
平
成
三
十
年
十
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

九

号

教
育
勅
語
の
普
遍
性
が
あ
る
部
分
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

初

鹿

明

博
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教
育
勅
語
の
普
遍
性
が
あ
る
部
分
に
関
す
る
質
問
主
意
書

こ
の
度
の
内
閣
改
造
で
新
た
に
就
任
し
た
柴
山
昌
彦
文
部
科
学
大
臣
は
、
就
任
記
者
会
見
で
教
育
勅
語
に
つ
い
て
、
「
普
遍

性
が
あ
る
」
、
「
現
代
風
に
解
釈
さ
れ
、
ア
レ
ン
ジ
し
た
形
で
、
道
徳
な
ど
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
分
野
は
十
分
に
あ
る
」
旨

の
発
言
を
し
、
後
に
、
教
育
勅
語
の
復
活
や
道
徳
で
推
奨
す
る
こ
と
は
否
定
し
ま
し
た
が
、
あ
く
ま
で
も
現
代
の
教
育
に
も
通

用
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
。

教
育
勅
語
は
衆
議
院
で
排
除
決
議
、
参
議
院
で
失
効
確
認
決
議
が
可
決
さ
れ
、
教
育
上
の
指
導
原
理
と
し
て
は
、
法
制
上
は

も
ち
ろ
ん
、
行
政
上
に
も
、
思
想
上
に
も
、
そ
の
効
力
を
喪
失
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
決
議
に
基
づ
い
て
、
各
学
校
に
配
付
さ
れ
て
い
た
教
育
勅
語
の
謄
本
を
、
当
時
の
文
部
省
が
全
て
回
収
ま
で
し

て
い
ま
す
。

先
人
が
こ
こ
ま
で
徹
底
し
て
教
育
勅
語
を
排
除
し
た
の
は
、
決
議
文
に
あ
る
通
り
、
教
育
勅
語
の
根
本
理
念
が
主
権
在
君
並

び
に
神
話
的
国
体
観
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
明
ら
か
に
基
本
的
人
権
を
損
な
い
、
国
際
信
義
に
対
し
て
疑
点
を
残
す

も
と
と
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
教
育
勅
語
に
つ
い
て
、
今
般
、
教
育
行
政
を
担
う
文
部
科
学
大
臣
が
「
普
遍
性
が
あ
る
」
な
ど
と
評
価
し
た
こ
と
は
、

一



国
際
信
義
に
反
す
る
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

以
下
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

一

教
育
勅
語
に
は
「
朕
カ
忠
良
ノ
臣
民
」
つ
ま
り
「
天
皇
に
忠
実
な
家
来
で
あ
る
人
民
」
と
し
て
守
る
べ
き
項
目
が
列
挙
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
柴
山
文
部
科
学
大
臣
の
発
言
に
あ
る
「
現
代
の
教
育
に
通
用
す
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
の
は
具
体
的
に
何
を

指
し
て
い
る
の
で
す
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

二

教
育
行
政
を
担
う
文
部
科
学
大
臣
が
教
育
勅
語
に
つ
い
て
、
「
普
遍
性
が
あ
る
」
な
ど
と
評
価
し
た
こ
と
で
、
国
際
社
会

の
信
頼
を
大
き
く
損
な
っ
た
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

三

教
育
勅
語
は
主
権
在
君
並
び
に
神
話
的
国
体
観
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
普
遍
性
の
あ
る
部
分
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
基
本
的
人
権
を
損
な
う
も
の
で
普
遍
性
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
、
政
府
の
見

解
を
伺
い
ま
す
。

四

閣
僚
な
ど
政
府
の
役
職
に
あ
る
者
が
、
親
孝
行
、
兄
弟
・
友
達
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
勉
学
に
励
む
こ
と
、
人
格
を
向
上

さ
せ
る
こ
と
な
ど
の
守
る
べ
き
徳
目
の
例
と
し
て
、
国
会
の
決
議
で
効
力
を
失
い
、
排
除
さ
れ
た
教
育
勅
語
を
引
き
合
い
に

出
す
こ
と
自
体
が
大
き
な
誤
り
だ
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

二



右
質
問
す
る
。

三


