
昭
和
六
十
二
年
五
月
十
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日
受
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答

弁

第

三

五

号 
   

衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
戰
後
政
治
の
反
省
と
東
京
裁
判
な
ど
所
謂
戰
後
問
題
に
關
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
八
第
三
五
号 

昭
和
六
十
二
年
五
月
十
五
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
戰
後
政
治
の
反
省
と
東
京
裁
判
な
ど
所
謂
戰
後
問
題
に
關
す
る
質 

問
に
対
す
る
答
弁
書 

第
一
に
つ
い
て 

１ 

極
東
国
際
軍
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、
同
裁
判
を
め
ぐ
る
法
的
な
諸
問
題
に
関
し
て
、
種
々
の
議
論
が
あ
る 

こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
国
と
国
と
の
間
の
関
係
に
お
い
て
は
、
我
が
国
は
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平 

和
条
約
第
十
一
条
に
よ
つ
て
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
の
裁
判
を
受
諾
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

２ 

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
十
一
条
に
い
う judgm

ent 

に
つ
い
て
、
「
裁
判
」
と
の
語
を
当
て 

る
こ
と
が
誤
訳
で
あ
る
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。 

第
二
に
つ
い
て 

１
、
２
及
び
６ 

靖
国
神
社
の
合
祀
対
象
者
の
範
囲
は
、
同
神
社
が
自
主
的
に
決
定
し
て

い

る
と

こ

ろ

で

あ 



８ 

御
質
問
の
よ
う
な
立
法
措
置
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
靖
国
神
社
法
案
と
し
て
国
会
議
員
に
よ
つ
て
国

会
に
提
出
さ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
の
で
、
今
後
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
に
お
け
る

議
論
の
推
移
を
見
守
つ
て
ま
い
り
た
い
。 

３
及
び
４ 

公
式
参
拝
は
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
今
後
、
公
式
参
拝
を
実
施
す
る
か
ど

う

か

は

、
そ
の
都
度
、
諸
般
の
情
勢
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
慎
重
に
検
討
し
た
上
、
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。 

７ 

内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
が
国
務
大
臣
と
し
て
の
資
格
で
行
う
参
拝
に
つ
い
て
は
、
戦
没
者
に

対
す
る
追
悼
を
目
的
と
し
て
、
靖
国
神
社
の
本
殿
又
は
社
頭
に
お
い
て
一
礼
す
る
方
式
で
行
う
限
り
、
憲

法
・
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
疑
い
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

５ 

私
人
の
立
場
で
の
参
拝
を
行
う
か
ど
う
か
は
、
各
国
務
大
臣
が
私
人
と
し
て
判
断
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。 

る
。 

四 

 



第
三
に
つ
い
て 

２ 

憲
法
第
九
条
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
お
り
、
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力

の
保
持
は
同
条
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

１ 

現
段
階
に
お
い
て
、
内
閣
と
し
て
は
、
憲
法
改
正
と
い
う
問
題
を
政
治
的
日
程
に
の
せ
る
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
。 

ま
た
、
憲
法
第
二
十
条
及
び
第
八
十
九
条
に
お
け
る
信
教
の
自
由
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
第
二
十

条
第
一
項
前
段
及
び
第
二
項
に
お
い
て
信
教
の
自
由
を
保
障
し
た
上
、
国
そ
の
他
の
公
の
機
関
が
宗
教
に
介

入
し
、
又
は
関
与
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
見
地
か
ら
い
わ
ゆ
る
政
教
分
離
の
原
則
に
基
づ
く
規
定
と
し
て
同

条
第
一
項
後
段
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
九
条
の
規
定
が
定
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
な
お
、
同

条
は
、
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
又
は
博
愛
の
事
業
に
対
す
る
国
そ
の
他
の
公
の
機
関
に
よ
る
財 

五 

 



第
五
に
つ
い
て 

第
四
に
つ
い
て 

１ 

ソ
連
の
北
方
四
島
占
拠
は
、
法
的
根
拠
な
く
し
て
行
わ
れ
て
い
る
占
拠
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
不
法
占
拠 

我
が
国
は
、
過
去
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
の
国
々
を
中
心
と
す
る
多
数
の
人
々
に
多
大
の
苦
痛
と
損
害
を
与
え

た
こ
と
を
深
く
自
覚
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
二
度
と
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
反
省
と
決
意
の
上
に
立

つ
て
平
和
国
家
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
き
て
い
る
。
な
お
、
中
国
と
の
過
去
の
関
係
に
関
し
て
は
、
昭
和
四
十

七
年
九
月
二
十
九
日
付
け
の
日
中
共
同
声
明
の
前
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 

ま
た
、
御
指
摘
の
戦
争
の
呼
称
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
の
い
わ
ゆ
る
神
道
指
令
を
受
け
、
法
令

中
の
「
大
東
亜
戦
争
」
の
文
言
を
「
今
次
ノ
戦
争
」
に
改
め
る
措
置
が
と
ら
れ
た
経
緯
が
あ
る
が
、
そ
の
後
、
当
該

戦
争
の
統
一
的
呼
称
に
関
し
、
特
段
の
決
定
は
行
つ
て
い
な
い
。 

政
面
か
ら
の
介
入
又
は
関
与
を
排
除
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六 

 



２ 

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
二
条

（Ｃ）
項
に
よ
り
我
が
国
は
千
島
列
島
及
び
南
樺
太
に
対
す
る
す
べ

て
の
権
利
、
権
原
及
び
請
求
権
を
放
棄
し
た
が
、
同
条
約
に
い
う
千
島
列
島
と
は
、
我
が
国
が
ロ
シ
ア
と
の

間
に
結
ん
だ
一
八
五
五
年
の
日
露
通
好
条
約
及
び
一
八
七
五
年
の
樺
太
・
千
島
交
換
条
約
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
ウ
ル
ッ
プ
島
以
北
の
島
々
を
指
す
の
で
あ
つ
て
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
歯
舞
、
色
丹
、
国
後
、

択
捉
の
北
方
四
島
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
政
府
の
見
解
で
あ
る
。 

３ 

北
方
領
土
の
返
還
を
求
め
る
国
民
世
論
は
、
北
方
領
土
返
還
を
求
め
る
全
会
一
致
の
国
会
決
議
の
累
次
に

わ
た
る
採
択
、
北
方
領
土
返
還
実
現
に
関
す
る
請
願
署
名
数
の
増
人
、
全
都
道
府
県
に
お
け
る
北
方
領
土
返

還
の
た
め
の
県
民
会
議
の
設
立
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
ま
す
ま
す
高
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
右
を
背
景
と 

で
あ
る
と
い
う
の
が
従
来
よ
り
の
政
府
の
見
解
で
あ
る
。 

我
が
国
は
、
歯
舞
、
色
丹
、
国
後
、
択
捉
の
四
島
す
べ
て
は
歴
史
的
に
も
国
際
法
上
も
我
が
国
固
有
の
領

土
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

七 

 



４ 

政
府
の
一
貫
し
た
基
本
的
立
場
は
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
歯
舞
、
色
丹
、
国
後
、
択
捉
の
北
方
四
島

の
一
括
返
還
を
実
現
し
て
平
和
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
日
ソ
両
国
間
に
真
の
相
互
理
解
に
基
づ
く
安

定
的
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
右
立
場
に
い
さ
さ
か
の
変
更
も
な
い
。 

５

（一） 

竹
島
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
に
も
国
際
法
上
も
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
政

府
は
、
韓
国
政
府
が
竹
島
に
各
種
施
設
を
構
築
し
、
不
法
占
拠
を
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
誠
に
遺
憾
で
あ 

し
て
、
政
府
は
昭
和
五
十
六
年
か
ら
二
月
七
日
を
「
北
方
領
土
の
日
」
に
決
定
し
、
以
来
、
全
国
各
地
に
お
い

て
こ
の
日
を
中
心
に
関
連
の
記
念
行
事
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
か
か
る
領
土
返
還
運
動
が
今
後
一
層
充
実
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
お
り
、

そ
の
推
進
を
図
つ
て
い
く
所
存
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
か
か
る
基
本
的
立
場
を
堅
持
し
て
北
方
四
島
の
早
期
返
還
を
ソ
連
側
に
要

求
し
、
粘
り
強
く
交
渉
を
続
け
て
い
く
所
存
で
あ
る
。 

八 

 



６ 

政
府
と
し
て
は
、
北
方
領
土
問
題
は
、
基
本
的
に
は
日
ソ
二
国
間
の
問
題
で
あ
り
、
両
国
間
の
話
合
い
で

解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
他
方
、
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
国
際
啓
発
に
よ
り
、
国
際
社

会
に
お
い
て
北
方
領
土
問
題
の
存
在
と
我
が
国
の
主
張
の
正
当
性
に
つ
き
理
解
を
求
め
る
こ
と
も
、
日
ソ
両

国
間
の
交
渉
促
進
の
た
め
の
好
ま
し
い
環
境
を
作
る
と
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

（二） 
尖
閣
諸
島
が
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
、
歴
史
的
に
も
国
際
法
上
も
疑
い
の
な
い
と

こ

ろ

で

あ
り
、
我
が
国
は
、
現
に
こ
れ
を
実
効
的
に
支
配
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
め

ぐ
つ
て
解
決
す
べ
き
問
題
は
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
い
。 

か
か
る
観
点
か
ら
、
我
が
国
は
、
欧
文
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
及
び
フ
ィ
ル
ム
・
ビ
デ
オ
を
利
用
し
て
海
外
の
広

報
に
努
め
る
と
と
も
に
、
昭
和
五
十
五
年
の
第
三
十
五
回
総
会
以
降
、
国
連
に
お
け
る
外
相
一
般
討
論
演
説

に
お
い
て
、
毎
年
北
方
領
土
に
言
及
す
る
等
に
よ
り
、
我
が
国
の
正
し
い
主
張
を
広
く
国
際
社
会
に
訴
え
て 

る
と
考
え
て
い
る
。 

九 

 



 

一
〇 

い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




