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安
倍
首
相
の
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
新
政
権
が
成
立
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
憲
法
に
つ
い
て
の
見
解
や
政
治
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
、
多
く
の
国
民
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

従
っ
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

安
倍
首
相
の
「
憲
法
を
逐
条
的
に
変
え
る
の
で
は
な
く
白
地
か
ら
書
い
て
、
国
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
な
ん
で

す
。
」
（
「
諸
君
！
」
二
〇
〇
五
年
六
月
号
）
「
基
本
的
に
全
文
脈
で
す
。
す
べ
て
を
見
直
し
、
書
き
起
こ
し
て
い
く
作
業

が
必
要
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
（
「
正
論
」
二
〇
〇
四
年
七
月
号
）
と
い
う
発
言
に
つ
い
て

�

こ
こ
で
安
倍
首
相
が
い
う
「
白
地
か
ら
書
い
て
」
「
す
べ
て
を
見
直
し
、
書
き
起
こ
し
て
い
く
」
と
は
、
日
本
国
憲
法

を
廃
止
し
て
新
し
い
憲
法
を
制
定
す
る
と
い
う
こ
と
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

日
本
国
憲
法
は
、
第
九
六
条
第
二
項
の
改
正
に
関
す
る
規
定
で
「
こ
の
憲
法
と
一
体
を
成
す
」
と
し
て
お
り
、
廃
止
改

正
す
る
こ
と
は
日
本
国
憲
法
自
体
が
想
定
し
て
い
な
い
と
考
え
る
が
、
安
倍
首
相
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

日
本
国
憲
法
第
九
六
条
第
二
項
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
改
正
な
ら
可
能
と
考
え
る
の
か
。
安
倍
首
相
の
見
解

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



二

安
倍
首
相
の
自
著
の
「
《
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う

と
決
意
し
た
》
（
略
）
憲
法
前
文
は
、
敗
戦
国
と
し
て
の
連
合
国
に
対
す
る�

詫
び
証
文�

の
よ
う
な
宣
言
が
も
う
ひ
と
つ

あ
る
。
《
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国

際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
》
と
い
う
箇
所
だ
。
」
（
『
美
し
い
国
へ
』
一
二
二
頁
）
と
い
う
記
述
に

つ
い
て
。
ま
た
「
白
地
か
ら
新
し
い
前
文
を
書
き
ま
す
。
現
憲
法
の
前
文
は
何
回
読
ん
で
も
、
敗
戦
国
と
し
て
の
連
合
国
に

対
す
る
詫
び
証
文
で
し
か
な
い
。
」
（
「
諸
君
！
」
二
〇
〇
五
年
六
月
号
）
と
い
う
発
言
に
つ
い
て

�

な
ぜ
、
日
本
国
憲
法
前
文
が
「
詫
び
証
文
で
し
か
な
い
」
と
安
倍
首
相
は
主
張
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た

い
。

�

日
本
国
憲
法
前
文
が
「
詫
び
証
文
」
で
し
か
な
い
と
い
う
安
倍
首
相
の
認
識
が
、
今
後
の
日
本
政
府
と
し
て
の
公
式
見

解
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

三

安
倍
首
相
の
「
憲
法
に
は
国
民
の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
、
国
家
権
力
の
手
足
を
縛
る
側
面
も
あ
り
え
ま
す
が
、
他

方
、
日
本
国
民
の
生
命
、
財
産
を
守
る
た
め
に
必
要
な
規
定
も
並
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
実
行
力
を
奪
う
よ
う
な
こ

と
を
し
て
し
ま
っ
て
は
本
末
転
倒
で
す
。
」
（
「
諸
君
！
」
二
〇
〇
五
年
六
月
号
）
と
い
う
発
言
に
つ
い
て

二



�

「
日
本
国
民
の
生
命
、
財
産
を
守
る
た
め
に
必
要
な
規
定
」
と
は
何
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た

い
。

�

「
そ
の
実
行
力
を
奪
う
よ
う
な
こ
と
」
と
は
何
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

四

安
倍
首
相
の
自
著
の
「
ふ
た
つ
の
保
守
党
が
合
併
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
日
本
が
本
当
の
意
味
で
の
独
立
を
取
り

戻
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
（
略
）
ま
さ
に
憲
法
の
改
正
こ
そ
が
、
『
独
立
の
回
復
』
の
象
徴
で
あ
り
、
具
体
的
な
手
だ
て
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
（
略
）
第
二
の
目
標
は
、
後
回
し
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
（
略
）
そ
の
結
果
、
弊
害
も
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
（
略
）
損
得
を
超
え
る
価
値
、
た
と
え
ば
家
族
の
絆
や
、
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
へ
の
愛
着
、
国
に
対
す
る
想
い

が
、
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
『
美
し
い
国
へ
』
二
九
頁
）
と
い
う
記
述
に
つ
い
て

�

安
倍
首
相
が
「
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
へ
の
愛
着
、
国
に
対
す
る
想
い
が
、
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
理

由
が
憲
法
改
正
が
後
回
し
に
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
、
と
考
え
る
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
へ
の
愛
着
、
国
に
対
す
る
想
い
が
、
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
責
任
は
誰
に
あ

る
と
安
倍
首
相
は
考
え
る
の
か
。

�

長
年
与
党
の
地
位
に
あ
っ
た
自
民
党
に
責
任
は
あ
る
と
安
倍
首
相
は
考
え
る
の
か
。

三



五

安
倍
首
相
の
「
日
本
の
国
は
、
戦
後
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、
自
由
と
民
主
主
義
、
そ
し
て
基
本
的
人
権
を
守
り
、
国

際
平
和
に
貢
献
し
て
き
た
。
（
略
）
日
本
人
自
身
が
つ
く
り
あ
げ
た
こ
の
国
の
か
た
ち
に
、
わ
た
し
た
ち
は
堂
々
と
胸
を
張

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
う
い
う
国
の
あ
り
か
た
を
、
け
っ
し
て
変
え
る
つ
も
り
は
な
い
の
だ
か
ら
。
」

（
『
美
し
い
国
へ
』
六
九
頁
）
と
い
う
記
述
と
「
戦
後
六
〇
年
間
の
我
々
の
『
平
和
に
対
す
る
貢
献
』
と
い
う
実
績
に
も
っ

と
誇
り
を
持
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。
」
（
「
諸
君
！
」
二
〇
〇
五
年
八
月
）
と
い
う
発
言
に
つ
い
て

�

「
こ
う
い
う
国
の
あ
り
か
た
を
、
け
っ
し
て
変
え
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
い
い
な
が
ら
、
な
ぜ
日
本
国
憲
法
を
改
正
す

る
必
要
が
あ
る
の
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

安
倍
首
相
は
、
「
戦
後
六
〇
年
間
の
我
々
の
『
平
和
に
対
す
る
貢
献
』
と
い
う
実
績
」
は
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
も

と
で
実
現
さ
れ
て
き
た
と
の
見
解
か
。

六

安
倍
首
相
の
「
現
行
憲
法
の
制
定
過
程
に
問
題
が
あ
っ
た
。
」
（
「
論
座
」
二
〇
〇
四
年
二
月
号
）
と
い
う
発
言
に
つ
い

て�

こ
こ
で
安
倍
首
相
が
い
う
「
現
行
憲
法
の
制
定
過
程
」
の
「
問
題
」
と
は
何
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
具
体
的
に
示
さ

れ
た
い
。

四



�

「
現
行
憲
法
の
制
定
過
程
に
問
題
が
あ
っ
た
」
と
い
う
安
倍
首
相
の
見
解
が
、
日
本
政
府
の
公
式
見
解
と
し
て
よ
い

か
。

七

安
倍
首
相
の
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
の
「
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
条
文
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
が
九
条
だ
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
以
外
に
も
新
し
い
価
値
観
が
生
ま
れ
て
い
る
中
で
見
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
条
文
、
あ
る
い
は
改
定
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
条
文
が
あ
る
」
（
「
論
座
」
二
〇
〇
四
年
二
月
号
）
と
い
う
発
言
に
つ
い
て

�

「
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
い
う
の
は
具
体
的
に
は
ど
の
条
文
を
さ
す
の
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

そ
の
条
文
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
国
益
を
減
じ
さ
せ
る
の
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

八

安
倍
首
相
の
自
著
の
「
国
の
骨
格
は
、
日
本
国
民
自
ら
の
手
で
、
白
地
か
ら
つ
く
り
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し

て
こ
そ
、
真
の
独
立
が
回
復
で
き
る
。
」
（
『
美
し
い
国
へ
』
二
九
頁
）
「
憲
法
第
九
条
の
規
定
は
、
い
っ
ぽ
う
で
独
立
国

と
し
て
の
要
件
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
。
」
（
『
美
し
い
国
へ
』
一
二
三
頁
）
と
い
う
記
述
に
つ
い
て

�

安
倍
首
相
の
論
理
で
い
え
ば
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
が
あ
る
限
り
、
日
本
は
独
立
国
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
今
の
日
本
は
日
本
国
憲
法
第
九
条
が
あ
る
以
上
、
独
立
国
で
は
な
い
と
考
え
る
の
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
示
さ
れ

五



た
い
。

�

「
独
立
国
の
要
件
」
と
は
何
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

九

日
本
国
憲
法
第
九
九
条
の
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
に
よ
り
、
安
倍
首
相
は
日
本
国
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
が
あ
る
と

考
え
る
が
、
安
倍
首
相
の
見
解
は
ど
う
か
。

一
〇

過
去
の
歴
史
に
対
し
て
の
認
識
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
憲
法
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
が
、
安
倍

首
相
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


