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○
議
長
（
額
賀
福
志
郎
君
） 

た
だ
い
ま
の
趣
旨
の
説
明

に
対
し
て
質
疑
の
通
告
が
あ
り
ま
す
。
順
次
こ
れ
を
許
し

ま
す
。
尾

か
な
子
君
。 

 
 
 
 

〔
尾

か
な
子
君
登
壇
〕 

○
尾

か
な
子
君 

立
憲
民
主
党
の
尾

か
な
子
で
す
。 

 

私
は
、
会
派
を
代
表
し
、
公
益
通
報
者
保
護
法
改
正
案

に
つ
い
て
、
全
て
伊
東
良
孝
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
に
お

聞
き
を
い
た
し
ま
す
。
（
拍
手
） 

 

公
益
通
報
者
保
護
法
は
、
不
正
を
正
す
た
め
に
勇
気
を

出
し
て
声
を
上
げ
た
人
を
守
る
た
め
の
法
律
で
す
。
二
〇

〇
六
年
に
施
行
さ
れ
、
十
九
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
今
回
、

二
度
目
の
改
正
と
な
り
ま
す
。
こ
の
間
、
内
部
通
報
者
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
事
象
も
増
え
、
企
業
の
体
制
整
備

も
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
一
方
で
、
内
部
通
報
を
契
機

と
し
た
探
索
行
為
や
報
復
行
為
に
よ
り
通
報
者
が
甚
大
な

不
利
益
を
被
り
、
時
に
は
、
因
果
関
係
の
立
証
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
お
亡
く
な
り
に
な
る
よ
う
な
事
件
も
起
こ
っ
て

い
ま
す
。
今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、
進
む
部
分
も
あ
り
ま

す
が
、
不
十
分
な
点
が
幾
つ
も
あ
る
た
め
、
順
次
質
問
を

し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

公
益
通
報
者
保
護
法
の
根
本
的
な
課
題
と
し
て
、
そ
の

仕
組
み
の
複
雑
さ
が
あ
り
、
公
益
通
報
を
行
お
う
と
す
る

者
に
と
っ
て
も
仕
組
み
の
理
解
が
難
し
い
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
公
益
通
報
者
保
護
法
は
、
公
益
通
報

者
が
通
報
に
よ
り
会
社
か
ら
報
復
と
し
て
不
利
益
な
取
扱

い
を
受
け
た
場
合
、
通
報
者
保
護
を
求
め
る
た
め
に
は
、

自
ら
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
通

報
者
の
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
現
状
が
あ
り
ま
す
。 

 

ま
ず
、
公
益
通
報
に
当
た
る
対
象
法
律
の
狭
さ
に
つ
い

て
お
聞
き
し
ま
す
。 

 

政
府
は
、
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
の
保
護
に
関
す

る
法
令
、
刑
事
罰
、
過
料
が
あ
る
約
五
百
本
が
公
益
通
報

に
当
た
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
セ
ク
シ

ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
多
く

は
、
公
益
通
報
に
該
当
し
ま
せ
ん
。 

 
対
象
法
律
に
つ
い
て
、
対
象
を
絞
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス

ト
方
式
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
方
式
へ
変
更
す
る
方
が
、

よ
り
公
益
通
報
に
当
た
る
事
象
が
広
が
る
と
思
い
ま
す
が
、

大
臣
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。 

 

森
友
学
園
問
題
に
関
し
て
、
財
務
省
か
ら
公
文
書
改
ざ

ん
を
命
じ
ら
れ
た
赤
木
俊
夫
さ
ん
が
命
を
絶
た
れ
て
か
ら

七
年
が
過
ぎ
、
今
年
一
月
に
、
財
務
省
の
森
友
学
園
を
め

ぐ
る
公
文
書
の
不
開
示
決
定
を
取
り
消
す
判
決
が
大
阪
高

裁
で
出
さ
れ
、
や
っ
と
公
文
書
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
闘
っ
て
こ
ら
れ
た
赤
木
雅
子
さ
ん
、
関
係
者

の
皆
様
に
心
か
ら
敬
意
を
表
し
ま
す
。 

 

赤
木
さ
ん
が
理
不
尽
な
公
文
書
改
ざ
ん
を
命
じ
ら
れ
た

と
き
、
公
益
通
報
と
し
て
財
務
省
の
窓
口
に
通
報
し
た
場

合
、
公
益
通
報
に
当
た
る
の
で
し
ょ
う
か
。
公
文
書
管
理

法
は
公
益
通
報
の
対
象
に
入
る
の
か
、
伺
い
ま
す
。 

 

次
に
、
兵
庫
県
庁
文
書
問
題
に
関
連
し
て
お
聞
き
し
ま

す
。 

 

兵
庫
県
代
表
監
査
委
員
に
提
出
さ
れ
た
文
書
問
題
に
関

す
る
第
三
者
調
査
委
員
会
の
調
査
報
告
書
で
は
、
元
西
播

磨
県
民
局
長
に
よ
る
文
書
の
作
成
、
配
布
行
為
は
、
公
益

通
報
者
保
護
法
に
お
け
る
報
道
機
関
や
消
費
者
団
体
な
ど

外
部
へ
の
通
報
、
三
号
通
報
に
該
当
す
る
と
し
ま
し
た
。

兵
庫
県
知
事
が
通
報
者
の
探
索
を
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て

も
、
公
益
通
報
者
保
護
法
違
反
と
し
ま
し
た
。
文
書
の
作

成
、
配
布
行
為
を
懲
戒
処
分
の
理
由
の
一
つ
と
し
た
こ
と

も
、
違
法
、
無
効
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
兵
庫
県
に
お

い
て
公
益
通
報
者
保
護
法
が
機
能
し
な
か
っ
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

一
連
の
兵
庫
県
文
書
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
公
益
通
報
者

保
護
法
違
反
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

公
益
通
報
者
保
護
法
の
実
効
性
が
問
わ
れ
る
重
大
な
事
態

で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
担
当
大
臣
と
し
て
ど
の
よ
う
に
お

考
え
か
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

さ
ら
に
、
体
制
整
備
義
務
違
反
に
つ
い
て
、
第
二
十
条

に
よ
り
、
自
治
体
は
除
外
さ
れ
て
い
ま
す
。
兵
庫
県
の
事

象
を
踏
ま
え
る
と
、
消
費
者
庁
が
指
導
助
言
で
き
る
よ
う

に
、
二
十
条
の
除
外
を
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

 

今
回
の
法
改
正
で
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
に
つ

い
て
、
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
不
利
益
な

取
扱
い
を
禁
止
し
、
違
反
し
て
分
限
免
職
又
は
懲
戒
処
分

を
し
た
者
に
対
し
、
六
か
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万

円
以
下
の
罰
金
を
科
し
ま
し
た
。
違
反
し
て
分
限
免
職
又

は
懲
戒
処
分
し
た
者
と
は
、
処
分
権
者
に
な
る
わ
け
で
す

が
、
国
家
公
務
員
に
お
い
て
は
大
臣
等
、
地
方
自
治
体
に


 

こ
の
議
事
速
報
（未
定
稿
）は
、
審
議
の
参
考
に
供
す
る
た

め
の
未
定
稿
版
で
、
一
般
へ
の
公
開
用
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 


 

後
刻
速
記
録
を
調
査
し
て
処
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
発

言
、
理
事
会
で
協
議
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
発
言
等
は
、
原

発
言
の
ま
ま
掲
載
し
て
い
ま
す
。 


 

今
後
、
訂
正
、
削
除
が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
審
議
の
際
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
正
規
の
会
議
録
と

受
け
取
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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お
い
て
は
知
事
、
市
町
村
長
な
ど
も
含
む
と
い
う
こ
と
で

よ
い
の
か
、
大
臣
に
確
認
い
た
し
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
今
回
の
法
改
正
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
通
報

者
へ
の
不
利
益
取
扱
い
に
つ
い
て
、
二
点
質
問
い
た
し
ま

す
。 

 

法
改
正
に
よ
り
、
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し

て
解
雇
又
は
懲
戒
を
し
た
者
に
対
し
、
拘
禁
刑
、
罰
金
な

ど
刑
事
罰
を
科
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
歩
前
進
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
な
ぜ
対
象
を
解
雇
又
は
懲
戒
に
限
定
し

た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
調
査
で
は
、

通
報
者
が
受
け
る
不
利
益
取
扱
い
は
、
最
多
が
嫌
が
ら
せ
、

次
に
配
置
転
換
で
す
。
声
を
上
げ
た
勇
気
あ
る
通
報
者
を

守
る
た
め
に
は
、
不
当
な
配
置
転
換
等
も
刑
事
罰
の
対
象

に
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
臣
の
答
弁
を

求
め
ま
す
。 

 

ま
た
、
刑
事
罰
へ
の
プ
ロ
セ
ス
も
不
透
明
で
す
。
通
報

者
は
民
事
裁
判
に
よ
っ
て
公
益
通
報
者
と
し
て
保
護
さ
れ

る
と
い
う
事
実
認
定
を
得
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
消

費
者
庁
と
し
て
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
想
定
し
て
い
る

の
か
、
お
答
え
く
だ
さ
い
。 

 

消
費
者
庁
に
お
け
る
有
識
者
検
討
委
員
会
で
は
、
報
復

配
転
へ
の
罰
則
に
は
、
企
業
側
の
委
員
が
反
対
を
唱
え
ま

し
た
。
一
方
で
、
内
部
通
報
訴
訟
の
内
部
通
報
者
等
は
ヒ

ア
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
有
識
者
検
討
委
員
会
で
通

報
当
事
者
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す

か
。 

 

も
う
一
点
は
、
立
証
責
任
の
転
換
で
す
。
今
回
の
法
改

正
で
、
通
報
後
一
年
以
内
の
解
雇
又
は
懲
戒
は
、
公
益
通

報
を
理
由
と
し
て
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
と
し
ま
し
た
。

立
証
責
任
の
転
換
に
つ
い
て
は
前
進
で
す
が
、
こ
れ
も
解

雇
と
懲
戒
だ
け
に
限
定
さ
れ
、
配
置
転
換
等
が
除
外
さ
れ

て
い
ま
す
。
韓
国
や
Ｅ
Ｕ
な
ど
は
、
既
に
不
利
益
取
扱
い

の
立
証
責
任
は
企
業
側
に
転
換
す
る
制
度
を
つ
く
っ
て
い

ま
す
。
配
置
転
換
等
も
立
証
責
任
の
転
換
の
範
囲
に
入
れ

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

保
護
す
べ
き
通
報
者
の
範
囲
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。 

 

今
回
、
保
護
す
べ
き
通
報
者
に
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
め

る
こ
と
は
評
価
し
ま
す
が
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
該
当
し
な

い
取
引
先
事
業
者
、
通
報
者
の
支
援
者
な
ど
は
、
通
報
者

保
護
の
対
象
外
と
な
り
ま
し
た
。
取
引
先
事
業
者
は
、
不

正
を
知
り
得
る
立
場
に
あ
り
ま
す
が
、
通
報
し
た
こ
と
を

知
ら
れ
る
と
取
引
を
打
ち
切
ら
れ
る
弱
い
立
場
に
あ
り
ま

す
。
通
報
者
の
同
僚
な
ど
、
通
報
者
を
支
援
す
る
立
場
の

者
な
ど
も
保
護
す
べ
き
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
方

々
を
保
護
す
べ
き
通
報
者
の
対
象
に
す
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

 
通
報
の
際
の
証
拠
収
集
、
持
ち
出
し
に
つ
い
て
お
聞
き

し
ま
す
。 

 

内
部
通
報
を
し
て
も
も
み
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
、
報
道
機
関
や
消
費
者
団
体
な
ど
外
部
へ
の

三
号
通
報
を
行
っ
た
場
合
は
、
真
実
相
当
性
が
問
わ
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
に
も
、
証
拠
を
収
集
し
、
持
ち
出
す
必
要

が
あ
り
ま
す
が
、
鹿
児
島
県
警
の
内
部
文
書
漏
え
い
事
件

の
よ
う
に
、
持
ち
出
し
と
外
部
通
報
が
守
秘
義
務
違
反
に

問
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
証
拠
収
集
、
持

ち
出
し
行
為
に
つ
い
て
は
、
守
秘
義
務
違
反
の
免
責
規
定

を
作
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

ま
た
、
今
回
の
改
正
案
で
、
新
た
に
通
報
妨
害
の
禁
止

及
び
通
報
者
探
索
の
禁
止
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ず

れ
も
正
当
な
理
由
が
な
い
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
ま
す
。

正
当
な
理
由
と
は
、
ど
う
い
っ
た
内
容
を
想
定
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。 

 

公
益
通
報
者
対
応
業
務
従
事
者
の
指
定
及
び
体
制
整
備

の
義
務
の
事
業
者
の
規
模
は
、
三
百
人
超
の
事
業
者
に
限

ら
れ
て
お
り
、
全
事
業
者
に
占
め
る
割
合
は
低
い
の
が
現

状
で
す
。
百
人
超
の
事
業
者
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
で
、
公

益
通
報
の
対
象
に
な
る
よ
う
な
違
法
行
為
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
公
益
通
報
す
る
こ
と
に
ち
ゅ
う
ち
ょ
し
な
い
よ
う

な
職
場
を
つ
く
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
臣
の

見
解
を
お
伺
い
し
ま
す
。 

 

今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、
事
業
者
に
対
し
て
の
立
入
検

査
権
限
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
前
進
で
あ
る
と
評

価
し
ま
す
が
、
増
加
す
る
業
務
量
に
対
応
で
き
る
の
か
、

懸
念
が
残
り
ま
す
。
現
在
、
消
費
者
庁
で
公
益
通
報
を
担

当
し
て
い
る
職
員
は
何
人
で
し
ょ
う
か
。
非
常
に
限
ら
れ

た
人
数
で
実
務
を
担
わ
れ
て
い
る
現
状
を
見
る
と
、
予
算
、

人
員
体
制
の
整
備
が
セ
ッ
ト
で
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

 

圧
倒
的
な
情
報
量
と
力
を
持
つ
雇
用
主
で
あ
る
会
社
と

裁
判
を
闘
う
こ
と
の
困
難
さ
、
本
人
の
経
済
的
負
担
、
時

間
的
負
担
、
心
理
的
負
担
は
非
常
に
重
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
通
報
者
の
保
護
策
、
救
済
策
が
充
実
し
な
け
れ
ば
、

リ
ス
ク
を
負
っ
て
通
報
す
る
ハ
ー
ド
ル
は
依
然
高
い
も
の

に
な
り
ま
す
。 

 

日
本
の
精
密
機
器
メ
ー
カ
ー
で
は
、
内
部
通
報
を
し
た

浜
田
正
晴
さ
ん
の
例
で
す
と
、
会
社
に
籍
を
置
き
な
が
ら
、

そ
の
会
社
を
相
手
に
、
配
置
転
換
は
内
部
通
報
に
よ
る
も

の
で
あ
り
無
効
で
あ
る
と
し
て
、
民
事
裁
判
を
八
年
闘
わ

れ
ま
し
た
。
奇
跡
的
な
勝
訴
を
か
ち
取
り
ま
し
た
が
、
元

の
部
署
に
戻
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
内
部
通
報
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者
に
対
し
て
現
実
的
な
救
済
が
難
し
い
場
合
が
多
い
の
も

現
状
で
す
。
費
用
手
当
て
の
あ
る
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
創
設
や
、

米
国
に
あ
る
よ
う
な
報
奨
金
な
ど
の
新
制
度
の
検
討
が
必

要
と
思
い
ま
す
が
、
大
臣
の
見
解
を
お
伺
い
し
ま
す
。 

 

今
回
、
法
改
正
か
ら
次
の
改
正
ま
で
、
検
討
期
間
が
五

年
と
な
り
ま
し
た
。
改
正
内
容
以
外
に
も
検
討
を
す
べ
き

課
題
は
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
今
回
も
前
回
と
同
様
に
三

年
で
見
直
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
見
解
を
伺
い
ま
す
。 

 

兵
庫
県
で
は
、
西
播
磨
県
民
局
長
が
、
通
報
者
の
探
索
、

懲
戒
処
分
な
ど
を
受
け
、
死
を
も
っ
て
抗
議
す
る
と
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
残
し
、
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
後
に

県
が
設
置
し
た
第
三
者
委
員
会
で
、
公
益
通
報
に
当
た
り
、

県
側
の
行
為
は
公
益
通
報
者
保
護
法
違
反
で
あ
る
と
認
定

さ
れ
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
亡
く
な
ら
れ
た
命
は
戻

っ
て
は
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
二
度
と
起
こ
し

て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
し
て
、
実
効
性
あ
る
公
益
通
報
者
保
護
法
に
す
る
た

め
に
は
、
私
た
ち
が
提
案
す
る
、
配
置
転
換
を
刑
事
罰
に

加
え
る
と
と
も
に
、
立
証
責
任
の
転
換
に
加
え
る
等
の
法

案
修
正
に
応
じ
て
い
た
だ
く
、
そ
の
こ
と
を
強
く
お
願
い

し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

不
正
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
と
勇
気
を
持
ち
声
を
上
げ

た
公
益
通
報
者
を
真
に
保
護
で
き
る
公
益
通
報
者
保
護
法

と
な
る
こ
と
を
願
い
ま
し
て
、
私
の
質
問
を
終
わ
り
た
い

と
思
い
ま
す
。 

 

御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
） 

 
 
 
 

〔
国
務
大
臣
伊
東
良
孝
君
登
壇
〕 

○
国
務
大
臣
（
伊
東
良
孝
君
） 

尾

か
な
子
議
員
か
ら

た
く
さ
ん
の
御
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
合
計
十
五
問

あ
り
ま
す
の
で
、
順
次
御
答
弁
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

ま
ず
、
公
益
通
報
者
保
護
法
の
対
象
法
律
の
規
定
方
式

に
つ
い
て
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

公
益
通
報
者
保
護
法
で
は
、
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財

産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
を
直
接
の
目
的
と
す
る
法
律
を

対
象
法
律
と
し
て
列
挙
し
て
お
り
ま
す
。 

 

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
方
式
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
労

働
者
、
事
業
者
の
双
方
に
と
っ
て
、
通
報
が
保
護
対
象
に

含
ま
れ
る
か
が
不
明
確
と
な
り
、
規
定
方
式
の
変
更
は
困

難
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
森
友
学
園
を
め
ぐ
る
事
案
に
関
連
し
て
、
通
報

の
公
益
通
報
該
当
性
や
公
文
書
管
理
法
が
対
象
法
律
に
含

ま
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

消
費
者
担
当
大
臣
と
し
て
個
別
事
案
に
コ
メ
ン
ト
す
る

こ
と
は
差
し
控
え
ま
す
が
、
公
文
書
管
理
法
は
公
益
通
報

者
保
護
法
の
対
象
法
律
で
は
な
く
、
公
文
書
管
理
法
の
違

反
に
関
す
る
通
報
は
、
公
益
通
報
に
は
該
当
を
い
た
し
ま

せ
ん
。 

 

次
に
、
兵
庫
県
事
案
に
つ
い
て
の
見
解
と
、
地
方
公
共

団
体
に
対
す
る
行
政
措
置
権
限
の
適
用
除
外
規
定
の
見
直

し
に
つ
い
て
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

消
費
者
担
当
大
臣
と
し
て
、
こ
れ
も
個
別
事
案
に
つ
い

て
の
見
解
を
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
兵
庫
県
に
お
き
ま
し
て
は
、
県
議

会
の
百
条
委
員
会
や
県
の
第
三
者
委
員
会
の
報
告
書
の
内

容
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り

ま
す
。 

 

国
や
地
方
公
共
団
体
と
い
っ
た
行
政
機
関
は
、
自
ら
法

令
遵
守
を
図
り
、
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

お
り
、
消
費
者
庁
の
行
政
措
置
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
ま
す
。 

 

一
方
、
消
費
者
庁
で
は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ

く
技
術
的
助
言
と
し
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
や
実
態

調
査
の
実
施
等
を
通
じ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
体
制
の
整

備
を
促
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

引
き
続
き
、
地
方
自
治
法
の
技
術
的
な
助
言
の
範
囲
内

で
、
対
応
す
べ
き
事
項
が
あ
れ
ば
、
適
切
に
対
応
し
て
ま

い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
が
公
益
通
報
を
し
た

こ
と
を
理
由
と
す
る
分
限
免
職
又
は
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
、

罰
則
の
対
象
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

組
織
に
よ
っ
て
、
分
限
免
職
又
は
懲
戒
処
分
の
意
思
決

定
の
方
法
や
プ
ロ
セ
ス
は
様
々
で
あ
り
ま
す
。
罰
則
の
対

象
者
に
つ
い
て
は
、
懲
戒
権
者
な
ど
形
式
的
に
解
雇
又
は

懲
戒
の
意
思
表
示
を
し
た
者
が
直
ち
に
該
当
す
る
わ
け
で

は
な
く
、
実
質
的
な
意
思
決
定
を
し
た
者
や
そ
れ
に
関
与

し
た
者
が
対
象
と
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
不
当
な
配
置
転
換
を
罰
則
の
対
象
に
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
あ
り
ま
す
が
、
一
般
論
と
し
て
、

犯
罪
の
構
成
要
件
は
明
確
で
、
対
象
と
な
る
行
為
は
罰
則

に
値
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

我
が
国
で
は
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
雇
用
が
一
般
的
で
、

配
置
転
換
に
つ
い
て
は
、
適
材
適
所
の
配
置
や
人
材
育
成

の
観
点
か
ら
、
事
業
者
の
広
い
裁
量
の
下
、
頻
繁
に
行
わ

れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
不
利
益
な
取
扱
い
と
は
言
え
ま
せ

ん
。
ま
た
、
そ
の
様
態
は
様
々
で
あ
り
、
不
利
益
性
は
個

人
の
主
観
や
事
情
に
依
存
す
る
部
分
が
大
き
く
、
罰
則
の

対
象
と
す
る
こ
と
は
困
難
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
刑
事
罰
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の

お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

労
働
者
に
対
し
て
公
益
通
報
を
理
由
と
す
る
解
雇
及
び
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懲
戒
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
労
働
者
が
捜
査
機
関

に
対
し
て
被
害
申
告
や
刑
事
告
訴
を
し
た
り
、
又
は
周
囲

の
方
々
等
が
刑
事
告
発
を
し
た
り
し
た
上
で
、
起
訴
さ
れ

れ
ば
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。 

 

次
に
、
通
報
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
お
尋

ね
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

制
度
の
見
直
し
を
議
論
し
た
公
益
通
報
者
保
護
制
度
検

討
会
に
は
、
日
本
労
働
組
合
連
合
会
の
代
表
者
や
、
通
報

者
を
支
援
す
る
弁
護
士
が
委
員
と
し
て
参
加
を
い
た
し
て

お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
こ
の
検
討
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
通
報
者
を
支

援
し
て
い
る
日
弁
連
の
消
費
者
問
題
対
策
委
員
会
の
委
員

か
ら
も
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
通
報
者
の
状
況
に
つ
い
て

十
分
意
見
聴
取
を
し
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
配
置
転
換
等
を
立
証
責
任
の
転
換
の
対
象
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

立
証
責
任
を
転
換
す
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
労

働
法
制
や
労
働
慣
行
の
違
い
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。 

 

Ｅ
Ｕ
や
韓
国
で
は
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
が
一
般
的
で
す
が
、

我
が
国
で
は
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
雇
用
が
一
般
的
で
、
配

置
転
換
に
つ
い
て
事
業
者
に
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
お

り
、
労
働
法
制
に
お
い
て
、
権
利
濫
用
で
あ
る
こ
と
の
立

証
責
任
は
労
働
者
が
負
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
労
働
法
制
と
の
平
仄
を
踏
ま
え
る
と
、
配

置
転
換
等
に
つ
い
て
、
公
益
通
報
を
理
由
と
す
る
こ
と
の

立
証
責
任
を
事
業
者
に
転
換
す
る
こ
と
は
現
状
困
難
と
考

え
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
取
引
先
事
業
者
や
通
報
者
の
支
援
者
を
保
護
す

る
公
益
通
報
者
に
含
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
が
あ

り
ま
し
た
。 

 

公
益
通
報
者
保
護
法
は
、
労
働
者
等
、
事
業
者
に
対
し

て
弱
い
立
場
に
あ
る
個
人
を
公
益
通
報
者
と
し
て
、
公
益

通
報
を
理
由
と
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
か
ら
保
護
す
る
法

律
で
す
。
取
引
先
事
業
者
は
個
人
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

公
益
通
報
者
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
は
困
難
と
考
え
て
お

り
ま
す
。 

 

ま
た
、
公
益
通
報
者
の
支
援
者
を
保
護
対
象
と
す
る
こ

と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
不
利
益
な

取
扱
い
の
実
態
が
現
状
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
そ

の
状
況
を
注
視
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
資
料
の
収
集
、
持
ち
出
し
行
為
に
つ
い
て
で
あ

り
ま
す
が
、
守
秘
義
務
違
反
の
免
責
規
定
を
設
け
る
こ
と

に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
あ
り
ま
す
。 

 
公
益
通
報
の
証
拠
と
な
る
資
料
は
、
事
実
関
係
を
調
査

す
る
た
め
に
重
要
な
位
置
づ
け
を
占
め
る
一
方
、
通
報
者

に
よ
る
内
部
資
料
の
収
集
や
持
ち
出
し
は
、
事
業
者
の
情

報
管
理
や
組
織
秩
序
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
が
あ
り
ま

す
。 

 

裁
判
所
に
お
い
て
は
、
通
報
と
の
関
連
性
や
通
報
者
の

動
機
、
行
為
の
様
態
、
影
響
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
判

断
し
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
た
め
、
公
益
通
報
の
た
め
の
資
料
収
集
、
持
ち
出

し
行
為
に
つ
い
て
、
一
定
の
要
件
の
下
、
免
責
す
る
規
定

を
設
け
る
こ
と
は
現
状
困
難
で
あ
り
、
事
案
ご
と
に
事
情

を
総
合
勘
案
の
上
、
判
断
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
て
お

り
ま
す
。 

 

次
に
、
通
報
妨
害
の
禁
止
及
び
通
報
者
探
索
の
禁
止
が

許
容
さ
れ
る
正
当
な
理
由
に
つ
い
て
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し

た
。 

 

通
報
妨
害
に
お
き
ま
し
て
は
、
例
え
ば
、
労
働
者
に
対

し
、
不
正
行
為
に
つ
い
て
、
特
段
の
根
拠
な
く
報
道
機
関

や
取
引
先
な
ど
に
通
報
し
な
い
よ
う
文
書
又
は
口
頭
で
求

め
る
こ
と
は
、
正
当
な
理
由
に
該
当
し
得
る
と
考
え
て
お

り
ま
す
。 

 

ま
た
、
通
報
者
探
索
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
通
報
者

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
局
面
で
不
正
を
認
識
し
た
の
か

な
ど
特
定
し
た
上
で
な
け
れ
ば
必
要
な
調
整
や
是
正
が
で

き
な
い
と
い
う
場
合
に
、
従
事
者
が
通
報
者
の
特
定
に
つ

な
が
る
事
項
を
問
う
こ
と
は
、
正
当
な
理
由
に
該
当
し
得

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
体
制
整
備
義
務
事
業
者
の
範
囲
の
拡
大
に
つ
い

て
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

消
費
者
庁
の
実
態
調
査
等
の
結
果
、
従
業
員
三
百
人
を

超
え
る
義
務
対
象
事
業
者
で
あ
り
ま
し
て
も
、
体
制
整
備

の
不
徹
底
と
実
効
性
の
課
題
が
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。 

 

こ
う
し
た
中
、
ま
ず
は
、
義
務
対
象
事
業
者
が
公
益
通

報
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
体
制
整
備
の
徹
底
と
実
効

性
向
上
を
図
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

従
業
員
数
三
百
人
以
下
の
努
力
義
務
対
象
の
事
業
者
は
、

内
部
通
報
制
度
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
一
層
の
周
知
啓
発

を
行
い
、
そ
の
認
識
を
高
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
公
益
通
報
を
担
当
す
る
職
員
数
あ
る
い
は
予
算
、

人
員
体
制
整
備
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

現
在
、
消
費
者
庁
で
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
を
担
当

し
て
い
る
職
員
の
定
員
は
十
四
名
で
あ
り
ま
す
。 

 

今
回
の
法
改
正
に
よ
り
、
事
業
者
の
従
事
者
指
定
義
務

違
反
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
上
の
通
報
対
象
事
実
と
な
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り
、
消
費
者
庁
へ
の
公
益
通
報
が
見
込
ま
れ
る
ほ
か
、
そ

れ
以
外
の
体
制
整
備
義
務
違
反
に
つ
き
ま
し
て
も
情
報
提

供
が
増
え
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
た
め
、
消
費
者
庁
で
は
、
今
年
度
に
新
た
に
法
執

行
の
た
め
の
定
員
を
確
保
し
て
お
り
、
今
回
の
法
改
正
後

も
、
引
き
続
き
法
執
行
体
制
の
強
化
に
取
り
組
む
こ
と
と

い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
費
用
手
当
て
の
あ
る
専
門
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
創
設
と
奨

学
金
制
度
の
検
討
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
が
あ
り

ま
し
た
。 

 

訴
訟
以
外
で
、
第
三
者
が
介
在
し
て
個
別
労
働
紛
争
の

解
決
を
図
る
制
度
と
し
て
、
労
働
審
判
の
ほ
か
、
厚
生
労

働
省
や
各
都
道
府
県
等
の
関
係
機
関
に
よ
る
個
別
労
働
紛

争
解
決
制
度
、
い
わ
ゆ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で

は
、
公
益
通
報
が
関
係
す
る
事
案
を
含
め
取
扱
い
が
な
さ

れ
て
い
る
も
の
と
承
知
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

御
指
摘
の
奨
学
金
制
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
財
源
の
確

保
の
ほ
か
、
事
業
者
内
部
の
不
正
を
通
報
し
た
労
働
者
に

奨
学
金
を
支
払
う
こ
と
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を…

…

（

発
言
す
る
者
あ
り
）
課
題
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
見
直
し
期
間
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し

た
。 

 

令
和
二
年
の
法
改
正
時
は
、
公
益
通
報
を
理
由
と
す
る

不
利
益
な
取
扱
い
へ
の
対
応
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
が
、

対
応
の
具
体
的
方
向
性
に
つ
い
て
結
論
が
出
ず
、
引
き
続

き
検
討
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
施
行
後

早
期
に
対
応
を
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。 

 

今
回
の
法
改
正
で
は
、
不
利
益
な
取
扱
い
に
つ
い
て
、

刑
事
罰
を
導
入
す
る
こ
と
や
立
証
責
任
の
転
換
と
い
っ
た

一
定
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
の
見
直

し
の
検
討
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
施
行
後
の
裁
判
事
例
の

蓄
積
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

我
が
国
で
は
、
訴
訟
の
準
備
を
始
め
ま
し
て
か
ら
一
審

判
決
ま
で
に
二
年
程
度
か
か
る
こ
と
も
珍
し
く
な
く
、
当

事
者
の
一
方
が
控
訴
、
上
告
し
た
場
合
、
判
決
が
確
定
す

る
ま
で
更
に
長
い
時
間
を
要
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
法
の

見
直
し
の
検
討
に
は
、
施
行
後
五
年
程
度
が
必
要
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
で
あ
り
ま
す
。
（
拍
手
） 

                    

 
 
 
 

〔
国
務
大
臣
伊
東
良
孝
君
登
壇
〕 

○
国
務
大
臣
（
伊
東
良
孝
君
） 

阿
部
弘
樹
議
員
へ
の
御

答
弁
の
前
に
、
先
ほ
ど
、
尾

か
な
子
議
員
へ
の
答
弁
の

中
で
、
報
奨
金
制
度
に
つ
き
ま
し
て
、
こ
れ
を
間
違
え
て
、

奨
学
金
と
発
言
い
た
し
ま
し
た
。
正
し
く
は
報
奨
金
で
あ

り
ま
す
た
め
、
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 


