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「
砂
川
判
決
」
と
自
衛
隊
の
合
憲
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
総
理
大
臣
は
一
九
五
九
（
昭
和
三
十
四
）
年
十
二
月
十
六
日
の
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
（
以
下
「
砂
川
判
決
」
）
に

つ
い
て
、
下
記
の
よ
う
な
発
言
を
繰
り
返
し
て
き
た
。

「
今
ま
で
、
自
衛
隊
を
認
め
る
と
い
う
最
高
裁
判
決
が
そ
も
そ
も
は
砂
川
判
決
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」
（
二

〇
一
三
年
十
月
二
十
二
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
）＜

発
言
�＞

「
そ
し
て
、
言
わ
ば
国
の
、
憲
法
九
条
は
あ
り
ま
す
が
、
国
の
存
在
、
生
存
権
そ
の
も
の
を
奪
っ
て
い
な
い
と
い
う
中
に
お

い
て
、
砂
川
の
裁
判
の
判
決
と
自
衛
隊
の
合
憲
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
」
（
二
〇
一
三
年
十
月
二
十
三
日
、
参
議
院
予
算
委
員
会
）

「
現
行
憲
法
に
お
い
て
も
、
御
承
知
の
よ
う
に
、
自
衛
隊
に
つ
い
て
は
全
く
明
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
個
別
的
自
衛
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
明
記
が
な
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る

砂
川
裁
判
に
お
い
て
最
高
裁
の
判
決
と
し
て
、
い
わ
ば
我
々
の
生
存
権
を
憲
法
は
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
お

い
て
、
書
い
て
い
な
い
ん
で
す
か
ら
、
明
文
化
が
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
解
釈
に
よ
っ
て
、
個
別
的
自
衛
権
に
つ
い
て

は
我
々
は
行
使
で
き
る
、
い
わ
ば
自
衛
隊
が
合
憲
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
明
文
規
定
が
な
い
ん
で
す
か
ら
。
自
衛
隊
に

一



つ
い
て
明
文
規
定
は
な
い
ん
で
す
よ
。
個
別
的
自
衛
権
に
つ
い
て
も
明
文
規
定
は
な
い
ん
で
す
よ
。
ま
さ
に
、
そ
の
中
に
お
い

て
砂
川
判
決
が
あ
っ
て
、
最
高
裁
で
最
終
的
に
判
断
が
決
定
を
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
（
二
〇
一
四
年
二
月
二
十

日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
）

砂
川
判
決
を
め
ぐ
り
、
こ
れ
ま
で
政
府
は
下
記
の
よ
う
な
答
弁
を
行
っ
て
き
た
。

＜

一
九
六
七
年
三
月
三
十
日
参
議
院
予
算
委
員
会
、
高
辻
正
巳
内
閣
法
制
局
長
官＞

〇
羽
生
三
七
君

政
府
自
身
も
、
政
府
自
身
の
解
釈
と
し
て
は
、
行
政
府
と
し
て
合
憲
だ
と
解
釈
を
し
て
お
る
。
し
か
し
、
判

決
の
中
に
は
自
衛
隊
が
合
憲
だ
と
は
う
た
っ
て
お
ら
な
い
と
、
そ
れ
は
認
め
る
と
、
そ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

〇
政
府
委
員
（
高
辻
正
巳
君
）

（
略
）
判
決
で
言
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
自
衛
の
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
自

衛
権
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
判
断
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
ほ
か
の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
り
ま
せ

ん
。
そ
の
ほ
か
の
こ
と
と
言
う
と
語
弊
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
あ
の
場
合
に
は
ア
メ
リ
カ
の
駐
兵
の
問
題
が
問
題
だ
っ
た
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
、
判
決
は
そ
れ
以
上
に
わ
た
っ
て
判
断
を
下
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

＜

答
弁
�＞

＜

一
九
七
三
年
九
月
十
三
日
参
議
院
内
閣
委
員
会
、
山
中
貞
則
防
衛
庁
長
官＞

二



〇
上
田
哲
君

砂
川
判
決
と
い
う
こ
と
が
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
砂
川
判
決
は
、
総
理
も
一
ぺ
ん
間
違
わ
れ
た
よ
う
に
、
自
衛

隊
合
憲
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
（
略
）

〇
国
務
大
臣
（
山
中
貞
則
君
）

（
略
）
砂
川
判
決
で
自
衛
隊
が
合
憲
な
り
と
判
示
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
申
し
て
お

り
ま
せ
ん
。
わ
が
国
の
平
和
憲
法
は
決
し
て
無
防
備
、
無
抵
抗
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
お
る

と
い
う
こ
と
は
承
知
い
た
し
て
お
り
ま
す
。＜

答
弁
�＞

ま
た
、
広
く
読
ま
れ
て
い
る
憲
法
の
教
科
書
や
、
元
内
閣
法
制
局
長
官
が
政
府
の
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
書
い
た
文
献
に
も
、

下
記
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
最
高
裁
判
所
は
（
略
）
砂
川
事
件
判
決
で
、
二
項
が
『
い
わ
ゆ
る
自
衛
の
た
め
の
戦
力
の
保
持
を
も
禁
じ
た
も
の
で
あ
る

か
否
か
は
別
と
し
て
』
と
述
べ
る
に
と
ど
め
、
そ
の
後
も
自
衛
隊
の
合
憲
性
の
問
題
に
直
接
答
え
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
」

（
佐
藤
幸
治
「
日
本
国
憲
法
論

法
学
叢
書
七
」
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
、
九
八
頁
）

「
第
九
条
問
題
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断
例：

警
察
予
備
隊
令
（
一
九
五
〇
年
）
、
保
安
庁
法
（
五
二
年
）
、
自
衛
隊
法

（
五
四
年
）
に
よ
っ
て
す
す
め
ら
れ
て
き
た
日
本
の
軍
備
、
お
よ
び
、
日
米
安
全
保
障
条
約
（
一
九
五
一
年
成
立

六
〇
年

に
重
要
改
定
）
に
も
と
づ
く
ア
メ
リ
カ
軍
へ
の
基
地
提
供
と
軍
事
協
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の
憲
法
適
合
性
が
争
わ
れ
て
き
た
。

三



何
度
か
裁
判
所
の
判
断
も
求
め
ら
れ
、
い
く
つ
か
下
級
審
の
判
断
も
出
て
い
る
が
、
最
高
裁
が
こ
の
点
に
つ
き
実
質
判
断
を
公

に
し
た
こ
と
は
ま
だ
な
い
。
（
中
略
）
日
米
安
全
保
障
条
約
に
も
と
づ
く
行
政
協
定
に
伴
う
刑
事
特
別
法
違
反
と
い
う
具
体
的

な
刑
事
事
件
（
砂
川
事
件
）
の
な
か
で
、
米
軍
駐
留
を
違
憲
と
す
る
一
審
判
決
（
東
京
地
判
一
九
五
九
・
三
・
三
〇
）
に
対
す

る
飛
躍
上
告
を
う
け
た
最
高
裁
は
、
憲
法
が
保
持
を
禁
じ
て
い
る
戦
力
は
『
わ
が
国
が
そ
の
主
体
と
な
っ
て
こ
れ
に
指
揮
権
、

管
理
権
を
行
使
し
得
る
戦
力
』
を
い
う
と
す
る
解
釈
を
示
す
と
と
も
に
、
他
方
で
、
安
保
条
約
の
よ
う
に
『
主
権
国
と
し
て
の

わ
が
国
の
存
立
の
基
礎
に
極
め
て
重
大
な
関
係
を
も
つ
高
度
の
政
治
性
を
有
す
る
』
国
家
行
為
は
『
一
見
極
め
て
明
白
に
違
憲

無
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
』
『
司
法
審
査
権
の
範
囲
外
』
に
あ
る
か
ら
、
『
違
憲
な
り
や
否
の
法
的
判
断
』
は
『
終

局
的
に
は
主
権
を
有
す
る
国
民
の
政
治
的
批
判
に
委
ね
ら
れ
る
』
（
最
大
判
一
九
五
九
・
一
二
・
一
六
）
と
し
た
（
い
わ
ゆ
る

統
治
行
為
論
の
論
点
に
つ
き
、
後
出
二
五
四
）
。
」
（
樋
口
陽
一
『
憲
法＜

第
三
版＞

』
創
文
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
四
五－

一
四
六
頁
）

「
自
衛
隊
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
の
司
法
の
判
断
と
し
て
は
、
自
衛
隊
を
違
憲
と
し
た
長
沼
事
件
第
一
審
判
決
や
、
統
治

行
為
に
属
し
、
司
法
審
査
の
外
に
あ
る
と
し
た
控
訴
審
判
決
な
ど
が
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
最
高
裁
の
見
解
が
示

さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
」
（
坂
田
雅
裕
『
政
府
の
憲
法
解
釈
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
、
一
〇
頁
）

四



以
下
、
質
問
す
る
。

一

＜
発
言
�＞

に
つ
い
て
。

�

当
該
発
言
に
お
け
る
「
自
衛
隊
を
認
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
自
衛
隊
が
合
憲
で
あ
る
と
最
高
裁
判
所
が
判
決
で
示
し

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
ま
た
は
、
単
に
「
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
た
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。

�

安
倍
総
理
が
、
「
自
衛
隊
を
認
め
る
と
い
う
最
高
裁
判
決
が
そ
も
そ
も
は
砂
川
判
決
と
し
て
あ
っ
た
」
「
い
わ
ゆ
る
砂

川
裁
判
に
お
い
て
最
高
裁
の
判
決
と
し
て
（
略
）
自
衛
隊
が
合
憲
に
な
っ
た
」
と
発
言
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

二

こ
れ
ま
で＜

答
弁
�
、
�＞

で
示
さ
れ
て
き
た
「
砂
川
判
決
は
、
自
衛
隊
を
合
憲
と
認
め
た
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
政

府
見
解
は
、
安
倍
政
権
で
も
変
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
。
変
わ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
い
つ
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
た
の
か
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


