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は
じ
め
に
―
沖
縄
で
起
き
て
い
る
こ
と 

 

こ
と
し
二
月
二
〇
日
の
夜
、
私
は
沖
縄
県
・
宮
古
島

市
で
講
演
を
し
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
は
、
「
憲
法
と
地

方
自
治
で
つ
く
る
平
和
な
島
―
自
衛
隊
基
地
問
題
を

見
す
え
な
が
ら
―
」。「
平
和
憲
法
制
定
７
０
周
年
・
宮

古
島
市
民
学
習
会
」
と
い
う
カ
ン
ム
リ
が
付
い
て
い
ま

し
た
。
当
日
は
、
午
後
か
ら
風
雨
が
強
く
な
り
ま
し
た

が
、
五
〇
人
近
く
の
人
た
ち
が
集
ま
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
企
画
は
、
私
が
「
話
を
さ
せ
て
下
さ
い
」
と
お

願
い
し
た
も
の
で
、
き
っ
か
け
は
、
昨
年
一
二
月
に
開

か
れ
た
那
覇
市
の
会
合
で
「
宮
古
島
で
、
陸
上
自
衛
隊

基
地
の
誘
致
に
反
対
す
る
運
動
が
起
き
て
い
る
」
と
聞

い
た
こ
と
で
す
。
い
ま
、
沖
縄
に
自
主
的
な
地
方
自
治

の
研
究
組
織
を
新
た
に
結
成
す
る
た
め
、
毎
月
、
那
覇

市
で
準
備
の
た
め
の
会
合
を
重
ね
て
お
り
、
私
は
そ
こ

に
参
加
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

こ
の
と
き
私
の
背
中
を
押
し
た
の
は
、
「
自
衛
隊
誘

致
」
と
い
う
こ
と
ば
で
し
た
。
防
衛
省
が
自
衛
隊
基
地

の
新
設
を
計
画
し
、
自
治
体
に
「
お
願
い
す
る
」
と
い

う
構
図
で
は
な
く
（
後
で
も
見
る
よ
う
に
、
本
来
は
「
軍

事
基
地
」
そ
の
も
の
が
違
憲
で
す
）
自
治
体
が
進
ん
で

「
誘
致
す
る
」
と
い
う
の
で
す
。 

 

宮
古
島
市
議
会
は
、
昨
年
の
七
月
八
日
、
一
部
の
住

民
が
出
し
た
「
陸
上
自
衛
隊
警
備
部
隊
な
ど
の
早
期
配

備
を
求
め
る
陳
情
書
」
を
多
数
決
で
採
択
し
て
い
ま
し

た
。
国
会
で
「
安
保
法
制
」
の
議
論
が
激
し
く
行
わ
れ

て
い
る
最
中
の
こ
と
で
す
。 

 

◇
与
那
国
島
に
「
沿
岸
監
視
隊
」
が
発
足 

「
中
国
か
ら
の
脅
威
」
へ
の
対
抗
と
し
て
、
奄
美
大
島
、

宮
古
島
、
石
垣
島
、
与
那
国
島
な
ど
「
南
西
諸
島
」
に

自
衛
隊
を
配
備
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

計
画
の
先
端
を
切
っ
た
の
は
与
那
国
島
で
あ
り
、
与

那
国
町
議
会
が
「
自
衛
隊
誘
致
」
を
決
議
し
た
の
は
二

〇
〇
八
年
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
は
与
那
国
町

民
に
よ
る
粘
り
強
い
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
て
、
昨
年

二
月
に
住
民
投
票
が
実
現
し
ま
し
た
が
、
賛
成
が
五

八
％
と
い
う
結
果
に
な
り
、
工
事
が
進
め
ら
れ
て
、
本

年
三
月
二
八
日
に
陸
上
自
衛
隊
「
与
那
国
沿
岸
監
視
隊
」

が
発
足
し
ま
し
た
。 

 

後
押
し
し
た
の
は
、
人
口
約
一
五
〇
〇
人
の
島
に
自

衛
隊
が
配
備
さ
れ
れ
ば
、
人
口
減
少
に
歯
止
め
が
か
か

り
経
済
も
活
性
化
す
る
と
い
う
「
政
策
論
」
で
す
。 

 

事
実
、
こ
ん
ど
の
自
衛
隊
の
配
備
に
よ
っ
て
，
隊
員

と
関
係
者
は
町
の
人
口
の
一
五
％
を
占
め
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
軍
事
に
よ
る
地
域
活
性
化
の
論
は
、
ず

っ
と
以
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
「
人
口
減
少
」
が
重

大
視
さ
れ
る
な
か
で
、
新
た
な
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
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と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 
宮
古
島
で
も
い
ま
、
賛
成
派
か
ら
の
「
活
性
化
論
」

が
に
ぎ
や
か
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

沖
縄
・
辺
野
古
へ
の
米
軍
基
地
の
新
設
計
画
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
重
大
問
題
で
す
が
、
同
時
に
「
安
保
法

制
」
に
よ
る
新
た
な
段
階
の
自
衛
隊
基
地
整
備
が
進
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
地
方
自
治
の
角
度
か
ら
注
目
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
し
て
そ
れ
は
、
日
本
全
土
に
わ
た
る
軍
事
基
地
の

展
開
と
、
各
地
域
・
自
治
体
と
の
関
係
に
と
っ
て
も
深

い
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
を
意
識
し

な
が
ら
、
本
稿
は
次
の
二
つ
の
こ
と
を
目
的
に
し
て
書

か
れ
ま
す
。 

 

第
一
は
、
「
安
保
法
制
」
全
体
の
構
図
を
確
認
し
、

そ
の
議
論
の
中
心
に
な
っ
た
「
自
衛
権
」
と
「
集
団
的

自
衛
権
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
す
。 

 

第
二
は
、
「
安
保
法
制
」
が
描
い
て
い
る
地
方
自
治

体
に
対
す
る
統
制
的
な
規
定
を
確
認
し
、
そ
の
憲
法
上

の
問
題
点
を
第
八
章
「
地
方
自
治
」
の
角
度
か
ら
検
討

す
る
こ
と
で
す
。 

※
憲
法
の
平
和
条
項
や
日
米
安
保
条
約
と
在
日
米 

 

軍
な
ど
に
関
し
て
、
そ
の
歴
史
的
な
歩
み
と
本
質 

 

に
つ
い
て
、
本
号
で
神
子
島
氏
が
論
説
し
て
い
ま 

 

す
。
本
稿
と
合
わ
せ
て
お
読
み
下
さ
い
。 

安
保
法
制
の
全
体
像
を
見
る 

 

次
の
ペ
ー
ジ
に
資
料
１
を
掲
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

内
閣
が
、
内
閣
官
房
・
内
閣
府
・
外
務
省
・ 

防
衛
省

の
連
名
で
出
し
て
い
る
広
報
資
料
「『
平
和
安
全
法
制
』

の
概
要
」
の
Ｉ
Ｔ
ネ
ッ
ト
版
の
目
次
に
あ
た
る
部
分
の

全
体
で
す
。 

 

こ
の
資
料
を
見
る
と
「
安
保
法
制
」
の
法
律
は
全
体

で
二
一
本
で
あ
り
、
次
の
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

Ａ 

平
和
安
全
法
制
整
備
法
（
整
備
法
） 

 

一
部
を
改
正
す
る
一
〇
本
の
「
有
事
法
」
を
束
ね 

 

て
、
一
本
の
法
案
に
し
た
も
の 

Ｂ 

国
際
平
和
支
援
法 

 
新
規
に
制
定
す
る
法
律 

Ｃ 
技
術
的
な
改
正
を
す
る
法
律
一
〇
本 

 

付
則
の
改
正
で
処
理
し
た 

※
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
は
，
池
上
に
よ
る
分
類
で
す
。 

 

こ
れ
ら
の
う
ち
、
Ａ
・
Ｂ
だ
け
で
も
、
実
質
的
に
は

一
一
本
の
法
案
の
審
議
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
国
会
論
議

に
お
い
て
首
相
や
防
衛
相
た
ち
は
「
二
本
の
法
案
に
、

一
〇
〇
時
間
以
上
を
か
け
た
」
と
い
う
意
味
の
発
言
を

く
り
返
し
ま
し
た
。
実
質
的
に
は
、
一
本
平
均
の
審
議

が
一
〇
時
間
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
一
部
の
条
項
だ
け
を
変
え
る
改
正
案
も

含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
例
え
ば
「
事
態
対
処
法
（
武
力
攻
撃
事
態

等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と

独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る

法
律
）
」
の
よ
う
な
、
非
常
事
態
に
お
け
る
軍
事
的
対

応
の
法
制
の
根
幹
と
も
い
う
べ
き
法
律
に
お
い
て
、
法

律
の
組
み
立
て
（
章
の
構
成
）
そ
の
も
の
を
変
え
る
「
改

正
」
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
話
題
に
さ
え

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

◇
日
本
国
憲
法
と
自
衛
権 

く
り
返
し
報
道
さ
れ
、
議
論
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

「
安
保
法
制
」
制
定
の
主
な
目
的
は
「
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
を
可
能
に
す
る
」
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
「
集
団
的
自
衛
権
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と

が
問
題
意
識
に
の
ぼ
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
そ
も

そ
も
「
自
衛
権
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。
こ
の
機
会
に
、
な
る
べ
く
簡
潔
に
自
衛

権
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。 

自
衛
権
は
、
国
際
法
上
の
考
え
方
（
概
念
）
で
す
。

そ
れ
を
、
最
も
短
く
言
う
と
す
れ
ば
、
人
々
の
社
会
関

係
に
お
け
る
「
正
当
防
衛
」
の
理
論
の
拡
大
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
正
当
防
衛
と
は
、
平
和

的
・
通
常
的
な
関
係
に
あ
る
人
間
関
係
・
社
会
関
係
に 
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資料１ 「安保関連法制」の概要［政府資料］ 

 「平和安全法制」の概要（抄） 

我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備 

内閣官房 内閣府 外務省 防衛省 

「平和安全法制」の構成 

◇整備法（一部改正を束ねたもの） 

平和安全法制整備法：我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等

の一部を改正する法律 

１．自衛隊法 

２．国際平和協力法 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 

３．周辺事態安全確保法→ 重要影響事態安全確保法に変更 

重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 

４．船舶検査活動法 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 

５．事態対処法 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和及び独立並びに国

及び国民の安全の確保に関する法律 

６．米軍行動関連措置法→ 米軍等行動関連措置法に変更 

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が

実施する措置に関する法律 

７．特定公共施設利用法 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 

８．海上輸送規制法 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規

制に関する法律 

９．捕虜取扱い法 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 

10．国家安全保障会議設置法 
 

◇新規制定（１本） 

国際平和支援法：国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対す

る協力支援活動等に関する法律 
 

※上記の他、技術的な改正を行う法律が10本（附則による処理） 

① 道路交通法 

② 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 

③ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 

④ 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 

⑤ 原子力規制委員会設置法 

⑥ 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

⑦ サイバーセキュリティ基本法 

⑧ 防衛省設置法 

⑨ 内閣府設置法 

⑩ 復興庁設置法 

この資料は、内閣広報資料「「平和安全法制」の概要」の目次部分の写しである。 

下線は、安保関連法制審議時の法改正部分を示す（原資料のまま）。 

太字の法律名は、地方自治体に関する条項を持つもので、池上によるチェック。 
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お
い
て
、
一
方
的
に
加
え
ら
れ
た
暴
力
や
危
害
に
対
す

る
、
や
む
を
得
な
い
抵
抗
・
防
衛
で
あ
り
、
犯
罪
に
は 

な
ら
な
い
行
為
の
こ
と
で
す
。 

こ
れ
を
国
際
法
に
当
て
は
め
る
と
、
他
国
か
ら
の
侵

略
（
武
力
行
使
）
に
対
す
る
、
国
家
の
防
衛
的
な
武
力

の
行
使
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

国
連
は
、
一
九
七
四
年
一
二
月
の
総
会
で
「
侵
略 

の
定
義
に
関
す
る
決
議
」
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
第

一
条
で
は
「
侵
略
と
は
、
国
家
に
よ
る
他
の
国
家
の
主

権
、
領
土
保
全
若
し
く
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
、
又

は
国
際
連
合
の
憲
章
と
両
立
し
な
い
そ
の
他
の
方
法

に
よ
る
武
力
の
行
使
」
と
し
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
侵
略
に
対
す
る
防
衛
の
権
利
と
し
て
自

衛
権
を
規
定
す
る
な
ら
、
す
べ
て
の
国
家
は
自
衛
権
を

持
つ
こ
と
に
な
り
、
国
連
憲
章
も
そ
の
立
場
で
す
。 

で
は
、
日
本
国
憲
法
は
、
自
ら
の
国
家
の
自
衛
権
を

認
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
以
前
か
ら
、
憲
法
学
者

も
ふ
く
め
て
意
見
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。
大
別
す
る
な

ら
、
自
衛
権
を
「
認
め
て
い
な
い
」
「
認
め
て
い
る
」

の
二
つ
で
す
。
た
だ
し
、
大
半
の
論
者
が
、
日
本
が
国

際
法
上
の
自
衛
権
を
持
つ
資
格
が
あ
る
こ
と
は
認
め

て
い
ま
す
。 

私
自
身
は
、
「
日
本
は
、
他
国
と
同
じ
く
自
衛
権
を

持
つ
資
格
が
あ
る
が
、
憲
法
に
よ
っ
て
自
ら
放
棄
し
て

い
る
」
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
日

本
国
憲
法
第
九
条
を
読
む
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。 

「
第
九
条 

① 

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調

と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た

る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、

国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ

を
放
棄
す
る
。 

 

② 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他

の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、

こ
れ
を
認
め
な
い
。」 

こ
の
条
文
は
、
第
一
項
で
、
「
国
権
の
発
動
た
る
戦

争
」
「
武
力
の
行
使
」
を
、
自
ら
が
永
久
に
放
棄
し
た

こ
と
が
書
か
れ
、
第
二
項
に
は
「
国
の
交
戦
権
は
こ
れ

を
認
め
な
い
」
と
明
ら
か
で
す
。
「
防
衛
戦
争
な
ら
良

い
」
な
ど
、
ど
こ
に
も
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
一
切
の

戦
争
を
否
認
す
る
―
自
衛
権
の
放
棄
で
す
。
そ
し
て
、

そ
の
結
果
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
「
戦
力
は
持
た
な
い
」

と
規
定
し
ま
し
た
。
武
力
行
使
を
し
な
い
国
家
が
戦
力

わ
持
つ
な
ら
ば
、
こ
れ
以
上
の
税
金
の
無
駄
遣
い
は
な

い
、
と
い
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。 

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
立
憲
主
義
に
つ
い
て
も
ふ
れ

て
お
き
ま
す
。
立
憲
主
義
と
は
「
権
力
を
担
当
す
る
者

が
、
憲
法
の
決
め
た
範
囲
の
権
限
を
、
憲
法
が
定
め
た

方
法
で
行
使
す
る
こ
と
」
で
す
。
憲
法
が
明
確
に
否
認

し
て
い
る
こ
と
を
、
権
力
の
担
当
者
が
行
う
こ
と
は
、

憲
法
に
よ
っ
て
立
つ
立
憲
主
義
の
国
家
原
理
を
否
定

す
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

◇
集
団
的
自
衛
権
と
は
何
か 

次
は
、
集
団
的
自
衛
権
で
す
。
集
団
的
自
衛
権
と
は
、

軍
事
的
に
同
盟
的
な
関
係
に
あ
る
国
家
同
士
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
家
の
自
衛
権
を
実
現
す
る
た
め
に
、
共
同
的

に
武
力
を
行
使
す
る
権
利
で
す
。
こ
の
場
合
、
自
国
が

侵
略
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
、
同
盟
国
が

武
力
紛
争
・
戦
争
状
態
に
な
れ
ば
、
そ
の
敵
国
に
対
し

て
、
共
同
し
て
戦
闘
行
為
を
行
う
の
で
す
。 

こ
の
集
団
的
自
衛
権
も
、
先
の
自
衛
権
と
同
じ
く
国

連
憲
章
が
認
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
日
本
も
、
そ
の
権

利
を
持
つ
資
格
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
自
ら
の
自

衛
権
（
集
団
的
自
衛
権
に
対
し
て
「
個
別
的
自
衛
権
」

と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
）
を
放
棄
し
て
い
る
日
本

が
、
集
団
的
自
衛
権
を
持
つ
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
当

然
、
こ
れ
も
放
棄
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
も
そ
も
、
先

に
見
た
よ
う
に
、「
戦
力
を
持
た
な
い
」
の
で
す
か
ら
、

個
別
的
で
あ
れ
、
集
団
的
で
あ
れ
、
武
力
の
行
使
の
し

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
自
衛
隊
も
在
日
米
軍
も
、
日

米
安
保
条
約
も
す
べ
て
憲
法
違
反
で
す
。 
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し
か
も
「
個
別
的
自
衛
権
」
を
持
つ
こ
と
、
自
衛
隊

と
い
う
名
の
軍
隊
を
持
ち
、
米
軍
基
地
を
正
当
化
し
て

き
た
歴
代
の
内
閣
も
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
つ
い

て
は
「
違
憲
」
と
し
て
否
定
し
て
き
ま
し
た
。
安
倍
政

権
は
、
そ
れ
も
く
つ
が
え
し
て
、
「
安
保
法
制
」
に
よ

っ
て
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
転
換
し
た
の
で
す
。 

◇
戦
争
の
現
実
か
ら
学
ぶ
こ
と 

 

こ
こ
ま
で
述
べ
た
の
で
、
次
の
こ
と
に
も
ふ
れ
て
お

き
ま
す
。
で
は
実
際
に
国
際
的
な
紛
争
に
ど
う
対
処
す

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

こ
れ
は
ま
さ
に
、
現
実
的
に
対
応
す
る
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
場
合
重
要
な
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
実
際

の
経
験
か
ら
学
ぶ
こ
と
で
す
。 

第
一
点
は
、
武
力
紛
争
が
次
の
武
力
紛
争
を
生
ん
で

い
る
経
験
か
ら
、
し
っ
か
り
と
学
ぶ
こ
と
で
す
。
い
ま 

中
東
で
起
き
て
い
る
現
実
は
、
そ
の
こ
と
を
鮮
や
か
に

示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
武
力
に
よ
っ
て
国
際
紛
争

を
根
本
的
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。 

第
二
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
戦
争
は
、
一
切
の
生
産
性
を

拒
否
し
、
人
々
の
生
命
と
労
働
力
を
奪
い
、
自
然
環

境
・
社
会
関
係
・
経
済
関
係
を
破
壊
し
、
深
刻
な
貧
困

と
飢
餓
を
生
み
出
し
、
社
会
的
・
経
済
的
循
環
を
断
ち

切
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
で
す
。 

第
三
点
は
、
軍
事
体
制
の
維
持
や
拡
大
は
、
各
種
の

社
会
政
策
の
条
件
を
低
下
さ
せ
て
国
民
生
活
の
困
難

と
貧
困
を
広
げ
、
思
想
・
文
化
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
統

制
を
生
み
出
し
、
破
壊
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
を
持
つ

こ
と
で
す
。 

そ
し
て
第
四
点
は
、
日
本
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と

現
実
の
国
際
関
係
を
直
視
す
る
こ
と
で
す
。
食
料
自
給

率
、
衣
料
品
の
自
給
率
、
住
宅
用
建
材
の
自
給
率
な
ど
、

文
字
通
り
衣
食
住
を
支
え
る
物
資
の
供
給
を
見
た
だ

け
で
も
、
近
隣
諸
国
な
ど
と
の
友
好
関
係
が
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
す
べ
て 

日
常
的
な
こ
と
で
あ
り
、
絵
空
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

さ
ら
に
も
う
一
つ
。
現
代
の
戦
争
に
お
い
て
は
、
史

上
最
大
の
破
壊
力
・
殺
傷
力
を
持
つ
核
兵
器
の
存
在
を

意
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

以
上
の
こ
と
を
総
括
し
て
み
る
と
、
日
本
国
憲
法
第

九
条
の
方
向
の
選
択
が
、
じ
つ
は
最
も
現
実
的
だ
と
い

い
う
る
の
で
す
。 

安
保
法
制
が
自
治
体
と
国
民
を
統
制 

 

今
回
の
安
保
法
制
の
議
論
に
対
し
て
、
地
方
自
治
体

は
次
の
二
つ
の
態
度
を
と
り
ま
し
た
。 

 

第
一
は
、
議
会
な
ど
で
「
賛
否
」
の
議
論
を
行
い
、

意
見
書
を
作
成
し
た
自
治
体
で
す
。 

 

第
二
は
、
「
安
全
保
障
は
、
国
の
専
管
事
項
だ
」
と

し
て
、
議
論
を
避
け
、
自
治
体
と
し
て
の
態
度
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
自
治
体
で
す
。 

 

資
料
２
は
、
昨
年
七
月
九
日
現
在
の
地
方
議
会
の
意

見
書
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
で
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
三
三

一
の
地
方
議
会
が
意
見
表
明
を
し
て
い
た
こ
と
に
な 

              
 

   

資料２ 安保法制について意見書を可決した地方議会 

 賛成 ６ 慎重 181 反対 144 

県 
（秋田、山口、長

崎が可決見通し） 

三重、鳥取、長野 岩手 

 

市区

町村 

豊島区、八王子

市、三鷹市、調布

市、町田市、日野

市（いずれも東

京） 

花巻市（岩手）、会

津若松市（福島）、

千代田区（東京）、

草加市（埼玉）、尼

崎市（兵庫）など 

旭川市（北海道）、山

形市、武蔵野市（東

京）、飯山市（長野）、

三次市（広島）、那覇

市など 

2015 年 7 月 9 日 朝日新聞 
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り
ま
す
。
内
容
的
な
当
否
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
の
自

治
体
議
会
は
、
自
ら
の
意
思
を
表
明
し
た
の
で
す
。
け

れ
ど
も
そ
れ
は
、
全
自
治
体
数
一
七
八
八
（
都
道
府
県

四
七
＋
市
区
町
村
一
七
四
一
）
の
一
八
・
五
％
に
過
ぎ

ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

ま
た
、
各
地
の
地
方
新
聞
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
る

形
で
、
「
安
保
法
制
」
に
対
す
る
首
長
た
ち
の
声
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
※
、
全
体
と

し
て
は
、
首
長
た
ち
の
発
言
も
低
調
で
し
た
。 

 

※
例
え
ば
、
高
知
市
長
の
岡
﨑
誠
也
氏
は
、
高
知
新 

 
 

聞
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
、「
安
保
法
制
」
に
反 

 
 

対
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
ま
す
。 

 
 

「
日
本
近
海
に
お
け
る
安
全
保
障
の
環
境
が
急
速 

 
 

に
悪
化
し
て
い
る
た
め
、
集
団
的
自
衛
権
の
限
定 

 
 

的
な
行
使
は
や
む
を
得
な
い
環
境
に
あ
る
も
の 

 
 

と
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
憲
法 

 
 

の
制
度
下
で
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
で
き 

 
 

な
い
と
考
え
て
お
り
、
憲
法
解
釈
の
変
更
で
は
な 

 
 

く
、
正
式
な
憲
法
改
正
の
手
続
き
を
行
っ
て
い
く 

 
 

べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
。」 

 
 

（
高
知
新
聞
、
二
〇
一
五
年
九
月
六
日
朝
刊
） 

◇
数
々
の
法
律
に
地
方
自
治
体
の
規
定
が 

こ
の
時
期
、
国
民
の
間
で
は
、
「
安
保
法
制
」
の
制

定
を
め
ぐ
っ
て
、
世
代
を
こ
え
た
運
動
が
広
が
っ
て
い

き
ま
し
た
。
一
つ
は
明
確
な
「
安
保
法
制
」
に
反
対
す

る
も
の
で
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
「
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
」
に
つ
い
て
の
疑
問
、
ま
た
は
国
会
審
議
の
や

り
方
な
ど
を
含
め
て
「
民
主
主
義
の
危
機
」
と
す
る
意

見
、
あ
る
い
は
マ
ス
コ
ミ
な
ど
へ
の
思
想
統
制
的
な
雰

囲
気
を
感
じ
取
っ
た
も
の
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
し
た
。 

こ
れ
ら
の
動
き
を
強
く
励
ま
し
た
も
の
に
、
数
多
く

の
研
究
者
、
特
に
憲
法
・
法
学
な
ど
の
分
野
の
学
者
た

ち
の
、
「
立
憲
主
義
を
守
れ
」
と
す
る
主
張
や
活
動
が

あ
り
ま
し
た
。 

国
民
各
層
の
そ
う
し
た
動
き
か
ら
、
こ
の
国
の
民
主

主
義
の
新
た
な
段
階
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
感
じ

て
い
た
私
は
、
一
方
で
は
、
そ
れ
に
し
て
も
地
方
自
治

体
は
何
を
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
思
い
を
強
め
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
次
第
に
、
議
会
や
首
長
な
ど

の
当
局
的
な
担
当
者
た
ち
に
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
自

身
、
主
権
者
自
身
が
、
地
方
自
治
の
課
題
と
し
て
「
安

保
法
制
」
を
見
る
視
点
が
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
、
と

思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

し
か
し
じ
つ
は
、
「
安
保
法
制
」
は
地
方
自
治
体
の

存
在
な
く
し
て
実
体
化
で
き
な
い
法
体
系
で
す
。
次
に

そ
れ
を
確
認
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

ま
ず
資
料
１
に
太
字
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
法
律
名

を
一
覧
し
ま
す
。 

自
衛
隊
法 

重
要
影
響
事
態
安
全
確
保
法 

事
態
対
処
法 

米
軍
等
行
動
関
連
措
置
法 

特
定
公
共
施
設
利
用
法 

道
路
交
通
法 

国
民
保
護
法 

武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
法
律 

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法 

復
興
庁
設
置
法 

◆
自
衛
隊
法
の
場
合 

こ
れ
ら
の
う
ち
、
例
え
ば
「
自
衛
隊
法
」
に
つ
い
て

い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
も
自
衛
隊
員
の
募
集
に
つ
い
て
、

地
方
自
治
体
が
直
接
的
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。 

◎
第
九
七
条
「
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
は
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
衛
官
及
び
自
衛
官

候
補
生
の
募
集
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
行
う
。
」 

こ
れ
を
受
け
た
自
衛
隊
法
施
行
令
で
は
、
市
町
村
長

の
行
う
事
務
と
し
て
、
例
え
ば
… 

①
み
ず
か
ら
の
自
治
体
の
住
民
が
自
衛
官
募
集
に

応
募
し
た
場
合
に
、
自
衛
隊
法
に
基
づ
い
て
そ
の
者
の

適
格
性
を
調
査
し
、
適
格
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に

は
志
願
票
を
受
理
す
る
。 

②
志
願
票
を
受
理
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
市
町
村
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が
存
在
す
る
都
道
府
県
を
担
当
区
域
と
す
る
自
衛
隊

の
地
方
協
力
本
部
の
本
部
長
に
、
そ
の
志
願
票
を
送
付

し
、
志
願
者
と
試
験
期
日
や
試
験
場
に
つ
い
て
協
議
し

た
う
え
で
、
志
願
者
に
受
験
票
を
交
付
す
る
。 

な
ど
と
定
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
事
務
は
、

地
方
自
治
法
の
定
め
る
法
定
受
託
事
務
と
し
て
、
地
方

自
治
体
に
委
託
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
※ 

 

※
こ
う
し
た
自
衛
官
募
集
事
務
の
シ
ス
テ
ム
は
、
じ

つ
は
、
明
治
憲
法
下
の
徴
兵
事
務
に
お
け
る
軍
隊

と
市
町
村
と
の
関
係
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
募
集
事
務
を
含
め
、
自
衛
隊
と
地
方
自
治
体

と
の
関
係
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
有
事
立
法
体
制
が
整

備
さ
れ
た
時
期
の
二
〇
〇
六
年
に
，
そ
れ
ま
で
の
地
方

連
絡
部
を
改
編
し
て
「
地
方
協
力
本
部
」
を
全
都
道
府

県
に
お
き
（
北
海
道
は
四
カ
所
）
、
日
常
的
な
連
絡
関

係
を
構
築
し
て
き
ま
し
た
。 

し
か
し
、
「
有
事
」
の
際
の
、
地
方
自
治
体
の
事
務

に
つ
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
は
る
か
に
厳
し

い
も
の
で
す
。
次
に
そ
れ
を
見
ま
し
ょ
う
。 

◇
日
米
共
同
の
戦
争
体
制 

◆
事
態
対
処
法
（
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事

態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
及
び
独
立
並
び
に
国
及

び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
）
の
場
合 

 

事
態
対
処
法
と
は
、
法
律
の
正
式
名
称
が
語
っ
て
い

る
よ
う
に
、
他
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
あ
っ
た
り
、
存
立

危
機
と
い
え
る
事
態
が
起
き
た
り
し
て
、
わ
が
国
の
平

和
や
独
立
あ
る
い
は
国
民
生
活
が
危
う
く
な
る
と
い

う
事
態
に
対
処
す
る
、
と
い
う
法
律
で
す
。 

以
前
か
ら
あ
っ
た
法
律
に
「
存
立
危
機
事
態
」
と
い

う
概
念
を
加
え
て
、
米
軍
が
攻
撃
さ
れ
た
事
態
を
含
め

る
こ
と
に
し
て
、
共
同
的
な
戦
闘
行
為
を
可
能
に
す
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。 

※
こ
の
稿
で
は
以
下
、「
武
力
攻
撃
事
態
等
」
＋
「
存

立
危
機
事
態
」
を
「
危
機
的
事
態
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
ま
す
。 

つ
ま
り
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
」
が
ど
真
ん
中
に

す
え
ら
れ
た
法
制
で
す
。
そ
の
新
た
な
事
態
対
処
法
で

「
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
文
言
を
含
む
条
を
ひ
ろ
い

上
げ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

第
一
条
（
法
の
目
的
） 

第
二
条
（
定
義
） 

第
三
条
（
武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
基 

本
理
念
） 

第
五
条
（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
六
条
（
指
定
公
共
機
関
の
責
務
） 

第
七
条
（
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
） 

第
八
条
（
国
民
の
協
力
） 

第
一
二
条
（
対
策
本
部
の
所
掌
事
務
） 

第
一
四
条
（
対
策
本
部
長
の
権
限
） 

第
一
五
条
（
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
） 

第
一
六
条
（
損
失
に
関
す
る
財
政
上
の
措
置
） 

第
一
七
条
（
安
全
の
確
保
） 

第
二
二
条
（
緊
急
対
処
事
態
対
処
方
針
）  

こ
の
う
ち
、
第
三
条
「
定
義
」
に
お
い
て
、
「
危
機

的
事
態
」
へ
の
対
処
が
、｢

七 

対
処
措
置｣

と
し
て
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
簡
略
に
ま
と
め
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。（
原
文
は
、
次
ペ
ー
ジ
資
料
２
） 

ィ 

武
力
攻
撃
事
態
等
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置 

（
１
）
自
衛
隊
に
よ
る
武
力
の
行
使 

（
２
）
米
軍
と
自
衛
隊
の
共
同
的
な
軍
事
行
動
と
そ
の

た
め
の
物
品
、
施
設
又
は
役
務
の
提
供
ほ
か 

（
３
）
外
交
上
の
措
置 

ロ 

国
民
の
生
命
、
財
産
を
守
る
た
め
の
措
置 

（
１
）
警
報
の
発
令
、
被
災
者
の
救
助
ほ
か 

（
２
）
生
活
関
連
物
資
等
の
価
格
安
定
、
配
分
ほ
か 

ま
ず
、
自
衛
隊
と
米
軍
に
よ
る
武
力
行
使
が
あ
り
、

次
い
で
国
民
生
活
に
つ
い
て
の
非
常
措
置
が
あ
る
、
こ

れ
は
「
戦
争
遂
行
体
制
」
そ
の
も
の
の
規
定
で
す
。 

◇
総
動
員
体
制
の
構
築
へ 

そ
し
て
、
第
四
条
で
こ
の
「
対
処
措
置
」
を
遂
行
す

る
た
め
に
、
国
全
体
と
し
て
万
全
の
措
置
を
講
じ
る
こ

と
を
「
国
の
責
務
」
と
定
め
た
う
え
で
、
第
五
条
に
「
地 
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方
公
共
団
体
の
責
務
」
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
ま
す
。 

「
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
地
域
並

び
に
当
該
地
方
公
共
団
体
の
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び

財
産
を
保
護
す
る
使
命
を
有
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
機
関
と
相
互

に
協
力
し
、
武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
に
関
し
、
必

要
な
措
置
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。
」 

つ
ま
り
地
方
自
治
体
は
、
中
央
政
府
や
他
の
地
方
自

治
体
な
ど
と
「
共
に
戦
う
責
務
」
が
あ
る
、
と
い
っ
て

い
る
の
で
す
。 

こ
れ
に
つ
な
げ
て
第
六
条
に
は
「
指
定
公
共
機
関
の

責
務
」
と
あ
り
、
独
立
行
政
法
人
、
日
本
銀
行
、
日
本

赤
十
字
社
、
日
本
放
送
協
会
そ
の
他
の
公
共
的
機
関
、

電
気
、
ガ
ス
、
輸
送
、
通
信
そ
の
他
の
公
益
的
事
業
を

営
む
法
人
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
第
八
条
で
は
「
国
民
の
協
力
」
を
か
か
げ
て
、

次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
ま
す
。 

「
国
民
は
、
国
及
び
国
民
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
の

重
要
性
に
か
ん
が
み
、
指
定
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団

体
又
は
指
定
公
共
機
関
が
対
処
措
置
を
実
施
す
る
際

は
、
必
要
な
協
力
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
」 

戦
争
遂
行
の
軍
事
体
制
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
、

さ
す
が
に
強
制
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

義
務
規
定
で
す
。 

資料３ 事態対処法の「定義」に見る戦争体制 

◇事態対処法 

（武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和及び独立並びに国及び国民の安

全の確保に関する法律） 

 

第３条（定義） 

七 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政

機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をい

う。 

イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置 

（１）武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等 

の展開その他の行動 

（２）（１）に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合

衆国との間の相互協力及び安全保障条約（以下「日米安保条約」という。）に従って武力攻

撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は

役務の提供その他の措置 

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置 

 ロ 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国

民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態

等の推移に応じて実施する次に掲げる措置 

（１） 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置 

（２） 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置 
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ま
さ
し
く
総
動
員
体
制
の
構
築
で
す
。 

◇
日
本
国
憲
法
体
制
そ
の
も
の
の
放
棄 

さ
ら
に
ま
た
、
地
方
自
治
体
に
つ
い
て
は
、
「
国
と

の
役
割
分
担
」
と
し
て
次
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。 

「
武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
の
性
格
に
か
ん
が
み
、

国
に
お
い
て
は
武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
に
関
す

る
主
要
な
役
割
を
担
い
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の

住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
に
関
し
て
、
国

の
方
針
に
基
づ
く
措
置
の
実
施
そ
の
他
適
切
な
役
割

を
担
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
と
す
る
。
」 

 

一
見
も
っ
と
も
ら
し
く
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
「
軍
事
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
は
一
切
口
を
出

す
な
」
と
い
う
内
容
と
し
て
読
む
な
ら
、
た
だ
ち
に
沖

縄
で
起
き
て
い
る
こ
と
が
頭
に
浮
か
ぶ
は
ず
で
す
。 

つ
ま
り
、
地
方
自
治
体
は
「
国
の
方
針
に
基
づ
く
措

置
の
実
施
そ
の
他
適
切
な
役
割
を
担
う
」
だ
け
で
よ
い
、

と
い
う
の
は
ま
さ
し
く
統
制
的
・
地
方
自
治
体
下
請
け

体
制
そ
の
も
の
な
の
で
す
。 

こ
の
点
で
も
う
一
つ
、
同
じ
法
律
に
お
い
て
見
過
ご

す
こ
と
の
で
き
な
い
規
定
が
あ
り
ま
す
。 

先
に
見
た
よ
う
な
軍
事
的
「
対
処
措
置
」
を
実
行
す

る
た
め
に
、
内
閣
が
「
対
処
基
本
方
針
」
を
定
め
る
の

で
す
が
、
さ
ら
に
そ
れ
を
執
行
す
る
た
め
に
「
対
策
本

部
」
を
設
け
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
対
策
本
部
の
本
部
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
担

当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
第
一
四
条
に
「
対
策
本

部
長
の
権
限
」
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
に
よ
る
と
、
対
策
本
部
長
は
、
指
定
公
共
機
関

や
地
方
公
共
団
体
な
ど
の
関
係
機
関
と
の
調
整
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
第
二
項
で

は
「
地
方
公
共
団
体
又
は
指
定
公
共
機
関
が
実
施
す
る

対
処
措
置
に
関
し
て
…
対
策
本
部
長
に
対
し
て
意
見

を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
し
、
地
方
自

治
体
な
ど
か
ら
意
見
を
出
せ
る
、
と
し
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
次
の
第
一
五
条
で
は
「
内
閣
総
理
大
臣

の
権
限
」
を
規
定
し
て
、
「
前
条
第
一
項
の
総
合
調
整

に
基
づ
く
所
要
の
対
処
措
置
が
実
施
さ
れ
な
い
と
き

は
、
対
策
本
部
長
の
求
め
に
応
じ
、
別
に
法
律
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
等

に
対
し
、
当
該
対
処
措
置
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
指
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」 

こ
れ
は
命
令
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
方
自
治

体
は
、
申
し
入
れ
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
言
っ

た
通
り
に
や
ら
な
け
れ
ば
、
命
令
で
き
る
―
こ
こ
で
確

認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
対
策
本
部
長
と
内
閣
総
理

大
臣
は
同
一
人
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
わ
か

る
こ
と
は
、
「
関
係
機
関
と
の
調
整
」
と
い
う
の
は
、

実
は
対
等
な
も
の
で
は
な
く
、
国
の
言
い
な
り
の
方
針

を
実
現
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
「
命
令
的
シ
ス
テ
ム
」

だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

こ
こ
に
は
、
日
本
国
憲
法
の
定
め
る
地
方
自
治
の
根

本
原
則
の
否
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
総
動
員
体
制

も
ふ
く
め
て
、
私
た
ち
は
い
ま
、
中
央
政
府
に
よ
っ
て

日
本
国
憲
法
の
体
制
全
体
が
放
棄
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

お
わ
り
に
―
大
地
に
立
つ
者
と
し
て 

本
稿
は
、
沖
縄
・
宮
古
島
の
話
題
か
ら
始
め
ま
し
た
。 

宮
古
島
で
は
米
軍
基
地
と
で
は
な
く
、
自
衛
隊
基
地

を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

辺
野
古
問
題
は
重
要
で
す
。
し
か
し
自
衛
隊
基
地
の
拡

大
も
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。 

そ
し
て
、
宮
古
の
人
た
ち
は
深
く
知
っ
て
い
ま
す
。

新
た
な
軍
事
立
法
「
安
保
法
制
」
に
よ
っ
て
、
自
衛
隊

が
対
米
従
属
の
ま
ま
に
米
軍
と
一
体
に
な
り
つ
つ
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
自
衛
隊
基
地
は
い
つ
で
も
米
軍
基
地

と
し
て
機
能
し
得
る
こ
と
を
、
で
す
。 

私
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
い
ま
、
自
衛
隊
基
地
が
「
違

憲
」
の
政
治
の
産
物
で
あ
り
、
米
軍
基
地
の
存
在
と
共

に
日
本
全
土
を
む
し
ば
ん
で
い
る
こ
と
を
、
明
確
に
語

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 
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五
月
に
開
か
れ
た
多
摩
研
の
「
議
員
の
学
校
」
に
参

加
さ
れ
た
、
岩
手
県
滝
沢
市
の
議
員
が
「
自
分
た
ち
の

ま
ち
に
自
衛
隊
基
地
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
沖
縄
県
与

那
国
に
で
き
た
自
衛
隊
基
地
に
隊
員
が
異
動
す
る
こ

と
が
い
わ
れ
た
。
議
会
で
問
題
に
な
り
、
人
口
減
少
に

な
り
経
済
に
も
ひ
び
く
と
い
う
こ
と
で
、
隊
員
を
減
ら

さ
な
い
で
ほ
し
い
、
と
い
う
意
見
書
を
決
議
し
た
。
反

対
し
た
の
は
自
分
を
含
め
て
二
名
だ
け
だ
っ
た
。
ど
う

考
え
た
ら
よ
い
か
」
と
質
問
さ
れ
ま
し
た
。 

滝
沢
市
は
人
口
五
万
人
を
超
え
る
地
方
都
市
で
、
自

衛
隊
岩
手
駐
屯
地
が
存
在
す
る
市
で
す
が
、
こ
の
よ
う

な
話
は
、
各
地
で
起
き
て
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
、
自

衛
隊
基
地
の
縮
小
・
廃
止
な
ど
の
話
が
出
る
た
び
に
、

首
長
た
ち
が
連
盟
し
て
中
央
政
府
に
陳
情
す
る
よ
う

な
こ
と
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。 

そ
の
北
海
道
で
、
先
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
の
補
欠
選

挙
に
お
い
て
、
野
党
連
合
候
補
に
対
し
て
自
民
党
の
候

補
を
勝
た
せ
た
力
は
自
衛
隊
員
の
票
で
あ
る
、
と
い
う

報
道
が
あ
り
ま
す
。 

多
摩
地
域
で
も
、
府
中
市
で
市
の
職
員
の
研
修
を
自

衛
隊
基
地
に
委
託
す
る
と
い
う
話
が
進
ん
で
い
ま
す
。

東
京
で
初
め
て
で
す
。
私
た
ち
は
い
ま
、
安
保
法
制
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
し
て
、
日
本
の
主
権
者
と
し
て
地
方

自
治
の
大
地
に
立
つ
と
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

                        

           

 

資料４  歴史の教訓から学ぶとき―国家総動員法(昭和 13 年・１９３８) （抄） 

第一条（目的）本法において国家総動員とは、戦時(戦争に準ずべき事変の場合を含む。)に

際し、国防目的達成のため国の全力を最も有効に発揮することができるよう人的及び物的

資源を統制運用することをいう。 

第二条 総動員物資 

①兵器、艦艇、弾薬その他の軍用物資 

 ②被服、食糧、飲料及び飼料 

 ③医薬品、医療機械器具その他の衛生用物資及び家畜衛生用物資 

 ④船舶、航空機、車両、馬その他の輸送用物資 

 ⑤通信用物資 

 ⑥土木建築用物資及び照明用物資 ⑦燃料及び電力 

 ⑧①〜⑦の生産、修理、配給又は保存に要する原料、材料、機械器具、装置その他の物資 

⑨その他勅令が指定する物資 

第三条 総動員業務 

①物資の生産、修理、配給、輸出、輸入又は保管 ②運輸又は通信 ③金融 ④衛生、家

畜衛生又は救護 ⑤教育訓練 ⑥試験研究 ⑦情報又は啓発宣伝 ⑧警備 ⑨その他勅令

が定める必要な業務 

第四条 臣民の徴用 総動員業務のために臣民を徴用できる。 

第五条 臣民及び団体の協力 

政府は戦時に際し、国家総動員上必要あるときは、勅令の定める所に依り、帝国臣民及び

帝国法人その他の団体をして、国、地方公共団体又は政府の指定する者の行う総動員業務に

ついて協力させることができる。 

第一条・第五条は口語訳、第二条・第三条は要約、いずれも池上。 
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