
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

一

六

号

内
閣
総
理
大
臣
が
国
会
に
対
し
て
憲
法
改
正
の
議
論
を
促
す
こ
と
の
で
き
る
根
拠
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

16



内
閣
総
理
大
臣
が
国
会
に
対
し
て
憲
法
改
正
の
議
論
を
促
す
こ
と
の
で
き
る
根
拠
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
総
理
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日
の
第
百
九
十
三
回
国
会
の
施
政
方
針
演
説
の
中
で
、
「
憲
法
施
行
七
十
年
の
節

目
に
当
た
り
、
私
た
ち
の
子
や
孫
、
未
来
を
生
き
る
世
代
の
た
め
、
次
な
る
七
十
年
に
向
か
っ
て
、
日
本
を
ど
の
よ
う
な
国
に

し
て
い
く
の
か
。
そ
の
案
を
国
民
に
提
示
す
る
た
め
、
憲
法
審
査
会
で
具
体
的
な
議
論
を
深
め
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

（
「
本
発
言
」
と
い
う
。
）
と
述
べ
、
憲
法
改
正
に
関
す
る
国
会
議
論
を
促
す
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
に

限
ら
な
い
一
般
論
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
と
憲
法
及
び
国
会
の
関
係
に
関
し
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

内
閣
総
理
大
臣
が
、
国
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
っ
て
憲
法
改
正
に
関
す
る
議
論
を
促
す
権
限
を
有
し
て
い
る

の
か
。
根
拠
法
と
と
も
に
、
そ
の
権
限
を
持
つ
理
由
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

内
閣
総
理
大
臣
は
、
行
政
府
の
長
で
あ
り
、
何
ら
か
の
国
会
の
議
論
の
あ
り
方
を
促
す
の
は
、
三
権
分
立
の
観
点
か
ら
適

切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

三

本
発
言
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
の
安
倍
晋
三
氏
の
立
場
で
行
わ
れ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
五
日

の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
自
民
党
の
総
裁
の
立
場
と
し
て
は
、
既
に
こ
の
憲
法
改
正
草
案
が
、
こ
れ
は
谷

垣
総
裁
当
時
に
自
民
党
で
議
論
を
重
ね
た
末
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
自
民
党
に
対
し
ま
し
て
は
総
裁

一



と
し
て
、
こ
の
草
案
の
下
に
ま
と
ま
っ
て
し
っ
か
り
と
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
議
論
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
は
話
を

し
て
お
り
ま
す
」
と
表
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
自
民
党
総
裁
で
あ
る
安
倍
晋
三
氏
の
立
場
で
行
わ
れ
た
の
か
。
政
府
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

安
倍
総
理
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
五
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
、
「
憲
法
審
査
会
は
な
ぜ
つ
く
ら
れ
た
か
と
い
う
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
憲
法
を
審
議
す
る
場
に
お
い
て
、
こ
れ
は
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
こ
こ

に
立
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
行
政
府
の
長
と
し
て
、
今
回
政
府
と
し
て
提
出
を
し
た
補
正
予
算
、
そ
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た

こ
の
補
正
予
算
に
関
わ
る
法
案
等
々
に
つ
い
て
こ
こ
で
答
弁
を
す
る
義
務
を
果
た
し
て
い
く
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
憲
法

に
つ
き
ま
し
て
は
ま
さ
に
国
会
に
お
い
て
議
論
を
し
て
い
く
、
衆
議
院
、
参
議
院
で
発
議
を
す
る
、
責
任
と
誇
り
を
持
っ
て

発
議
を
さ
れ
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
行
政
府
の
長
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
が
本
発
言
で
「
憲
法
審
査
会
で
具
体
的
な
議

論
を
深
め
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
促
す
こ
と
は
、
「
衆
議
院
、
参
議
院
で
発
議
を
す
る
、
責
任
と
誇
り
」
を
傷
つ

け
、
「
行
政
府
の
長
と
し
て
」
「
答
弁
を
す
る
義
務
を
果
た
す
こ
と
」
に
反
し
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

憲
法
は
、
国
家
権
力
の
監
視
と
抑
制
を
行
う
規
範
で
あ
り
、
改
正
発
議
は
議
会
が
そ
の
自
由
意
思
で
「
責
任
と
誇
り
を

も
っ
て
発
議
」
す
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
行
政
府
の
長
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
が
議
論
を
促
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
憲
法

二



は
国
家
権
力
の
濫
用
を
縛
る
も
の
で
あ
り
、
縛
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
行
政
府
の
長
が
自
ら
そ
の
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
の
施

政
方
針
演
説
の
中
で
規
範
の
改
変
を
促
す
こ
と
は
、
明
ら
か
に
則
を
越
え
、
三
権
分
立
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


