
令
和
元
年
七
月
五
日
受
領

答
弁
第
三
〇
一
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
三
〇
一
号

令
和
元
年
七
月
五
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
松
原
仁
君
提
出
「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
」
の
改
正
と
犬
及
び
猫
に
係
る
規
定
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
」
の
改
正
と
犬
及
び
猫
に
係
る
規
定
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
中
央
省
庁
と
地
方
自
治
体
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
計
画
の
検
討
、
及
び
、
策
定
さ
れ
た
計
画
の
遂

行
が
行
わ
れ
、
検
証
さ
れ
る
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
都
道
府
県
は
、
動
物
の
愛
護

及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
、
法
第

五
条
第
一
項
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
た
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的

な
指
針
（
平
成
十
八
年
環
境
省
告
示
第
百
四
十
号
。
以
下
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。
）
に
即
し
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域

に
お
け
る
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

う
し
た
枠
組
み
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
御
指
摘
の
「
「
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
」
の
機
能
、
業
務
」
に
関
し
て
、
環
境

省
と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
判
断
で
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一



三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
周
辺
の
生
活
環
境
が
損
な
わ
れ
る
事
態
」
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
に
伴
う
飼
料
の
残

さ
又
は
動
物
の
ふ
ん
尿
そ
の
他
の
汚
物
の
不
適
切
な
処
理
又
は
放
置
に
よ
り
発
生
す
る
臭
気
な
ど
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障

を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
事
態
が
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
に
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
辺
の
生
活
環
境
が
損
な
わ
れ
る
事
態
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
引
取
り
を
求
め
る
相
当
の
事
由
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
こ
と

と
な
る
。

そ
の
他
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
地
域
特
定
飼
い
主
の
既
得
権
」
、
「
犬
猫
に
関
し
て
拒
否
感
を
持
つ
住
民
と
の
間
の

調
整
」
及
び
「
周
辺
住
民
の
一
方
的
な
苦
情
だ
け
で
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
地
域
猫
」
に
つ
い
て
は
、
基
本
指
針
第
二
の
二
の
�
の
②
の
ア
に
「
飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
不

妊
去
勢
手
術
を
施
し
て
地
域
住
民
の
十
分
な
理
解
の
下
に
管
理
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
、
「
地

域
猫
」
に
係
る
管
理
は
地
域
住
民
か
ら
の
理
解
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
具
体
的
」
な
「
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
犬
又
は
猫
の
所
有
者
が
当
該
犬
又
は
猫
を
計
画
的
に
繁
殖

さ
せ
る
意
図
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
犬
又
は
猫
に
生
殖
を
不
能
に
す
る
手
術
を
行
わ
ず
、
当
該
犬
又
は
猫
の
雄
と

雌
を
同
一
の
設
備
で
飼
養
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
当
該
設
備
内
の
犬
又
は
猫
の
健
康
及
び
安
全
を
保
持
し
適
正
に
飼
養
す

る
こ
と
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
等
が
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
時
点
」
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
お
そ
れ
が
現
実
化
す
る
前
の
時
点
と
考
え
ら
れ
る
が
、
講
ず
べ
き

措
置
の
内
容
に
応
じ
て
、
個
別
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。三


