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集

団

的

自

衛

権

の

行

使

に

関

す

る

質

問

主

意

書 

 
本

年

八

月

二

日

、

政

府

が

内

閣

法

制

局

長

官

に

外

務

省

出

身

者

を

起

用

す

る

と

い

う

報

道

が

な

さ

れ

た

。

翌

三

日

に

は

安

倍

首

相

が

設

置

し

た

有

識

者

会

議

が

ミ

サ

イ

ル

防

衛

シ

ス

テ

ム

な

ど

の

四

類

型

の

見

直

し

に

と

ど

ま

ら

ず

、

集

団

的

自

衛

権

の

行

使

を

全

面

的

に

容

認

す

る

新

た

な

憲

法

解

釈

を

提

言

す

る

と

い

う

報

道

も

な

さ

れ

た

。 

集

団

的

自

衛

権

を

め

ぐ

る

議

論

は

こ

れ

ま

で

に

立

法

府

で

積

み

重

ね

ら

れ

て

き

て

お

り

、

こ

れ

を

無

視

し

て

強

引

に

解

釈

を

変

え

よ

う

と

い

う

試

み

は

、

国

会

答

弁

を

形

骸

化

さ

せ

る

も

の

で

あ

り

、

立

法

府

の

立

場

か

ら

許

さ

れ

る

も

の

で

は

な

い

。 

 

従

っ

て

、

以

下

、

質

問

す

る

。 

 一 

昭

和

五

六

年

五

月

二

九

日

、
鈴

木

善

幸

内

閣

で

閣

議

決

定

さ

れ

た
「

衆

議

院

議

員

稲

葉

誠

一

君

提

出
『

憲

法

、

国

際

法

と

集

団

的

自

衛

権

』
に

関

す

る

質

問

に

対

す

る

答

弁

書

」
に

お

い

て

、
政

府

は
「

我

が

国

が

、
国

際

法

上

、

こ

の

よ

う

な

集

団

的

自

衛

権

を

有

し

て

い

る

こ

と

は

、

主

権

国

家

で

あ

る

以

上

、

当

然

で

あ

る

が

、

憲

法

第

九

条



 

の

下

に

お

い

て

許

容

さ

れ

て

い

る

自

衛

権

の

行

使

は

、

我

が

国

を

防

衛

す

る

た

め

必

要

最

小

限

度

の

範

囲

に

と

ど

ま

る

べ

き

も

の

で

あ

る

と

解

し

て

お

り

、

集

団

的

自

衛

権

を

行

使

す

る

こ

と

は

、

そ

の

範

囲

を

超

え

る

も

の

で

あ

つ

て

、

憲

法

上

許

さ

れ

な

い

と

考

え

て

い

る

。

」

と

答

弁

し

て

い

る

。

第

一

次

安

倍

内

閣

に

お

い

て

も

、

平

成

一

九

年

五

月

一

一

日

に

閣

議

決

定

さ

れ

た

「

衆

議

院

議

員

鈴

木

宗

男

君

提

出

自

衛

権

に

関

す

る

質

問

主

意

書

」

に

対

す

る

答

弁

書

で

、

政

府

は

「

政

府

と

し

て

は

、

従

来

か

ら

、

憲

法

第

九

条

は

、

外

部

か

ら

の

武

力

攻

撃

に

よ

っ

て

国

民

の

生

命

や

身

体

が

危

険

に

さ

ら

さ

れ

る

よ

う

な

場

合

に

こ

れ

を

排

除

す

る

た

め

に

必

要

最

小

限

度

の

範

囲

で

実

力

を

行

使

す

る

こ

と

ま

で

は

禁

じ

て

い

な

い

と

解

し

て

お

り

、

他

方

、

集

団

的

自

衛

権

と

は

、

国

際

法

上

、

一

般

に

、

自

国

と

密

接

な

関

係

に

あ

る

外

国

に

対

す

る

武

力

攻

撃

を

、

自

国

が

直

接

攻

撃

さ

れ

て

い

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

実

力

を

も

っ

て

阻

止

す

る

こ

と

が

正

当

化

さ

れ

る

権

利

と

解

さ

れ

て

お

り

、

そ

の

行

使

は

憲

法

上

許

さ

れ

な

い

と

解

し

て

き

た

と

こ

ろ

で

あ

る

。
」

と

答

弁

し

て

い

る

。

政

府

の

認

識

は

現

在

も

変

わ

り

な

い

か

。 

 

二 

平

成

一

六

年

一

月

二

六

日

の

衆

議

院

予

算

委

員

会

で

、

安

倍

晋

三

委

員

の

質

問

に

対

し

て

政

府

は

「

国

家

が

国

際

法

上

、

あ

る

権

利

を

有

し

て

い

る

と

し

ま

し

て

も

、

憲

法

そ

の

他

の

国

内

法

に

よ

り

そ

の

権

利

の

行

使

を

制



 

限

す

る

こ

と

は

あ

り

得

る

こ

と

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

国

際

法

上

の

義

務

を

国

内

法

に

お

い

て

履

行

し

な

い

場

合

と

は

異

な

り

、

国

際

法

と

国

内

法

と

の

間

の

矛

盾

抵

触

の

問

題

が

生

ず

る

わ

け

で

は

ご

ざ

い

ま

せ

ん

で

、

法

律

論

と

し

て

は

特

段

問

題

が

あ

る

こ

と

で

は

ご

ざ

い

ま

せ

ん

。

そ

れ

で

、

政

府

は

、

従

来

か

ら

、

そ

の

九

条

の

文

理

に

照

ら

し

ま

す

と

、

我

が

国

に

よ

る

武

力

の

行

使

は

一

切

で

き

な

い

よ

う

に

も

読

め

る

憲

法

九

条

の

も

と

で

も

な

お

、

外

国

か

ら

の

武

力

攻

撃

に

よ

っ

て

国

民

の

生

命

身

体

が

危

険

に

さ

ら

さ

れ

る

よ

う

な

場

合

に

、

こ

れ

を

排

除

す

る

た

め

に

武

力

を

行

使

す

る

こ

と

ま

で

は

禁

止

さ

れ

ま

せ

ん

が

、

集

団

的

自

衛

権

は

、

我

が

国

に

対

す

る

急

迫

不

正

の

侵

害

に

対

処

す

る

も

の

で

は

な

く

、

他

の

外

国

に

加

え

ら

れ

た

武

力

行

使

を

実

力

で

阻

止

す

る

こ

と

を

内

容

と

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

か

ら

、

憲

法

九

条

の

も

と

で

は

こ

れ

の

行

使

は

認

め

ら

れ

な

い

と

解

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

ご

ざ

い

ま

す

。

」

（

秋

山

収

内

閣

法

制

局

長

官

）

と

答

弁

し

て

い

る

。

政

府

の

認

識

は

現

在

も

変

わ

り

な

い

か

。 

 

三 

防

衛

省

は

、

現

在

、

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

「

国

際

法

上

、

国

家

は

、

集

団

的

自

衛

権

、

す

な

わ

ち

、

自

国

と

密

接

な

関

係

に

あ

る

外

国

に

対

す

る

武

力

攻

撃

を

、

自

国

が

直

接

攻

撃

さ

れ

て

い

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

実

力

を

も

っ

て

阻

止

す

る

権

利

を

有

し

て

い

る

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

わ

が

国

が

、

国

際

法

上

、

こ

の

よ

う

な

集

団

的

自

衛



 

権

を

有

し

て

い

る

こ

と

は

、

主

権

国

家

で

あ

る

以

上

当

然

で

す

。

し

か

し

な

が

ら

、

憲

法

第

九

条

の

下

に

お

い

て

許

容

さ

れ

て

い

る

自

衛

権

の

行

使

は

、

わ

が

国

を

防

衛

す

る

た

め

必

要

最

小

限

度

の

範

囲

に

と

ど

ま

る

べ

き

も

の

で

あ

り

、

他

国

に

加

え

ら

れ

た

武

力

攻

撃

を

実

力

を

も

っ

て

阻

止

す

る

こ

と

を

内

容

と

す

る

集

団

的

自

衛

権

の

行

使

は

、

こ

れ

を

超

え

る

も

の

で

あ

っ

て

、

憲

法

上

許

さ

れ

な

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

」

と

明

記

し

て

い

る

。

英

語

版

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

も
「I

t
 is

,
 h

o
w

e
v

e
r
,
 n

o
t
 p

e
r
m

is
s
ib

le
 t

o
 u

s
e

 t
h

e
 r

ig
h

t
,
 t

h
a

t
 is

,
 t

o
 s

t
o

p
 a

r
m

e
d

 

a
t
t
a

c
k

 o
n

 a
n

o
t
h

e
r
 c

o
u

n
t
r
y

 w
it

h
 a

r
m

e
d

 s
t
r
e

n
g

t
h

,
 a

lt
h

o
u

g
h

 J
a

p
a

n
 is

 n
o

t
 u

n
d

e
r
 d

ir
e

c
t
 a

t
t
a

c
k

,
 

s
in

c
e

 it
 e

x
c
e

e
d

s
 t

h
e

 
lim

it
 o

f 
u

s
e

 o
f
 a

r
m

e
d

 s
t
r
e

n
g

t
h

 
a

s
 
p

e
r
m

it
t
e

d
 
u

n
d

e
r
 
A

r
t
ic

le
 
9

 o
f 

t
h

e
 

C
o

n
s
t
it

u
t
io

n
.

」
と

記

さ

れ

て

お

り

、
こ

れ

を

集

団

的

自

衛

権

に

関

す

る

政

府

の

公

式

な

立

場

と

し

て

全

世

界

に

宣

明

し

て

い

る

が

、

安

倍

内

閣

の

認

識

は

こ

の

通

り

と

考

え

て

よ

い

か

。 

 

四 

第

一

次

安

倍

内

閣

に

お

け

る

集

団

的

自

衛

権

を

め

ぐ

る

議

論

に

お

い

て

、

平

成

一

九

年

六

月

五

日

の

参

議

院

外

交

防

衛

委

員

会

で

、

法

律

の

解

釈

権

に

つ

い

て

、

櫻

井

充

委

員

の

質

問

に

対

し

、

政

府

は

「

憲

法

を

始

め

と

す

る

法

令

の

解

釈

、

こ

れ

は

当

該

法

令

の

規

定

の

文

言

、

趣

旨

等

に

即

し

つ

つ

、

立

案

の

背

景

と

な

る

社

会

情

勢

等



 

を

考

慮

し

、

ま

た

議

論

の

積

み

重

ね

の

あ

る

も

の

に

つ

き

ま

し

て

は

全

体

の

整

合

性

を

保

つ

こ

と

に

も

留

意

し

て

論

理

的

に

確

定

さ

れ

る

べ

き

も

の

で

ご

ざ

い

ま

し

て

、

政

府

に

よ

る

憲

法

の

解

釈

は

こ

の

よ

う

な

考

え

方

に

基

づ

い

て

そ

れ

ぞ

れ

論

理

的

な

追

求

の

結

果

と

し

て

示

さ

れ

て

き

た

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す

。

し

た

が

い

ま

し

て

、

そ

の

取

扱

い

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

は

慎

重

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

ふ

う

に

承

知

し

て

お

り

ま

す

。

」

（

山

本

庸

幸

内

閣

法

制

局

第

一

部

長

）

と

答

弁

し

て

い

る

。

政

府

の

認

識

は

現

在

も

変

わ

り

な

い

か

。 

 

五 

平

成

一

五

年

一

二

月

一

九

日

、

政

府

は

「

集

団

的

自

衛

権

と

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

今

回

我

が

国

が

導

入

す

る

Ｂ

Ｍ

Ｄ

シ

ス

テ

ム

は

、

あ

く

ま

で

も

我

が

国

を

防

衛

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

も

の

で

あ

っ

て

、

我

が

国

自

身

の

主

体

的

判

断

に

基

づ

い

て

運

用

し

、

第

三

国

の

防

衛

の

た

め

に

用

い

ら

れ

る

こ

と

は

な

い

こ

と

か

ら

、

集

団

的

自

衛

権

の

問

題

は

生

じ

ま

せ

ん

。

」

と

す

る

福

田

康

夫

内

閣

官

房

長

官

談

話

を

出

し

て

い

る

。

政

府

の

認

識

は

現

在

も

変

わ

り

な

い

か

。

そ

う

で

あ

れ

ば

、

「

第

三

国

の

防

衛

の

た

め

に

用

い

ら

れ

る

」

場

合

は

、

集

団

的

自

衛

権

の

行

使

に

該

当

す

る

と

い

う

認

識

で

よ

い

か

。 

 



 

六 

第

一

次

安

倍

内

閣

に

お

け

る

平

成

一

八

年

一

一

月

二

四

日

の

衆

議

院

安

全

保

障

委

員

会

で

、

辻

元

清

美

の

質

問

に

対

し

て

政

府

は

「

我

が

国

の

現

在

導

入

し

よ

う

と

し

て

お

り

ま

す

ミ

サ

イ

ル

防

衛

シ

ス

テ

ム

と

い

う

の

は

、

ア

メ

リ

カ

へ

向

か

っ

て

飛

ん

で

い

く

ミ

サ

イ

ル

を

迎

撃

す

る

、
そ

う

い

う

能

力

は

な

い

わ

け

で

ご

ざ

い

ま

す

か

ら

、

今

そ

れ

を

ど

う

こ

う

と

い

う

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

」

（

久

間

防

衛

庁

長

官

）

と

答

弁

し

て

お

り

、

さ

ら

に

第

二

次

安

倍

内

閣

に

お

け

る

平

成

二

五

年

四

月

一

六

日

の

衆

議

院

予

算

委

員

会

に

お

い

て

、

渡

辺

周

委

員

の

質

問

に

対

し

て

政

府

は

「

実

際

、

今

ア

メ

リ

カ

が

持

っ

て

い

る

Ｂ

Ｍ

Ｄ

シ

ス

テ

ム

、

Ｓ

Ｍ

３

ブ

ロ

ッ

ク

に

関

し

て

は

、

日

本

と

同

じ

内

容

で

す

の

で

、

今

、

日

本

が

、

例

え

ば

グ

ア

ム

を

射

程

と

す

る

よ

う

な

ミ

サ

イ

ル

が

飛

ん

だ

場

合

、

そ

の

迎

撃

シ

ス

テ

ム

は

日

本

で

も

対

応

で

き

な

い

」

（

小

野

寺

防

衛

相

）

、

「

今

の

段

階

で

は

、

い

わ

ば

、

グ

ア

ム

に

飛

ん

で

い

く

ミ

サ

イ

ル

を

我

が

国

の

国

内

の

施

設

を

使

っ

て

迎

撃

す

る

と

い

う

能

力

も

ご

ざ

い

ま

せ

ん

し

、

そ

れ

は

全

く

現

在

で

は

想

定

を

し

て

い

な

い

。

」

（

安

倍

首

相

）

と

答

弁

し

て

い

る

。

政

府

の

認

識

は

現

在

も

変

わ

り

な

い

か

。 

 

七 

集

団

的

自

衛

権

の

行

使

と

戦

時

国

際

法

の

適

用

に

つ

い

て 



 

集

団

的

自

衛

権

の

行

使

が

全

面

的

に

容

認

さ

れ

る

と

、

あ

る

国

（

以

下

「

Ｘ

国

」

と

す

る

。

）

が

わ

が

国

の

同

盟

国

の

領

土

な

い

し

軍

隊

を

攻

撃

し

た

場

合

、 

１ 
 

わ

が

国

は

、
集

団

的

自

衛

権

の

行

使

と

し

て

、
Ｘ

国
（

Ｘ

国

内

の

同

国

の

基

地

な

い

し

軍

隊

）
を

攻

撃

す

る

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

の

か

。 

２ 
 

わ

が

国

が

Ｘ

国

を

攻

撃

す

る

と

、

わ

が

国

と

Ｘ

国

と

の

間

に

は

、

戦

時

国

際

法

が

適

用

さ

れ

る

の

か

。 

３ 
 

わ

が

国

が

Ｘ

国

を

攻

撃

す

る

と

、

Ｘ

国

は

、

国

際

法

上

、

わ

が

国

を

攻

撃

す

る

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

の

か

。 

 

右

質

問

す

る

。 


