
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
五
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

一
一
） 

答

弁

第

一

一

号 

   

衆
議
院
議
員
森
清
君
提
出
憲
法
第
九
条
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
九
三
第
一
一
号 

昭
和
五
十
五
年
十
二
月
五
日 

衆

議

院

議

長 
福 

田 
 

一 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

鈴 

木 

善 

幸 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
森
清
君
提
出
憲
法
第
九
条
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

憲
法
第
九
条
第
一
項
は
、
独
立
国
家
に
固
有
の
自
衛
権
ま
で
も
否
定
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
く
、
自
衛
の 

 

た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
政
府 

 

と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
従
来
か
ら
一
貫
し
て
採
つ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

憲
法
第
九
条
第
二
項
の
「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
」
と
い
う
言
葉
は
、
同
条
第
一
項
全
体
の
趣
旨
、
す
な 

わ
ち
、
同
項
で
は
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
戦
争
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
、
武
力
の
行
使
を
放
棄
し 

 

て
い
る
が
、
自
衛
権
は
否
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
武
力
の
行
使
は
認
め
ら
れ
て 

 

い
る
と
い
う
こ
と
を
受
け
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

憲
法
第
九
条
第
二
項
の
「
交
戦
権
」
と
は
、
戦
い
を
交
え
る
権
利
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
交
戦
国
が
国
際
法 

上
有
す
る
種
々
の
権
利
の
総
称
を
意
味
す
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
交
戦
権
が
同
項
に
よ
つ
て
否
認
さ 

 

れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。 

他
方
、
我
が
国
は
、
自
衛
権
の
行
使
に
当
た
つ
て
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
必
要
最
小
限
度
の
武
力
を 

 

行
使
す
る
こ
と
が
当
然
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
行
使
は
、
交
戦
権
の
行
使
と
は
別
の
も
の
で 

 

あ
る
。 

し
た
が
つ
て
、
同
条
第
二
項
は
「
戦
力
」
の
保
持
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
自
衛
の
た
め
の
必
要 

最
小
限
度
の
実
力
を
保
持
す
る
こ
と
ま
で
禁
止
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
超
え
る
実
力
を
保
持
す 

 

る
こ
と
を
禁
止
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。 

四 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

3 

自
衛
隊
が
国
際
法
上
軍
隊
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
個
々
の
国
際
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
判 

断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

1
及
び

2 

二
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
我
が
国
が
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
を
保 

持
す
る
こ
と
は
、
憲
法
第
九
条
の
禁
止
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
自
衛
隊
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の 

 

必
要
最
小
限
度
の
実
力
組
織
で
あ
る
か
ら
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

従
来
、
「
い
わ
ゆ
る
海
外
派
兵
と
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
武
力
行
使
の
目
的
を
も
つ
て
武
装
し
た
部
隊
を 

 

他
国
の
領
土
、
領
海
、
領
空
に
派
遣
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
定
義
づ
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な 

 

海
外
派
兵
は
、
一
般
に
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
つ
て
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
考 

 

え
て
い
る
。 

五 

 



2 

御
指
摘
の
よ
う
な
徴
兵
制
度
に
つ
い
て
も1

に
述
べ
た
と
こ
ろ
が
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
る
。 

1 
一
般
に
徴
兵
制
度
と
は
、
国
民
を
し
て
兵
役
に
服
す
る
義
務
を
強
制
的
に
負
わ
せ
る
国
民
皆
兵
制
度
で
あ 

つ
て
、
軍
隊
を
常
設
し
、
こ
れ
に
要
す
る
兵
員
を
毎
年
徴
集
し
、
一
定
期
間
訓
練
し
て
、
新
陳
交
代
さ
せ
、 

 

戦
時
編
制
の
要
員
と
し
て
備
え
る
も
の
を
い
う
と
理
解
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
徴
兵
制
度
は
、
我
が
憲
法
の
秩
序
の
下
で
は
、
社
会
の
構
成
員
が
社
会
生
活
を
営
む
に
つ
い 

 

て
、
公
共
の
福
祉
に
照
ら
し
当
然
に
負
担
す
べ
き
も
の
と
し
て
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い 

 

の
に
、
兵
役
と
い
わ
れ
る
役
務
の
提
供
を
義
務
と
し
て
課
さ
れ
る
と
い
う
点
に
そ
の
本
質
が
あ
り
、
憲
法
第 

 

十
三
条
、
第
十
八
条
な
ど
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
み
て
、
許
容
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
憲
法
第
十
五
条
は
、
公
務
員
の
任
免
権
は
終
局
的
に
は
国
民
に
あ
る
と
い
う
国
民
主
権
の
原
理
を 

 

表
明
す
る
と
と
も
に
、
公
務
員
の
性
格
な
ど
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
も
つ
て
憲
法
が 

 

徴
兵
制
度
を
許
容
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

六 

 



 

七 

右
答
弁
す
る
。 




