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衆
議
院
議
員
黒
岩
宇
洋
君
提
出
令
和
二
年
三
月
十
一
日
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
宮
下
内
閣
府
副
大
臣
の
答
弁
の

撤
回
及
び
修
正
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
事
実
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

令
和
二
年
三
月
十
一
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
宮
下
内
閣
府
副
大
臣
が
山
尾
志
桜
里
委
員
の
質
問
に
対
し
、

「
や
は
り
、
想
定
さ
れ
る
事
態
と
い
う
の
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
今
、
既
存
の
民
放
の
テ
レ
ビ
局
で
、
ち
ゃ
ん
と
番
組
表
が

組
ま
れ
て
い
て
、
放
送
予
定
も
あ
っ
て
、
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
も
し
指
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
今
回
民
放
は
指
定
し
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
法
の
枠
組
み
と
し
て
は
、
民
放
を
指
定
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
で
あ
れ
ば
、
今
こ
の
情
報
を
流
し
て
も
ら

わ
な
い
と
困
る
と
い
う
こ
と
で
指
示
を
出
す
、
そ
し
て
放
送
内
容
に
つ
い
て
変
更
、
差
し
か
え
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と

は
、
本
来
の
趣
旨
に
合
う
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
得
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
た
部
分
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

宮
下
内
閣
府
副
大
臣
が
答
弁
を
撤
回
し
た
の
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
三
条
で
は
「
放
送



 

２ 

 

番
組
は
、
法
律
に
定
め
る
権
限
に
基
づ
く
場
合
で
な
け
れ
ば
、
何
人
か
ら
も
干
渉
さ
れ
、
又
は
規
律
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
」

と
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
は
「
法
律
に

定
め
る
権
限
に
基
づ
く
場
合
」
に
該
当
す
る
規
定
を
含
ま
ず
、
同
法
上
の
措
置
に
よ
っ
て
、
放
送
番
組
は
、
干
渉
さ
れ
、
又

は
規
律
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
政
府
解
釈
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
三
月
十
八
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
宮
下
内
閣
府
副
大
臣
が
「
放
送
法
と

の
関
係
で
規
律
と
か
調
整
と
か
指
示
は
な
い
と
い
う
の
が
解
釈
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
、
状

況
が
変
わ
っ
た
場
合
に
は
や
は
り
法
改
正
が
望
ま
し
い
、
法
改
正
で
対
応
す
べ
き
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
が
、
現

状
、
状
況
は
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
も
そ
も
、
平
成
二
十
四
年
と
同
じ
状
態
に
あ
り
、
そ
の
解
釈
を
我
々
は
踏
襲

を
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
い
っ
た
対
応
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
基
本
的
に
は
、
仮
定
の
お
話
に
は

お
答
え
に
く
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
の
そ
の
対
応
が
必
要
な
場
合
に
は
法
改
正
を
す
る
、
そ
れ
が
原
則
だ
と
思
い
ま
す
。
」

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


