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答

弁

第

二

二

号 
   

衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
国
語
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

内
閣
衆
質
一
〇
二
第
二
二
号 

昭
和
六
十
年
四
月
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
坂 

田 

道 

太 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
国
語
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

政
府
は
、
国
語
審
議
会
の
答
申
を
尊
重
し
て
、
一
般
の
社
会
生
活
に
お
け
る
国
語
表
記
の
き
ま
り
を
「
目

安
」
、
「
よ
り
ど
こ
ろ
」
な
ど
と
し
て
定
め
、
こ
れ
ら
を
一
般
社
会
に
周
知
す
る
こ
と
が
国
語
施
策
上
適
切
で
あ

る
と
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

文
部
省
が
昭
和
五
十
六
年
度
に
小
学
校
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
の
児
童
を
対
象
に
し
て
実
施
し
た
国
語
の

達
成
度
調
査
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
約
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
達
成
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
、

一
概
に
国
語
力
が
低
下
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。 

三
に
つ
い
て 



「
当
用
漢
字
表
」
や
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
は
、
国
民
一
般
の
文
化
水
準
の
向
上
と
社
会
生
活
の
能
率
の
増
進
を

図
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
常
用
漢
字
表
」
は
、
一
般
の
社
会
生
活
に
お
い
て
、
現
代
の

国
語
を
書
き
表
す
場
合
の
漢
字
使
用
の
目
安
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
過
去
の
著
作
や
文
書
に
お
け
る
漢
字
使

用
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
古
典
の
学
習
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
に
お
い
て
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

「
常
用
漢
字
表
」
は
、
法
令
、
公
用
文
書
、
新
聞
、
雑
誌
、
放
送
等
一
般
の
社
会
生
活
で
用
い
る
場
合
の
効
率

的
で
共
通
性
の
高
い
漢
字
を
収
め
、
分
か
り
や
す
く
通
じ
や
す
い
文
章
を
書
き
表
す
た
め
の
漢
字
使
用
の
目
安

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
事
物
を
書
き
表
す
漢
字
を
す
べ
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
て
い
な

い
。 

四
及
び
六
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

四 

 



九
に
つ
い
て 

七
及
び
八
に
つ
い
て 

歴
史
的
仮
名
遣
い
と
は
原
則
を
異
に
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
書
き
方
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
御
指
摘
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
が
、
「
現
代
か
な
づ
か
い
」

は
、
現
代
語
を
書
き
表
す
た
め
の
仮
名
遣
い
と
し
て
、
既
に
四
十
年
近
く
一
般
社
会
に
お
い
て
お
お
む
ね
安
定

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
「
常
用
漢
字
表
」
で
新
た
な
漢
字
が
採
用
さ
れ
た
結
果
、
例
え
ば
、
御
指
摘
の
例
の
う
ち
「
龍
頭
だ
尾
」

及
び
「
駐
と
ん
」
に
つ
い
て
は
、
「
竜
頭
蛇
尾
」
及
び
「
駐
屯
」
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。 

御
指
摘
の
措
置
は
、
「
当
用
漢
字
表
」
に
基
づ
い
て
言
葉
の
使
用
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
採
ら
れ
た
も
の
で
あ

つ
て
、
一
般
社
会
に
お
お
む
ね
定
着
し
て
い
る
。 

「
現
代
か
な
づ
か
い
」
は
、
大
体
、
現
代
語
音
に
基
づ
い
て
、
現
代
語
を
書
き
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、 

五 

 



 

六 

「
常
用
漢
字
表
」
に
お
い
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
字
体
は
、
一
般
社
会
に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
定
着
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
常
用
漢
字
表
」
は
、
芸
術
等
の
分
野
に
ま
で
及
ぼ
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

十
に
つ
い
て 

「
現
代
か
な
づ
か
い
」
は
、
主
と
し
て
現
代
文
の
う
ち
口
語
体
の
も
の
に
適
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
古
典
や

文
語
文
に
お
け
る
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

十
一
に
つ
い
て 

「
改
定
現
代
仮
名
遣
い
（
案
）
」
に
つ
い
て
は
、
国
語
審
議
会
が
仮
名
遣
い
委
員
会
試
案
と
し
て
、
現
在
、
各
方

面
の
意
見
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




