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（
質
問
の 

二
） 

答

弁

第

二

号 

   

衆
議
院
議
員
春
日
一
幸
君
提
出
特
殊
販
売
機
関
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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三 

衆
議
院
議
員
春
日
一
幸
君
提
出
特
殊
販
売
機
関
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

物
品
税
は
消
費
税
と
し
て
の
性
格
上
、
種
類
、
品
質
、
構
造
、
効
用
等
の
同
一
な
物
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の

取
引
形
態
又
は
取
引
事
情
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
消
費
者
の
負
担
す
べ
き
税
額
に
差
異
の
な
い
こ
と
が
望

ま
し
い
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
第
二
種
物
品
の
課
税
価
格
は
、
物
品
税
法
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
製

造
場
ヨ
リ
移
出
ス
ル
時
ノ
物
品
ノ
価
格
」
と
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
価
格
は
、
「
物
品
ノ
製
造
者
ガ
当
該
物
品
ヲ
通

常
ノ
卸
取
引
数
量
ニ
依
リ
且
通
常
ノ
卸
取
引
形
態
ニ
依
リ
凡
ユ
ル
購
入
者
ニ
対
シ
テ
自
由
ニ
売
却
ノ
為
ニ
提
供

シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
当
該
物
品
ノ
対
価
ト
シ
テ
当
該
物
品
ニ
附
ス
ベ
キ
価
格
」
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

昭
和
二
十
五
年
の
政
令
改
正
の
際
に
物
品
税
法
施
行
規
則
第
十
一
条(

現
行
第
十
一
条
及
び
第
十
一
条
ノ
二)

で

明
確
に
さ
れ
た
が
、
第
二
種
物
品
の
課
税
価
格
が
上
記
の
規
定
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
抽
象
価
格
で
あ

る
こ
と
は
、
物
品
税
法
制
定
以
来
一
貫
し
た
解
釈
で
あ
る
。 

特
殊
販
売
機
関
が
介
在
す
る
場
合
の
取
引
は
、
前
記
の
よ
う
な
通
常
の
取
引
条
件
と
異
な
る
条
件
の
も
と
に 



以
上
述
べ
た
と
お
り
、
特
殊
販
売
機
関
を
通
じ
て
販
売
さ
れ
る
場
合
の
物
品
税
の
課
税
価
格
の
取
扱
に
つ
い

て
の
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
の
物
品
税
法
施
行
規
則
の
改
正
並
び
に
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
及
び
昭
和
二
十
六

年
十
月
の
取
扱
通
達
の
改
正
は
、
い
ず
れ
も
物
品
税
法
第
三
条
の
一
貫
し
た
解
釈
の
も
と
に
お
い
て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
昭
和
三
十
一
年
七
月
の
物
品
税
法
施
行
規
則
の
改
正
は
、
物
品
税
法
第
三
条 

行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
製
造
者
と
特
殊
販
売
機
関
と
の
間
の
取
引
価
格
を
課

税
価
格
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
く
、
物
品
税
法
施
行
規
則
第
十
一
条
ノ
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
課
税
価

格
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
昭
和
二
十
五
年
の
政
令
改
正
当
時
に
お
い
て
も
、
国
税
庁
通
達
で
こ
の
趣
旨

を
明
ら
か
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

じ
来
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
取
扱
を
客
観
的
に
統
一
す
る
た
め
の
通
達
は
漸
次
改
正
さ
れ
、
昭
和
三
十
一
年

に
は
、
こ
の
関
係
を
政
令
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
物
品
税
法
施
行
規
則
第
十
一
条
ノ
三
の
規
定
が

設
け
ら
れ
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
。 

四 

 



二 

特
殊
販
売
機
関
は
必
ず
し
も
租
税
回
避
の
目
的
で
設
け
ら
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
も
と
も
と
特

殊
販
売
機
関
は
、
取
引
の
規
模
が
大
き
く
取
引
の
行
わ
れ
る
地
域
も
広
範
に
わ
た
る
た
め
、
製
造
と
販
売
を
区

分
し
て
経
営
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
設
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
つ
て
、
こ
の
よ

う
な
特
殊
販
売
機
関
の
必
要
性
は
、
中
小
企
業
に
あ
つ
て
は
大
き
く
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
。 

ま
た
、
施
行
規
則
第
十
一
条
ノ
三
の
規
定
は
、
租
税
回
避
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
特
殊
販
売
機
関
の
み

を
対
象
と
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
上
記
の
よ
う
に
、
こ
の
特
殊
販
売
機
関
が
介
在
す
る
場
合
で
そ
の

取
引
条
件
が
一
般
の
場
合
と
異
な
る
と
き
に
、
適
正
な
課
税
価
格
を
算
定
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。 

の
精
神
と
し
て
は
宣
言
的
て
あ
る
、 

し
た
が
つ
て
、
こ
の
規
定
は
、
特
殊
販
売
機
関
に
対
す
る
販
売
価
格
が
、
他
の
製
造
者
の
販
売
す
る
同
一
の

性
状
に
属
す
る
物
品
の
価
格
に
比
し
「
低
額
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
販
売
価
格
を
課
税
価
格
と
せ
ず
、
適
正 

五 

 



三 

特
殊
販
売
機
関
を
設
け
る
必
要
性
は
、
上
記
の
よ
う
に
製
造
部
門
と
販
売
部
門
と
を
区
分
す
る
こ
と
が
企
業

活
動
上
便
利
な
大
企
業
に
お
い
て
見
ら
れ
、
そ
の
販
売
が
地
域
に
よ
つ
て
限
定
さ
れ
る
中
小
企
業
に
あ
つ
て 

は
、
そ
の
必
要
性
に
乏
し
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
従
つ
て
、
中
小
企
業
の
販
売
機
関
は
、
必
然
的
な
必
要
性

に
基
い
て
設
け
ら
れ
た
も
の
は
比
較
的
少
い
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
特
殊
販
売
機
関
の
取
扱
の
面
に
お
い
て
、

中
小
企
業
で
あ
る
が
故
に
特
別
の
取
扱
を
講
ず
る
理
由
も
乏
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

な
お
、
製
造
者
の
人
的
組
織
、
帳
簿
組
織
、
経
理
組
織
等
の
不
備
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
不
備
の

み
に
よ
つ
て
不
利
益
を
蒙
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
に
留
意
し
て
い
る
が
、
中
小
企
業
と
い
え
ど
も
特
殊
販
売

機
関
を
別
人
格
と
し
て
設
け
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
間
に
お
け
る
取
引
を
明
確
に
整
理
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
帳
簿
組
織
、
経
理
組
織
等
の
整
備
を
図
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
。 

な
課
税
価
格
を
算
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
質
問
主
意
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
特
に

低
額
」
で
あ
る
場
合
に
限
定
し
て
適
用
す
る
こ
と
に
は
し
て
い
な
い
。 

六 

 



四 
質
問
主
意
書
に
よ
る
と
、
納
税
者
は
、
税
法
に
暗
く
脱
税
の
認
識
す
ら
な
い
場
合
が
多
く
、
ま
た
、
収
税
官

吏
は
こ
の
よ
う
な
納
税
者
の
無
智
を
奇
貨
と
し
て
不
当
な
処
分
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
暗
い
見
方
を
さ
れ
て
い

る
が
、
納
税
者
の
実
状
が
一
般
的
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、
税
務
の
執
行
に
当

つ
て
は
収
税
官
吏
も
納
税
者
の
身
に
な
つ
て
信
頼
さ
れ
る
税
務
行
政
を
行
う
よ
う
常
に
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
従
つ
て
、
御
説
の
よ
う
な
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。 

五 

物
品
税
に
関
す
る
犯
則
調
査
は
、
特
に
悪
質
と
認
め
ら
れ
る
納
税
者
に
重
点
を
お
い
て
実
施
す
る
と
と
も 

な
お
、
質
問
て
ん
末
書
に
は
被
質
問
者
の
割
印
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
質
問
て
ん
末
書
は
収
税

官
吏
が
取
調
の
事
実
を
録
取
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
て
ん
末
書
の
作
成
に
当
つ
て
は
、
被
質
問
者
が
そ
の
記

述
の
内
容
に
誤
り
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
う
え
、
収
税
官
吏
と
と
も
に
署
名
な
つ
印
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

じ
後
に
お
い
て
改
ざ
ん
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
、
こ
の
取
扱
は
刑
事
訴
訟
法
の
趣
旨
に

の
つ
と
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
当
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

七 

 



 

八 

に
、
調
査
に
際
し
て
は
、
常
に
慎
重
に
行
つ
た
う
え
、
公
正
妥
当
な
処
罰
を
す
る
よ
う
に
し
て
お
り
、
み
だ
り

に
犯
則
処
分
を
行
う
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。 

な
お
、
犯
則
処
分
と
政
府
決
定
の
取
扱
基
準
は
、
申
告
書
の
提
出
の
な
い
と
き
又
は
政
府
に
お
い
て
申
告
を

不
相
当
と
認
め
た
時
は
政
府
決
定
を
行
う
が
、
そ
の
う
ち
、
犯
則
の
心
証
を
得
た
と
き
は
犯
則
処
分
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
る
。 

な
お
、
申
す
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
個
々
の
事
案
に
つ
い
て
、
物
品
税
法
お
よ
び
こ
れ
に
基
く
命
令

を
適
用
す
る
に
さ
い
し
て
は
、
当
該
事
案
の
内
容
を
充
分
に
検
討
し
た
上
、
結
論
を
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
の
で
、
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




