
平
成
十
九
年
十
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

六

五

号

生
活
保
護
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則

165



生
活
保
護
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

一

前
回
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
七
号
）
で
は
、
「
有
識
者
会
議
の
設
置
を
含
め
、
今
後
の
具
体
的
な
検
討
の
進
め

方
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
未
定
で
あ
る
。
」
と
回
答
さ
れ
た
が
、
十
月
十
九
日
に
は
、
学
識
経
験
者
に
よ
る
「
生
活
扶

助
基
準
に
関
す
る
検
討
会
（
第
一
回
）
」
が
開
催
さ
れ
た
。
答
弁
書
提
出
時
に
は
検
討
会
の
設
置
は
本
当
に
決
ま
っ
て
お
ら

ず
、
そ
の
後
の
わ
ず
か
な
期
間
で
検
討
会
の
設
置
、
委
員
の
人
選
、
打
診
、
日
程
調
整
の
す
べ
て
を
行
っ
た
の
か
。
特
に
、

個
別
の
委
員
に
対
す
る
就
任
の
打
診
を
最
初
に
行
っ
た
日
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

本
年
十
月
十
八
日
付
北
海
道
新
聞
は
、
「
年
内
に
報
告
書
を
ま
と
め
る
。
」
と
報
道
し
て
い
る
。
検
討
会
の
今
後
の
開
催

予
定
日
、
開
催
場
所
、
進
行
段
取
り
等
に
つ
い
て
、
内
定
も
含
め
て
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

生
活
保
護
申
請
の
意
思
を
表
明
し
た
方
に
対
し
て
、
保
護
の
適
用
を
阻
止
す
る
た
め
、
申
請
を
認
め
な
い
と
い
う
い
わ
ゆ

る
「
水
際
作
戦
」
と
呼
ば
れ
る
違
法
な
対
応
が
全
国
で
蔓
延
し
て
い
る
と
報
道
等
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
弁

護
士
連
合
会
が
昨
年
実
施
し
た
全
国
一
斉
電
話
相
談
に
お
い
て
も
、
福
祉
事
務
所
に
相
談
に
行
っ
た
が
保
護
を
利
用
で
き
て

い
な
い
方
か
ら
の
一
八
〇
件
の
相
談
の
う
ち
一
一
八
件
（
約
六
六
％
）
が
違
法
な
理
由
で
保
護
を
拒
否
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
と
さ
れ
て
い
る
。

一



こ
の
よ
う
に
「
水
際
作
戦
」
が
全
国
的
に
蔓
延
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
事
実
認
識
を
持
っ
て
い

る
か
。
現
状
を
把
握
す
る
た
め
に
何
ら
か
の
調
査
を
行
う
予
定
は
な
い
か
。
予
定
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

四

申
請
権
侵
害
の
防
止
に
つ
い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。
厚
生
労
働
省
が
各
自
治
体
に
対
し
て
行
う

監
査
の
あ
り
方
も
含
め
、
具
体
的
に
回
答
さ
れ
た
い
。

五

面
接
相
談
に
お
い
て
常
態
的
に
申
請
権
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
自
治
体
に
対
し
て
は
、
地
方
自
治
法
二
四

五
条
の
七
に
定
め
る
「
是
正
の
指
示
」
を
発
動
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

六

日
本
に
お
け
る
生
活
保
護
の
「
捕
捉
率
」
（
受
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
の
う
ち
現
に
制
度
を
利
用
し
て
い
る
方
の
割

合
）
は
極
め
て
低
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捕
捉
率
が
低
い
こ
と
は
国
民
の
生
存
権
保
障
の
観
点
か
ら
望
ま
し

く
な
い
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
捕
捉
率
が
い
か
ほ
ど
で
あ
る
か
に
つ
い
て
調
査
を
す
る
予
定
は
あ

る
か
。
予
定
が
な
い
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
か
。

七

生
活
保
護
の
受
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
護
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
健

康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
以
下
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
面
接
相
談
等
に
お
い
て
相
談
者
が
保
護
の
受
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
と
き
は

二



実
施
機
関
の
側
か
ら
申
請
を
助
言
す
る
よ
う
、
厚
生
労
働
省
か
ら
各
自
治
体
に
対
し
て
通
知
を
発
出
す
る
な
ど
し
て
周
知
徹

底
す
る
予
定
は
な
い
か
。
予
定
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

八

生
活
保
護
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
制
度
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
い
た
め
に
最
低
限
度
の
生
活
以
下
の
生
活
を

送
っ
て
い
る
方
々
を
な
く
す
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
が
保
護
基
準
や
受
給
要
件
に
つ
い
て
広
く
国
民
に
広
報
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
ま
た
、
各
自
治
体
に
対
し
て
、
管
内
の
住
民
に
具
体
的
で
分
か
り
や
す
い
十
分
な
広
報
を
す
る
よ

う
厚
生
労
働
省
か
ら
通
知
を
発
出
す
る
な
ど
し
て
指
導
す
る
予
定
は
な
い
か
。
予
定
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

右
質
問
す
る
。

三


