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衆
議
院
議
員
山
中
吾
郞
君
提
出
中
立
政
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
三
四
第
一
四
号 

昭
和
三
十
五
年
六
月
二
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
淸 

瀨 

一 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
山
中
吾
郞
君
提
出
中
立
政
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

通
常
資
本
主
義
、
社
会
主
義
、
共
産
主
義
等
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
各
種
の
社
会
な
い
し
経
済
構
造
の
あ

り
方
を
そ
の
特
徴
に
し
た
が
つ
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
善
な
い
し
悪
と
い
う
よ
う
な
道
徳
的
、
倫
理
的

規
準
を
も
つ
て
測
定
し
得
る
も
の
と
は
本
質
的
に
こ
と
な
る
。
し
た
が
つ
て
政
府
が
資
本
主
義
は
善
で
あ
り
、

社
会
主
義
、
共
産
主
義
は
悪
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
道
徳
的
な
い
し
倫
理
的
判
断
や
偏
見
を
有
し
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
は
誤
ま
り
で
あ
る
。 

わ
が
政
府
は
、
自
由
民
主
主
義
の
根
本
原
則
に
則
り
、
自
由
に
表
明
さ
れ
た
国
民
多
数
者
の
意
志
に
し
た
が

つ
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
多
数
者
の
意
志
に
し
た
が
つ
て
行
政
を
運
営
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
現
在
わ
が
国
民

の
多
数
者
は
経
済
上
な
い
し
社
会
構
造
上
の
原
則
と
し
て
資
本
主
義
の
諸
原
則
を
採
用
す
る
こ
と
を
適
当
と
認

め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
い
う
資
本
主
義
と
い
う
概
念
も
時
代
と
と
も
に
徐
々
に
変
化
し
て
い
る
の

で
あ
つ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
基
本
的
人
権
と
し
て
の
自
由
と
平
等
、
勤
労
者
の
団
結
権
等
が
憲
法
に
よ
つ 



二 

民
主
主
義
と
い
い
議
会
主
義
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
自
由
に
表
明
さ
れ
た
国
民
の
意
志
の
中
多
数
者
の
意
志

を
実
現
す
る
こ
と
を
根
本
原
則
と
す
る
。
こ
の
原
則
が
常
に
支
障
な
く
実
現
さ
れ
る
限
り
、
議
会
主
義
な
い
し

民
主
主
義
は
破
壊
さ
れ
る
危
険
は
な
い
。 

て
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
前
提
の
上
に
資
本
主
義
の
諸
原
則
が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
は
前
述
の
ご
と
く
、
す
べ
て
自
由
に
表
明
さ
れ
た
わ
が
国
民
の
意
志
に
基
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
つ
て
、
わ
が
国
民
が
将
来
と
も
自
由
に
そ
の
多
数
者
の
意
志
に
し
た
が
つ
て
政
治
な
り
経
済
な
り
の
あ
り

方
を
決
め
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。 

現
在
わ
が
政
府
が
国
民
多
数
の
意
志
に
し
た
が
つ
て
形
成
さ
れ
、
国
民
多
数
の
意
志
に
し
た
が
つ
て
国
政
の

運
営
に
当
た
つ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
政
府
は
東
西
に
相
対
立
す
る
世
界
の
現
状
と
、
特 

し
た
が
つ
て
根
本
は
常
に
わ
が
国
民
多
数
者
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
「
中
立
政
策
」
と
い
う

よ
う
な
特
定
な
政
策
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
議
会
主
義
が
守
ら
れ
る
と
い
う
論
理
に
は
矛
盾
が
あ
る
。 

四 

 



 

五 

に
政
治
的
、
経
済
的
に
不
安
定
な
東
亜
の
現
状
と
を
冷
静
に
考
慮
す
れ
ば
、
現
在
わ
が
国
が
「
中
立
政
策
」
を
と

る
こ
と
は
わ
が
国
の
安
全
と
そ
の
民
主
主
義
的
発
展
を
保
障
す
る
ゆ
え
ん
で
は
な
く
、
む
し
ろ
米
国
と
の
協
力

に
よ
つ
て
そ
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
が
最
も
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
国
民
多
数
者
の
意
志
を

反
映
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
民
主
主
義
の
根
本
原
則
に
し
た
が
つ
て
決
定
さ
れ
た
意
志
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ

う
な
意
志
を
わ
が
国
民
全
体
が
尊
重
す
る
限
り
、
議
会
主
義
も
、
民
族
の
統
一
も
破
壊
さ
れ
る
危
険
は
な
い
。

民
族
の
統
一
を
破
り
、
な
い
し
独
裁
へ
の
道
を
開
く
も
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
の
根
本
原
則
を

無
視
な
い
し
否
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




