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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

「
明
日
香
村
に
お
け
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史
的
風
土
の
保
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び
生
活
環
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等
に
関
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特
別
措
置
法
」
に 
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す
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質
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意
書 
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こ
の
法
律
は
一
つ
の
地
方
公
共
団
体
の
地
域
を
限
つ
て
、
そ
の
歴
史
的
風
土
を
保
存
す
る
た
め
、
憲
法
第
十
三

条
及
び
憲
法
第
二
十
九
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
国
民
の
も
つ
基
本
的
な
諸
権
利
に
制
限
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
特
に
第
一
種
歴
史
的
風
土
保
存
地
区
に
つ
い
て
は
、
き
び
し
い
規
制
の
措
置
を
含
む
前
例
の
な
い
新
し 

い
タ
イ
プ
の
法
律
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
第
九
十
一
回
国
会
に
お
け
る
審
議
の
中
で
も
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
解
明
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す

る
。 

一
1 

明
日
香
村
は
律
令
国
家
発
祥
の
地
と
し
て
の
歴
史
的
風
土
が
今
日
ま
で
良
好
に
保
存
さ
れ
て
来
た
地
域
と

さ
れ
て
い
る
が
、
保
存
の
対
象
と
さ
れ
る
「
歴
史
的
風
土
」
と
は
い
か
な
る
も
の
を
指
す
か
、
具
体
的
に
列
挙 

関
す
る
質
問
主
意
書 

「
明
日
香
村
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に 

 

三 

 



 

二 

明
日
香
村
に
お
け
る
住
民
の
生
活
基
盤
は
主
と
し
て
農
業
で
あ
る
が
、
そ
の
今
後
の
対
策
に
つ
い
て
次
の
諸

点
を
ど
う
考
え
る
か
。 

1 

農
業
者
（
農
家
）
と
は
、
こ
の
法
律
で
は
い
か
な
る
範
囲
の
者
と
考
え
る
か
。 

3 

第
一
種
歴
史
的
風
土
保
存
地
区
の
農
業
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
現
行
の
国
の
施
策
か
ら
除
外
さ
れ
る
農
業

振
興
地
域
外
の
区
域
と
な
り
、
新
農
業
構
造
改
善
事
業
等
の
農
業
投
資
も
こ
の
地
区
で
は
全
く
該
当
し
な
い 

2 

農
業
経
営
の
安
定
、
向
上
と
農
業
の
経
営
改
善
等
を
図
る
施
策
の
計
画
及
び
実
施
の
責
任
は
だ
れ
に
あ
る

の
か
。 

2 
風
俗
、
習
慣
等
有
形
無
形
の
も
の
も
こ
の
地
域
で
は
よ
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
保

存
な
く
し
て
本
法
律
制
定
の
趣
旨
が
達
成
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
は
基
本
的
に
ど
の

よ
う
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

三 

本
法
第
三
条
に
よ
り
第
一
種
保
存
地
区
内
の
土
地
買
上
げ
価
格
は
、
不
当
に
低
い
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
風

土
審
議
会
の
答
申
で
も
「
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
十
八
日
飛
鳥
地
方
に
於
け
る
歴
史
的
風
土
及
び
文
化
財
の
保

存
等
に
関
す
る
方
策
に
つ
い
て
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
所
要
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
来
た
た
め
、

大
阪
市
域
ま
で
わ
ず
か
三
十
分
余
り
と
い
う
地
理
的
条
件
に
よ
り
潜
在
的
な
開
発
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
高
い
に

も
拘
ら
ず
周
辺
の
市
町
村
と
比
較
し
て
地
価
の
著
し
い
格
差
を
生
じ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ 

4 

第
一
種
地
区
の
農
家
の
農
業
経
営
を
現
状
で
凍
結
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
農
業
所
得
は
近
隣
の
同
規
模
の

農
家
と
比
較
し
て
大
き
な
所
得
差
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
農
家
の
生
活
安
定
を
図
る
た
め
の
方
法
は
あ

る
か
。
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
価
格
安
定
事
業
や
後
継
者
育
成
事
業
で
は
十
分
で
な
い
と
考
え
る
の
で
、
そ

の
他
の
施
策
方
法
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。 

と
思
料
さ
れ
る
が
、
明
日
香
村
の
よ
う
な
零
細
な
経
営
規
模
で
基
盤
整
備
事
業
を
伴
わ
な
い
農
業
経
営
に
つ

い
て
は
、
特
別
の
措
置
が
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

 

六 

る
が
、
こ
の
土
地
買
上
げ
価
格
の
基
準
を
、
近
傍
市
町
村
の
市
街
化
区
域
の
地
価
に
見
合
う
よ
う
改
定
し
、
引

上
げ
る
こ
と
が
本
法
制
定
に
係
る
歴
風
審
の
投
げ
た
課
題
の
一
つ
だ
と
思
料
す
る
が
、
政
府
は
ど
う
考
え
て
い

る
か
。 

四

1 

本
法
第
八
条
に
係
る
明
日
香
村
の
設
置
す
る
「
整
備
基
金
」
の
運
用
益
の
各
大
字
管
理
組
合
等
へ
の
配
分
の 

基
準
は
規
制
基
準
に
従
い
、
第
一
種
地
区
と
第
二
種
地
区
に
よ
り
傾
斜
配
分
、
優
先
順
位
等
ど
の
よ
う
に
指 

導
す
る
の
か
、
そ
の
行
政
指
導
の
基
本
姿
勢
を
説
明
さ
れ
た
い
。 

2 

こ
の
基
金
の
運
用
に
よ
る
事
業
と
し
て
村
が
行
う
「
発
掘
調
査
事
業
」
等
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
「
埋
蔵
文

化
財
の
発
掘
調
査
」
事
業
費
は
す
べ
て
国
と
県
で
負
担
す
る
こ
と
が
本
法
立
法
の
趣
旨
と
考
え
る
が
ど
う

か
。
ま
た
国
及
び
県
の
事
業
と
し
て
採
択
さ
れ
る
「
発
掘
調
査
事
業
」
の
基
準
は
ど
う
な
つ
て
い
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


