
提

出

者

川

田

悦

子

平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

五

八

号

土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

土
地
区
画
整
理
事
業
（
以
下
、
事
業
）
は
、
そ
の
事
業
地
域
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
惹
起
し
て
い
る
。
そ
の
声
は
当

該
地
域
住
民
か
ら
不
満
と
し
て
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
政
府
は
、
そ
う
し
た
住
民
の
声
に
真
摯
に
耳
を
傾
け
、
過
去
の
事
業
に
お

け
る
問
題
、
そ
し
て
そ
の
分
析
・
反
省
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
今
後
の
事
業
の
あ
り
方
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
土
地
区
画
整

理
法
は
「
健
全
な
市
街
地
の
造
成
を
図
り
、
も
つ
て
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
「
必
要
な
事
項
を

規
定
」
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
事
業
は
「
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
る
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
政
府

の
見
解
等
に
つ
い
て
以
下
、
質
問
す
る
。

一

全
国
に
お
け
る
事
業
の
総
数
お
よ
び
総
面
積
は
現
在
、
ど
の
く
ら
い
行
わ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
事
業
の
進
捗
状
況
を
ど
う

把
握
し
て
い
る
か
。
事
業
完
了
ま
で
過
去
最
長
の
も
の
は
何
年
か
か
っ
て
い
る
か
。
さ
ら
に
二
〇
年
以
上
、
三
〇
年
以
上
を

経
て
も
終
了
し
な
い
事
業
に
つ
い
て
都
道
府
県
別
に
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
住
民
合
意
が
得
ら
れ
ず
事
業
が
長
期

化
し
て
い
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
と
考
え
て
い
る
か
。
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

二

『
土
地
区
画
整
理
事
業
運
用
指
針
』
（
国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局
市
街
地
整
備
課
／
二
〇
〇
一
年
一
二
月
。
以

下
、
指
針
）
は
、
「
今
後
、
各
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
意
見
等
を
踏
ま
え
て
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
、
使
い
勝
手
の
良
い
指

一



針
と
な
る
よ
う
、
適
宜
追
加
改
訂
を
行
う
」
（
「
は
じ
め
に
」
）
と
し
、
地
域
住
民
の
窓
口
と
な
り
実
施
主
体
と
な
る
地
方

公
共
団
体
か
ら
の
「
意
見
等
」
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
」
に
つ
い
て
「
今
後
、
各
地
方
整
備
局
や
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
事
業
制
度
の
運
用
実
態
を
把
握
の
上
、
運
用
上
の
課
題
を
整
理
し
、
必
要
に

応
じ
て
本
指
針
の
改
訂
を
行
う
」
（
「
運
用
指
針
の
構
成
」
）
と
述
べ
て
い
る
。

政
府
が
実
施
主
体
の
地
方
公
共
団
体
に
「
意
見
等
」
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
」
を
と
っ
て
、
運
用
上
の
課
題
を
整
理
す
る

意
思
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
が
当
該
住
民
に
対
し
て
「
意
見
等
」
「
ア
ン
ケ
ー
ト
等
」
を
実
施
し
、
住
民
の

意
思
を
尊
重
す
る
最
小
限
の
歯
止
め
を
遵
守
す
る
よ
う
指
針
を
策
定
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

三

土
地
区
画
整
理
法
の
運
用
に
あ
た
り
、
地
方
公
共
団
体
が
裁
量
を
広
く
解
釈
し
て
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該

住
民
と
の
軋
轢
が
生
じ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。
「
地
域
の
実
情
等
に
よ
っ
て
は
、
本
指
針
で
示
し
た
原
則
的
な
考
え
方
に

よ
ら
な
い
運
用
が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
得
る
が
、
当
該
地
域
の
実
情
等
に
即
し
て
合
理
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
運

用
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
「
指
針
の
策
定
の
趣
旨
」
）
と
い
っ
た
国
の
優
柔
不
断
な
指
針
が
さ
ら
に
地
方
公
共
団

体
の
無
原
則
的
な
事
業
の
運
用
を
助
長
す
る
こ
と
と
な
り
、
ひ
い
て
は
事
業
の
公
正
さ
や
公
平
性
が
形
骸
化
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
住
民
主
権
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
い
。 二



四

『
指
針
』
の
「
土
地
区
画
整
理
事
業
の
活
用
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
」
に
つ
い
て

（
�
）

「
地
方
公
共
団
体
と
住
民
と
の
両
者
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
あ
る
が
、
住
民
本
位
の

行
政
の
姿
勢
か
ら
考
え
れ
ば
�
地
方
公
共
団
体
の
責
務
�
と
し
て
「
住
民
の
声
を
聞
い
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
し
て
義
務
規
定
に
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

（
�
）

「
地
方
公
共
団
体
が
計
画
を
策
定
し
、
住
民
の
理
解
を
得
る
と
い
う
形
で
事
業
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
た

め
、
住
民
は
事
業
に
対
し
て
受
身
の
姿
勢
と
な
り
や
す
く
、
事
業
に
対
す
る
合
意
形
成
に
多
大
な
時
間
を
要
す
る
こ

と
等
の
問
題
が
生
じ
や
す
い
」
と
あ
る
と
お
り
、
政
府
は
地
方
公
共
団
体
が
主
導
す
る
か
た
ち
で
事
業
を
推
進
す
る

こ
と
の
難
し
さ
を
認
め
て
い
る
。
事
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
「
民
間
や
住
民
が
主
体
と
な
っ
た
ま
ち
づ
く
り
と

し
て
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
推
進
」
や
「
民
間
活
力
を
活
か
し
た
土
地
区
画
整
理
事
業
の
活
用
促
進
」
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
「
住
民
が
主
体
」
と
な
っ
て
の
「
ま
ち
づ
く
り
」
で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

（
�
）

「
事
業
の
立
ち
上
げ
の
段
階
か
ら
住
民
と
の
適
切
な
連
携
を
工
夫
し
、
住
民
を
主
体
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
推
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
場
合
の
「
住
民
と
の
適
切
な
連
携
」
と
は
、

具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
。
住
民
に
対
し
て
の
各
段
階
に
お
け
る
説
明
責
任
の
あ
り
方
も
含
め

三



て
具
体
的
に
答
え
ら
れ
た
い
。

五

自
治
体
施
行
に
よ
る
事
業
で
は
法
律
上
、
住
民
の
賛
同
を
要
し
な
い
こ
と
が
ト
ラ
ブ
ル
を
生
む
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
自

治
体
が
事
業
計
画
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
計
画
段
階
か
ら
終
了
時
ま
で
当
該
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
き
わ

め
て
む
ず
か
し
い
。
東
京
都
羽
村
市
に
お
け
る
羽
村
駅
西
口
の
事
業
で
も
、
区
域
住
民
の
半
数
以
上
の
人
た
ち
が
反
対
す
る

な
か
、
事
業
の
行
政
手
続
き
が
一
方
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
同
市
で
は
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
、
事
業
区
域
内
住
民
二

七
四
二
名
中
一
四
〇
二
名
の
「
行
政
手
続
き
中
止
」
署
名
、
そ
し
て
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
二
月
に
は
一
四
〇
七
名
の
「
事

業
の
中
止
を
求
め
る
」
署
名
を
提
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と
月
後
の
同
年
三
月
に
は
都
市
計
画
決
定
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
住
民
の
賛
同
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
が
、
法
律
上
の
欠
陥
と
い
う
人
も
い
る
。
ど
う
考
え
る
か
。

六

旧
建
設
省
都
市
局
区
画
整
理
課
は
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
三
月
、
「
『
ま
ち
づ
く
り
』
を
す
す
め
る
に
あ
た
り
、
地
域
住

民
と
の
対
応
関
係
に
関
し
配
意
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
「
区
画
整
理
計
画
標
準
・
追
録
�
」
（
以
下
、
「
追
録

�
」
）
を
作
成
し
、
「
合
意
を
形
成
し
て
い
く
た
め
の
活
動
」
や
「
ま
ち
づ
く
り
と
住
民
参
加
」
等
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
追
録
�
は
「
は
じ
め
に
」
で
「
地
域
住
民
の
理
解
と
協
力
が
十
分
に
得
ら
れ
な
い
地
区
の
存
在
は
、
我
々
に
、
対
応
関

係
が
十
分
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
省
み
る
こ
と
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
「
留
意
し
な
け
れ
ば

四



な
ら
な
い
こ
と
は
、
区
画
整
理
の
た
め
の
区
画
整
理
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
各
地
に
お
け
る

区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
み
る
と
七
八
年
以
降
、
旧
建
設
省
の
理
念
に
基
づ
い
て
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
到
底
、
考
え

ら
れ
な
い
。
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

七

旧
建
設
省
が
九
九
（
平
成
一
一
）
年
二
月
に
作
成
し
た
「
公
共
事
業
の
説
明
責
任
（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
向
上
行
動

指
針
」
に
は
「
情
報
の
共
有
化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
」
と
し
て
、
「
公
共
事
業
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
も
、

質
と
量
を
向
上
さ
せ
、
積
極
的
に
オ
ー
プ
ン
に
し
、
国
民
と
共
有
し
て
い
く
」
「
双
方
向
の
や
り
と
り
」
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
推
進
」
の
部
分
を
、
下
線
を
引
い
て
強
調
し
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
に
入
っ
て
は
埼
玉
県
志
木
市
に
お
け
る
「
寄

せ
ら
れ
た
意
見
を
尊
重
し
て
意
思
決
定
を
行
う
」
「
公
共
事
業
市
民
選
択
権
保
有
条
例
」
制
定
と
い
っ
た
地
方
公
共
団
体
の

動
き
も
あ
る
。
新
た
に
国
土
交
通
省
に
あ
っ
て
も
旧
建
設
省
「
行
動
指
針
」
に
基
づ
い
て
各
地
方
公
共
団
体
が
事
業
を
お
こ

な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
。

八

土
地
区
画
整
理
法
は
、
第
八
七
条
で
換
地
計
画
を
、
第
九
八
条
で
仮
換
地
指
定
を
規
定
し
て
い
る
。
「
土
地
区
画
整
理
法

逐
条
討
議
」
（
（
社
）
日
本
土
地
区
画
整
理
協
会
）
で
も
「
換
地
計
画
に
基
づ
く
仮
換
地
指
定
こ
そ
原
則
」
「
住
民
の
意
向

を
十
分
に
反
映
す
る
た
め
に
、
換
地
計
画
を
先
行
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
「
現
在
の
よ
う
に
換
地
計
画
に
基
づ
か
な
い
仮

五



換
地
指
定
が
一
般
的
だ
と
、
工
事
の
た
め
の
仮
換
地
だ
と
言
っ
て
も
、
そ
の
仮
換
地
が
換
地
と
な
る
蓋
然
性
が
高
い
」
と
明

記
し
て
い
る
。

し
か
し
実
際
は
事
業
実
施
に
あ
た
り
換
地
計
画
に
先
だ
っ
て
仮
換
地
を
指
定
す
る
こ
と
が
多
い
。
法
理
論
か
ら
し
て
も
、

換
地
計
画
を
縦
覧
し
た
後
、
仮
換
地
指
定
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
地
権
者
が
全
体
計
画
で
あ
る
換
地
計
画
を
周
知

す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
換
地
計
画
に
先
立
っ
て
仮
換
地
を
指
定
す
る
こ
と
が
多
い
現
実
を
ど
う
考

え
る
か
。
法
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
執
行
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

九

地
価
上
昇
を
前
提
と
し
保
留
地
を
売
却
す
る
こ
と
で
事
業
費
を
捻
出
す
る
事
業
は
現
在
、
各
地
で
破
綻
し
て
い
る
。
埼
玉

県
飯
能
市
笠
縫
地
区
の
事
業
で
は
、
資
金
計
画
は
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
九
八
億
円
、
九
五
（
平
成
七
）
年
二
四
〇
億
円
、

二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
二
六
六
億
円
と
資
金
投
入
に
歯
止
め
が
な
い
。
ま
た
事
業
計
画
決
定
が
八
八
（
昭
和
六
三
）
年

に
な
さ
れ
て
か
ら
一
四
年
を
経
過
し
た
今
な
お
、
仮
換
地
指
定
九
〇
％
、
家
屋
移
転
五
三
％
と
い
っ
た
状
況
に
あ
り
、
い
つ

事
業
が
完
了
す
る
の
か
目
処
す
ら
た
っ
て
い
な
い
。
財
政
破
綻
の
認
識
が
あ
る
か
、
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。

埼
玉
県
が
お
こ
な
っ
た
公
共
事
業
再
評
価
監
視
委
員
会
で
は
、
笠
縫
案
件
を
審
議
リ
ス
ト
に
載
せ
た
も
の
の
、
何
ら
審
議

せ
ず
事
業
継
続
を
決
め
て
い
る
。
旧
建
設
省
の
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
三
月
発
行
「
建
設
省
所
管
公
共
事
業
の
再
評
価
実
施

六



要
領
及
び
新
規
事
業
採
択
時
評
価
実
施
要
領
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
文
書
に
は
「
実
施
要
領
概
要
」
の
「
目
的
」
に
「
事
業

の
継
続
に
当
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
見
直
し
を
行
う
ほ
か
、
事
業
の
継
続
が
適
当
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
事
業
を

中
止
又
は
休
止
す
る
」
と
あ
る
。
笠
縫
案
件
に
見
ら
れ
る
現
状
に
つ
い
て
公
共
事
業
再
評
価
の
視
点
か
ら
ど
う
考
え
る
か
。

見
解
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


