻ
全Ⅻ
と
生
存
ⅶ(our

security
and

existence)
を
「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
ⅶ(peace-loving

peoples)

に
依
拠
し
て
確
保
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ

ト
を
明
確
に
し
て
い
る
。
国
際
連
合
に
よ
る
集
団
安
全
保
障
が
主
に
想
定
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
、「
諸
国

家
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
内
部
に
お
い
て
平
和
を
求
め
るpeoples

、
あ
る
い
は
国
家
の
枠
を
超
え
たpeo-

ples

の
連
携
と
連
帯
へ
の
志
向
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
提
に
は
、「
伝
統
的
な
国Ⅻ
家Ⅻ
のⅫ
自
衛
権
に
か
え
て
、
国Ⅻ

民Ⅻ
のⅫ
平
和
的
生
存
権
を
、
国
際
社
会
に
対
す
る
日
本
の
態
度
の
基
本
に
お
い
た
」
こ
と
が
あ
る(

樋
口
一
九
九
八
㍎
四
五
棚)

。

　
そ
し
て
日
本
国
憲
法
は
、
九
条
二
項
に
お
い
て
、
安
全
保
障
に
お
け
る
手
段
の
選
択
に
関
連
し
て
、「
や
っ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
」
を
明
確
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
安
全
保
障
設
計
を
、
武
力
・
軍
事
力
を
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
し
た
と
こ
ろ

か
ら
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
一
切
の
戦
争
、
武
力
行
使
・
威
嚇
を
否
定
し
た
上
で
、
そ
れ
を
手
段
レ
ベ
ル

に
ま
で
徹
底
し
て
、
戦
力
の
不
保
持
と
、
戦
力
行
使
を
支
え
る
交
戦
権
を
否
認
す
る
と
い
う
選
択
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
憲
法
九
条
と
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
核
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
と
の
間
の
「
直
接
的
連
関
ⅶ(Schlichtm

ann

2009:72)

が
存
在
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
平
和
条
項
を
も
つ
世
界
の
「
普
通
の
平
和
憲
法
」
と
は
異
な
り
、

「
軍
事
的
合
理
性
」
を
制
限
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
え
て
そ
れ
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
し
た
無
軍
備
平
和
主
義

�



な
い
し
非
武
装
平
和
主
義
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
の
規
範
内
容
は
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
施
行
か
ら
三
年
あ
ま
り
で
試
練
に

直
面
す
る
。
ま
ず
、
警
察
予
備
隊(N

P
R

:
N

ational
P

olice
R

eserve)

と
い
う
形
の
陸
上
部
隊
が
誕
生
し
、
海
上
警
備
隊(

後

に
警
備
隊)(C

SF
:

C
oastal

Safety
F

orce)

を
加
え
て
、
陸
は
保
安
隊(N

SF
:

N
ational

Safety
F

orces)

と
な
り
、
さ
ら
に
航
空

部
隊
を
加
え
た
三
自
衛
隊(JSD

F
:

Japan
Self-D

efense
F

orces)

と
し
て
発
足
す
る
。
二
年
お
き
に
陸
、
海
、
空
の
実
力
組

織
が
増
殖
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
早
い
段
階
で
警
察
予
備
隊
違
憲
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
が
、
最
高
裁
判
所
大
法
廷
は
、

裁
判
所
に
は
、
具
体
的
な
事
件
を
離
れ
て
抽
象
的
に
法
律
や
命
令
等
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
権
限
は
な
い
と
し
て
、
訴
え

を
却
下
し
た(

一
九
五
二
年
一
棚
月
八
日)

。
そ
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
最
高
裁
が
自
衛
隊
合
憲
の
判
断
を
下
す
こ
と
は
な

か
っ
た
。

「
軍
事
的
合
理
性
」
否
定
の
効
果

　
憲
法
九
条
が
一
度
も
改
正
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
存
続
す
る
一
方
で
、
こ
れ
ま
た
六
棚
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、

「
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
」
と
し
て
の
自
衛
隊
と
い
う
実
力
組
織
が
存
在
し
て
き
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で

あ
る
。「
軍
事
的
な
る
も
の
」
を
認
め
な
い
憲
法
規
範
と
、
実
質
的
な
「
軍
事
的
な
る
も
の
」
が
誕
生
し
、
増
殖
す
る
と

い
う
現
実
と
が
同
時
に
存
在
す
る
。
こ
の
憲
法
九
条
と
自
衛
隊
の
矛
盾
的
併
存
状
態
と
い
う
の
は
確
か
に
「
普
通
で
は
な

い
」。
だ
が
、
そ
れ
は
憲
法
を
と
り
ま
く
政
治
状
況
の
変
化
と
力
学
の
な
か
で
生
ま
れ
た
歴
史
的
妥
協
の
産
物
に
ほ
か
な

ら
な
い
。「
特
殊
日
本
的
文
民
統
制
の
形
態
」
が
生
ま
れ
た
の
に
も
、
日
本
の
国
内
政
治
の
複
雑
な
状
況
が
反
映
し
て
い

る(C
roissant

und
K
ψuhn
2011:118

㉕119)

。
そ
し
て
、
憲
法
九
条
の
規
範
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
在
し
続
け
た
た
め
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に
、
ま
た
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
自
衛
隊
の
あ
り
方
に
も
直
接
、
間
接
に
影
響
が
及
び
、「
軍
隊
で
は
な
い
」
と
い
う
変
則

的
な
存
在
形
態
に
よ
り
、
こ
の
六
棚
年
以
上
の
間
に
行
わ
れ
た
、
米
国
が
行
っ
た
数
々
の
武
力
行
使
に
直
接
的
な
形
態
で

参
加
し
な
い
と
い
う
結
果
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
在
日
米
軍
基
地
や
後
方
基
地
的
機
能
に
よ
る
協
力
は
厳
然
た
る
事
実
だ

と
し
て
も
、
な
お
直
接
的
な
軍
事
協
力
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
意
味
は
過
小
に
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

３
　
安
全
保
障
の
立
憲
的
統
制

軍
事
に
対
す
る
抑
制
の
か
た
ち
⒡
⒢
日
本
と
ド
イ
ツ

　
も
と
よ
り
日
本
と
ド
イ
ツ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
国
と
し
て
、
占
領
下
の
制
憲
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
共
通
性

を
有
し
て
い
る(

ド
イ
ツ
の
場
合
は
分
断
国
家
と
し
て)

。
日
本
で
は
「
平
和
憲
法
」
と
い
わ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
も
基
本
法

(

憲
法)

前
文
の
「
平
和
要
請
ⅶ(F

riedensgebot)

は
、
政
治
的
諸
主
体
に
対
し
て
憲
法
適
合
的
平
和
政
策
を
要
求
す
る
「
法

拘
束
的
な
国
家
目
標
規
定
」
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
基
本
法
上
の
基
本
権
や
武
力
行
使
禁
止
、
国
際
協
調
な
ど
の
各
条

文
に
規
範
的
影
響
を
与
え
て
い
る(Schiederm

air
2006:96┡99;

P
roelｈ

2013:65┡66)

。「
平
和
国
家
性
ⅶ(F

riedensstaat-

lichkeit)

は
、
国
家
機
関
に
向
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
侵
略
戦
争
準
備
や
他
の
平
和
攪
乱
を
個
人
と
法
人(

企
業
な

ど)

に
対
し
て
禁
止
し
て
い
る
。
基
本
法
二
六
条
二
項(

戦
争
遂
行
用
武
器
の
製
造
、
運
搬
、
取
引
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
許
可)

は
「
憲
法
直
接
的
禁
止
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る(Schm

ahl2009:276)

。

　
そ
の
一
方
で
ド
イ
ツ
は
、
五
棚
年
代
半
ば
か
ら
六
棚
年
代
末
に
か
け
て
の
基
本
法(

憲
法)

の
改
正
に
よ
っ
て
、
軍
隊
を

設
置
し
、
徴
兵
制
を
導
入
し
、
か
つ
緊
急
事
態
法
の
体
系
ま
で
導
入
し
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
設
計
は
憲
法
・
法

�



律
・
命
令
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る(

随
所
に
野
党
や
批
判
派
の
主
張
も
反
映
。
水
島
二
棚
一
三
㍎
一
八
九)

。
冷

戦
後
、
そ
の
ド
イ
ツ
が
「
N
A
T
O
域
外
派
兵
ⅶ(out

of
area)

に
舵
を
切
る
の
は
、
基
本
法
の
改
正
で
は
な
く
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
の
判
決(

一
九
九
四
年
七
月
一
二
日
、B

V
erfG

E
90,286)

に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
安
全
保
障
政
策
の

転
換
の
た
び
に
、
基
本
法
改
正
が
前
面
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
象
徴
的
な
役
回
り
を
演
ず
る
こ
と
に

な
る
。

　
こ
れ
に
加
え
て
、
近
年
、「
対
外
憲
法
ⅶ(A

uｈ
enverfassungsrecht)

あ
る
い
は
「
安
全
保
障
憲
法
ⅶ(Sicherheitsverfas-

sung)

と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
対
外
憲
法
」
に
は
以
下
の
論
点
を
含
む
。
本
来
、
憲
法
は
国
家
の
対
外

権
の
行
使
に
つ
い
て
直
接
規
律
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
対
外
権
の
立
憲
的
統
制
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、「
対

外
憲
法
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
憲
法
の
民
主
制
、
権
力
分
立
、
基
本
権
保
障
な
ど
が
国
家
の
対
外
的
行
為
に
ど
の
よ
う
に

及
ぶ
か
、
ま
た
、
対
外
権
の
行
使
に
お
け
る
行
政
府
と
立
法
府
、
あ
る
い
は
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
関
係(

「
権
限
分

有
」)

は
ど
う
か
、
さ
ら
に
、「
開
か
れ
た
国
家
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
超
国
家
的
な
法
規
制
に
服
す
る
か
等
々
の
多
岐
に

わ
た
る(R

ψoben
2007:195ff

●)

。
他
方
、「
安
全
保
障
憲
法(

治
安
憲
法)

」
と
い
う
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
国
家
の
「
対
内
的

安
全
ⅶ(

治
安
、
公
安
な
ど)

の
領
域
に
関
す
る
機
能
を
、
も
っ
ぱ
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
法
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る

研
究
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
防
衛
」
概
念
に
「
テ
ロ
対
策
」
な
ど
も
含
め
て
い
く
傾
向
が
み
ら
れ
る(T

anneberger

2014:286ff

●)

。

　
一
方
、
日
本
の
場
合
は
、
安
全
保
障
の
制
度
設
計
が
憲
法
改
正
を
一
度
も
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
憲
法(

特

に
九
条)

の
解
釈
・
運
用(

立
法
群)

に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
き
た
。
ピ
ー
タ
ー
・
カ
ッ
ツ
ェ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、「
日
本
の
軍

隊
と
警
察
が
、
国
際
的
基
準
か
ら
見
て
、
暴
力
を
用
い
る
こ
と
に
極
度
に
抑
制
的
で
あ
り
続
け
て
き
た
」
こ
と
に
着
目
し
、
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「
日
本
の
軍
隊
の
成
長
を
抑
制
し
た
長
期
に
わ
た
る
い
く
つ
か
の
政
策
は
、
…
…
ⅷ
準
憲
法
的
な
ⅸ
政
治
的
了
解
の
結
果

で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。「
専
守
防
衛
」
政
策
や
非
核
三
原
則
を
は
じ
め
、
各
種
の
「ⅷ
準
憲
法
的
な
ⅸ
政
治
的
了
解
」

は
、
日
本
国
憲
法
の
徹
底
し
た
平
和
主
義
、
と
り
わ
け
九
条
二
項
の
存
在
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う(

以
上
、
水
島

二
棚
棚
八
b
㍎
二
七
五)

。

　
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
安
全
保
障
上
の
重
要
な
転
換
を
行
っ
て
き
た
ド
イ
ツ
と
異
な
り
、
日
本
に
お

い
て
は
、
最
高
裁
判
所
が
自
衛
隊
に
関
す
る
憲
法
判
断
を
正
面
か
ら
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
司
法
的
未
決
着
状
態
ⅶ

(

深
瀬
忠
一)

と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
分
、
内
閣
法
制
局
の
有
権
解
釈
に
「
過
度
の
期
待
」
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る(

水
島
二
棚
一
四
㍎
二
棚)
。
そ
の
内
閣
法
制
局
が
行
っ
て
き
た
長
年
に
わ
た
る
政
府
解
釈
の
蓄
積
を
、
首
相
自
ら
覆
し

て
し
ま
う
と
い
う
事
態(

「
七
・
一
閣
議
決
定
」)

に
つ
い
て
は
、
本
書
第
一
章
で
述
べ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

軍
事
的
抑
制
の
解
除
へ

　
さ
て
、
日
本
と
ド
イ
ツ
は
、
一
九
九
棚
年
代
以
降
、
軍
事
力
行
使
に
対
す
る
抑
制
的
姿
勢(

「
特
別
の
道(Sonderw

eg)

」)

か
ら
離
陸
し
て
、
当
然
の
よ
う
に
軍
事
的
貢
献
を
行
い
う
る
、
国
際
関
係
の
「
普
通
化(N

orm
alisierung)

」
へ
の
道
に
踏

み
出
し
た(H
aw

el2007)

。
日
本
は
、
ド
イ
ツ
と
比
べ
る
と
、
ほ
ぼ
二
棚
年
の
「
時
差
」
を
伴
っ
て
、「
普
通
に
武
力
行
使

を
行
え
る
国
ⅶ(「
普
通
の
国
」)

に
向
か
っ
て
い
る
。
冷
戦
後
の
「
安
全
保
障
環
境
の
変
化
」
が
、
日
本
の
安
全
保
障
政
策
に

お
け
る
「
平
和
憲
法
へ
の
執
着(adherence)

」
を
変
容
さ
せ
た
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
る(Singh

2013:26)

。

　
ド
イ
ツ
の
場
合
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
保
障
の
枠
組
み
の
な
か
に
完
全
に
統
合
さ
れ
る
な
か
で
そ
う
し
た
方
向
が
出
て

き
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
場
合
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
対
立
・
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
軍
事
的
抑
制
の
解
除
が
な

	



さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
異
な
る
。
こ
の
違
い
が
も
た
ら
す
直
接
的
あ
る
い
は
付
随
的
効
果
は
、
近
年
ま
す
ま
す
無
視

で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
憲
法
と
の
不
断
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
構
築
さ
れ
て
き
た
日
本
の
安
全
保
障
法

制
の
変
容
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　「
切
れ
目
の
な
い
」
安
全
保
障
法
制
の
整
備
と
は

　
憲
法
の
下
位
法
の
体
系
と
し
て
、
不
断
の
緊
張
関
係
を
伴
い
つ
つ
存
在
す
る
の
が
い
わ
ゆ
る
安
全
保
障
法
制
で
あ
る
。

主
な
も
の
だ
け
で
も
、
防
衛
省
設
置
法(

昭
和
二
九
年
法
律
第
一
六
四
号)

、
自
衛
隊
法(

昭
和
二
九
年
法
律
第
一
六
五
号)

、
国

家
安
全
保
障
会
議
設
置
法(
昭
和
六
一
年
法
律
第
七
一
号)

、
国
連
平
和
協
力
法(

平
成
四
年
法
律
第
七
九
号)

、
周
辺
事
態
法(

平

成
一
一
年
法
律
第
六
棚
号)

、
周
辺
事
態
船
舶
検
査
法(

平
成
一
二
年
法
律
第
一
四
五
号)

、
テ
ロ
対
策
特
別
措
置
法(

平
成
一
三
年

法
律
第
一
一
三
号
・
失
効)

、
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
特
別
措
置
法(

平
成
一
五
年
法
律
第
一
三
七
号
・
失
効)

、
武
力
攻
撃
事
態

対
処
法(

平
成
一
五
年
法
律
第
七
九
号)

、
国
民
保
護
法(

平
成
一
六
年
法
律
第
一
一
二
号)

、
米
軍
行
動
関
連
措
置
法(

平
成
一
六

年
法
律
第
一
一
三
号)

、
武
力
攻
撃
事
態
特
定
公
共
施
設
利
用
法(

平
成
一
六
年
法
律
第
一
一
四
号)

、
国
際
人
道
法
重
大
違
反

行
為
処
罰
法(

平
成
一
六
年
法
律
第
一
一
五
号)

、
武
力
攻
撃
事
態
外
国
軍
用
品
海
上
輸
送
規
制
法(

平
成
一
六
年
法
律
第
一
一
六

号)

、
武
力
攻
撃
事
態
捕
虜
取
扱
法(

平
成
一
六
年
法
律
第
一
一
七
号)

、
武
力
紛
争
時
文
化
財
保
護
法(

平
成
一
九
年
法
律
第
三

二
号)

、
駐
留
軍
再
編
特
別
措
置
法(

平
成
一
六
年
法
律
第
六
七
号)

、
テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
補
給
支
援
特
別
措
置
法(

平

成
二
棚
年
法
律
第
一
号
・
失
効)

、
海
賊
行
為
処
罰
対
処
法(

平
成
二
一
年
法
律
第
五
五
号)

、
特
定
秘
密
保
護
法(

平
成
二
五
年
法

律
第
一
棚
八
号)

な
ど
が
あ
る
。

　
湾
岸
戦
争
以
降
、
自
衛
隊
の
海
外
出
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
追
求
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
直
接
的
な
武
力
行
使
を
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伴
う
こ
と
が
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
い
う
事
情(

有
権
解
釈)

か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
迂
回
的
な
形
態
や
方
途
を
と
っ
て
き
た
。

国
連
P
K
O
活
動
、
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
、
イ
ン
ド
洋
上
の
給
油
支
援
活
動
、
イ
ラ
ク
復
興
人
道
支
援
活
動
等
々
。

実
施
に
あ
た
っ
て
は
武
力
に
よ
る
威
嚇
・
行
使
が
派
遣
法
律
の
明
文
の
規
定
に
よ
り
禁
ぜ
ら
れ
、
ま
た
「
非
戦
闘
地
域
」

と
認
め
ら
れ
る
公
海
と
そ
の
上
空
、
お
よ
び
外
国
の
領
域(

当
該
国
の
同
意
あ
る
場
合
の
み)

に
活
動
は
限
定
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
も
憲
法
九
条
の
規
範
的
輻
射
効
が
長
年
に
わ
た
っ
て
及
ん
で
き
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
、
近
年
、
憲
法
そ
の
も
の
の

改
正
に
よ
っ
て
国
防
軍
を
設
置
す
る
と
い
う
「
明
快
な
」
解
決
法
に
ひ
と
ま
ず
代
え
て
、
長
年
の
政
府
の
有
権
解
釈
の
変

更
に
よ
っ
て
、
軍
事
的
抑
制
を
解
除
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
た
。
二
棚
一
四
年
の
「
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民

を
守
る
た
め
の
切
れ
目
の
な
い
安
全
保
障
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
ⅶ(「
七
・
一
閣
議
決
定
」)

で
あ
る
。

　
安
全
保
障
法
制
の
分
野
で
は
、
国
会
に
お
け
る
法
律
の
制
定
や
改
正
の
手
続
を
必
要
と
す
る
た
め
、
ま
た
安
保
条
約
の

明
文
改
定
の
場
合
に
は
国
会
の
承
認
手
続
が
必
要
な
た
め
、
長
年
に
わ
た
り
、
日
米
の
防
衛
協
力
の
実
務
領
域
で
は
、
そ

の
法
的
性
格
が
曖
昧
な
、「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
簡
易
な
手
法
が
と
ら
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
一
九
七
八
年
に

は
じ
ま
り
、
一
九
九
七
年
に
改
定
さ
れ
た
「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
ⅶ(

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン)

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

着
実
に
か
つ
確
実
に
日
米
の
軍
事
的
協
力
関
係
は
実
質
的
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
。

　
七
月
一
日
の
閣
議
決
定
を
受
け
て
、「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
報
告
ⅶ(

二
棚
一
四
年
一

棚
月
八
日)

が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
、「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
か
ら
「
有
事
」
に
至
る
ま
で
、
日
米
が
「
切
れ
目
の
な
い
対

応
」
を
強
化
す
る
態
勢
が
構
築
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
中
間
報
告
に
は
、「
切
れ
目
の
な
い
」

が
見
出
し
を
含
め
て
七
カ
所
も
出
て
く
る(

「
七
・
一
閣
議
決
定
」
は
四
カ
所)

。
米
軍
の
軍
事
対
応
文
書
類
に
はseam

less

と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
I
T
用
語
で
、「
継
ぎ
目
」
の
な
い
状
態
、
つ
ま
り
ア
プ
リ

��


	aa01142_前付け-本扉ウラ
	aa01142_h_kankou
	aa01142_h_mkj
	aa01142_h_jo
	aa01142_h_01
	aa01142_h_02
	aa01142_h_03
	aa01142_h_04
	aa01142_h_05
	aa01142_h_06
	aa01142_h_07
	aa01142_h_08
	aa01142_h_09
	aa01142_h_10
	aa01142_te_okd



