
提

出

者

伊

藤

英

成

平
成
十
五
年
七
月
八
日
提
出

質
問
第
一
一
九
号

内
閣
法
制
局
の
権
限
と
自
衛
権
に
つ
い
て
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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内
閣
法
制
局
の
権
限
と
自
衛
権
に
つ
い
て
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書

内
閣
法
制
局
は
、
「
法
律
問
題
に
関
し
内
閣
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
及
び
各
省
大
臣
に
対
し
意
見
」
の
具
申
が
で
き
、
そ
の

権
限
に
基
づ
き
、
憲
法
上
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
法
律
案
に
関
し
て
も
、
解
釈
の
統
一
を
図
っ
て
い
る
が
、
国
会
に
お
い

て
も
、
内
閣
法
制
局
長
官
を
初
め
と
し
た
内
閣
法
制
局
職
員
が
当
該
法
律
案
の
憲
法
解
釈
に
関
わ
る
答
弁
を
な
し
て
き
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
内
閣
法
制
局
の
権
限
及
び
自
衛
権
の
解
釈
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

政
府
の
統
一
解
釈
・
統
一
見
解
と
内
閣
法
制
局
の
権
限
・
役
割
に
つ
い
て

�

政
府
の
統
一
解
釈
・
統
一
見
解
は
、
時
の
政
府
の
解
釈
で
あ
り
見
解
で
あ
る
か
ら
、
政
権
が
変
わ
れ
ば
、
以
前
の
政
府

解
釈
等
を
継
承
す
る
の
も
変
更
す
る
の
も
可
能
な
も
の
と
考
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
政
府
は
従
来
の
解
釈
等
に
拘
束
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
の
か
、
政
府
の
統
一
解
釈
・
統
一
見
解
の
性
格
に
つ
い
て
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

政
府
の
統
一
解
釈
・
統
一
見
解
を
形
成
す
る
た
め
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
内
閣
法
制
局
は
、
い
か
な
る
権
限
・

正
統
性
に
基
づ
き
憲
法
を
含
む
法
律
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

�

政
権
が
変
わ
れ
ば
、
政
府
全
体
も
何
ら
か
の
変
化
が
あ
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
内
閣
法
制
局
は
、
政
府
の
変
化
及
び

国
内
外
の
情
勢
の
変
化
に
対
し
、
適
度
な
柔
軟
性
を
持
ち
的
確
な
対
応
が
で
き
る
組
織
な
の
か
、
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

一



二

自
衛
権
の
解
釈
に
つ
い
て

�

自
衛
権
に
つ
い
て
の
政
府
の
考
え
方
に
つ
い
て

ア

「
自
衛
権
」
、
「
個
別
的
自
衛
権
」
及
び
「
集
団
的
自
衛
権
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

イ

個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
と
の
関
係
は
、
次
の
Ａ
図
の
よ
う
に
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
も
の
な
の
か
、
あ
る

い
は
、
Ｂ
図
の
よ
う
に
、
全
く
重
複
す
る
部
分
は
な
く
、
明
確
に
区
別
し
得
る
も
の
な
の
か
、
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

ウ

個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
が
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
概
念
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
集
団
的
自
衛
権
は
憲
法
上
禁

止
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
政
府
は
、
重
複
す
る
部
分
に
入
り
得
る
事
態
に
つ
い
て
、
個
別
的
自
衛
権
で
対
処
す
る
の

か
、
あ
る
い
は
、
集
団
的
自
衛
権
に
も
当
た
る
も
の
と
し
て
、
個
別
的
自
衛
権
で
さ
え
も
、
制
限
し
、
対
処
を
控
え
る

の
か
、
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

�

憲
法
第
九
条
が
認
め
る
自
衛
権
の
在
り
方
に
つ
い
て

二



ア

従
来
の
政
府
の
統
一
見
解
の
中
で
、
政
府
は
、
「
自
衛
権
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必

要
最
小
限
度
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
」
及
び
「
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

上
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
「
必
要
最
小
限
度
の
実
力
」
と
は
、
規
模
、
装
備
、
攻
撃
の
在
り
方

等
に
お
い
て
、
い
か
な
る
程
度
の
実
力
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
説
明
い
た
だ
き
た
い
。
そ
も
そ
も
、
流
動
的
な
国
内

外
の
安
全
保
障
情
勢
下
で
、
「
必
要
最
小
限
」
と
い
う
曖
昧
な
基
準
に
拠
る
こ
と
は
、
自
衛
隊
が
既
に
相
当
程
度
の
実

力
を
保
持
す
る
中
で
は
、
内
閣
法
制
局
は
、
法
令
解
釈
権
を
放
棄
し
た
も
の
で
は
な
い
の
か
。

イ

「
他
国
か
ら
武
力
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
国
土
を
防
衛
す
る
手
段
と
し
て
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
憲
法
第
九

条
に
違
反
し
な
い
」
と
す
る
従
来
の
政
府
の
統
一
見
解
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
る
が
、
「
憲
法
第
九
条
の
も
と
に
お
い

て
、
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
範
囲
を
超
え
て
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
及
び
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
を

超
え
る
実
力
を
保
持
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
の
従
来
の
政
府
解
釈
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
は
何
も
説
明
さ
れ

て
お
ら
ず
、
理
解
し
が
た
い
。
憲
法
第
九
条
が
、
我
が
国
の
自
衛
の
た
め
の
武
力
行
使
あ
る
い
は
自
衛
隊
の
実
力
に
つ

い
て
、
「
必
要
以
上
」
を
許
し
て
い
な
い
と
す
る
の
で
は
な
く
、
必
要
範
囲
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
「
最
小
限
度
を
超
え

る
こ
と
」
を
許
し
て
い
な
い
と
す
る
解
釈
の
根
拠
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

三



�

「
専
守
防
衛
」
に
つ
い
て

ア

政
府
は
、
相
手
か
ら
武
力
攻
撃
を
受
け
た
と
き
に
初
め
て
防
衛
力
を
行
使
す
る
と
い
う
「
専
守
防
衛
」
を
我
が
国
防

衛
の
基
本
方
針
と
し
て
い
る
が
、
「
専
守
防
衛
」
を
基
本
方
針
と
し
た
時
期
及
び
経
緯
に
つ
い
て
、
説
明
い
た
だ
き
た

い
。

イ

国
土
が
南
北
に
長
く
、
大
陸
に
近
接
し
て
い
る
と
い
う
地
理
的
特
徴
を
持
つ
我
が
国
が
、
「
専
守
防
衛
」
に
徹
し
、

国
土
を
防
衛
し
得
る
た
め
に
は
、
相
当
大
き
な
規
模
・
実
力
の
抗
戦
力
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
た

め
、
「
専
守
防
衛
」
は
憲
法
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
政
府
が
現
在
執
っ
て
い
る
防
衛
政
策
の
一

つ
に
過
ぎ
ず
、
自
衛
力
を
確
保
す
る
た
め
に
、
「
専
守
防
衛
」
の
是
非
を
検
討
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
こ
の
方
針
を
廃
棄

す
る
こ
と
は
、
憲
法
見
直
し
論
議
と
は
関
わ
り
な
く
行
い
得
る
も
の
と
考
え
る
が
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

ウ

政
府
は
、
「
専
守
防
衛
」
の
基
本
方
針
を
変
更
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
歴
代
政
権
が
「
専
守
防
衛
」
方
針
に
絶

対
の
信
頼
性
を
置
い
て
き
た
と
は
思
え
な
い
。
昭
和
四
十
七
年
十
月
三
十
一
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
田
中
内

閣
総
理
大
臣
は
、
「
専
守
防
衛
と
い
う
の
は
、
防
衛
上
の
必
要
か
ら
も
相
手
国
の
基
地
を
攻
撃
す
る
こ
と
な
く
、
も
っ

ぱ
ら
わ
が
国
土
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
防
衛
を
行
う
こ
と
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
、
石
破
防
衛
庁
長

四



官
が
、
昭
和
三
十
一
年
の
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
答
弁
及
び
昭
和
三
十
四
年
の
伊
能
防
衛
庁
長
官
答
弁
で
示
さ
れ
た
「
誘

導
弾
等
に
よ
る
攻
撃
を
防
御
す
る
の
に
、
他
に
手
段
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
誘
導
弾
等
の
基
地
を
た
た
く
こ
と

は
、
法
理
的
に
は
自
衛
の
範
囲
に
含
ま
れ
、
可
能
で
あ
る
」
旨
の
見
解
を
表
明
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
武
力
行
使
は
、

「
自
衛
の
範
囲
に
含
ま
れ
、
可
能
」
で
あ
っ
て
も
、
「
専
守
防
衛
」
方
針
に
は
合
致
し
な
い
も
の
で
は
な
い
の
か
、
石

破
防
衛
庁
長
官
の
見
解
は
政
府
見
解
と
一
致
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
政
府
は
「
専
守
防
衛
」
方
針
の
廃

棄
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
か
、
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

�

自
衛
権
発
動
三
要
件
の
一
つ
「
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
場
合
」
に
つ
い
て

ア

我
が
国
を
他
国
か
ら
の
武
力
攻
撃
か
ら
防
衛
す
る
た
め
に
我
が
国
に
自
然
権
と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
権
利
が
「
自
衛

権
」
、
狭
義
に
は
、
「
個
別
的
自
衛
権
」
と
考
え
る
の
か
。

イ

政
府
が
設
定
し
て
い
る
自
衛
権
発
動
三
要
件
の
一
つ
「
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
」
事
態
と
い
う

危
機
迫
る
段
階
の
前
段
階
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
我
が
国
に
対
す
る
直
接
の
武
力
攻
撃
に
至
る

お
そ
れ
の
あ
る
事
態
等
我
が
国
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
態
（
周

辺
事
態
）
に
対
し
、
我
が
国
が
個
別
的
自
衛
権
に
基
づ
き
対
処
す
る
こ
と
は
、
憲
法
上
問
題
が
あ
る
の
か
否
か
、
説
明

五



い
た
だ
き
た
い
。

ウ

具
体
的
に
例
を
挙
げ
れ
ば
、
日
本
を
含
む
北
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
日
朝
間
の
公
海
上
で
監

視
活
動
等
を
行
う
米
軍
が
北
朝
鮮
と
の
間
で
戦
闘
状
態
に
入
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
事
態
は
周
辺
事
態
と
の
政
府
判
断

が
な
さ
れ
得
る
し
、
ま
た
、
短
期
間
の
う
ち
に
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
事
態
へ
発
展
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
事

態
（
武
力
攻
撃
予
測
事
態
）
と
な
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
政
府
の
自
衛
権
発
動
の
三
要
件
に
照
ら
せ
ば
、
事

態
が
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
事
態
へ
発
展
し
て
初
め
て
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
前
段
階
で
は
、

せ
い
ぜ
い
周
辺
事
態
安
全
確
保
法
に
基
づ
く
米
軍
へ
の
後
方
地
域
支
援
や
、
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
に
基
づ
く
自
衛
隊

の
防
衛
出
動
待
機
に
限
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
事
態
が
我
が
国
周
辺
に
あ
る
間
に
、
自
衛
権
を
発
動
し
て
、
米
軍
と

協
力
し
て
危
険
を
排
除
す
れ
ば
、
被
害
を
最
小
限
に
し
て
国
土
を
防
衛
し
得
る
場
合
に
お
い
て
、
我
が
国
は
自
衛
権
を

発
動
で
き
る
の
か
否
か
、
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
何
か
、
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

三

内
閣
法
制
局
の
見
解
を
拠
り
所
に
し
て
歴
代
の
政
府
が
示
し
て
き
た
自
衛
権
を
初
め
と
す
る
憲
法
問
題
に
つ
い
て
の
統
一

解
釈
は
、
過
去
の
統
一
解
釈
と
の
整
合
性
を
図
る
た
め
に
無
理
に
無
理
を
重
ね
た
結
果
、
相
互
に
自
己
矛
盾
に
陥
っ
た
り
、

「
武
力
行
使
と
の
一
体
化
」
論
に
代
表
さ
れ
る
、
国
際
的
な
説
得
力
が
皆
無
な
、
独
り
よ
が
り
の
解
釈
と
な
っ
て
い
る
こ
と

六



を
鑑
み
れ
ば
、
内
閣
法
制
局
は
、
法
律
解
釈
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
の
同
局
見
解
に
硬
直
的
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
現
政
府
の
法
律
顧
問
と
し
て
、
客
観
的
に
適
正
と
考
え
ら
れ
る
見
解
を
示
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
伺
い

た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


