
 

4  

平

成

元

年

二

月

四

日

提

出 

質

問

第

四

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

天
皇
「
代
替
わ
り
」
儀
式
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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成
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提 

出 

者 
 

村 

上 
 

弘 

 

一 

 



 

天
皇
に
関
す
る
問
題
は
、
憲
法
に
か
か
わ
る
国
家
機
関
の
問
題
で
あ
り
、
た
ん
に
「
個
人
」
の
問
題
と
し
て
扱
う 

 
 

 
 

こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
代
替
わ
り
」
に
伴
う
「
儀
式
」
に
つ
い
て
は
、
憲
法
で
「
国 

 
 

 
 

 

権
の
最
高
機
関
」
（
第
四
十
一
条
）
と
定
め
ら
れ
た
国
会
で
、
そ
の
態
様
の
是
非
、
具
体
的
内
容
の
是
非
を
含
め
て 

 
 

 
 

十
分
議
論
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
、
天
皇
の
「
代
替
わ
り
」
に
伴
う
「
儀
式
」
に
つ
い
て
の
政
府
の
対
応
及 

 
 

 
 

び
国
会
答
弁
に
は
、
憲
法
の
「
主
権
在
民
」
「
議
会
制
民
主
主
義
」
の
原
則
等
に
照
ら
し
て
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き 

 
 

 
 

な
い
重
大
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

一 

も
と
も
と
天
皇
の
「
代
替
わ
り
」
に
伴
う
「
儀
式
」
に
つ
い
て
は
、
皇
室
典
範
が
、
「
皇
位
の
継
承
が
あ
っ
た
と 

前
天
皇
の
死
去
と
相
前
後
し
て
、
天
皇
に
か
か
わ
る
問
題
が
重
大
な
政
治
問
題
と
な
っ
て
い
る
。 

以
下
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
質
問
す
る
。 

天
皇
「
代
替
わ
り
」
儀
式
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

き
は
、
即
位
の
礼
を
行
う
」
（
第
二
十
四
条
）
、
「
天
皇
が
崩
じ
た
と
き
は
、
大
喪
の
礼
を
行
う
」
（
第
二
十
五
条
） 

 
 

 
 

 

と
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
定
め
た
法
律
も
前
例
も
な
い
。
政
府
は
昨
年
、
こ
れ
ら
の 

 
 

 
 

「
儀
式
」
に
つ
い
て
の
「
大
喪
諸
儀
概
要
」
な
る
具
体
的
文
書
を
作
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
天
皇
死
去
の
当
日 

 
 

 

（
一
月
七
日
）
に
「
剣
璽
等
承
継
の
儀
」
を
、
九
日
に
新
天
皇
の
「
即
位
後
朝
見
の
儀
」
を
そ
れ
ぞ
れ
「
国
事
行
為
」
と

し
て
行
う
と
と
も
に
、
「
大
喪
の
礼
」
な
ど
、
天
皇
「
代
替
わ
り
」
に
伴
う
今
後
の
諸
「
儀
式
」
の
内
容
を
決
定
し
発 

 
 

 
 

表
し
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
「
儀
式
」
に
関
す
る
日
本
共
産
党
議
員
の
質
疑
や
説
明
要
求
に
対
し
て
、
事
実 

 
 

 
 

上
答
弁
や
説
明
を
拒
否
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
東
中
光
雄
衆
院
議
員
が
衆
院
決
算
委
員
会
で
、
こ
れ
ら
の 

 
 

 
 

 

「
儀
式
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
の
政
府
の
計
画
・
見
解
を
た
だ
し
た
の
に
対
し
て
、
「
儀
式
は
、
憲
法
の
趣 

 
 

 
 

旨
に
沿
い
、
か
つ
、
皇
室
の
伝
統
等
を
尊
重
し
た
も
の
に
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
な
ど
と
抽
象
的
に
答
え 

 
 

 
 

る
の
み
で
、
「
具
体
的
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
在
、
お
答
え
の
で
き
る
段
階
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
、
事 

四 

 



 

「
天
皇
の
病
気
」
を
理
由
に
答
弁
や
説
明
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
戦
前
の
専
制
的
天
皇
制
の
も
と
で
の
「
不
敬 

 
 

 

罪
」
の
発
想
に
類
す
る
も
の
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
天
皇
を
特
別
扱
い
し
て
、
国
家
機
関
で
あ
る
天
皇
に
つ
い 

 
 

 
 

て
の
国
会
議
員
の
質
疑
を
許
さ
ず
、
「
国
権
の
最
高
機
関
」
と
し
て
の
国
会
を
無
視
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い 

 
 

 

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
本
来
国
会
議
員
は
、
憲
法
上
、
国
政
に
か
か
わ
る
い
か
な
る
問
題
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

も
政
府
に
質
問
し
、
説
明
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。
ま
し
て
、
天
皇
の
「
代
替
わ
り
」
に
伴
う
「
儀
式
」
は
戦
後 

 
 

 
 

は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
憲
法
・
法
律
制
度
に
か
か
わ
る
重
大
問
題
で
あ
る
。
主
権
者
国
民
を
代 

 
 

 
 

 

表
す
る
国
会
議
員
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
憲
法
・
国
会
法
が
保
障
す
る
審
議
権
・
質
問
権
を
行
使
し
て
、 

実
上
答
弁
を
拒
否
し
た
（
小
渕
官
房
長
官
答
弁
、
八
八
年
十
一
月
八
日
）
。
ま
た
、
柴
田
睦
夫
衆
院
議
員
が
、 

 
 

 
 

 

「
儀
式
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
の
質
疑
を
行
う
に
さ
き
だ
っ
て
、
関
係
省
庁
の
事
前
の
説
明
を
求
め
た
の
に 

 
 

 

対
し
て
も
、
「
こ
う
い
う
時
期
な
の
で
、
ひ
た
す
ら
ご
回
復
を
祈
っ
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
レ
ク
チ
ュ
ア
は
勘 

 
 

 
 

 

弁
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
て
拒
否
し
た
（
八
八
年
九
月
二
十
六
日
）
。 

五 

 



 

二 

政
府
は
、
こ
れ
ら
の
「
儀
式
」
を
、
「
憲
法
の
趣
旨
に
沿
い
、
か
つ
、
皇
室
の
伝
統
等
を
尊
重
し
」
て
行
う
な
ど 

 
 

 
 

 

と
し
て
い
た
が
、
実
際
の
「
儀
式
」
は
、
明
治
憲
法
下
の
旧
皇
室
典
範
・
旧
皇
室
諸
令
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
す 

 
 

 
 

る
内
容
と
形
式
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
旧
法
令
は
、
現
憲
法
と
両
立
で
き
な 

 
 

 
 

い
も
の
と
し
て
、
憲
法
の
、
「
こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
っ
て
、
そ
の
条
規
に
反
す
る
法
律
、
命 

 
 

 
 

 

令
、
詔
勅
及
び
国
務
に
関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
」
（
第
九
十
八 

 
 

 
 

条
）
と
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
失
効
・
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

政
府
は
、
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
答
弁
・
説
明
を
拒
否
す
る
の
か
、
具
体
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。
さ
ら 

 
 

 
 

 

に
、
政
府
は
、
国
会
議
員
の
こ
れ
ら
の
権
利
が
、
天
皇
の
「
代
替
わ
り
儀
式
」
問
題
に
関
し
て
は
及
ば
な
い
と
考 

 
 

 
 

え
て
い
る
の
か
、
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

政
府
に
質
問
し
た
り
説
明
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
も
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。 

政
府
は
、
こ
れ
ら
明
治
憲
法
的
発
想
に
立
つ
「
儀
式
」
を
事
実
上
復
活
さ
せ
る
こ
と
と
、
憲
法
の
「
主
権
在
民
」 

六 

 



 

三 

皇
室
の
主
宰
に
よ
り
神
道
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
る
「
葬
場
殿
の
儀
」
に
、
首
相
は
じ
め
三
権
の
長
が
出
席
す 

 
 

 

る
と
と
も
に
、
政
府
は
、
「
国
事
行
為
」
と
し
て
の
「
大
喪
の
礼
」
と
「
葬
場
殿
の
儀
」
を
一
体
の
も
の
と
し
て
挙
行 

 
 

 
 

し
、
か
つ
、
内
外
の
招
待
者
に
対
し
て
こ
の
両
者
へ
の
参
列
を
誤
導
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
竹
下
首
相 

 
 

 
 

 

は
、
お
な
じ
く
神
道
儀
式
と
し
て
来
秋
行
わ
れ
る
予
定
の
「
大
嘗
祭
」
に
つ
い
て
、
従
来
の
、
「
（
政
教
分
離
を
定 

 
 

 
 

め
た
）
憲
法
二
十
条
第
三
項
の
規
定
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
神
式
の
も
と
に
お
い
て
国
が
大
嘗
祭
と 

 
 

 
 

い
う
儀
式
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
」
（
一
九
七
九
年
四
月
十
七
日
、
衆
院 

 
 

 

内
閣
委
員
会
で
の
真
田
法
制
局
長
官
答
弁
）
と
の
政
府
答
弁
を
、
「
許
さ
れ
な
い
と
は
言
っ
て
い
な
い
」
な
ど
と 

 
 

 
 

ね
じ
ま
げ
た
う
え
、
「
国
事
行
為
」
と
し
て
行
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
「
予
見
を
あ
た
え
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な 

 
 

 

い
」
「
答
え
る
必
要
が
な
い
」
な
ど
と
述
べ
て
お
り
、
渡
辺
自
民
党
政
調
会
長
は
、
「
大
嘗
祭
」
を
「
国
事
行
為
と
す 

の
根
本
原
則
が
両
立
し
う
る
も
の
と
考
え
て
い
る
の
か
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
理
由
と
根
拠 

 
 

 
 

に
基
づ
い
て
両
立
し
う
る
と
い
う
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

七 

 



 

 

八 

る
か
ど
う
か
は
今
後
の
課
題
だ
」
が
「
ぜ
ひ
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一
月
十
一
日
の
講
演
で
）
と
述
べ
て
い 

 
 

 

る
。 政

府
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
儀
式
に
国
が
関
与
す
る
こ
と
が
、
「
政
教
分
離
」
の
原
則
を
保
障
し
た
憲
法
第
二 

 
 

 
 

十
条
の
「
国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
に 

 
 

 

反
す
る
も
の
と
は
考
え
な
い
か
。
違
憲
で
は
な
い
と
い
う
の
な
ら
ば
、
そ
の
具
体
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


