
平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

一

〇

一

号

五
稜
郭
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
城
郭
の
文
化
財
保
護
と
利
活
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

101



五
稜
郭
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
城
郭
の
文
化
財
保
護
と
利
活
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

文
化
財
保
護
法
第
三
条
で
は
、
「
政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
文
化
財
が
わ
が
国
の
歴
史
、
文
化
等
の
正
し
い
理
解
の
た

め
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
将
来
の
文
化
の
向
上
発
展
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ

の
保
存
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
周
到
の
注
意
を
も
つ
て
こ
の
法
律
の
趣
旨
の
徹
底
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規

定
さ
れ
、
同
法
第
百
二
十
五
条
で
は
、
「
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
に
関
し
そ
の
現
状
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
保
存
に
影
響
を
及

ぼ
す
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
化
庁
長
官
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

北
海
道
函
館
市
に
あ
る
五
稜
郭
は
、
江
戸
時
代
末
期
に
徳
川
幕
府
に
よ
り
蝦
夷
地
の
箱
館
郊
外
に
建
造
さ
れ
た
稜
堡
式
の
城

郭
で
、
築
造
中
は
、
亀
田
御
役
所
土
塁
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
五
稜
郭
は
箱
館
開
港
時
に
函
館
山
の
麓
に
置
か
れ

て
い
た
箱
館
奉
行
所
の
移
転
先
と
し
て
築
造
さ
れ
た
。
慶
応
二
年
に
完
成
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
わ
ず
か
な
期
間
で
徳
川
幕

府
が
倒
れ
た
た
め
、
箱
館
戦
争
で
旧
幕
府
軍
に
占
領
さ
れ
、
本
拠
と
な
っ
た
。
明
治
時
代
に
は
、
郭
内
の
建
物
は
ほ
と
ん
ど
解

体
さ
れ
、
陸
軍
の
練
兵
場
と
な
っ
た
。
大
正
三
年
か
ら
五
稜
郭
公
園
と
し
て
一
般
開
放
さ
れ
、
以
来
、
函
館
市
民
の
憩
い
の
場

と
と
も
に
函
館
を
代
表
す
る
観
光
地
と
な
っ
て
お
り
、
桜
の
開
花
の
時
期
に
は
函
館
市
民
の
み
な
ら
ず
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ

る
名
所
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
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五
稜
郭
は
、
現
在
、
文
化
財
保
護
法
で
い
う
特
別
史
跡
で
あ
り
、
「
五
稜
郭
と
箱
館
戦
争
の
遺
構
」
と
し
て
北
海
道
遺
産
に

選
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
文
化
財
保
護
法
上
、
「
そ
の
現
状
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
を
し

よ
う
と
す
る
」
行
為
に
は
厳
し
い
制
限
が
課
せ
ら
れ
、
そ
の
補
修
に
は
十
分
な
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
わ
が
国
の
他
の
近

代
城
郭
と
同
様
に
、
市
民
の
た
め
の
公
園
と
し
て
存
続
す
る
道
が
選
択
さ
れ
た
た
め
、
花
見
な
ど
が
楽
し
め
る
城
址
公
園
と
し

て
の
側
面
も
併
せ
持
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
適
切
に
保
存
す
べ
き
近
代
城
郭
の
文
化
財
で
あ
る
こ
と
と
、
多
く
の
市
民
が
利
活

用
す
る
憩
い
の
場
で
あ
る
城
址
公
園
で
あ
る
こ
と
は
、
適
切
な
保
存
と
利
活
用
と
い
う
場
面
に
よ
っ
て
は
矛
盾
す
る
一
面
も
あ

る
た
め
、
そ
の
文
化
財
保
護
と
利
活
用
に
関
し
て
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
政
府
の
方
針
を
確
認
し
た
い
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

現
時
点
で
、
政
府
の
近
代
城
郭
の
保
護
整
備
の
方
針
は
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
が
、
公
園
と
し
て
の
側
面

と
文
化
財
と
し
て
の
側
面
の
整
合
性
は
ど
う
あ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
近
代
城
郭
が
保
存
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
史
跡
の
公
園
化
と
い
う
道
を
歩
ん
で
き
た
こ
と
は
あ
な

が
ち
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
が
、
本
来
、
城
郭
の
築
造
当
時
の
現
状
に
で
き
る
だ
け
近
い
状
態
で
「
保
存
に
影

響
を
及
ぼ
す
行
為
」
を
制
限
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
市
民
に
広
く
愛
さ
れ
て
き
た
公
園
と
し
て
の
側
面
を
一
定
程
度
否

二



定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
近
代
城
郭
を
文
化
財
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
と
、
公
園
と
し
て
の
側
面
の
整
合
性

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
こ
と
は
あ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

三

北
海
道
の
渡
島
、
檜
山
地
方
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
公
園
に
は
桜
な
ど
が
植
樹
さ
れ
、
松
前
城
な
ど
の
よ
う
に
、
市

民
の
憩
い
の
場
で
あ
る
公
園
と
し
て
定
着
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
渡
島
、
檜
山
地
方
に
お
い
て
、
文
化
財
保
護
法
上
の
近

代
城
郭
の
文
化
財
で
あ
り
、
か
つ
、
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
城
址
公
園
等
は
ど
の
程
度
あ
る
の
か
。
政
府
の
把
握

す
る
と
こ
ろ
を
示
さ
れ
た
い
。

四

国
宝
や
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
姫
路
城
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
弘
前
城
で
も
、
重
要
な

観
光
資
産
で
あ
る
桜
の
植
え
替
え
に
関
し
て
、
五
稜
郭
公
園
と
同
様
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
事
案
に
お
い
て
、
政
府
は
文
化
財
保
護
法
上
の
「
将
来
の
文
化
の
向
上
発
展
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識

し
、
そ
の
保
存
が
適
切
に
行
わ
れ
る
」
と
い
う
方
針
と
、
市
民
の
憩
い
の
場
や
観
光
資
産
と
し
て
の
側
面
の
ど
ち
ら
を
優
先

す
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
整
合
性
を
取
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

現
在
、
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
五
稜
郭
公
園
に
は
多
く
の
桜
が
植
え
ら
れ
、
開
花
の
時
期
に
は
多
く
の
函
館
市
民
や
観
光

客
が
訪
問
し
、
函
館
市
の
重
要
な
観
光
資
産
に
な
っ
て
い
る
。
桜
は
植
樹
さ
れ
た
当
時
か
ら
老
齢
化
し
、
植
え
替
え
を
行
う

三



べ
き
時
期
に
来
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
国
の
特
別
史
跡
で
あ
る
た
め
、
植
樹
の
た
め
に
土
壌
を
掘
り
か
え
す
こ
と
な
ど

は
、
「
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
に
関
し
そ
の
現
状
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
」
に
該
当
し
、
一
定

の
制
限
が
課
せ
ら
れ
る
。
地
域
の
観
光
資
産
で
あ
る
こ
と
も
勘
案
し
、
文
化
財
保
護
法
と
の
整
合
性
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
、

近
代
城
郭
の
文
化
財
保
護
と
利
活
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
策
定
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


