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視
点
・
論
点
③

浜
松
基
地
自
衛
官
人
権
裁
判
、
勝
訴
判
決
！	

竹
内
康
人

　

二
〇
一
一
年
七
月
一
一
日
、
静
岡
地
裁
浜
松
支
部
で
浜
松
基
地
自
衛
官
人
権
裁
判
の

判
決
が
出
さ
れ
た
。

　

今
回
の
地
裁
判
決
は
、
先
輩
隊
員
に
よ
る
数
々
の
暴
行
・
暴
言
を
違
法
と
し
、
そ
れ

ら
の
違
法
行
為
と
自
殺
の
相
当
因
果
関
係
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
国
側
の
い
う
過
失

相
殺
を
排
除
し
、
約
八
〇
〇
〇
万
円
の
損
害
賠
償
金
の
支
払
い
を
命
じ
る
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
上
司
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
認
め
ず
、
先
輩
隊
員
へ
の
賠
償
請

求
は
棄
却
し
た
が
、
判
決
で
提
示
さ
れ
た
損
害
賠
償
金
は
提
訴
後
の
公
務
災
害
認
定
に

よ
る
支
給
金
を
除
く
も
の
で
あ
り
、
ほ
ぼ
満
額
で
あ
る
。
そ
れ
は
勝
訴
判
決
で
あ
る
。

　

こ
の
裁
判
は
、
航
空
自
衛
隊
浜
松
基
地
の
第
１
術
科
学
校
の
整
備
班
の
Ｓ
さ
ん
が
先

輩
隊
員
に
よ
る
い
じ
め
（
パ
ワ
ハ
ラ
）
に
よ
っ
て
自
死
に
追
い
込
ま
れ
た
と
し
て
、
父

母
・
妻
子
の
四
人
が
国
と
先
輩
隊
員
に
対
し
て
一
億
一
千
万
円
の
損
害
賠
償
を
求
め
た

も
の
で
あ
る
。

　

判
決
当
日
、傍
聴
席
は
六
〇
席
だ
が
、九
〇
人
余
が
詰
め
か
け
た
。
傍
聴
で
き
な
か
っ

た
人
々
は
浜
松
支
部
前
で
判
決
内
容
を
報
告
す
る
弁
護
士
の
登
場
を
待
つ
こ
と
に
な
っ

た
。
開
廷
し
、
裁
判
長
が
判
決
文
を
読
み
始
め
る
。
原
告
妻
に
三
四
八
八
万
七
四
五
四

円
、
原
告
子
に
四
三
〇
六
万
三
〇
〇
〇
円
、
原
告
父
母
に
そ
れ
ぞ
れ
一
一
〇
万
円
…
…

と
、
国
に
対
す
る
損
害
賠
償
金
額
が
示
さ
れ
た
。
判
決
を
聞
い
た
原
告
の
嗚
咽
が
法
廷

内
に
響
く
。
判
決
を
聞
い
て
弁
護
士
が
幕
を
持
っ
て
出
て
く
る
。
そ
の
文
字
は「
勝
訴
」。

法
廷
外
で
歓
声
が
上
が
り
、
そ
の
声
が
法
廷
内
に
も
こ
だ
ま
す
る
。

　

裁
判
長
は
つ
づ
い
て
争
点
に
つ
い
て
の
判
断
を
読
ん
で
い
く
。
先
輩
隊
員
の
暴
言
暴

行
は
国
家
賠
償
法
上
、
違
法
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
行
為
に
よ
り
「
適
応
障
害
」
と
な
り
、

違
法
行
為
と
自
殺
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
、
上
官
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
は

認
め
な
い
こ
と
、
国
の
い
う
過
失
相
殺
の
事
情
は
な
い
こ
と
、
す
で
に
公
務
災
害
の
認

定
が
あ
り
、
そ
の
分
は
賠
償
額
を
減
じ
る
こ
と
、
先
輩
隊
員
へ
の
賠
償
請
求
は
棄
却
す

る
こ
と
。
こ
の
判
決
が
示
さ
れ
る
と
、
法
廷
内
で
は
支
援
者
の
「
ヨ
シ
！
」
の
声
や
拍

手
が
響
く
。
原
告
の
妻
が
形
見
の
制
服
を
握
り
し
め
る
。
弁
護
士
、
原
告
、
支
援
者
が

互
い
に
握
手
を
交
わ
す
。

　

判
決
の
の
ち
、記
者
会
見
と
報
告
集
会
が
も
た
れ
た
。
原
告
と
弁
護
団
が
現
れ
る
と
、

拍
手
が
鳴
り
響
い
た
。
会
見
と
集
会
で
は
、
原
告
代
理
人
の
弁
護
士
が
判
決
の
分
析
と

そ
の
意
義
を
語
っ
た
。

　

そ
こ
で
は
、
先
輩
隊
員
の
違
法
行
為
を
認
定
さ
せ
た
こ
と
、
違
法
行
為
と
自
殺
と
の

相
当
因
果
関
係
も
認
め
さ
せ
た
こ
と
、
過
失
相
殺
を
認
め
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
、
各
地

の
裁
判
で
の
今
後
の
追
い
風
に
な
る
こ
と
、
請
求
額
の
満
額
に
近
い
も
の
が
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
先
輩
隊
員
の
違
法
行
為
は
国
が
責
任
を
取
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
上
官
の

安
全
配
慮
義
務
違
反
を
認
め
な
い
こ
と
は
自
衛
官
の
人
権
保
障
に
つ
な
が
ら
な
い
こ

と
、
な
ど
が
示
さ
れ
た
。

　

集
会
で
は
原
告
が
そ
れ
ぞ
れ
、
思
い
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
亡
く
な
っ
た
無
念

を
晴
ら
し
た
と
い
う
思
い
で
裁
判
を
起
こ
し
た
。「
指
導
」
と
い
う
名
の
い
じ
め
を
な

く
し
て
ほ
し
い
」「
訴
え
て
き
た
こ
と
が
ほ
ぼ
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
。
勝
っ
て
も
負
け

て
も
親
と
し
て
は
つ
ら
い
」「
先
輩
隊
員
Ｎ
は
被
告
席
に
い
な
か
っ
た
。
判
決
を
ふ
ま

え
て
謝
罪
を
要
請
し
た
い
。
残
念
な
部
分
も
あ
る
が
、
勝
訴
の
意
味
は
大
き
い
。
こ
れ

か
ら
は
他
の
裁
判
を
支
え
て
い
き
た
い
」。

　

自
衛
官
の
人
権
を
め
ぐ
っ
て
は
全
国
各
地
で
裁
判
が
た
た
か
わ
れ
て
い
る
。
浜
松
の

裁
判
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
自
衛
隊
内
で
の
人
権
の
確
立
に
む
け
て
、
一
つ
ひ
と
つ
の

裁
判
に
勝
利
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
人
権
確
立
に
向
け
て
は
、
軍
事
オ
ン

ブ
ズ
の
制
度
化
の
み
な
ら
ず
、
自
衛
官
が
憲
法
上
は
認
め
ら
れ
て
い
る
表
現
の
自
由
や

団
結
の
権
利
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
自
衛
官
自
身
が
、
上

官
や
先
輩
に
「
い
じ
め
る
な
」、「
パ
ワ
ハ
ラ
を
や
め
ろ
」
と
発
言
で
き
る
自
由
が
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
な
団
結
力
や
交
渉
力
が
権
利
と
し
て
自
衛
隊

内
で
確
立
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。　
　
　
（
た
け
う
ち
・
や
す
と
／
人
権
平
和
・
浜
松
）




