
 

1  

昭

和

四

十

七

年

七

月

十

日

提

出 

質

問

第

一

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

台
湾
の
帰
属
お
よ
び
台
湾
条
項
の
消
滅
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
四
十
七
年
七
月
十
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

船 
 

田 
 
 

中 

殿 

 

提 

出 

者 
 

春 

日 

一 

幸 

 

一 

 



 

日
中
問
題
の
核
心
は
台
湾
問
題
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
一
九
六
九
年
日
米
共
同
声
明
に
あ
る
台
湾
条
項 

が 
 

今
後
も
存
続
す
る
の
か
、
も
し
く
は
消
滅
し
た
の
で
あ
る
か
、 

 

こ
の
点
に
関
し
、
前
国
会
に
お
い
て

政
府
の
見
解
を

質た

だ

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
時
の
政
府
の
答
弁
は
き
わ
め
て
不
満
足
で
あ
り
、
と
う
て
い
納
得

で
き
な
い
と
考
え
る
の
で
、
改
め
て
次
の
諸
点
に
関
す
る
政
府
と
し
て
の
統
一
見
解
を
明
確
に
示
さ
れ
る
よ
う
要

求
す
る
。 

一 

台
湾
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
カ
イ
ロ
宣
言
で
中
国
に
返
還
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
で
こ
の

こ
と
が
確
認
さ
れ
、
か
つ
、
わ
が
国
は
降
伏
文
書
で
こ
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
た
歴
史
的
経
緯
に
か
ん
が

み
る
と
き
は
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
あ
る
わ
が
国
の
台
湾
放
棄
は
、
中
国
に
向
か
つ
て
な
さ
れ

た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
も
、
こ
の
点
を
率
直
に
認
め
、
日
本
の
自
主
的
な
立
場
か
ら 

 
台
湾
の
帰
属
お
よ
び
台
湾
条
項
の
消
滅
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

政
府
は
、
一
九
六
九
年
日
米
共
同
声
明
に
あ
る
台
湾
条
項
の
基
礎
に
あ
つ
た
台
湾
地
域
の
情
勢
に
対
す
る
認

識
に
つ
い
て
、
こ
の
地
域
を
め
ぐ
つ
て
武
力
紛
争
が
発
生
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
つ
た
と
考
え
ら
れ 

三 

政
府
は
、
台
湾
問
題
に
つ
い
て
は
、
両
当
事
者
間
の
平
和
的
な
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
希
望
し
、
か
つ
、

こ
の
よ
う
な
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
の
結
果
を
尊
重
す
る
考
え
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
は
、
台
湾
問
題
は
中
国
の
内
政
問
題
と
し
て
両
当
事
者
間
の
話
し
合
い
に
よ
つ
て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
を
基
本
的
に
認
め
た
も
の
と
解
し
て
差
し
支
え
な
い
か
。 

二 

政
府
は
、
「
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
中
国
を
代
表
す
る
正
統
政
府
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
つ
て
日
中
国
交 

正
常
化
の
た
め
の
政
府
間
交
渉
に
臨
む
考
え
で
あ
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
も
ち

ろ
ん
中
華
人
民
共
和
国
政
府
を
中
国
を
代
表
す
る
〝
唯
一
の
〟
正
統
政
府
と
認
め
る
趣
意
を
示
さ
れ
た
も
の
と

解
す
る
が
ど
う
か
。 

「
台
湾
が
中
国
の
領
土
で
あ
る
」
こ
と
を
発
言
す
る
に

躊
躇

ち
ゆ
う
ち
よ

す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

四 

 



 

五 

ニ
ク
ソ
ン
米
大
統
領
の
頭
越
し
訪
中
の
結
果
発
表
さ
れ
た
本
年
二
月
の
米
中
共
同
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
で
、
米
国
は
、

「
平
和
五
原
則
に
の
つ
と
り
国
家
関
係
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
と
も
に
、
台
湾
問
題
が
中
国

人
自
身
に
よ
り
平
和
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
利
益
に
合
う
こ
と
を
再
確
認
し
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を

念
頭
に
置
い
て
、
米
国
は
米
軍
全
兵
力
お
よ
び
全
軍
事
施
設
の
台
湾
か
ら
の
撤
退
を
最
終
的
な
目
標
と
す
る
こ

と
を
確
認
し
、
そ
の
間
、
米
国
は
台
湾
地
域
の
緊
張
が
緩
和
す
る
に
従
つ
て
、
自
国
軍
兵
力
な
ら
び
に
軍
事
施

設
を
台
湾
か
ら
漸
進
的
に
削
減
す
る
」
こ
と
の
意
向
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
米
安
保
条
約
の
基

礎
に
あ
つ
た
台
湾
地
域
の
情
勢
に
対
す
る
認
識
が
変
わ
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
た
が
た
台
湾

は
中
国
の
領
土
と
し
て
い
ま
や
共
産
圏
地
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
同
条
約
の
い

わ
ゆ
る
極
東
条
項
は
、
台
湾
に
対
し
て
は
、
建
前
と
し
て
は
も
は
や
機
能
す
る
こ
と
の
意
義
を
失
つ
た
と
考
え 

る
か
ら
、
そ
の
「
認
識
は
変
わ
つ
た
も
の
と
考
え
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
上
記
台
湾
条
項
が
事

実
上
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

五 

 



 

 

六 

る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

六 

こ
れ
を
要
す
る
に
、
国
際
政
治
の
潮
の
流
れ
は
刻
々
と
変
わ
り
、
冷
戦
構
造
か
ら
平
和
構
造
へ
移
り
つ
つ
あ

る
。
わ
が
国
と
し
て
は
、
こ
の
潮
の
流
れ
を
達
観
し
、
自
主
的
な
立
場
に
立
つ
て
、
す
み
や
か
に
日
中
国
交
正

常
化
を
実
現
す
る
よ
う
、
政
府
は
こ
れ
を
積
極
的
に
推
進
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


