
平
成
二
十
九
年
五
月
十
一
日
提
出

質

問

第

三

〇

四

号

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
（
一
般
社
団
法
人
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
）
が
音
楽
教
室
か
ら
の
演
奏
著
作
権
料
の
徴
収
を
打

ち
出
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
音
楽
教
室
側
が
取
り
下
げ
を
求
め
て
い
る
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

宮

崎

岳

志
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Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
（
一
般
社
団
法
人
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
）
が
音
楽
教
室
か
ら
の
演
奏
著
作
権
料
の
徴
収
を
打

ち
出
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
音
楽
教
室
側
が
取
り
下
げ
を
求
め
て
い
る
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
内
最
大
の
音
楽
著
作
権
管
理
団
体
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
）
が
本
年
二
月
、
民

間
の
音
楽
教
室
か
ら
演
奏
著
作
権
料
を
徴
収
す
る
方
針
を
公
表
し
た
。
来
年
一
月
に
も
授
業
料
収
入
の
二
・
五
％
の
徴
収
を
開

始
す
る
と
し
て
い
る
。

一
方
、
音
楽
教
室
側
は
「
技
術
指
導
、
教
育
の
た
め
の
演
奏
で
あ
り
、
使
用
料
を
払
う
理
由
が
な
い
」
と
反
対
し
て
お
り
、

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
の
方
針
に
反
対
す
る
「
音
楽
教
育
を
守
る
会
」
を
結
成
し
た
。

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
の
質
問
に
答
え
ら
れ
た
い
。

一

著
作
権
法
第
三
十
八
条
は
「
公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け

な
い
場
合
に
は
、
公
に
上
演
し
、
演
奏
し
、
上
映
し
、
又
は
口
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
上
演
、
演
奏
、
上

映
又
は
口
述
に
つ
い
て
実
演
家
又
は
口
述
を
行
う
者
に
対
し
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
し
て
い

る
。音

楽
教
室
の
生
徒
は
鑑
賞
の
対
価
と
し
て
授
業
料
を
支
払
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
音
楽
教
室
の
講
師
に
報
酬
が
支
払
わ

一



れ
る
場
合
も
、
こ
れ
は
教
育
指
導
の
対
価
で
あ
っ
て
演
奏
の
対
価
と
は
い
え
な
い
。

そ
の
た
め
、
同
条
に
よ
れ
ば
、
音
楽
教
育
、
音
楽
指
導
に
つ
い
て
は
権
利
者
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
演
奏
が
可
能
で
あ

り
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
演
奏
著
作
権
料
を
徴
収
す
る
根
拠
が
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

二

著
作
権
法
第
二
十
二
条
は
「
著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
を
、
公
衆
に
直
接
見
せ
又
は
聞
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
上
演

し
、
又
は
演
奏
す
る
権
利
を
専
有
す
る
」
と
定
め
て
い
る
が
、
音
楽
教
室
で
教
育
や
技
術
指
導
を
行
う
こ
と
の
み
で
は
、
た

と
え
そ
の
過
程
で
楽
曲
を
利
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
「
公
衆
に
直
接
見
せ
又
は
聞
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
上

演
し
、
又
は
演
奏
す
る
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
た
め
、
権
利
者
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
演
奏
が
可
能
で
あ
り
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ

Ａ
Ｃ
が
演
奏
著
作
権
料
を
徴
収
す
る
根
拠
が
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

音
楽
教
室
の
生
徒
が
楽
譜
を
購
入
し
、
ま
た
演
奏
技
術
を
習
得
後
に
コ
ン
サ
ー
ト
等
に
出
演
し
営
利
の
演
奏
を
す
る
際
に

は
、
著
作
権
料
が
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
音
楽
教
室
に
つ
い
て
も
著
作
権
者
の
権
利
は
守
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
授
業
料
収
入
の
二
・
五
％
を
徴
収
す
る
方
針
を
示
し
て
い
る
。
も
し
音
楽
教
室
か
ら
の
演
奏
著
作
権
料

二



徴
収
に
一
定
の
法
的
根
拠
が
あ
る
と
し
て
も
、
音
楽
教
室
は
演
奏
を
聴
か
せ
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
は
な
い
上
、
ク
ラ

シ
ッ
ク
等
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
著
作
権
管
理
を
行
っ
て
い
な
い
楽
曲
が
長
期
に
わ
た
っ
て
練
習
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
徴
収
す
る
額
と
し
て
は
あ
ま
り
に
過
大
で
あ
る
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
音
楽
教
室
に
対
し
て
主
と
し
て
包
括
的
利
用
許
諾
契
約
を
求
め
る
こ
と
は
、
他
の
著
作
権
管
理
団
体
の

排
除
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
不
適
切
で
あ
り
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
は
一
曲
一
回
の
使
用
料
を
定
め
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
が
、
音
楽
教
室
に
お
け
る
演
奏
は
部
分

部
分
を
何
度
も
繰
り
返
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
一
コ
マ
の
授
業
時
間
も
教
室
や
コ
ー
ス
ご
と
に
違
う
の
で
あ
る
か
ら
「
一
曲

一
回
」
の
使
用
料
を
定
め
る
こ
と
は
困
難
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


