
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
日
提
出

質

問

第

一

三

二

号

沖
縄
県
東
村
高
江
の
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
に
反
対
す
る
住
民
・
県
民
を
警
備
す
る
た
め
派
遣
さ
れ
た
大
阪
府

機
動
隊
員
に
よ
る
差
別
発
言
に
関
す
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仲
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沖
縄
県
東
村
高
江
の
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
に
反
対
す
る
住
民
・
県
民
を
警
備
す
る
た
め
派
遣
さ
れ
た
大
阪
府

機
動
隊
員
に
よ
る
差
別
発
言
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

沖
縄
県
東
村
高
江
の
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
工
事
に
反
対
す
る
住
民
・
県
民
を
警
備
す
る
た
め
派
遣
さ
れ
た
大
阪
府
機
動
隊
員
に

よ
る
差
別
発
言
に
関
し
て
は
、
十
月
二
十
五
日
付
け
質
問
第
八
三
号
で
質
問
を
行
い
、
十
一
月
四
日
付
け
で
答
弁
を
得
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
の
際
行
っ
た
質
問
で
「
指
導
や
説
明
は
何
ら
目
的
や
成
果
を
見
出
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
質
し
た
と

こ
ろ
、
理
由
を
全
く
示
さ
ず
に
「
警
察
法
に
基
づ
き
業
務
を
適
切
に
行
っ
て
お
り
指
摘
は
当
た
ら
な
い
」
と
強
弁
す
る
有
様
で

あ
る
。
ま
た
、
今
回
の
発
言
の
根
底
に
は
「
沖
縄
へ
の
差
別
意
識
と
植
民
地
意
識
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
。
「
指
摘
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
」
と
し
て
真
面
に
答
え
よ
う
と
せ
ず
、
お
ざ
な
り
に
「
本
件
発
言
は
極
め
て
遺

憾
で
あ
る
」
と
答
弁
し
た
。
挙
句
の
果
て
に
は
、
鶴
保
庸
介
沖
縄
担
当
大
臣
は
十
月
三
十
一
日
の
発
言
に
引
き
続
き
、
十
一
月

八
日
の
参
議
院
内
閣
委
員
会
で
再
び
「
今
回
の
発
言
が
差
別
と
断
定
で
き
な
い
」
と
の
見
解
を
示
し
て
お
り
、
沖
縄
県
民
の
憤

り
と
悲
し
み
を
増
大
さ
せ
る
と
と
も
に
、
改
め
て
政
府
内
部
の
問
題
意
識
の
低
さ
や
問
題
の
根
深
さ
を
感
じ
さ
せ
た
。

そ
こ
で
再
度
お
尋
ね
す
る
。

一

本
職
の
「
指
導
や
説
明
は
何
ら
目
的
や
成
果
を
見
出
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の
質
問
に
対
し
て
、
政
府
は
「
警

一



察
法
に
基
づ
き
業
務
を
適
切
に
行
っ
て
お
り
指
摘
は
当
た
ら
な
い
」
と
強
弁
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
今
回
の
「
土
人
」
や

「
シ
ナ
人
」
発
言
が
起
こ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

質
問
一
に
関
連
し
て
、
そ
も
そ
も
「
警
察
法
に
基
づ
き
業
務
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
」
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
発
言
は
起
こ

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

三

本
職
の
「
発
言
し
た
二
人
は
警
察
官
た
る
資
格
や
資
質
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
質
問
に
対
し
て
、
政
府
は
「
地

方
公
務
員
法
第
三
十
二
条
等
の
規
定
に
違
反
す
る
」
と
答
弁
し
た
。
し
か
し
、
同
規
定
は
「
法
令
等
及
び
上
司
の
職
務
上
の

命
令
に
従
う
義
務
」
と
し
て
「
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
法
令
、
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
、
規
程
に
従
い
、

か
つ
、
上
司
の
職
務
上
の
命
令
に
忠
実
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
で
あ
る
。
今
回
の
二
人
の
発
言
は
こ
の
規
定
の
ど
の

部
分
に
違
反
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
法
令
等
の
「
等
」
と
は
何
か
。

四

質
問
三
に
関
連
し
て
、
政
府
は
二
人
の
発
言
が
「
地
方
公
務
員
法
第
三
十
二
条
等
違
反
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
む
し
ろ
同

法
第
三
十
三
条
の
「
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
」
や
警
察
法
第
二
条
の
「
警
察
の
責
務
」
、
同
法
第
三
条
の
「
服
務
の
宣
誓
の

内
容
」
違
反
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

五

菅
官
房
長
官
が
理
由
を
示
さ
ず
に
「
差
別
意
識
の
表
れ
と
の
指
摘
に
対
し
て
「
全
く
な
い
」
と
否
定
し
た
」
こ
と
に
対
し

二



て
、
本
職
は
「
理
由
を
示
さ
ず
に
否
定
す
る
こ
と
は
官
房
長
官
と
し
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
行
為
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
と

こ
ろ
、
政
府
は
記
者
会
見
に
お
け
る
質
問
に
対
し
て
「
端
的
に
答
え
た
」
も
の
で
あ
る
と
答
弁
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

今
回
の
発
言
の
根
底
に
「
差
別
意
識
が
全
く
な
い
」
と
断
言
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

本
職
は
、
鶴
保
庸
介
沖
縄
担
当
大
臣
の
十
月
二
十
一
日
及
び
三
十
一
日
の
発
言
に
対
し
て
、
「
問
題
の
す
り
替
え
や
矮
小

化
で
あ
る
」
と
し
て
「
沖
縄
担
当
大
臣
と
し
て
県
民
の
思
い
に
寄
り
添
い
、
率
先
し
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
」
と
質
し
た
と

こ
ろ
、
政
府
は
「
大
臣
の
自
ら
の
見
識
に
基
づ
き
適
切
に
判
断
し
発
言
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

ま
た
十
一
月
八
日
の
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
「
今
回
の
発
言
が
差
別
と
断
定
で
き
な
い
」
と
の
発
言
に
対
し
て
も
何

ら
是
正
を
求
め
た
り
、
注
意
を
行
っ
た
り
し
て
い
な
い
。
本
職
は
政
府
の
こ
の
よ
う
な
対
応
に
対
し
て
疑
問
を
抱
く
と
と
も

に
、
強
い
憤
り
を
感
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
金
田
勝
年
法
務
大
臣
は
十
月
二
十
五
日
の
参
議
院
法
務
委
員
会
で
「
土
人
と
の

発
言
は
差
別
用
語
に
当
た
る
」
と
し
、
ま
た
「
そ
の
言
葉
の
み
を
捉
え
て
ど
う
思
う
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
思

う
」
、
「
と
て
も
残
念
で
許
す
ま
じ
き
言
動
だ
」
と
明
確
に
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
菅
官

房
長
官
も
定
例
の
記
者
会
見
等
で
「
警
察
官
が
不
適
切
な
発
言
を
行
っ
た
こ
と
は
大
変
残
念
だ
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら

に
は
本
職
の
質
問
主
意
書
に
対
し
て
政
府
は
閣
議
で
取
り
上
げ
て
「
地
方
公
務
員
法
違
反
で
あ
り
懲
戒
処
分
を
行
っ
た
」
と

三



答
弁
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
土
人
」
や
「
シ
ナ
人
」
発
言
に
対
す
る
鶴
保
大
臣
の

度
重
な
る
擁
護
発
言
は
「
閣
内
不
一
致
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

七

報
道
に
よ
る
と
、
十
一
月
十
日
に
開
催
さ
れ
た
参
院
内
閣
委
員
会
の
理
事
懇
談
会
で
鶴
保
大
臣
は
抗
議
の
県
民
の
「
威
圧

的
言
動
は
許
し
ま
じ
き
こ
と
だ
」
と
し
て
改
め
て
「
土
人
発
言
」
を
擁
護
し
、
さ
ら
に
「
差
別
発
言
と
は
断
定
で
き
な
い
」

と
の
認
識
も
改
め
て
表
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
発
言
の
ど
れ
一
つ
と
っ
て
も
鶴
保
大
臣
の
見
解
は
「
人
」
と
し

て
、
「
個
人
」
或
い
は
「
政
治
家
」
、
さ
ら
に
は
「
大
臣
」
と
し
て
の
「
見
識
の
あ
る
行
為
」
に
基
づ
く
も
の
と
は
到
底
言

え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

八

鶴
保
大
臣
は
「
本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
の
解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
い
わ
ゆ

る
ヘ
イ
ト
対
策
法
）
」
の
理
念
や
内
容
、
制
定
に
至
っ
た
経
緯
と
目
的
等
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

九

質
問
六
か
ら
八
に
関
連
し
て
、
政
府
は
鶴
保
大
臣
に
対
し
て
、
内
閣
と
し
て
発
言
の
取
り
下
げ
や
訂
正
、
謝
罪
等
を
求
め

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

十

「
土
人
」
や
「
シ
ナ
人
」
発
言
に
対
す
る
鶴
保
大
臣
の
度
重
な
る
擁
護
発
言
と
矮
小
化
の
発
言
は
、
沖
縄
担
当
大
臣
と
し

て
の
「
沖
縄
県
民
に
寄
り
添
い
、
思
い
を
率
先
し
て
配
慮
す
る
」
行
為
で
あ
る
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
よ
っ
て
政
府
は
鶴

四



保
大
臣
を
速
や
か
に
罷
免
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

十
一

鶴
保
大
臣
の
一
連
の
言
動
や
見
解
に
接
し
て
、
沖
縄
県
民
の
多
く
は
改
め
て
「
沖
縄
担
当
大
臣
の
職
責
や
望
ま
れ
る
行

動
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
如
何
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。
決
し
て
今
回
の
鶴
保
大
臣
の
よ
う

に
「
県
民
を
侮
辱
」
し
、
「
差
別
」
し
、
「
県
民
の
気
持
ち
に
寄
り
添
わ
な
い
」
こ
と
が
沖
縄
担
当
大
臣
の
あ
る
べ
き
姿
で

あ
る
と
は
微
塵
も
考
え
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
職
は
、
改
め
て
政
府
が
考
え
る
「
沖
縄
担
当
大
臣
の
あ
る
べ
き
姿
と
そ
の
職

責
」
に
つ
い
て
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

五


