
提

出

者

日

森

文

尋

平
成
十
五
年
七
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

三

六

号

Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

136



Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
八
七
年
四
月
に
国
鉄
の
分
割
・
民
営
化
が
実
施
さ
れ
、
Ｊ
Ｒ
が
発
足
し
て
か
ら
既
に
一
七
年
目
に
入
っ
て
い
る
。
一
九

八
六
年
秋
の
所
謂
「
国
鉄
国
会
」
で
、
当
時
の
政
府
は
「
国
鉄
職
員
に
対
し
一
人
も
路
頭
に
迷
わ
せ
な
い
」
と
答
弁
し
て
い

る
。
ま
た
「
組
合
所
属
に
よ
る
採
用
差
別
は
行
わ
な
い
」
と
す
る
参
議
院
附
帯
決
議
も
採
択
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
各
地
の

労
働
委
員
会
や
中
央
労
働
委
員
会
が
採
用
に
際
し
て
組
合
間
差
別
の
不
当
労
働
行
為
の
事
実
を
認
定
し
た
よ
う
に
、
採
用
手
続

き
の
過
程
に
お
い
て
国
鉄
労
働
組
合
等
を
弱
体
化
、
若
し
く
は
嫌
悪
す
る
労
務
政
策
が
強
行
さ
れ
、
国
労
組
合
員
等
に
対
す
る

大
量
の
採
用
差
別
（
解
雇
）
が
行
わ
れ
た
。

爾
来
、
被
解
雇
者
と
そ
の
家
族
は
経
済
的
に
も
精
神
的
に
も
多
く
の
犠
牲
を
強
い
ら
れ
、
今
尚
、
家
族
と
も
ど
も
厳
し
い
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
な
が
ら
も
、
Ｊ
Ｒ
復
帰
を
め
ざ
し
運
動
を
継
続
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、
被
解
雇
者
に
と
っ
て
筆
舌
を
尽

く
せ
ぬ
日
々
が
続
い
て
い
る
が
、
既
に
被
解
雇
者
の
う
ち
国
労
組
合
員
二
六
名
、
建
交
労
組
合
員
二
名
が
解
決
の
日
を
見
る
こ

と
な
く
他
界
し
、
ま
た
高
年
齢
化
の
た
め
解
決
し
て
も
Ｊ
Ｒ
会
社
に
復
帰
で
き
な
い
者
な
ど
も
多
数
出
る
な
ど
、
不
採
用
問
題

は
、
人
道
的
・
人
権
的
に
も
一
日
も
早
い
解
決
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
は
、
国
労
な
ど
が
行
っ
た
結
社
の
自
由
委
員
会
へ
の
提
訴
（
一
九
九
一

一



号
事
件
）
を
受
け
て
、
そ
の
見
解
を
四
回
に
わ
た
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
日
本
政
府
に
対
し
当
該
労
働
者
に

公
正
な
補
償
を
保
障
し
、
当
事
者
に
と
っ
て
満
足
の
い
く
解
決
に
早
急
に
到
達
す
る
よ
う
要
請
し
て
き
た
。

本
年
六
月
二
十
日
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
第
二
八
七
回
理
事
会
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
本
問
題
に
関
し
、
結
社
の
自
由
委
員
会
第

三
三
一
回
報
告
（
以
下
、
「
報
告
」
と
い
う
）
を
承
認
し
た
。

そ
の
内
容
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
解
決
の
枠
組
み
と
し
た
「
四
党
合
意
」
の
不
成
功
に
憂
慮
す
る
と
と
も
に
、
日
本
政
府
と
関
係
当

事
者
が
、
可
能
な
限
り
多
く
の
労
働
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
公
正
な
解
決
を
見
い
だ
す
努
力
を
行
う
よ
う
促
し
、
ま
た
不
採
用

問
題
が
一
九
八
七
年
に
ま
で
遡
る
こ
と
か
ら
、
既
に
亡
く
な
っ
た
り
退
職
年
齢
を
過
ぎ
た
り
し
た
労
働
者
の
数
を
考
慮
に
入
れ

れ
ば
、
た
と
え
解
決
し
て
も
そ
の
実
効
性
に
欠
け
る
と
し
て
、
問
題
解
決
の
緊
急
性
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
「
報
告
」
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
、
本
問
題
の
公
正
な
解
決
の
緊
急
な
実
現
を
改
め
て
強
く
要
望
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
日
本
政
府
は
、
こ
の
「
報
告
」
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
本
問
題
の
早
期
解
決
に
む
け
責
任
を
も
っ
て
対
応
す
べ

き
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

日
本
政
府
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
常
任
理
事
国
と
し
て
、
ま
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
八
七
号
・
九
八
号
条
約
の
批
准
国
と
し
て
条
約
を
誠
実
に

二



遵
守
す
る
義
務
と
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

日
本
政
府
と
し
て
、
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
に
関
わ
る
国
会
審
議
の
場
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
や
政
府
参
考
人
か
ら
、
再

三
再
四
に
わ
た
っ
て
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
に
つ
い
て
「
誠
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
、
当
然
の
責
務
で
あ
る
」
と
答
弁
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
「
報
告
」
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
報
告
」
は
、
四
党
合
意
の
不
成
功
に
憂
慮
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
の
度
合
に
は
踏
み
込
ま
ず
と
し
た
上
で
、
Ｊ
Ｒ

不
採
用
問
題
の
迅
速
な
解
決
の
た
め
に
関
係
当
事
者
（
日
本
政
府
・
Ｊ
Ｒ
・
組
合
）
が
四
党
合
意
の
受
け
入
れ
を
求
め
た
第

三
二
三
回
報
告
を
想
起
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
の
か
、
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
報
告
」
は
、
東
京
高
裁
が
二
〇
〇
二
年
十
月
に
下
し
た
建
交
労
不
採
用
事
件
の
判
決
に
お
い
て
、
Ｊ
Ｒ
に
不
当
労
働
行

為
の
使
用
者
責
任
が
あ
る
こ
と
、
国
労
・
建
交
労
の
民
営
化
政
策
へ
の
反
対
が
、
Ｊ
Ｒ
へ
の
再
雇
用
を
決
定
す
る
う
え
で
の

要
因
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た
こ
と
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
が
採
用
時
の
差
別
措
置
と
い
う
点
で
、
結
社

の
自
由
の
諸
原
則
に
関
わ
る
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て
対
処
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。
日
本
政
府
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
か
、
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
報
告
」
は
、
「
日
本
政
府
と
関
係
当
事
者
た
ち
が
、
可
能
な
限
り
多
く
の
労
働
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
公
正
な
解
決
を

三



見
出
す
努
力
を
行
う
よ
う
促
す
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
日
本
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
受
け
と

め
る
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
努
力
を
す
る
の
か
、
そ
の
考
え
方
と
方
針
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

「
報
告
」
は
、
「
既
に
死
亡
ま
た
は
、
退
職
年
齢
を
過
ぎ
た
関
係
労
働
者
の
数
か
ら
見
て
、
解
決
に
は
緊
急
性
を
要
す

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
日
本
政
府
と
し
て
問
題
解
決
の
緊
急
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
ど
の
よ
う
な
認
識
を

も
っ
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

全
国
に
お
け
る
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
の
解
決
を
求
め
る
地
方
議
会
の
決
議
は
、
こ
れ
ま
で
六
一
九
自
治
体
、
八
一
九
本
（
一

七
都
道
府
県
、
一
八
四
市
、
三
五
五
町
、
五
〇
村
、
一
三
区
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
年
七
月
四
日
佐
賀
県
議
会
は
、

い
ち
早
く
こ
の
「
報
告
」
を
受
け
て
、
早
期
全
面
解
決
を
政
府
に
要
請
す
る
旨
の
意
見
書
を
採
択
し
て
い
る
。
地
方
自
治
重

視
の
立
場
か
ら
、
国
政
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
十
分
に
尊
重
し
て
そ
の
主
旨
を
体
し
て
、
日
本
政
府
と
し
て
誠
実
に
努
力
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

鉄
道
の
旅
客
・
貨
物
輸
送
の
安
全
性
確
保
の
た
め
に
は
、
労
使
が
正
常
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
正
常
な
労
使
関
係
の
形
成
に
と
っ
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
懸
案
の
Ｊ
Ｒ
不
採
用
問
題
を
早
期
に
解
決
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
Ｊ
Ｒ
の
労
使
の
一
部
に
よ
る
不
正
常
な
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
解
決

四



の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
。
日
本
政
府
と
し
て
、
Ｊ
Ｒ
各
社
に
お
け
る
正
常
な
労
使
関
係
を
実
現
す
る

た
め
、
ど
の
よ
う
に
努
力
さ
れ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


