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三
月
十
九
日
附
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
は
、
質
問
の
内
容
が
国
家
及
び
国
民
の
将
来
に
関
す
る
重
大
な

る
問
題
を
取
り
扱
つ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
質
問
の
問
題
と
し
て
い
る
核
心
に
つ
き
公
正
な
る
認
識
を
欠
く

の
み
な
ら
ず
、
政
府
の
見
解
は
憲
法
の
解
釈
を
誤
つ
て
い
る
。 

か
く
て
は
宗
教
団
体
に
信
教
の
自
由
の
ほ
し
い
ま
ま
な
る
濫
用
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
を
生
ず
る
等
、

到
底
納
得
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。 

一 

法
の
目
的
論
的
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
の
原
則
を
定
め
た
憲
法
第
二
十
条
の
法
意 

は
、
信
教
の
自
由
、
表
現
の
自
由
等
の
基
本
的
人
権
が
国
家
権
力
に
よ
つ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
と

と
も
に
、
宗
教
に
よ
つ
て
政
治
が
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ 

 
よ
つ
て
、
こ
こ
に
、
重
ね
て
政
府
の
明
確
な
る
見
解
を
訊
し
た
い
。 

宗
教
団
体
の
政
治
的
中
立
性
の
確
保
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

三 

 



 

二 

も
と
よ
り
宗
教
団
体
が
、
特
定
の
政
党
な
い
し
政
策
を
支
持
し
、
一
定
の
政
治
的
見
解
を
持
つ
こ
と
は
、
全

く
自
由
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
宗
教
団
体
が
こ
の
程
度
の
政
治
的
活
動
を
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
員

も
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
宗
教
団
体
が
「
国
か
ら
授
け
ら
れ
て
正
式
な
意
味
に
お
い
て
政
治
上
の
権
力
を
行

使
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
加
え
て
「
宗
教
団
体
が
、
現
在
の
議
会
政
治
機
構
を
利
用
し

て
政
権
を
獲
得
し
、
そ
の
教
義
に
基
づ
き
、
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
も
定

め
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
創
価
学
会
の
ご
と
く
、
宗
教
団
体
が
、
こ
の
程
度
の
政
治
的
活
動
の
範
囲
を
こ

え
て
、
そ
の
教
義
に
基
づ
く
政
治
支
配
を
企
て
、
政
権
獲
得
を
め
ざ
す
政
治
的
活
動
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は

問
題
が
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
是
認
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

る
。 

四 

 



 

三 

宗
教
法
人
の
政
治
活
動
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
動
が
憲
法
で
保
障
す
る
信
教
の
自
由
お
よ
び
政
教
分

離
の
原
則
に
違
反
せ
ず
、
か
つ
、
宗
教
法
人
の
本
質
お
よ
び
目
的
か
ら
逸
脱
し
な
い
限
り
な
ん
ら
の
制
約
を
受

け
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
り
と
は
い
え
、
宗
教
法
人
と
い
え
ど
も
自
由
の
濫
用
は
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
は
、
宗
教
団
体
が
現
在
の
議
会
政
治
機
構
を
利
用
し
て
政
権
を
獲
得
す

る
こ
と
に
道
を
開
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
宗
教
団
体
に
そ
の
教
義
に
基
づ
く
政
治
上
の
権
力
の
行
使
を
認
め

る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
憲
法
の
政
教
分
離
の
根
本
精
神
に
反
し
、
断
じ
て
許
さ
れ
る
べ
き

こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

お
よ
そ
、
宗
教
教
義
は
絶
対
性
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
比
べ
民
主
政
治
は
相
対
性
を
原
理
と

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 

し
た
が
つ
て
、
こ
の
異
質
の
両
者
が
紛

淆こ

う

す
る
時
は
幾
多
の
害
悪
を
生
ず
る

懼お
そ

れ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。 

五 

 



 

四 

宗
教
法
人
が
お
布
施
又
は
お

賽さ

い

銭
等
の
名
に
お
い
て
収
得
し
た
金
品
を
政
治
活
動
又
は
政
治
献
金
に
充
当

も
し
、
こ
れ
に
反
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
憲
法
第
十
二
条
で
禁
止
す
る
自
由
の
濫
用
に
該
当
す
る
も
の
と
断

ず
べ
き
で
あ
る
。 

憲
法
が
政
教
分
離
の
原
則
を
定
め
た
ゆ
え
ん
も
ま
さ
に
こ
の
点
を
慎
重
に
配
慮
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。 

よ
つ
て
、
公
務
員
に
対
す
る
政
治
的
行
為
の
制
限
、
禁
止
、
国
公
立
学
校
に
お
け
る
政
治
的
活
動
の
禁
止
、

公
職
選
挙
に
お
け
る
虚
偽
の
放
送
等
、
表
現
の
自
由
の
濫
用
禁
止
等
の
立
法
例
に
な
ら
い
、
こ
の
際
、
憲
法
第

二
十
条
と
第
十
二
条
と
の
関
連
に
お
い
て
、
宗
教
法
人
の
行
な
う
政
治
活
動
の
限
界
に
つ
い
て
立
法
措
置
を
と

る
こ
と
は
特
に
緊
急
を
要
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
改
め
て
所
見
を
承
り
た
い
。 

し
た
が
つ
て
、
宗
教
法
人
が
政
治
的
活
動
を
す
る
場
合
に
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
宗
教
の
本
義
を
守
り
、

宗
教
法
人
の
本
質
、
目
的
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

六 

 



 

す 五 

政
府
は
、
あ
る
国
民
の
言
論
ま
た
は
出
版
に
対
し
、
他
の
も
の
が
い
わ
れ
の
な
い
圧
迫
を
加
え
る
よ
う
な
事

態
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
事
案
に
よ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
適
正
な
措

置
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
今
国
会
予
算
委
員
会
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
創

価
学
会
を
め
ぐ
る
こ
の
種
の
事
案
に
対
し
、
政
府
は
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
い
か
な
る
適
正
な
措
置
を
と
つ
た

か
。 し

た
が
つ
て
、
憲
法
第
二
十
条
の
政
教
分
離
の
原
則
に
則
り
、
宗
教
法
人
が
政
治
活
動
又
は
政
治
献
金
に
充

当
し
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
課
税
対
象
と
す
る
よ
う
、
速
か
に
立
法
措
置
を
講
ず
る
の
が
至
当
と
考
え

る
が
ど
う
か
。 

る
こ
と
は
、
宗
教
法
人
の
本
質
お
よ
び
目
的
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
不
当
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
い
わ
ん
や
税

法
上
こ
れ
を
課
税
対
象
外
に
置
く
と
い
う
こ
と
は
、
立
法
政
策
上
許
さ
る
べ
き
こ
と
で
な
い
。 

七 

 



 

六 

憲
法
第
二
十
一
条
で
保
障
す
る
「
言
論
、
出
版
、
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
」
に
つ
い
て
、
政
府
は
こ
れ
を

保
障
す
る
た
め
、
関
係
法
令
に
よ
つ
て
適
切
な
措
置
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
現
行
関
係
法
令

に
つ
い
て
は
不
備
は
な
い
と
答
え
て
い
る
。 

七 

政
府
は
、
「
人
権
擁
護
機
関
と
し
て
は
、
人
権
の
侵
害
行
為
に
つ
き
、
調
査
の
結
果
、
そ
の
事
実
が
あ
つ
た 

 

し
か
し
な
が
ら
、
今
国
会
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
ご
と
き
言
論
、
出
版
の
妨
害
事
件
に
つ
い
て
は
、
未
だ
な

ん
ら
法
的
に
措
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
な
い
。 

政
府
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
が
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
国
会
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
改
め
て
重
視 

し
、
直
ち
に
適
切
な
る
具
体
的
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

よ
つ
て
、
こ
の
際
、
人
身
保
護
法
の
例
に
な
ら
い
、
司
法
裁
判
に
よ
り
、
迅
速
か
つ
容
易
に
こ
の
種
の
人
権

侵
害
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
速
か
に
立
法
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
政
府
答
弁
書
に
は
な
ん
ら
回
答
し
て
い
な
い
。 

八 

 



 

 

九 

場
合
に
は
、
事
実
に
即
し
適
切
な
処
置
を
と
る
こ
と
と
し
、
こ
の
こ
と
は
、
宗
教
活
動
に
関
連
し
て
発
生
す
る 

も
の
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
が
、
今
国
会
予
算
委
員
会
に
お
い
て
塚
本
三
郎
君
が
指

摘
し
た
人
権
侵
犯
事
案
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
な
つ
た
か
。 

ま
た
、
そ
の
調
査
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
措
置
を
と
つ
た
か
。 

政
府
答
弁
書
に
は
な
ん
ら
回
答
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


