
平
成
二
十
五
年
五
月
十
六
日
提
出

質

問

第

七

六

号

「
侵
略
の
定
義
」
な
ど
安
倍
首
相
の
歴
史
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美

76



「
侵
略
の
定
義
」
な
ど
安
倍
首
相
の
歴
史
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
六
年
九
月
二
九
日
、
辻
元
清
美
が
「
安
倍
首
相
の
歴
史
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
を
提
出
し
、
第
一
次
安
倍
内

閣
の
歴
史
認
識
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
二
次
安
倍
内
閣
が
成
立
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
安
倍
首
相
の
歴
史
認
識
が
第
一
次
安

倍
内
閣
当
時
と
変
わ
ら
な
い
の
か
、
ま
た
は
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
国
民
の
要
求
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
二
〇
一
三
年
三
月
一
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
は
「
先
の
大
戦
に
お
い
て
の
総
括
と
い
う
の
は
、
日
本
人
自
身

の
手
に
よ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
東
京
裁
判
と
い
う
、
言
わ
ば
連
合
国
側
が
勝
者
の
判
断
に
よ
っ
て
、
そ
の
断
罪
が
な
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
と
思
う
」
と
発
言
し
、
四
月
二
三
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
安
倍
首
相
は
「
侵
略
の
定
義
は
学
界

的
に
も
国
際
的
に
も
定
ま
っ
て
い
な
い
。
国
と
国
と
の
関
係
で
ど
ち
ら
か
ら
見
る
か
で
違
う
」
と
発
言
し
た
。

侵
略
の
定
義
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
を
含
む
三
五
カ
国
か
ら
な
る
「
侵
略
の
定
義
特
別
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、

一
九
七
四
年
一
二
月
の
国
連
総
会
で
「
侵
略
と
は
、
国
家
に
よ
る
他
の
国
家
の
主
権
、
領
土
保
全
若
し
く
は
政
治
的
独
立
に
対

す
る
、
又
は
国
際
連
合
の
憲
章
と
両
立
し
な
い
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
武
力
の
行
使
」
で
あ
る
と
定
義
し
た
総
会
決
議
三
三
一

四
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。
一
九
七
五
年
版
外
交
青
書
に
よ
れ
ば
、
「
�
、
わ
が
国
の
態
度
／
わ
が
国
と
し
て
は
、
全
体

一



と
し
て
は
、
妥
当
な
定
義
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
、
国
連
総
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
採
択
を
支
持
し
た
」
と
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
総
会
決
議
を
も
と
に
し
た
国
際
刑
事
裁
判
所
ロ
ー
マ
規
程
検
討
会
議
に
お
い
て
、
日
本
か
ら
は
会
議
の
全
期

間
を
通
し
て
小
松
一
郎
政
府
代
表
（
前
国
際
法
局
長
）
が
参
加
し
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
侵
略
犯
罪
の
定
義
を
含
む
、
侵
略
犯

罪
に
関
す
る
国
際
刑
事
裁
判
所
の
ロ
ー
マ
規
程
へ
の
改
正
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
外
務
省
は
「
第
二
次
大
戦
以

来
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
き
た
侵
略
犯
罪
の
法
典
化
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
は
歴
史
的
意
義
を
有
す
る
」
「
画
期
的
な
合
意
内
容
と

言
え
る
」
と
極
め
て
肯
定
的
な
評
価
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
安
倍
首
相
の
認
識
を
懸
念
す
る
声
が
国
内
外
で
高
ま
っ
て
い
る
な
か
で
、
安
倍
首
相
は
二
〇
一
三
年
五
月
一
五
日

の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
「
村
山
談
話
に
つ
い
て
は
で
す
ね
、
政
権
と
し
て
は
で
す
ね
、
全
体
と
し
て
、
こ
れ
は
受
け
継
い
で

い
く
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
弁
し
た
。
安
倍
首
相
の
答
弁
の
真
意
を
た
だ
し
た
い
。

従
っ
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

一
九
九
五
年
八
月
一
五
日
に
お
け
る
村
山
富
市
元
首
相
の
「
村
山
内
閣
総
理
大
臣
談
話
・
戦
後
五
〇
周
年
の
終
戦
記
念
日

に
あ
た
っ
て
」
（
以
下
「
村
山
談
話
」
）
に
つ
い
て

�

「
村
山
談
話
」
で
は
「
私
は
、
未
来
に
誤
ち
無
か
ら
し
め
ん
と
す
る
が
故
に
、
疑
う
べ
く
も
な
い
こ
の
歴
史
の
事
実
を

二



謙
虚
に
受
け
止
め
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
痛
切
な
反
省
の
意
を
表
し
、
心
か
ら
の
お
詫
び
の
気
持
ち
を
表
明
い
た
し
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
歴
史
が
も
た
ら
し
た
内
外
す
べ
て
の
犠
牲
者
に
深
い
哀
悼
の
念
を
捧
げ
ま
す
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首

相
は
同
じ
姿
勢
か
。
同
じ
姿
勢
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
こ
の
歴
史
が
も
た
ら
し
た
内
外
す
べ
て
の
犠
牲
者
に
深
い
哀
悼
の
念

を
捧
げ
」
る
た
め
に
何
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

�

「
村
山
談
話
」
で
は
「
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
戦
後
処
理
問
題
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
と
こ
れ
ら
の
国
々
と
の
信
頼
関

係
を
一
層
強
化
す
る
た
め
、
私
は
、
ひ
き
続
き
誠
実
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
姿
勢

か
。
同
じ
姿
勢
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
誠
実
に
対
応
し
て
い
く
の
か
。

�

「
村
山
談
話
」
で
は
「
唯
一
の
被
爆
国
と
し
て
の
体
験
を
踏
ま
え
て
、
核
兵
器
の
究
極
の
廃
絶
を
目
指
し
、
核
不
拡
散

体
制
の
強
化
な
ど
、
国
際
的
な
軍
縮
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
過
去
に
対
す

る
つ
ぐ
な
い
と
な
り
、
犠
牲
と
な
ら
れ
た
方
々
の
御
霊
を
鎮
め
る
ゆ
え
ん
と
な
る
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
認
識

か
。

�

「
村
山
談
話
」
で
は
「
わ
が
国
は
、
遠
く
な
い
過
去
の
一
時
期
、
国
策
を
誤
り
、
戦
争
へ
の
道
を
歩
ん
で
国
民
を
存
亡

の
危
機
に
陥
れ
、
植
民
地
支
配
と
侵
略
に
よ
っ
て
、
多
く
の
国
々
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
々
に
対
し
て
多
大
の
損

三



害
と
苦
痛
を
与
え
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
認
識
か
。

�

「
村
山
談
話
」
を
踏
襲
す
る
安
倍
首
相
自
身
は
、
一
九
四
二
年
当
時
、
日
本
が
な
ん
ら
か
の
侵
略
行
為
を
行
っ
て
い
た

と
い
う
認
識
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
侵
略
行
為
だ
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
村
山
談
話
」
を
踏
襲
す
る
安
倍
首
相
自
身
は
、
村
山
談
話
に
お
け
る
「
侵
略
」
の
定
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

そ
れ
は
、
国
連
総
会
決
議
三
三
一
四
に
準
じ
る
も
の
か
。

�

「
国
と
国
と
の
関
係
で
ど
ち
ら
か
ら
見
る
か
で
違
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
安
倍
首
相
自
身
は
、
「
日
中
戦
争
」

は
侵
略
行
為
だ
っ
た
と
い
う
認
識
か
。

�

「
国
と
国
と
の
関
係
で
ど
ち
ら
か
ら
見
る
か
で
違
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
安
倍
首
相
自
身
は
、
「
満
州
国
建

国
」
は
侵
略
行
為
だ
っ
た
と
い
う
認
識
か
。

�

「
国
と
国
と
の
関
係
で
ど
ち
ら
か
ら
見
る
か
で
違
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
安
倍
首
相
自
身
は
、
「
太
平
洋
戦

争
」
は
侵
略
行
為
だ
っ
た
と
い
う
認
識
か
。

��

「
国
と
国
と
の
関
係
で
ど
ち
ら
か
ら
見
る
か
で
違
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
安
倍
首
相
自
身
は
、
「
真
珠
湾
攻

撃
」
は
侵
略
行
為
だ
っ
た
と
い
う
認
識
か
。

四



二

一
九
九
三
年
八
月
四
日
に
お
け
る
河
野
洋
平
元
官
房
長
官
の
「
慰
安
婦
関
係
調
査
結
果
発
表
に
関
す
る
河
野
内
閣
官
房
長

官
談
話
」
（
以
下
「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
）
に
つ
い
て

�

「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
で
は
「
今
次
調
査
の
結
果
、
長
期
に
、
か
つ
広
範
な
地
域
に
わ
た
っ
て
慰
安
所
が
設
置
さ

れ
、
数
多
く
の
慰
安
婦
が
存
在
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
慰
安
所
は
、
当
時
の
軍
当
局
の
要
請
に
よ
り
設
営
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
慰
安
所
の
設
置
、
管
理
及
び
慰
安
婦
の
移
送
に
つ
い
て
は
、
旧
日
本
軍
が
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
こ
れ
に
関

与
し
た
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
認
識
か
。

�

「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
で
は
「
戦
地
に
移
送
さ
れ
た
慰
安
婦
の
出
身
地
に
つ
い
て
は
、
日
本
を
別
と
す
れ
ば
、
朝
鮮

半
島
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
が
、
当
時
の
朝
鮮
半
島
は
我
が
国
の
統
治
下
に
あ
り
、
そ
の
募
集
、
移
送
、
管
理
等

も
、
甘
言
、
強
圧
に
よ
る
等
、
総
じ
て
本
人
た
ち
の
意
思
に
反
し
て
行
わ
れ
た
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
認
識

か
。

�

「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
で
は
「
本
件
は
、
当
時
の
軍
の
関
与
の
下
に
、
多
数
の
女
性
の
名
誉
と
尊
厳
を
深
く
傷
つ
け

た
問
題
で
あ
る
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同
じ
認
識
か
。

�

「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
で
は
「
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
と
し
て
数
多
の
苦
痛
を
経
験
さ
れ
、
心
身
に
わ
た
り
癒
し
が

五



た
い
傷
を
負
わ
れ
た
す
べ
て
の
方
々
に
対
し
心
か
ら
お
詫
び
と
反
省
の
気
持
ち
を
申
し
上
げ
る
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首

相
は
同
じ
姿
勢
か
。

�

「
河
野
官
房
長
官
談
話
」
で
は
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
真
実
を
回
避
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
歴

史
の
教
訓
と
し
て
直
視
し
て
い
き
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
研
究
、
歴
史
教
育
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
永
く

記
憶
に
と
ど
め
、
同
じ
過
ち
を
決
し
て
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う
固
い
決
意
を
改
め
て
表
明
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
は
同

じ
姿
勢
か
。
同
じ
姿
勢
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
歴
史
教
育
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
永
く
記
憶
に
と
ど
め
」
る
た
め

に
、
何
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

三

二
〇
〇
五
年
八
月
一
五
日
に
お
け
る
小
泉
純
一
郎
元
首
相
の
「
内
閣
総
理
大
臣
談
話
」
に
つ
い
て

「
内
閣
総
理
大
臣
談
話
」
で
は
「
我
が
国
は
、
か
つ
て
植
民
地
支
配
と
侵
略
に
よ
っ
て
、
多
く
の
国
々
、
と
り
わ
け
ア
ジ

ア
諸
国
の
人
々
に
対
し
て
多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
与
え
ま
し
た
。
」
と
あ
る
が
、
安
倍
首
相
も
同
じ
見
解
か
。

四

総
会
決
議
三
三
一
四
及
び
侵
略
犯
罪
に
関
す
る
国
際
刑
事
裁
判
所
の
ロ
ー
マ
規
程
へ
の
改
正
決
議
に
つ
い
て

�

日
本
政
府
は
、
侵
略
の
定
義
に
つ
い
て
「
国
際
的
に
も
定
ま
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
認
識
か
。

�

そ
う
で
あ
れ
ば
、
総
会
決
議
三
三
一
四
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
な
合
意
に
相
当
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
か
。

六



�

そ
う
で
あ
れ
ば
、
侵
略
犯
罪
に
関
す
る
国
際
刑
事
裁
判
所
の
ロ
ー
マ
規
程
へ
の
改
正
決
議
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
な
合

意
に
相
当
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
か
。

五

安
倍
首
相
の
歴
史
教
科
書
に
つ
い
て
の
「
こ
の
近
隣
諸
国
条
項
に
よ
っ
て
、
喜
ん
で
も
ら
う
、
日
本
が
こ
ん
な
残
虐
な
こ

と
を
し
ま
し
た
よ
と
い
う
こ
と
を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
外
国
か
ら
は
余
り
指
摘
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
特
定
の
思
惑
を
持
っ
て
行
動
す
る
人
た
ち
に
も
歓
迎
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
ち
ら
の
方
面
に
お
い
て
日
本

が
残
虐
な
行
為
を
や
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
分
に
は
ど
ん
ど
ん
検
定
を
通
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
出
て
き
て
い

る
の
で
は
な
い
か
」
（
第
一
四
〇
回
国
会
衆
議
院
決
算
委
員
会
第
二
分
科
会
、
一
九
九
七
年
五
月
二
七
日
）
と
い
う
発
言
に

つ
い
て

安
倍
首
相
は
、
教
科
書
検
定
基
準
に
お
け
る
「
近
隣
諸
国
条
項
」
を
見
直
す
の
か
。

六

東
京
裁
判
は
「
言
わ
ば
連
合
国
側
が
勝
者
の
判
断
に
よ
っ
て
、
そ
の
断
罪
が
な
さ
れ
た
」
と
い
う
安
倍
首
相
の
認
識
に
変

わ
り
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

七


