
１．

改
正
草
案
の
「
国
防
軍
」

は
、
ナ
チ
ス
の
国
防
軍
を
思
い

出
す改

正
草
案
で
は
憲
法
９
条
の
２
で
、

「
国
防
軍
を
保
持
す
る
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
歴
史
を
知
る
も
の
な
ら
、「
国

防
軍
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
ナ
チ
ス

の
国
防
軍
を
思
い
出
す
は
ず
で
あ
る
し
、

現
代
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
隊
が
国
防

軍
と
称
し
て
い
る
。
ナ
チ
ス
の
国
防
軍

は
、
ま
ず
周
り
の
国
を
侵
略
す
る
こ
と

が
国
防
の
第
一
と
し
て
運
用
さ
れ
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
も
同
様
だ
。

本
年
７
月
、
自
民
党
の
副
総
理
麻
生

太
郎
の
次
の
よ
う
な
発
言
が
報
道
さ
れ

た
。「
気
づ
い
た
ら
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

が
ナ
チ
ス
憲
法
に
変
わ
っ
て
い
た
。
誰

も
気
づ
か
な
い
で
変
わ
っ
た
。
あ
の
手

口
に
学
ん
だ
ら
ど
う
か
」
と
。
麻
生
は
、

自
民
党
憲
法
改
正
推
進
本
部
の
最
高
顧

問
で
あ
る
。
憲
法
改
正
推
進
本
部
で
は
、

ナ
チ
ス
の
政
治
行
動
が
重
要
な
モ
デ
ル

と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

９
条
で
は
、
１
項
で
「
戦
争
の
放
棄
」

は
維
持
し
た
が
、
２
項
で
、「
自
衛
権
の

出
動
は
、
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と

し
た
。
こ
の
点
は
極
め
て
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
。
人
類
の
過
去
の
戦
争
の

ほ
と
ん
ど
で
、「
周
り
の
国
を
攻
撃
す
る

こ
と
が
最
大
の
自
衛
」
と
し
て
、「
自
衛
」

の
名
で
他
国
を
侵
略
し
て
き
た
。
日
中

戦
争
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
２
項
の

規
定
の
仕
方
で
は
例
外
が
広
す
ぎ
て
、

原
則
と
例
外
が
逆
転
し
、
戦
争
放
棄
は

風
前
の
灯
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
改
正
草
案
の
国
防
軍
は

本
格
的
な
軍
隊
を
想
定
し
て
い
る
。
９

条
の
２
、
第
５
項
で
は
、「
国
防
軍
に
審

判
所
を
置
く
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
い

わ
ゆ
る
軍
法
裁
判
所
で
あ
る
「
軍
法
会

議
」
を
導
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

66
条
２
項
で
は
、「
内
閣
総
理
大
臣
及
び

全
て
の
国
務
大
臣
は
、
現
役
の
軍
人
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。
こ
の

規
定
は
、
国
防
省
を
設
け
る
こ
と
を
前

提
に
、
国
防
大
臣
は
予
備
役
や
退
役
軍

人
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

25
条
の
３
で
は
、「
国
は
、
国
外
に
お

い
て
緊
急
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
在

外
国
民
の
保
護
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
す
る
。
こ
れ
を
読
む
と
、
戦

前
の
昭
和
史
を
知
る
も
の
は
、
す
ぐ
気

付
く
は
ず
で
あ
る
。「
在
外
国
民
の
保
護
」

は
、
繰
り
返
し
海
外
派
兵
の
口
実
に
な

っ
た
。
こ
れ
を
規
定
す
る
場
合
、
何
ら

か
の
制
限
を
も
う
け
な
い
と
極
め
て
危

険
で
あ
る
。

第
９
章
は
、「
緊
急
事
態
」
の
章
で
あ

り
、
98
条
と
99
条
は
「
緊
急
事
態
」
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
緊
急
事
態
と

は
戒
厳
令
の
宣
言
で
あ
る
。
国
防
軍
と

セ
ッ
ト
で
は
、
そ
の
濫
用
を
危
惧
せ
ざ

る
を
得
な
い
。

２．

外
交
の
弱
い
ま
ま
国
防
軍

を
持
つ
こ
と
は
危
険
だ
！

日
本
は
戦
争
で
一
度
国
を
滅
ぼ
し
た
。

そ
れ
は
、
そ
ん
な
に
古
い
こ
と
で
は
な

い
。
今
か
ら
70
〜
90
年
前
の
、
昭
和
の

最
初
の
20
年
間
で
あ
る
。
そ
の
原
因
の

第
一
は
、
外
交
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。

ど
う
失
敗
し
た
か
は
、
本
稿
で
近
々
論

じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
当
時
の
外
交
の
弱
さ
を
分

析
す
る
と
、
今
の
時
代
と
大
し
て
変
わ

っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
外
交
が

未
熟
な
ま
ま
で
国
防
軍
を
持
つ
の
は
極

め
て
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
日
本
は
国

防
軍
な
ど
に
頼
る
の
で
な
く
、
外
交
力

を
世
界
レ
ベ
ル
ま
で
向
上
さ
せ
る
こ
と

が
先
決
で
あ
る
。

外
交
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
相
手

は
何
を
考
え
て
い
る
か
、
ど
う
出
て
く

る
か
、
そ
れ
を
読
ん
で
、
自
己
に
と
っ

て
最
も
利
益
に
な
る
行
動
を
選
択
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
は
そ
れ
が
大
の

苦
手
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
損
か
得
か
で
動
け
ず
、
そ

の
代
わ
り
に
、
自
分
の
内
輪
の
論
理
で
、

「
こ
う
あ
る
べ
き
だ
」、「
こ
れ
が
正
し
い
」

と
決
め
つ
け
て
、
相
手
と
の
利
害
関
係
、

相
手
が
ど
う
考
え
て
い
る
か
、
ど
う
で

て
く
る
か
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
内
輪

の
論
理
、
内
輪
の
都
合
で
決
め
て
し
ま

い
、
そ
れ
が
全
て
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
し
て
、
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
、

「
相
手
が
悪
い
」
と
い
き
り
立
つ
。
極
め

て
情
緒
的
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
分

の
判
断
の
失
敗
を
認
め
ず
、
失
敗
だ
っ

た
と
し
て
撤
退
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

日
本
と
全
く
正
反
対
の
外
交
ス
タ
イ

ル
は
、
北
鮮
の
瀬
戸
際
外
交
で
あ
る
。

脅
し
な
が
ら
、
相
手
の
動
き
を
注
視
し
、

監
視
す
る
。
そ
し
て
最
も
効
果
的
な
と

こ
ろ
で
、
一
歩
引
い
て
、
よ
り
多
く
の

も
の
を
得
よ
う
と
す
る
。
自
分
が
正
し

い
と
宣
伝
し
て
も
、
そ
れ
は
駆
け
引
き

で
、
そ
れ
を
言
い
な
が
ら
相
手
の
出
方

を
注
視
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
情
緒

は
み
じ
ん
も
無
く
、
利
害
の
衝
突
の
中

で
、
如
何
に
多
く
を
得
よ
う
か
、
冷
徹

に
虎
視
眈
々
と
狙
っ
て
い
る
。
こ
の
強

い
外
交
は
、
巨
大
な
中
国
に
隣
接
し
て

い
て
、
そ
の
圧
力
の
中
で
独
立
を
保
っ

て
き
た
、
長
い
苦
闘
の
歴
史
の
中
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
と
対
照
的
に
、
深
刻
な
外
交
問

題
を
経
験
し
て
こ
な
か
っ
た
「
和
」
の

世
界
の
日
本
は
、
内
と
外
を
峻
別
し
タ

コ
ツ
ボ
化
す
る
。
相
手
の
考
え
を
読
む
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■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

よ
り
も
、
タ
コ
ツ
ボ
の
中
で
、
自
分
で

勝
手
に
決
め
込
ん
で
動
い
て
し
ま
う
。

自
分
が
好
き
な
こ
と
を
し
て
も
、
後
は
、

母
親
が
尻
拭
い
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
る
子
供
の
よ
う
に
、
先
の
こ

と
も
ろ
く
に
考
え
ず
に
、「
内
輪
の
論
理
」

で
自
分
勝
手
に
動
い
て
し
ま
う
の
だ
。

ま
さ
に
、「
甘
え
」
の
世
界
で
あ
る
。
そ

し
て
、
国
を
滅
ぼ
し
た
。

３．

尖
閣
問
題
は
戦
前
と
同
じ

パ
タ
ー
ン
の
外
交
の
失
敗

２
０
１
２
年
９
月
、
野
田
首
相
は
尖

閣
列
島
を
国
有
化
し
た
。
そ
の
後
の
中

国
の
、
領
海
侵
犯
を
繰
り
返
す
厳
し
い

対
応
は
、
全
く
予
測
し
て
い
な
か
っ
た

よ
う
だ
。
相
変
わ
ら
ず
、
相
手
の
動
き

を
読
む
力
は
極
端
に
弱
い
。

外
交
に
は
最
も
不
向
き
な
守
旧
派
で

あ
る
石
原
慎
太
郎
都
知
事
（
当
時
）
は
、

「
尖
閣
は
日
本
の
も
の
だ
か
ら
、
国
有
化

す
べ
き
だ
。
国
が
そ
れ
を
し
な
い
の
で
、

都
で
買
い
上
げ
る
」
と
い
う
論
理
で
、

そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
。
相
手
が

ど
う
動
く
か
は
念
頭
に
な
く
、「
日
本
の

も
の
な
の
だ
か
ら
、
当
然
で
は
な
い
か
。

と
や
か
く
言
う
方
が
お
か
し
い
」
と
い

う
「
内
輪
の
論
理
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
幼
児
の
よ
う
に
相
手

が
悪
い
と
喚
い
て
も
、
国
際
社
会
で
は

「
お
母
ち
ゃ
ん
」
が
出
て
来
て
、「
あ
た

し
が
、
懲
ら
し
め
て
あ
げ
る
」
と
言
っ

て
、
相
手
の
頭
を
ボ
カ
ン
と
叩
い
て
く

れ
な
い
。
こ
の
石
原
流
の
幼
児
性
が
戦

前
の
日
本
で
繰
り
返
さ
れ
、
列
強
の
経

済
制
裁
を
招
き
、
最
後
は
国
を
滅
ぼ
し

た
「
自
己
満
足
的
な
外
交
」
だ
。

野
田
前
首
相
は
、
外
交
能
力
ゼ
ロ
。

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
の
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
に
出

席
の
際
、
胡
錦
濤
主
席
と
廊
下
で
立
ち

話
を
し
て
強
く
警
告
さ
れ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
２
日
後
国
有
化
を
決

行
し
て
し
ま
っ
た
。
中
国
は
政
権
交
代

期
で
あ
り
、
権
力
が
最
も
不
安
定
な
時

期
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、「
弱
腰
外
交
」

な
ど
と
批
判
さ
れ
て
は
致
命
傷
と
な
る
。

そ
の
後
の
中
国
の
尖
閣
に
対
す
る
き
び

し
い
実
力
行
使
は
、
当
然
予
想
す
べ
き

で
あ
っ
た
。

尖
閣
列
島
は
日
本
が
実
行
支
配
し
て

い
る
し
、
領
土
問
題
は
な
い
と
の
ス
タ

ン
ス
で
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
相
手
に

揺
さ
ぶ
ら
れ
る
き
っ
か
け
を
作
ら
ず
、

実
行
支
配
の
実
績
を
積
み
上
げ
る
の
が

外
交
の
鉄
則
で
あ
る
。

仮
に
、
積
極
的
に
行
動
し
た
け
れ
ば
、

つ
け
い
ら
れ
な
い
時
期
と
方
法
で
実
行

支
配
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
中
国
が
動
き
に
く
い
時
期
に
、
こ
っ

そ
り
と
気
象
観
測
機
器
を
据
え
付
け
る

と
か
、
船
着
き
場
を
整
備
す
る
と
か
、

気
象
観
測
員
を
定
期
的
に
派
遣
す
る
な

ど
を
し
て
、
実
行
支
配
の
実
績
を
積
み

上
げ
る
こ
と
だ
。
今
回
の
失
策
で
、
今

ま
で
の
積
み
上
げ
が
、
逆
に
半
減
し
て

し
ま
っ
た
。

竹
島
は
逆
の
立
場
で
あ
る
。
韓
国
が

先
に
実
行
支
配
を
確
保
し
て
し
ま
い
、

そ
れ
を
積
み
上
げ
た
。
日
本
は
尖
閣
で

の
中
国
と
違
い
、
そ
の
間
揺
さ
ぶ
る
努

力
を
全
く
し
な
い
ま
ま
、
も
は
や
、
覆

さ
す
こ
と
が
不
可
能
な
ま
で
に
実
効
支

配
を
強
固
に
さ
れ
て
い
る
。
外
交
の
典

型
的
な
失
敗
例
で
あ
る
。

４．

歴
史
観
の
情
緒
性
は
外
交

力
の
貧
弱
を
示
す
も
の

「
自
虐
史
観
」
と
声
高
に
叫
ぶ
連
中

が
目
に
つ
く
。
歴
史
は
、
冷
静
に
分
析

し
て
、
そ
こ
か
ら
何
を
学
ぶ
か
が
重
要

で
あ
る
。「
自
虐
」
か
ど
う
か
と
い
う
よ

う
な
情
緒
で
歴
史
を
語
り
、
さ
ら
に
、

都
合
の
悪
い
こ
と
に
目
を
つ
む
り
、
無

視
し
、
あ
る
い
は
無
い
こ
と
に
し
て
、

都
合
の
い
い
こ
と
だ
け
を
取
り
出
し
て

「
誇
り
」
を
取
り
戻
し
た
と
喜
ん
で
み
て

も
、
そ
れ
だ
け
で
は
自
己
満
足
に
過
ぎ

な
い
。

一
般
市
民
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
い

い
で
あ
ろ
う
が
、
政
治
家
は
そ
う
は
い

か
な
い
。
自
分
の
歴
史
観
に
自
信
が
あ

れ
ば
そ
れ
を
外
国
に
理
解
さ
せ
る
努
力

を
す
べ
き
だ
が
、
歴
史
を
情
緒
で
語
る

タ
イ
プ
の
人
間
は
、
論
理
が
必
要
な
外

交
力
が
特
に
弱
い
タ
イ
プ
で
、
出
来
る

こ
と
は
靖
国
に
参
拝
す
る
こ
と
ぐ
ら
い

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
者
が
国
会
議
員

の
中
に
ウ
ヨ
ウ
ヨ
い
る
の
が
日
本
の
悲

劇
だ
。

５．

君
が
代
と
日
ノ
丸
問
題

全
く
別
の
問
題
が
あ
る
。
日
本
で
は
、

国
旗
や
国
歌
を
「
侵
略
の
象
徴
」
と
し

て
、
生
徒
の
前
で
、
国
旗
掲
揚
や
君
が

代
斉
唱
時
に
起
立
を
し
な
い
と
い
う
教

員
が
い
る
。
そ
の
国
に
は
、
栄
光
も
あ

れ
ば
屈
辱
も
あ
る
。
そ
れ
を
す
べ
て
受

け
て
立
つ
の
が
、
国
歌
で
あ
り
国
旗
で

あ
る
。
そ
れ
を
、「
侵
略
の
象
徴
」
と
決

め
込
ん
で
、
生
徒
の
前
で
、
わ
ざ
わ
ざ

無
視
し
て
起
立
し
な
い
と
い
う
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
を
見
せ
る
の
は
、
自
分
の
矮

小
な
世
界
観
を
示
す
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
緒
的
教
員
を
支
持
す

る
国
会
議
員
が
か
な
り
い
る
の
も
、
外

交
力
を
貧
弱
に
す
る
。

６．

外
交
を
基
礎
づ
け
る
人
脈

が
手
薄

外
交
の
基
礎
は
民
間
レ
ベ
ル
の
国
際

交
流
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
こ
と
に
重

要
な
の
は
、
大
学
が
留
学
生
を
受
け
入

れ
、
あ
る
い
は
、
学
生
を
外
に
出
す
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
互
い
の
指

導
者
階
層
に
、
厚
い
人
脈
を
作
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
日
本
の
大
学
は
、

こ
の
努
力
を
徹
底
的
に
怠
っ
て
き
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
教
育
情
報
誌
タ
イ
ム
・

ハ
イ
ア
ー
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（tim
e h

igh
er ed

u
catio

n

）
は
毎
年
、

留
学
の
目
安
と
し
て
大
学
の
ラ
ン
ク
付

け
を
し
て
い
る
が
、
日
本
の
大
学
の
ラ

ン
ク
は
低
い
。
２
０
１
３
年
版
で
は
、

上
位
百
位
の
な
か
で
、
東
大
の
23
位
、

京
大
の
52
位
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
日

本
の
大
学
の
国
際
性
の
無
さ
が
ラ
ン
ク

を
下
げ
て
い
る
よ
う
だ
。

そ
の
結
果
例
え
ば
、
今
の
中
国
の
指

導
層
で
、
日
本
に
留
学
し
、
日
本
を
知

っ
て
い
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
こ

れ
で
は
尖
閣
の
問
題
が
起
き
て
も
、
解

決
す
べ
き
人
脈
が
な
い
の
だ
。

金
子
博
人

（
か
ね
こ
・
ひ
ろ
ひ
と
）

金
子
博
人
法
律
事
務
所
。
弁
護
士
。
早
稲
田
大
学
法

学
部
卒
業
、
同
大
学
院
修
士
課
程
（
商
法
）
終
了
。

１
９
７
７
年
４
月
弁
護
士
開
業
。
国
際
旅
行
法
学
会

（
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ａ
）
会
員
。
大
東
文
化
大
学
法
科
大
学

院
、
日
本
大
学
法
科
大
学
院
講
師
。
市
場
取
引
監
視

委
員
会
委
員
（
東
京
工
業
品
取
引
所
）。
日
本
プ
ラ

イ
ム
リ
ア
ル
テ
ィ
投
資
法
人
執
行
役
員
。
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