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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
面
会
交
流
支
援
事
業
の
対
象
者
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
に
お
け
る
面
会
交
流
支
援
事
業
（
以
下
「
面
会
交
流
支
援
事
業
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
支
援
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
国
が
定
め
る
「
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

（
平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日
付
け
雇
児
発
第
〇
七
二
二
〇
〇
三
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
の
別

紙
「
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
実
施
要
綱
」
（
以
下
「
実
施
要
綱
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
同
居
親
が
児
童

扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
別
居
親
が
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
と
同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る

こ
と
。
又
は
、
同
居
親
及
び
別
居
親
と
も
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
と
同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
上
記
の
者
に
対
す
る
支
援
の
提
供
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
同
居
親
又
は

別
居
親
の
い
ず
れ
か
一
方
が
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
と
同
様
の
所
得
水
準
に
な
い
者
で
あ
る
と
き
で
あ
っ

て
も
、
対
象
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
等
の
要
件
を
満
た
す
者
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
面
会
交
流
支
援
事
業
を
実

施
す
る
都
道
府
県
等
（
以
下
「
実
施
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
が
、
実
施
要
綱
を
踏
ま
え
て
面
会
交
流
支
援
事
業
に
よ
る

支
援
の
対
象
者
を
決
定
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

一



面
会
交
流
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
面
会
交
流
支
援
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
国
及
び
実
施

都
道
府
県
等
が
支
出
し
て
お
り
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
低
所
得
者
を
重
点
的
に
支
援
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
定
の
所

得
要
件
を
設
け
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

実
施
要
綱
で
は
、
実
施
都
道
府
県
等
が
支
援
の
提
供
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
同
居
親
又
は
別
居
親
の
い

ず
れ
か
一
方
が
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
と
同
様
の
所
得
水
準
に
な
い
者
で
あ
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
面
会

交
流
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
の
対
象
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
お
尋
ね
の
「
一
定
所
得
以
上
の
者
に
は
、
一
部
自
己
負
担
を
求
め
て
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」

に
つ
い
て
は
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
低
所
得
者
を
重
点
的
に
支
援
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
は
考
え
て

い
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
対
象
者
を
厚
生
労
働
省
の
基
準
よ
り
も
狭
め
て
し
ま
う
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
東
京
都
の
「
も
う
一
方
の
親
が
児
童
育
成
手
当
を
受
給
し
て
い
る
か
、
同
等
の
所
得
水
準
」
と
い
う

二



所
得
要
件
に
つ
い
て
は
、
実
施
要
綱
に
お
い
て
「
支
援
の
提
供
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
同
居
親
又
は
別
居

親
の
い
ず
れ
か
一
方
が
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
と
同
様
の
所
得
水
準
に
な
い
者
で
あ
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、

対
象
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
東
京
都
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
設
け
た
も
の
で
あ
る

と
認
識
し
て
お
り
、
不
適
切
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三


