
平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日
提
出

質

問
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一
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一

号

障
害
児
学
校
の
教
室
不
足
を
緊
急
に
解
消
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

笠

井
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障
害
児
学
校
の
教
室
不
足
を
緊
急
に
解
消
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

障
害
児
学
校
の
教
室
不
足
は
今
日
、
き
わ
め
て
深
刻
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
東
京
都
で
は
、
東
京
都
障
害
児
学
校
教
職
員
組
合
（
都
障
教
組
）
の
調
査
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
五
年
度
の
不
足
数

は
六
〇
二
教
室
に
の
ぼ
り
、
本
来
必
要
な
教
室
数
一
七
九
八
の
三
分
の
一
を
超
え
て
い
る
。

昨
年
私
は
、
日
本
共
産
党
東
京
都
議
会
議
員
団
、
な
ら
び
に
同
東
京
都
委
員
会
役
員
・
田
村
智
子
氏
と
と
も
に
、
東
京
都
立

中
野
養
護
学
校
を
視
察
し
た
。
同
校
で
は
二
〇
〇
二
年
度
に
は
す
で
に
教
室
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
六
年
度
ま

で
の
五
年
間
で
、
児
童
生
徒
数
が
二
百
八
人
か
ら
二
百
九
十
四
人
へ
と
四
割
以
上
増
加
し
、
普
通
教
室
の
不
足
に
対
応
す
る
た

め
、
特
別
教
室
を
転
用
し
た
り
、
教
室
を
カ
ー
テ
ン
で
間
仕
切
り
し
て
使
用
す
る
と
い
う
事
態
が
恒
常
化
し
て
い
る
。
カ
ー
テ

ン
で
間
仕
切
り
し
た
教
室
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
声
や
教
師
の
声
が
交
錯
し
て
授
業
に
重
大
な
支
障
が
生
じ
、
特
別
教
室
を
こ

れ
以
上
転
用
す
る
こ
と
は
も
は
や
困
難
と
の
状
況
で
あ
っ
た
。

事
態
が
年
々
悪
化
す
る
中
で
、
一
刻
も
早
い
改
善
を
求
め
る
児
童
生
徒
、
保
護
者
、
学
校
関
係
者
な
ど
の
要
望
は
き
わ
め
て

切
実
で
あ
る
。
教
育
条
件
と
し
て
あ
ま
り
に
基
本
的
で
当
然
な
、
「
教
室
の
確
保
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
く
り
返
し
要
望

せ
ざ
る
を
え
な
い
関
係
者
の
苦
悩
の
深
さ
は
推
測
す
る
に
あ
ま
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。

一



盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
数
は
こ
の
間
全
国
的
に
急
増
し
、
文
部
科
学
省
の
資
料
に
よ
る
と
二
〇
〇
一

年
の
九
万
二
千
七
十
二
人
か
ら
、
二
〇
〇
五
年
の
十
万
千
六
百
十
二
人
へ
と
、
五
年
間
で
九
千
五
百
四
十
人
、
一
割
以
上
増
加

し
て
い
る
。
児
童
生
徒
の
急
増
に
対
し
、
施
設
の
整
備
が
き
わ
め
て
遅
れ
た
状
況
が
全
国
で
生
じ
て
お
り
、
教
育
条
件
の
整
備

を
怠
っ
て
き
た
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
は
国
民
の
学
ぶ
権
利
を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
と
し
て
早
急
に
対
策
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
国
会
法
第
七
十
四
条
に
基
づ
き
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

文
部
科
学
省
は
学
校
に
つ
い
て
か
ね
て
よ
り
、
「
学
校
基
本
調
査
」
や
「
公
立
学
校
施
設
実
態
調
査
」
な
ど
の
調
査
を

行
っ
て
き
た
。
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
学
校
施
設
の
耐
震
化
に
つ
い
て
は
、
「
公
立
学
校
施
設
の
耐
震
改
修

状
況
調
査
」
を
行
い
、
こ
の
調
査
は
都
道
府
県
・
区
市
町
村
ご
と
に
結
果
を
公
表
し
て
い
る
。

障
害
児
学
校
の
教
室
不
足
の
実
態
に
つ
い
て
は
こ
の
間
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
て
き
た
か
。

�

調
査
を
行
っ
て
き
た
と
す
れ
ば
、
全
国
と
都
道
府
県
ご
と
の
教
室
不
足
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
特
別
教
室
を

転
用
し
て
い
る
数
は
ど
れ
だ
け
か
、
教
室
を
間
仕
切
り
し
て
使
用
し
て
い
る
数
は
ど
れ
だ
け
か
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。
さ
ら
に
普
通
教
室
の
不
足
に
関
す
る
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
推
計
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
を
明
ら

二



か
に
さ
れ
た
い
。

�

調
査
を
行
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

二
〇
〇
四
年
四
月
五
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
で
当
時
の
河
村
建
夫
文
部
科
学
大
臣
は
、
日
本
共
産
党
・
小
林
み
え
こ
議

員
の
教
室
不
足
問
題
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
「
今
御
指
摘
の
よ
う
な
点
は
非
常
に
問
題
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら

の
教
育
環
境
の
整
備
、
特
に
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
受
入
れ
、
こ
れ
は
支
障
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
の
状

況
、
私
も
初
め
て
聞
い
た
、
申
し
訳
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
是
非
、
こ
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
ど
う
い
う
点
が
今
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
地
域
性
が
あ
る
の
か
、
そ
う
い
う
過
大
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い

て
は
把
握
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
今
御
指
摘
の
よ
う
な
点
が
、
障
害
児
の
教
育
上
問
題
点
を
解
消
す
る
よ
う
に
努
力
し
て
い

か
な
き
ゃ
い
か
ぬ
と
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

こ
の
答
弁
に
も
と
づ
き
、
ど
う
い
う
調
査
を
行
い
、
ど
う
問
題
を
把
握
し
、
ど
う
対
策
を
講
じ
た
か
。

三

憲
法
第
二
十
六
条
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し
く
教
育
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
」
と
謳
っ
て
い
る
。
教
室
不
足
の
も
と
で
障
害
児
が
置
か
れ
た
現
状
は
こ
の
条
項
に
明
ら
か
に
反
し
て

い
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

三



ま
た
、
一
九
七
五
年
に
国
連
総
会
で
決
議
さ
れ
た
「
障
害
者
の
権
利
宣
言
」
は
「
障
害
者
は
、
そ
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳

が
尊
重
さ
れ
る
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
を
有
し
て
い
る
。
障
害
者
は
、
そ
の
障
害
の
原
因
、
特
質
及
び
程
度
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
年
齢
の
市
民
と
同
等
の
基
本
的
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
可
能
な
限
り
通
常
の
か
つ
十
分
満

た
さ
れ
た
相
当
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
意
味
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
規
定
に
も
明
ら
か
に
反
し
た

事
態
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。

四

国
連
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
は
二
〇
〇
四
年
の
日
本
政
府
へ
の
勧
告
で
、
障
害
を
も
つ
子
ど
も
に
対
す
る
差
別
の
是
正
を

求
め
、
「
障
害
を
持
つ
子
ど
も
の
た
め
の
特
別
な
教
育
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
に
割
当
て
ら
れ
る
人
的
お
よ
び
財
政
的
資
源
を
増

加
さ
せ
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。

政
府
は
こ
の
勧
告
を
う
け
、
教
室
不
足
問
題
で
は
ど
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
か
。

五
�

一
九
九
六
年
に
文
部
科
学
省
が
策
定
し
た
「
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
施
設
整
備
指
針
」
は
「
第
�
章

総

則
」
の
「
第
�

特
殊
教
育
諸
学
校
施
設
整
備
に
お
け
る
基
本
的
方
針
」
の
「
�

快
適
、
健
康
、
安
全
な
学
習
・
生
活

環
境
の
整
備
」
で
、
「
児
童
生
徒
等
の
学
習
及
び
生
活
の
場
と
し
て
、
特
に
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
の
特
性
に
配
慮
し

四



な
が
ら
そ
の
健
康
と
安
全
を
十
分
に
確
保
し
、
快
適
な
空
間
と
す
る
と
と
も
に
、
児
童
生
徒
等
相
互
間
及
び
教
員
等
と
の

交
流
の
場
、
憩
い
の
場
の
設
定
や
緑
化
を
始
め
と
す
る
屋
内
外
へ
の
自
然
環
境
の
導
入
な
ど
を
通
じ
て
、
ゆ
と
り
あ
る
豊

か
な
施
設
・
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
。
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
「
第
�
章
」
の
「
第
�

特
殊
教
育
諸
学
校
施
設
整
備
に
お
け
る
基
本
的
留
意
事
項
」
の
「
�

施
設
機
能
の
設

定
」
の
中
で
は
、
「
児
童
生
徒
等
一
人
一
人
の
障
害
等
の
状
態
及
び
特
性
や
そ
れ
に
応
じ
必
要
と
な
る
環
境
条
件
等
を
的

確
に
把
握
し
、
分
析
し
て
、
児
童
生
徒
等
の
快
適
か
つ
円
滑
な
学
習
・
生
活
の
た
め
に
必
要
な
施
設
機
能
を
設
定
す
る
こ

と
。
」
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
第
�
章
」
の
「
第
�
節

第
�
」
の
「
�

特
別
教
室
・
教
科
教
室
」
で
は
「
各
部
、
各
教
科
で
の
利

用
、
養
護
・
訓
練
や
日
常
生
活
訓
練
で
の
利
用
、
複
数
の
部
で
の
共
同
利
用
等
を
考
慮
し
、
必
要
な
種
類
、
規
模
等
の
空

間
を
確
保
す
る
こ
と
。
」
と
し
て
い
る
。

障
害
児
学
校
で
の
普
通
教
室
の
不
足
や
特
別
教
室
を
転
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
は
「
整
備
指
針
」
の
こ
れ
ら
の
規
定

か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
た
状
況
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。

�

ま
た
、
「
整
備
指
針
」
の
「
第
�
章

第
�
」
の
「
�

総
合
的
な
計
画
」
の
「
（
�
）
児
童
生
徒
等
数
の
動
向
等
に

五



応
じ
た
学
校
規
模
の
適
切
な
設
定
」
で
は
、
「
学
齢
人
口
や
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
の
数
の
推
移
、
障
害
の
動
向
、
地

域
内
の
小
学
校
及
び
中
学
校
の
特
殊
学
級
へ
の
通
学
や
特
殊
学
級
か
ら
特
殊
教
育
諸
学
校
高
等
部
へ
の
進
学
の
状
況
、
特

殊
教
育
諸
学
校
の
整
備
計
画
等
か
ら
、
現
状
及
び
将
来
の
学
校
規
模
を
把
握
し
、
検
討
し
て
、
計
画
を
行
う
こ
と
。
」
と

し
て
い
る
。

「
整
備
指
針
」
を
策
定
し
た
国
と
し
て
も
、
障
害
児
学
校
の
教
室
不
足
に
つ
い
て
現
状
と
将
来
の
見
通
し
に
つ
い
て
確

た
る
認
識
を
も
っ
て
対
処
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

六

文
部
科
学
省
が
昨
年
四
月
に
策
定
し
た
「
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
に
関
す
る
施
設
整
備
基
本
方
針
」

は
、
「
二

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
の
目
標
に
関
す
る
事
項
」
の
「
�

教
育
環
境
の
質
的
な
向
上
を
図

る
整
備
」
で
、
「
社
会
的
、
自
然
的
要
因
に
よ
る
児
童
生
徒
数
の
増
加
等
に
伴
い
教
室
等
が
不
足
し
た
り
、
公
立
の
小
学
校

及
び
中
学
校
を
適
正
な
規
模
に
す
る
た
め
に
統
合
す
る
場
合
等
に
は
、
新
増
築
整
備
に
よ
り
、
教
育
の
機
会
均
等
を
保
障

し
、
そ
の
水
準
の
安
定
的
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
」
な
ど
と
し
て
い
る
。

こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
障
害
児
学
校
の
教
室
不
足
問
題
に
つ
い
て
、
学
校
設
置
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
に
整

備
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
国
と
し
て
も
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

六



七

障
害
児
学
校
等
の
施
設
整
備
に
つ
い
て
国
は
、
従
来
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
設
置
者
が
整
備
を
計
画
し
、
そ
の
要
望

に
沿
う
形
で
必
要
な
補
助
を
行
う
な
ど
と
し
て
き
た
。
教
室
不
足
に
つ
い
て
の
今
日
の
事
態
は
き
わ
め
て
深
刻
で
あ
る
。
地

方
公
共
団
体
ま
か
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
国
と
し
て
緊
急
に
実
態
調
査
を
行
い
、
計
画
を
策
定
し
、
必
要
な
予
算
を
確
保

し
て
整
備
を
す
す
め
る
な
ど
、
積
極
的
な
策
を
講
ず
る
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

七


