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衆
議
院
議
員
中
村
哲
治
君
提
出
我
が
国
に
お
け
る
条
約
難
民
の
認
定
体
制
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
六
年
条
約
第
二
十
一
号
。
以
下
「
難
民
条
約
」
と
い
う
。
）
の
解
釈
に
つ
い
て

は
、
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
昭
和
五
十
六
年
条
約
第
十
六
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
さ
れ
る
と
お
り
、
前
文
及

び
附
属
書
を
含
む
条
約
文
等
の
文
脈
に
よ
り
か
つ
そ
の
趣
旨
及
び
目
的
に
照
ら
し
て
与
え
ら
れ
る
用
語
の
通
常
の
意
味
に
従

い
、
誠
実
に
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
最
終
文
書
」
と
は
、
「
難
民
及
び
無
国
籍
者
の
地
位
に
関
す
る
国
際
連
合
全
権
会
議
の
最
終
文
書
」

を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
同
文
書
は
、
同
会
議
に
お
い
て
難
民
条
約
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
及
び
そ
れ
に
至
る
ま
で

の
経
緯
等
に
つ
い
て
述
べ
る
と
と
も
に
各
国
政
府
等
に
対
し
一
定
の
勧
告
を
行
っ
て
お
り
、
同
文
書
が
、
難
民
条
約
の
解
釈

に
当
た
り
参
考
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九

号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
の
二
の
「
難
民
で
あ
る
旨
の
認
定
」
と
は
、
そ
の
申
請
を
行
っ
た
外
国
人

一



が
難
民
条
約
第
一
条
又
は
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
（
昭
和
五
十
七
年
条
約
第
一
号
。
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
難
民
条
約
の
適
用
を
受
け
る
難
民
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
資
料
に
基
づ
き
有
権
的
に
確
定

す
る
行
為
で
あ
り
、
自
由
裁
量
に
よ
り
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
文
書
の
御
指
摘
の
部
分
は
、
国
際
連
合
難
民
高
等
弁
務
官
（
以
下
「
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、

難
民
保
護
の
趣
旨
及
び
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
役
割
等
を
一
般
論
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
政
府
の
見
解
と
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
個
別
具
体
の
事
案
に
お
け
る
難
民
の
認
定
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
衆
議
院
議
員
中
村
哲
治

君
提
出
我
が
国
に
お
け
る
条
約
難
民
の
認
定
体
制
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
四
年
八
月
二
十
七
日
内
閣
衆

質
一
五
四
第
一
九
五
号
）
一
に
つ
い
て
で
答
弁
し
た
と
お
り
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
難
民
の
認
定
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
入
管
法

上
の
難
民
の
認
定
が
行
わ
れ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
ず
、
そ
の
理
由
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
行
う
難
民
の
認
定
（
当
該
認
定
の

ひ

目
的
に
は
、
当
該
難
民
認
定
申
請
者
が
所
在
す
る
国
に
よ
る
庇
護
ま
で
は
要
請
し
な
い
が
、
迫
害
が
予
想
さ
れ
る
国
へ
の
送

還
を
防
止
す
る
必
要
は
認
め
ら
れ
る
難
民
的
状
態
に
置
か
れ
た
者
を
も
認
定
し
て
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
任
務
を
遂
行
す
る
と
い
う

要
素
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
）
と
難
民
条
約
締
約
国
に
よ
る
難
民
の
認
定
と
で
は
そ
の
目
的
及
び
対
象
を
異
に
す
る
か
ら

二



で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
判
断
理
由
を
開
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
仮
に
御
指
摘
の
よ
う
な
限
定
を
加
え
た
と
し
て
も
、
開
示
に
よ

り
、
当
該
判
断
の
基
礎
と
な
っ
た
情
報
が
明
ら
か
と
な
り
、
関
係
機
関
等
当
該
情
報
の
入
手
先
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ

て
今
後
の
情
報
収
集
に
多
大
な
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
等
か
ら
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。

六
に
つ
い
て

難
民
の
認
定
に
関
す
る
事
務
を
法
務
省
が
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
我
が
国
が
難
民
条
約
及
び
議
定
書
を
締

結
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
実
施
に
伴
う
難
民
の
認
定
は
政
府
と
し
て
統
一
的
に
行
う
も
の
と
し
た
上
で
、
難
民
の
認
定

の
対
象
と
す
る
の
は
「
本
邦
に
あ
る
外
国
人
」
で
あ
り
、
難
民
の
認
定
に
関
す
る
事
務
は
出
入
国
管
理
行
政
上
の
諸
手
続
と

接
点
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
出
入
国
管
理
行
政
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
同
省
に
お
い
て
難
民
の
認
定
に
関
す
る
事

務
を
所
掌
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
関
係
省
庁
の
意
見
も
一
致
し
、
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
等
へ
の
加
入
に
伴

う
出
入
国
管
理
令
そ
の
他
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
お
い
て
、
そ
の
旨
の

法
務
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
の
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

三



法
務
省
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
難
民
の
認
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
豊
富
な
情
報
と
経
験
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
難
民
の
認
定
に
つ
い
て
専
門
的
に
事
実
の
調
査
を
行
う
難
民
調
査
官
等
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
難
民
の
認
定
に

関
す
る
事
務
を
同
省
に
お
い
て
行
う
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
り
、
新
た
に
内
閣
府
に
独
立
し
た
機
関
を
設
置
す
る
必
要
は
な

い
も
の
と
考
え
る
。

七
に
つ
い
て

法
務
省
に
お
い
て
は
、
入
管
法
第
六
十
一
条
の
二
第
三
項
に
基
づ
き
、
難
民
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
外
国
人
に

対
し
、
理
由
を
付
し
た
書
面
を
も
っ
て
そ
の
旨
を
通
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
難
民
認
定
手
続
の
透
明
性
を
一
層
高
め
る
た

め
、
本
年
一
月
か
ら
、
難
民
の
認
定
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
行
う
際
に
は
、
よ
り
具
体
的
な
理
由
を
付
記
す
る
こ
と
と
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
判
断
の
前
提
と
し
た
す
べ
て
の
資
料
を
当
該
外
国
人
に
開
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
含
ま

れ
る
情
報
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
機
関
等
当
該
情
報
の
入
手
先
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
て
今
後
の
情
報

収
集
に
多
大
な
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
及
び
第
三
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

か
ら
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。

四



八
に
つ
い
て

難
民
認
定
申
請
者
か
ら
事
情
を
聴
取
す
る
場
合
に
は
、
可
能
な
限
り
当
該
申
請
者
の
求
め
る
言
語
の
通
訳
人
を
付
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
、
地
方
入
国
管
理
局
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
者
が
日
常
的
に
使
用
し
て
い
る
言
語
の
通
訳
人
の
確
保
に
努

め
、
こ
の
う
ち
公
平
で
中
立
的
な
立
場
に
あ
る
適
切
な
者
を
選
ん
で
通
訳
人
と
し
て
い
る
。

難
民
調
査
官
が
当
該
申
請
者
の
供
述
を
録
取
し
た
調
書
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施

行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
録
取
し
た
内
容
を
申
請
者
で
あ
る

供
述
人
に
通
訳
人
を
介
し
て
読
み
聞
か
せ
、
誤
り
が
な
い
こ
と
を
十
分
に
確
認
さ
せ
た
上
で
署
名
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

適
正
に
供
述
の
録
取
を
実
施
し
、
調
書
の
正
確
性
を
担
保
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
方
法
を
採
る
ま
で
の
必

要
性
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

五


