
提

出

者

西

村

�

悟

平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日
提
出

質

問

第

五

三

号

旧
正
田
邸
保
存
運
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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旧
正
田
邸
保
存
運
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
京
都
品
川
区
東
五
反
田
五
丁
目
所
在
の
旧
正
田
邸
（
以
下
、
正
田
邸
と
い
う
）
は
、
昭
和
初
期
の
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
風
の
屋

根
を
も
つ
和
洋
折
衷
住
宅
で
あ
り
皇
后
陛
下
の
御
生
家
で
あ
る
が
、
平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日
に
国
に
物
納
さ
れ
国
有
財
産

と
な
り
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
財
務
当
局
に
対
す
る
付
近
住
民
の
剪
定
要
望
も
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
由
緒
あ
る
邸
内
に
雑
草

が
生
い
茂
る
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
平
成
十
四
年
十
月
十
七
日
に
、
正
田
邸
の
保
存
を
要
望
し
て
賛
同
者
の
署
名
運

動
を
し
て
い
る
「
五
丁
目
の
環
境
と
文
化
を
守
る
会
」
の
住

威
久
雄
（
東
京
都
品
川
区
東
五
反
田
五
丁
目
十
二
番
十
号
、
以

下
、
住
と
い
う
）
宅
を
、
財
務
省
役
人
三
名
が
訪
れ
て
、
正
田
邸
を
同
年
十
一
月
中
に
撤
去
し
更
地
に
し
て
競
売
に
か
け
る
、

猶
予
は
し
な
い
、
こ
れ
は
役
所
の
決
定
だ
と
、
メ
モ
を
禁
じ
て
申
し
向
け
た
う
え
、
財
務
省
は
同
月
二
十
一
日
解
体
業
者
に
入

札
公
示
し
た
。

正
田
邸
は
、
昭
和
五
十
五
年
日
本
建
築
学
会
編
の
我
が
国
に
現
存
す
る
幕
末
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
の
建
物
の
全
国
調
査
を
ま

と
め
た
「
日
本
近
代
建
築
総
覧
」
（
小
題
、
各
地
に
遺
る
明
治
大
正
昭
和
の
建
物
）
に
、
「
特
に
重
要
な
も
の
、
あ
る
い
は
注

目
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
作
品
」
に
与
え
ら
れ
る
○
マ
ー
ク
を
付
さ
れ
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
同
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

東
五
反
田
五
丁
目
所
在
の
他
の
九
戸
の
建
物
と
共
に
旧
池
田
藩
邸
跡
の
池
田
山
（
東
五
反
田
五
丁
目
）
の
街
並
み
に
独
特
の
風

一



格
を
与
え
て
き
た
う
え
、
皇
后
陛
下
の
御
生
家
と
し
て
国
民
は
親
し
み
と
愛
着
の
情
を
も
っ
て
保
存
を
願
い
、
現
在
ま
で
四
万

人
の
保
存
要
望
署
名
が
集
め
ら
れ
、
毎
日
二
百
名
ほ
ど
の
名
残
を
惜
し
む
見
学
者
が
絶
え
な
い
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
財
務
省
の
役
人
は
、
不
動
産
鑑
定
士
は
建
物
が
あ
れ
ば
売
り
に
く
い
と
言
っ
て
い
る
、
建
物
に
価
値
は
な
い
の
で

更
地
に
し
て
売
る
、
な
ど
と
住
氏
は
じ
め
保
存
運
動
を
進
め
る
住
民
に
説
明
し
、
住
氏
が
皇
室
ゆ
か
り
の
財
産
を
叩
き
売
っ
て

ま
で
も
金
に
変
え
る
政
府
の
姿
勢
は
、
皇
室
の
財
産
を
大
切
に
保
存
す
る
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
諸
外
国
と
く
ら
べ
て
あ
ま
り
に
も

あ
さ
ま
し
く
、
国
際
的
に
顰
蹙
を
か
う
ど
こ
ろ
か
日
本
政
府
は
そ
こ
ま
で
財
政
が
逼
迫
し
て
い
る
の
か
と
信
用
不
安
を
も
た
ら

し
か
ね
な
い
と
反
論
し
て
も
、
「
そ
ん
な
こ
と
は
理
財
局
に
は
関
係
な
い
」
と
言
い
放
つ
の
み
で
、
ひ
た
す
ら
高
圧
的
か
つ
一

方
的
に
右
の
よ
う
な
地
上
屋
の
よ
う
な
論
理
を
繰
り
返
す
の
み
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
折
、
平
成
十
四
年
十
月
末
こ
ろ
、
国
会
内
で
は
、
財
務
省
幹
部
が
正
田
邸
保
存
に
は
皇
后
陛
下
が
反
対
さ
れ
て

い
る
旨
申
し
向
け
て
国
会
議
員
を
説
得
し
始
め
た
の
で
、
当
職
は
、
国
有
財
産
の
処
理
に
関
し
て
役
人
が
皇
后
陛
下
の
御
意
向

を
根
拠
に
し
て
国
会
議
員
に
処
理
方
針
を
説
明
す
る
な
ど
は
、
皇
后
陛
下
の
政
治
的
利
用
で
あ
り
こ
の
状
態
を
放
置
す
れ
ば
、

国
会
は
皇
后
陛
下
を
参
考
人
と
し
て
国
会
に
お
呼
び
し
て
そ
の
御
意
向
を
直
接
確
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
は
な
い
か
と
、

宮
内
庁
羽
毛
田
信
吾
次
長
に
架
電
し
て
右
の
事
実
を
伝
え
、
以
後
財
務
省
役
人
の
言
動
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
皇
后
陛
下
を
政

二



治
利
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
軽
率
な
所
為
を
控
え
さ
す
よ
う
に
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
、
十
二
月
十
一
日
午
後
三
時
二
十
三
分
こ
ろ
、
右
宮
内
庁
次
長
は
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
住
氏
宅
に
架
電
し
、
来
客

中
で
あ
る
旨
告
げ
る
家
人
に
、
「
か
ま
わ
な
い
か
ら
出
せ
」
と
要
求
し
、
電
話
口
に
出
た
住
氏
に
対
し
、
「
正
田
邸
取
り
潰
し

は
、
皇
后
陛
下
の
意
向
で
あ
る
」
、
「
正
田
邸
保
存
運
動
に
は
皇
后
陛
下
が
迷
惑
さ
れ
て
お
る
」
、
「
正
田
家
と
も
打
ち
合
わ

せ
た
上
で
の
結
論
で
あ
る
」
な
ど
と
高
圧
的
に
し
ゃ
べ
り
、
住
氏
の
「
国
有
財
産
に
帰
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
国
民
が
こ
れ
に

つ
い
て
議
論
し
て
も
い
い
で
は
な
い
か
」
、
「
国
有
財
産
に
帰
し
た
も
の
の
処
分
に
関
し
、
前
所
有
者
が
発
言
権
を
も
つ
の

か
」
と
の
反
論
に
関
し
て
は
何
も
答
え
ず
、
た
だ
皇
后
陛
下
の
御
意
向
で
あ
る
と
延
々
繰
り
返
し
て
電
話
を
切
っ
た
の
で
あ

る
。以

上
の
事
実
を
総
合
す
れ
ば
、
財
務
省
お
よ
び
宮
内
庁
は
国
有
財
産
の
処
理
に
関
し
て
、
「
皇
后
陛
下
の
御
意
向
」
を
語
っ

て
そ
の
処
理
を
合
理
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
役
人
に
よ
る
皇
后
陛
下
の
政
治
利
用
で
、
一
刻
も
放
置
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
重
大
な
違
法
事
態
で
あ
り
、
特
に
宮
内
庁
次
長
は
、
当
職
の
注
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
国
民
に
ま
で
高

圧
的
に
皇
后
陛
下
の
御
意
向
を
楯
に
、
正
田
邸
の
解
体
を
納
得
さ
せ
て
保
存
運
動
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の

所
為
は
御
皇
室
の
立
場
に
照
ら
し
、
我
が
国
の
憲
法
（
根
本
規
範
）
に
明
ら
か
な
我
が
国
の
国
体
（
国
の
基
本
的
あ
り
方
）
に

三



照
ら
し
、
断
じ
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

よ
っ
て
、
こ
の
事
態
を
一
刻
も
放
置
で
き
な
い
の
で
次
の
通
り
、
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。
速
や
か
に
回
答
さ
れ
た
い
。

記

一
、
正
田
邸
は
、
行
政
財
産
（
国
有
財
産
法
三
条
）
以
外
の
普
通
財
産
と
し
て
の
国
有
財
産
で
あ
る
か
。

二
、
国
は
、
普
通
財
産
と
し
て
の
国
有
財
産
に
関
し
、
前
所
有
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
意
向
に
従
っ
て
当
該
財
産
の
管
理

お
よ
び
処
分
を
し
て
い
る
の
か
。

三
、
正
田
邸
の
管
理
お
よ
び
処
分
に
関
し
、
国
は
皇
后
陛
下
の
御
意
向
に
従
っ
て
そ
れ
を
為
し
て
い
る
の
か
。

四
、
平
成
十
四
年
十
月
十
七
日
に
財
務
省
役
人
が
住
氏
に
伝
え
た
正
田
邸
の
建
物
解
体
は
、
皇
后
陛
下
の
御
意
向
に
従
っ
て
決

定
さ
れ
た
の
か
。

五
、
仮
に
右
解
体
が
皇
后
陛
下
の
御
意
向
に
従
っ
た
決
定
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
国
有
財
産
管
理
上
の
法
的
根
拠
を
説

明
さ
れ
た
い
。

六
、
仮
に
右
解
体
が
皇
后
陛
下
の
御
意
向
に
従
っ
た
決
定
で
は
な
く
、
財
務
省
役
人
が
住
氏
に
説
明
し
た
と
お
り
更
地
に
し
て

土
地
を
売
却
す
る
た
め
の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
財
務
省
幹
部
お
よ
び
宮
内
庁
次
長
は
、
国
会
議
員
お
よ
び
住
氏
に
皇
后
陛

四



下
の
名
を
か
た
り
、
虚
偽
を
申
し
向
け
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
と
お
り
か
。

七
、
以
上
い
ず
れ
に
し
ろ
、
財
務
省
幹
部
お
よ
び
宮
内
庁
次
長
は
、
皇
后
陛
下
の
名
を
だ
し
て
、
そ
の
御
意
向
で
あ
る
と
し
て

正
田
邸
解
体
・
更
地
売
却
と
い
う
国
有
財
産
処
分
の
正
当
性
を
国
会
議
員
お
よ
び
住
氏
に
説
明
し
て
お
り
、
こ
れ
は
皇
后
陛

下
を
政
治
利
用
し
た
所
為
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
は
い
か
に
認
識
し
て
い
る
か
。

八
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
国
有
財
産
の
管
理
お
よ
び
処
分
は
、
前
所
有
者
の
意
向
に
従
う
の
で
は
な
く
公
用
・
公
共
優
先
の
原

則
の
も
と
に
国
に
お
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
政
府
の
右
役
人
に
お
い
て
皇
后
陛
下
が
そ
の
決
定
に

容
喙
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
き
言
辞
を
弄
す
る
こ
と
は
、
皇
室
の
権
威
を
毀
損
し
、
ひ
い
て
は
政
治
的
無
答
責
で
あ
る
べ
き

御
皇
室
を
政
治
の
世
界
に
引
き
込
む
結
果
を
招
来
せ
し
め
て
お
り
、
極
め
て
悪
質
で
立
場
を
弁
え
な
い
所
為
で
あ
る
と
思
料

さ
れ
る
が
、
政
府
は
こ
の
結
果
を
い
か
に
認
識
し
て
い
る
か
。

九
、
宮
内
庁
の
所
掌
事
務
に
、
「
皇
室
用
財
産
の
管
理
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
普
通
の
国
有
財
産
を

皇
室
用
財
産
と
す
る
に
は
、
国
会
の
議
決
が
必
要
な
の
で
あ
る
（
国
有
財
産
法
十
三
条
）
。
然
る
に
、
正
田
邸
は
何
ら
こ
の

よ
う
な
手
続
き
が
為
さ
れ
て
お
ら
ず
正
田
邸
管
理
は
宮
内
庁
の
所
掌
事
務
に
な
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宮
内
庁
次

長
が
一
般
国
民
に
架
電
し
て
、
皇
后
陛
下
の
御
意
向
を
語
っ
て
正
田
邸
解
体
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
言
動
は
、
越
権
も
甚

五



だ
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
料
さ
れ
る
が
政
府
は
い
か
に
認
識
し
て
い
る
か
。

十
、
そ
も
そ
も
宮
内
庁
は
、
日
本
国
と
日
本
国
民
の
象
徴
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
行
為
の
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
と
と
も
に
皇
室
関
係
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
官
庁
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た

り
、
天
皇
お
よ
び
皇
室
の
政
治
的
利
用
お
よ
び
そ
の
疑
惑
が
生
じ
る
こ
と
を
極
力
排
除
し
、
も
っ
て
天
皇
の
政
治
的
無
答
責

性
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
皇
室
制
度
の
存
廃
に
か
か
わ
る
最
重
要
の
責
務
で
あ
る
と
こ
ろ
、
宮
内
庁
羽
毛
田

次
長
は
、
こ
の
責
務
を
自
覚
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
地
位
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
皇
后
陛
下
の
御
意
向
に
よ
っ
て
皇
室
財
産

で
は
な
い
国
有
財
産
を
処
分
す
る
と
の
説
明
を
一
般
国
民
に
行
い
、
著
し
く
皇
室
の
名
誉
を
毀
損
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、

皇
后
陛
下
に
対
す
る
政
治
的
批
判
を
も
招
く
べ
き
事
態
を
自
ら
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

古
来
我
が
国
で
は
、
一
般
国
民
が
知
る
す
べ
も
な
い
皇
室
の
御
意
向
を
語
っ
て
自
ら
の
政
治
的
目
的
を
遂
げ
よ
う
と
す
る

も
の
を
「
君
側
の
奸
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
宮
内
庁
羽
毛
田
次
長
の
所
為
は
、
ま
さ
に
こ
の
呼
称
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

あ
る
。

政
府
は
、
羽
毛
田
次
長
の
行
為
を
い
か
に
認
識
し
て
い
る
か
。

右
行
為
が
、
皇
后
陛
下
の
政
治
利
用
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
な
い
の
か
。

六



認
識
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
国
会
が
国
有
財
産
の
処
分
の
適
正
化
を
審
査
す
る
た
め
に
、
皇
后
陛
下
を
参
考
人
と
し
て

国
会
に
お
呼
び
す
る
こ
と
も
妥
当
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。

以
上
、
速
や
か
に
回
答
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


