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別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
教
育
勅
語
を
道
徳
科
の
授
業
で
扱
う
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

教
育
に
関
す
る
勅
語
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
昭
和
二
十
三
年
六
月
十
九
日
の
衆
議
院
本
会
議
の
「
教
育
勅
語
等
排
除
に
関

す
る
決
議
」
に
お
い
て
、
お
尋
ね
に
あ
る
と
お
り
「
教
育
勅
語
（
中
略
）
の
根
本
理
念
が
主
権
在
君
並
び
に
神
話
的
国
体
観
に

基
い
て
い
る
事
実
は
、
明
か
に
基
本
的
人
権
を
損
い
、
且
つ
国
際
信
義
に
対
し
て
疑
点
を
残
す
も
と
と
な
る
」と
さ
れ
た
上
で
、

「
よ
つ
て
憲
法
第
九
十
八
条
の
本
旨
に
従
い
、
こ
こ
に
衆
議
院
は
院
議
を
以
て
、
こ
れ
ら
の
詔
勅
を
排
除
し
、
そ
の
指
導
原
理

的
性
格
を
認
め
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
」
と
決
議
さ
れ
、
ま
た
、
御
指
摘
の
同
日
の
参
議
院
本
会
議
の
「
教
育
勅
語
等
の
失
効

確
認
に
関
す
る
決
議
」
に
お
い
て
、
「
わ
れ
ら
は
、
さ
き
に
日
本
国
憲
法
の
人
類
普
遍
の
原
理
に
則
り
、
教
育
基
本
法
を
制
定

し
て
、
わ
が
国
家
及
び
わ
が
民
族
を
中
心
と
す
る
教
育
の
誤
り
を
徹
底
的
に
払
拭
し
、
真
理
と
平
和
と
を
希
求
す
る
人
間
を
育

成
す
る
民
主
主
義
的
教
育
理
念
を
お
ご
そ
か
に
宣
明
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
教
育
勅
語
は
・
・
・
既
に
廃
止
せ
ら
れ
そ
の

効
力
を
失
つ
て
い
る
」
と
決
議
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
と
し
て
は
、
森
戸
文
部
大
臣
（
当
時
）
が
、
同
日
の

衆
議
院
本
会
議
等
に
お
い
て
、
「
敗
戦
後
の
日
本
は
、
国
民
教
育
の
指
導
理
念
と
し
て
民
主
主
義
と
平
和
主
義
と
を
高
く
掲
げ

ま
し
た
が
、
同
時
に
、
こ
れ
と
矛
盾
せ
る
教
育
勅
語
・
・
・
に
対
し
ま
し
て
は
、
教
育
上
の
指
導
原
理
た
る
性
格
を
否
定
し
て

き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
新
憲
法
の
制
定
、
そ
れ
に
基
く
教
育
基
本
法
並
び
に
学
校
教
育
法
の
制
定
に
よ
つ
て
、

一



法
制
上
明
確
に
さ
れ
ま
し
た
」
等
と
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
お
尋
ね
の
「
道
徳
科
の
授
業
の
中
で
、
教
育
勅
語
を
一
つ
の
是
認
さ
れ
る
べ
き
価
値
と
し
て
教
え
る
こ
と
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳
等
の
教
科
等
の
授
業
を
含
む

教
育
の
場
に
お
い
て
、
憲
法
や
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
等
に
反
す
る
形
で
教
育
に
関
す
る
勅
語
を
用

い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
教
育
に
関
す
る
勅
語
を
教
育
に
お
い
て
用
い
る
こ
と
が
憲
法
や

教
育
基
本
法
等
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
、
学
校
の
設
置
者
や
所
轄
庁
に
お
い
て
、
教
育
を
受
け
る
者
の
心

身
の
発
達
等
の
個
別
具
体
的
な
状
況
に
即
し
て
、
国
民
主
権
等
の
憲
法
の
基
本
理
念
や
教
育
基
本
法
の
定
め
る
教
育
の
目
的
等

に
反
し
な
い
よ
う
な
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
か
等
の
様
々
な
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
教
育
に
お
い
て
、
憲
法
や
教
育
基
本
法
等
に
反
す
る
形
で
教
育
に
関
す
る
勅
語
が
用
い
ら
れ
た
場
合
は
、
ま
ず
は
、

学
校
の
設
置
者
や
所
轄
庁
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
夫
婦
相
和
シ
」
は
現
代
で
も
正
し
い
価
値
で
あ
る
と
お
考
え
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、

そ
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
男
女
の
平
等
の
理
念
に
反
す
る
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
夫
婦
は
同
等
の
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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