
提

出

者

野

田

佳

彦

平
成
十
八
年
六
月
六
日
提
出

質
問
第
三
〇
八
号

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
十
一
条
の
解
釈
な
ら
び
に
「
Ａ
級
戦
犯
」
へ
の
追
悼
行
為
に
関
す
る
質
問
主

意
書

308



サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
十
一
条
の
解
釈
な
ら
び
に
「
Ａ
級
戦
犯
」
へ
の
追
悼
行
為
に
関
す
る
質
問
主

意
書

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日
提
出
質
問
第
二
一
号
「
『
戦
犯
』
に
対
す
る
認
識
と
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
参
拝
に
関
す
る

質
問
主
意
書
」
（
以
下
、
先
の
質
問
主
意
書
）
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
Ａ
級
戦
犯
」
な
ら
び
に
東
京
裁
判
に
対
す
る
政
府
の

認
識
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

そ
れ
に
対
す
る
平
成
十
七
年
十
月
二
十
五
日
付
答
弁
書
内
閣
衆
質
一
六
三
第
二
一
号
（
以
下
、
先
の
答
弁
書
）
は
「
平
和
条

約
第
十
一
条
に
よ
る
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
及
び
そ
の
他
の
連
合
国
戦
争
犯
罪
法
廷
が
刑
を
科
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
刑
の

執
行
が
巣
鴨
刑
務
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
当
該
刑
を
科
せ
ら
れ
た
者
に
対
す
る
赦
免
、
刑
の
軽
減
及
び
仮
出
所
が

行
わ
れ
て
い
た
事
実
は
あ
る
が
、
そ
の
刑
は
、
我
が
国
の
国
内
法
に
基
づ
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
刑
で
は
な
い
」
と
回
答
し
た
。

国
内
法
に
基
づ
い
て
刑
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
国
内
に
お
い
て
犯
罪
者
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
政
府

が
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
は
国
内
に
お
い
て
戦
争
犯
罪
人
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
意
義
は
大
き
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
政
府
見
解
に
は
未
だ
あ
い
ま
い
な
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。
も
し
政
府
が
、
一
方
で
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
は

国
内
の
法
律
で
裁
か
れ
た
も
の
で
な
い
と
し
て
「
国
内
的
に
は
戦
争
犯
罪
人
で
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
は
、
日

一



本
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
「
諸
判
決
・
裁
判
の
効
果
」
で
な
く
「
裁
判
」
を
受
諾
し
た
の
で
あ
り
、
国
と
国
と
の

関
係
に
お
い
て
、
同
裁
判
の
「
内
容
」
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
立
場
に
は
な
い
と
す
る
の
な
ら
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
他
国
か

ら
の
非
難
に
合
理
性
を
与
え
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

さ
ら
に
、
先
の
質
問
主
意
書
に
示
し
た
と
お
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
十
一
条
の
手
続
き
に
基
づ
き
、
関
係
十

一
カ
国
の
同
意
の
も
と
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
は
昭
和
三
十
一
年
に
赦
免
さ
れ
釈
放
さ
れ
て
い
る
。
刑
罰
が
終
了
し
た
時
点
で
受
刑

者
の
罪
は
消
滅
す
る
と
い
う
の
が
近
代
法
の
理
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
が
「
Ａ
級
戦
犯
」
を
戦
争

犯
罪
人
と
し
て
裁
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
関
係
諸
国
は
、
昭
和
三
十
一
年
以
前
に
処
刑
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
獄
中
死
し
た
も
の

も
含
め
た
「
Ａ
級
戦
犯
」
の
罪
は
す
で
に
償
わ
れ
て
い
る
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
を
現
在
に
お
い
て

も
、
あ
た
か
も
犯
罪
人
の
ご
と
く
に
扱
う
こ
と
は
、
国
際
的
合
意
に
反
す
る
と
同
時
に
「
Ａ
級
戦
犯
」
と
し
て
刑
に
服
し
た

人
々
の
人
権
侵
害
と
な
る
。

政
府
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
参
拝
が
国
際
的
に
非
難
さ
れ
る
根
拠
が
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
ま
た
、
「
Ａ
級
戦

犯
」
と
し
て
刑
に
服
し
た
人
々
の
人
権
を
擁
護
す
る
た
め
に
も
、
日
本
が
受
諾
し
た
の
が
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
の
「
諸
判

決
」
・
「
裁
判
の
効
果
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
裁
判
」
な
の
か
を
、
あ
ら
た
め
て
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
「
Ａ
級
戦
犯
」

二



の
現
在
の
法
的
地
位
を
再
確
認
し
、
国
民
な
ら
び
に
国
際
社
会
に
対
し
て
顕
示
す
る
責
任
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
趣
旨

か
ら
、
「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」
を
は
じ
め
と
す
る
追
悼
行
為
の
位
置
づ
け
も
明
確
に
す
る
責
任
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
国
の
姿
勢
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
十
一
条
の
解
釈
に
つ
い
て

�

先
の
質
問
主
意
書
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
昭
和
二
十
六
年
に
西
村
熊
雄
外
務
省
条
約
局
長
が
「
日
本
は
極
東
軍
事
裁
判

所
の
判
決
そ
の
他
各
連
合
国
の
軍
事
裁
判
所
に
よ
つ
て
な
し
た
裁
判
を
受
諾
い
た
す
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
お
り
ま
す
」

と
答
弁
し
、
大
橋
武
夫
法
務
総
裁
は
「
裁
判
の
効
果
と
い
う
も
の
を
受
諾
す
る
。
こ
の
裁
判
が
あ
る
事
実
に
対
し
て
あ
る

効
果
を
定
め
、
そ
の
法
律
効
果
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
確
定
の
も
の
と
し
て
受
入
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る

と
考
え
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
の
に
対
し
、
昭
和
六
十
一
年
に
後
藤
田
正
晴
官
房
長
官
は
「
裁
判
を
受
け
入
れ
た
」
と
い

う
見
解
を
表
し
て
い
る
。

「
諸
判
決
・
裁
判
の
効
果
を
受
諾
す
る
」
と
い
っ
た
場
合
、
裁
判
の
内
容
や
正
当
性
に
つ
い
て
は
受
け
入
れ
な
い
が
、

そ
の
「
裁
判
の
効
果
」
に
つ
い
て
は
受
け
入
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。

「
裁
判
を
受
諾
す
る
」
と
い
っ
た
場
合
は
、
「
南
京
大
虐
殺
二
十
数
万
」
「
日
本
の
ソ
連
侵
攻
」
な
ど
の
虚
構
や
、
日

三



本
は
満
州
事
変
以
来
一
貫
し
て
侵
略
戦
争
を
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
歴
史
解
釈
、
法
の
不
遡
及
や
罪
刑
法
定
主
義
が
保
証

さ
れ
て
い
な
い
点
な
ど
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
の
正
当
性
を
全
部
受
け
入
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。

政
府
は
、
西
村
熊
雄
外
務
省
条
約
局
長
な
ら
び
に
大
橋
武
夫
法
務
総
裁
の
「
判
決
を
受
諾
す
る
」
「
裁
判
の
効
果
と
い

う
も
の
を
受
諾
す
る
」
と
い
う
答
弁
と
、
後
藤
田
正
晴
官
房
長
官
の
「
裁
判
を
受
け
入
れ
た
」
と
い
う
答
弁
と
で
は
、
意

味
に
い
か
な
る
相
違
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。

�

�
に
お
い
て
、
昭
和
二
十
六
年
の
西
村
熊
雄
外
務
省
条
約
局
長
な
ら
び
に
大
橋
武
夫
法
務
総
裁
の
見
解
と
昭
和
六
十
一

年
の
後
藤
田
正
晴
官
房
長
官
の
見
解
に
意
味
の
相
違
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
先
の
答
弁
書
に
お
け
る
「
こ
の
よ
う
に
、
我
が

国
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
等
の
裁
判
を
受
諾
し
て
お
り
、
国
と
国
と
の
関
係
に
お
い
て
、
同
裁
判
に
つ
い
て
異
議
を

述
べ
る
立
場
に
は
な
い
。
政
府
と
し
て
は
、
か
か
る
立
場
を
従
来
か
ら
表
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
い
う
回
答
と

矛
盾
す
る
。
政
府
は
、
昭
和
二
十
六
年
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
に
、
い
つ
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
り
見
解
を
変
え
た
の

か
。
昭
和
二
十
六
年
の
見
解
と
昭
和
六
十
一
年
の
見
解
が
異
な
る
理
由
を
あ
ら
た
め
て
問
う
。

�

平
和
条
約
の
正
本
は
、
英
、
仏
、
西
の
三
カ
国
語
の
み
で
あ
り
、
日
本
語
訳
は
効
果
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
条

約
正
本
の
一
つ
で
あ
る
仏
語
条
文
に
よ
れ
ば
、
「
日
本
が
何
を
受
諾
し
た
か
」
に
関
す
る
平
和
条
約
第
十
一
条
の
箇
所

四



は
、“Le

Japon
accepte

les
jugem

ents
prononcés

par
le

TribunalM
ilitaire

Internationalpour
l�E

xtrêm
e－

O
rient ”

と
な
っ
て
い
る
。prononcés

は
「
（
言
葉
を
）
発
す
る
」
「
述
べ
る
」
「
宣
言
す
る
」
「
言
い
渡
す
」
と
い

う
意
味
で
あ
り
、prononcés

jugem
ents

は
「
判
決
（
複
数
）
を
言
い
渡
す
」
と
い
う
慣
用
句
で
あ
る
。
言
い
渡
さ
れ

る
の
は
「
判
決
」
で
あ
り
、
「
裁
判
」
は
言
い
渡
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
平
和
条
約
第
十
一

条
の
意
味
は
、
「
日
本
は
裁
判
を
受
諾
し
た
」
の
で
は
な
く
、
「
日
本
は
諸
判
決
を
受
諾
し
た
」
も
の
と
解
釈
す
べ
き
と

考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�

�
の
質
問
に
つ
き
、
も
し
政
府
が
「
諸
判
決
」
で
は
な
く
「
裁
判
」
を
受
諾
し
た
と
解
釈
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
解
釈

は
、
平
和
条
約
第
十
一
条
仏
語
条
文
の

“Le
Japon

accepte
les

jugem
ents

prononcés
par

le
TribunalM

ilitaire

Internationalpour
l�E

xtrêm
e－

O
rient ”

の
箇
所
を
ど
の
よ
う
に
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
り
導
き
出
さ
れ
る
の
か
。

二

「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」
な
ら
び
に
他
の
追
悼
式
に
お
け
る
「
Ａ
級
戦
犯
」
の
位
置
づ
け
と
天
皇
皇
后
両
陛
下
お
よ
び
内

閣
総
理
大
臣
の
参
加
に
つ
い
て

�

首
相
官
邸
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
て
公
開
さ
れ
て
い
る
「
追
悼
・
平
和
祈
念
の
た
め
の
記
念
碑
等
施
設
の
在
り
方
を
考
え
る

懇
談
会
」
第
二
回
（
平
成
十
四
年
二
月
一
日
）
議
事
要
旨
に
お
い
て
、
「
（
全
国
戦
没
者
追
悼
式
の
）
『
戦
没
者
之
霊
』

五



の
中
に
は
Ａ
級
、
Ｂ
級
、
Ｃ
級
戦
犯
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
委
員
の
質
問
に
対
す
る
「
（
厚
生
労
働
省
）

そ
う
い
う
方
々
を
包
括
的
に
全
部
引
っ
く
る
め
て
全
国
戦
没
者
と
い
う
全
体
的
な
概
念
で
と
ら
え
て
い
る
」
と
い
う
答
弁

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」
の
追
悼
対
象
者
に
は
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
と
し
て
死
刑
判
決
を
受
け
絞
首

刑
と
な
っ
た
七
名
、
終
身
刑
な
ら
び
に
禁
固
刑
と
さ
れ
服
役
中
に
獄
中
で
死
亡
し
た
五
名
、
判
決
前
に
病
の
た
め
病
院
に

て
死
亡
し
た
二
名
が
含
ま
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
間
違
い
は
な
い
か
。

�

�
の
質
問
に
つ
き
、
仮
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

�

「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」
に
お
い
て
「
Ａ
級
戦
犯
」
を
含
む
全
国
戦
没
者
を
追
悼
し
て
き
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
政
府
は

こ
れ
ま
で
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
が
追
悼
対
象
に
含
ま
れ
る
追
悼
式
・
施
設
等
に
お
い
て
天
皇
皇
后
両
陛
下
お
よ
び
内
閣
総
理

大
臣
が
公
式
に
追
悼
す
る
こ
と
は
、
国
内
的
に
も
、
ま
た
国
と
国
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
何
ら
問
題
な
い
と
判
断
し
て

き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
判
断
は
ど
の
よ
う
な
理
解
、
根
拠
に
基
づ
く
も
の
か
。
あ
ら
た
め
て
見
解
を
問
う
。

�

�
の
質
問
に
つ
き
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
を
含
む
全
国
戦
没
者
の
追
悼
に
問
題
が
な
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
天

皇
皇
后
両
陛
下
お
よ
び
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
は
、
「
Ａ
級
戦
犯
」
を
追
悼
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

と
の
理
由
か
ら
制
約
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
問

六



う
。

右
質
問
す
る
。

七


