
平
成
三
十
年
六
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

三

七

四

号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
三
七
四
号

平
成
三
十
年
六
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
長
島
昭
久
君
提
出
国
際
法
上
の
交
戦
者
の
権
利
・
義
務
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
島
昭
久
君
提
出
国
際
法
上
の
交
戦
者
の
権
利
・
義
務
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

一
般
国
際
法
上
、
「
交
戦
権
」
に
つ
い
て
は
、
確
立
し
た
定
義
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
一
般
に
、
戦
争
自
体

が
国
家
政
策
の
遂
行
手
段
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
伝
統
的
な
戦
時
国
際
法
の
下
に
お
い
て
、
国
家
が
「
交
戦
国
」

と
し
て
有
す
る
国
際
法
上
の
諸
権
利
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
武
力
の
行
使
が
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
、

国
際
法
上
戦
争
が
違
法
化
さ
れ
た
国
連
憲
章
の
下
に
お
い
て
は
、
戦
争
が
違
法
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
伝
統
的
な
意

味
で
の
「
交
戦
権
」
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
各
紛
争
当
事
国
は
、

個
別
の
事
例
ご
と
に
お
け
る
国
際
法
上
の
根
拠
に
基
づ
き
、
そ
の
認
め
る
範
囲
内
で
、
従
来
で
あ
れ
ば
「
交
戦
権
」
の
行
使

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
措
置
を
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
当
該
措
置
の
態
様
が
い
か
な
る
も
の
に
な
る
か
に
つ
い
て

は
、
具
体
的
な
状
況
に
応
じ
て
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
一
概
に
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
交
戦
状
態
の
権
利
（rig

h
ts
o
f
b
e
llig
e
re
n
c
y

）
」
及
び
「
交
戦
者
の
権
利
（b

e
llig
e
re
n
t’s
rig
h
t

）
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
国
際
法
上
の
「
交
戦
権
」
に

一



つ
い
て
は
、
一
及
び
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
戦
争
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
（
昭
和
二
十
八
年
条

約
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
及
び
第
二
十
六
号
。
以
下
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
」
と
い
う
。
）
及
び
千
九

百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
追
加
議
定
書
（
議
定

書
Ｉ
）
（
平
成
十
六
年
条
約
第
十
二
号
。
以
下
「
第
一
追
加
議
定
書
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
捕
虜
に
関
す
る
規
定
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第

七
十
九
号
）
に
基
づ
く
我
が
国
の
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
へ
の
参
加
は
、
同
法
第
三
条
第
一
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
規
定
す

る
場
合
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
同
法
第
六
条
第
十
三
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
国

際
平
和
協
力
業
務
を
中
断
し
、
又
は
国
際
平
和
協
力
隊
の
派
遣
を
終
了
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
際
連
合
平
和

維
持
活
動
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
国
際
平
和
協
力
業
務
を
行
っ
て
い
る
自
衛
隊
の
部
隊
等
又
は
自
衛
隊
派
遣
隊
員
が
当
該
活

動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
又
は
紛
争
当
事
者
か
ら
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
攻
撃
等
を
受
け
て
、

当
該
部
隊
等
に
所
属
す
る
自
衛
隊
員
又
は
当
該
自
衛
隊
派
遣
隊
員
が
捕
ら
え
ら
れ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
及
び
第
一
追
加
議

二



定
書
上
の
捕
虜
と
な
る
事
態
は
想
定
さ
れ
な
い
。

万
が
一
、
自
衛
隊
員
が
外
国
等
に
不
法
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
場
合
に
は
、
政
府
と
し
て
は
、
当
該
自
衛
隊
員
の
即
時
解

放
を
強
く
求
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
解
放
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
そ
の
身
柄
は
、
少
な
く
と
も
、
普
遍
的
に
認
め

ら
れ
て
い
る
人
権
に
関
す
る
基
準
並
び
に
国
際
人
道
法
の
原
則
及
び
精
神
に
従
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当

然
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
交
戦
権
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
捕
虜
を
適
正
に
待
遇
し
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
恐
れ
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
は
、
捕
虜
の
待
遇
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

条
約
（
昭
和
二
十
八
年
条
約
第
二
十
五
号
）
そ
の
他
の
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
係
る
国
際
人
道
法
の
的
確
な
実
施
を
確
保
す
る

た
め
、
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

を
定
め
て
お
り
、
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
同
法
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
合
法
的
交
戦
者
の
権
利
（rig

h
t
o
f
la
w
fu
l
b
e
llig
e
re
n
t

）
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い

三



た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
が
国
は
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
五
号
）
第
十
一
条
に
よ
り
、
極
東
国
際

軍
事
裁
判
所
の
裁
判
を
受
諾
し
て
お
り
、
国
と
国
と
の
関
係
に
お
い
て
、
同
裁
判
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
立
場
に
な
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
憲
法
第
九
条
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
諸
外
国
に
対
し
て
、
様

々
な
機
会
を
捉
え
て
、
説
明
し
て
き
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
交
戦
者
」
及
び
「
戦
闘
員
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
「
交
戦
国
」
に
対
し
て
一
定
の
義
務
を
負
う
国
家
と
し
て
の
「
中

立
国
」
の
義
務
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
あ
れ
ば
、
当
該
「
中
立
国
」
と
い
う
概
念
は
、
戦
争
自
体
が
国
家
政
策
の
遂
行
手
段

の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
伝
統
的
な
戦
時
国
際
法
の
下
で
発
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
武
力
の
行
使
が
原
則
的
に
禁
止

四



さ
れ
、
国
際
法
上
戦
争
が
違
法
化
さ
れ
た
国
連
憲
章
の
下
に
お
い
て
は
、
戦
争
が
違
法
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
こ
の

よ
う
な
概
念
は
、
現
在
で
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
わ
が
国
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
拘
束
さ
れ
な
い
他
国
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
国
内
法
に
よ
る
制
約
を
別
と
し
て
、
国
際
法
上
の
観
点
か
ら
は
、
一
及
び
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
各
紛

争
当
事
国
は
、
個
別
の
事
例
ご
と
に
お
け
る
国
際
法
上
の
根
拠
に
基
づ
き
、
そ
の
認
め
る
範
囲
内
で
、
従
来
で
あ
れ
ば
「
交

戦
権
」
の
行
使
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
措
置
を
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五


