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１
一
は
じ
め
に

　
横
浜
市
で
は
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
勧
告
に

市
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平

成
八
年
十
月
に
「
地
方
分
権
推
進
に
か
か
わ
る
意
見

書
」
を
地
方
分
権
推
進
委
員
会
に
提
出
し
た
。

　
本
自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
地
方
分
権
に
関
す
る

横
浜
市
の
公
式
見
解
と
い
え
る
同
意
見
書
で
主
張
さ

れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
制
度
的
背
景
の
確

認
、
事
務
処
理
上
の
不
合
理
の
実
態
把
握
、
国
の
省

庁
な
ど
地
方
自
治
体
と
立
場
を
異
に
す
る
側
か
ら
の

意
見
の
検
討
な
ど
を
通
じ
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ら
主
張
の
実
現
に
向
け
て
何
が
必
要
で
あ

る
か
を
自
主
研
究
と
い
う
非
公
式
ゆ
え
の
自
由
な
ス

タ
ン
ス
で
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
活
動
を
進
め
て
き
た
。

　
題
材
と
し
た
「
地
方
分
権
推
進
に
か
か
わ
る
意
見

書
」
は
、
横
浜
市
に
お
け
る
地
方
分
権
推
進
の
た
め

の
庁
内
横
断
組
織
で
あ
る
「
ゆ
め
は
ま
二
〇
一
〇
プ

ラ
ン
推
進
本
部
・
地
方
分
権
推
進
部
会
」
の
検
討
結

果
の
報
告
書
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

「
Ｉ
　
地
方
分
権
推
進
の
基
本
的
考
え
方
」
、
「
Ⅱ

地
方
税
財
政
改
革
の
基
本
的
考
え
方
」
及
び
「
Ⅲ

行
政
分
野
別
分
権
の
考
え
方
」
の
三
章
に
よ
り
構
成

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
Ｉ
及
び
Ⅱ
は
地
方
分
権

の
推
進
及
び
地
方
税
財
政
改
革
に
つ
い
て
横
浜
市
と

し
て
の
基
本
的
考
え
方
を
記
述
し
た
部
分
で
あ
り
、

Ⅲ
は
各
行
政
分
野
に
お
け
る
権
限
移
譲
な
ど
分
権
す

べ
き
事
項
を
個
別
に
記
述
し
た
部
分
で
あ
る
。

　
今
回
の
自
主
研
究
で
は
、
一
般
的
・
抽
象
的
な
議

論
よ
り
も
、
具
体
的
事
項
に
即
し
た
検
討
を
重
視
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、

「
Ⅲ
　
行
政
分
野
別
分
権
の
考
え
方
」
の
中
か
ら
、

グ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
に
応
じ
て
い

く
つ
か
の
事
項
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
題
材
に
検

討
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
取
り
上
げ
た
項
目
は
、
「
景
観
行
政
に
つ
い
て
」
、

「
規
制
基
準
の
設
定
を
は
じ
め
と
す
る
公
害
規
制
に

つ
い
て
」
、
「
福
祉
行
政
へ
の
補
助
金
等
に
よ
る
国
の

関
与
に
つ
い
て
」
の
三
項
目
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
対

象
と
な
る
行
政
分
野
が
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
も
異
な
る
も
の
と
な
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

２

景
観
行
政
に
つ
い
て

～
要
綱
か
ら
条
例
に
よ
る
行
政
展
開

　
今
世
紀
を
代
表
す
る
建
築
家
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ

（
一
八
八
七
～
一
九
六
五
、
フ
ラ
ン
ス
）
の
透
視
図

や
ジ
オ
ラ
マ
に
「
三
百
万
人
の
た
め
の
現
代
都
市
計

画
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ
の
三
百
万
人
と
い
う

数
字
は
本
市
の
人
口
と
奇
妙
な
ほ
ど
に
一
致
し
て
い

る
が
、
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
の
「
現
代
都
市
計
画
」
は
極

度
に
中
央
集
権
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品

が
現
在
ま
で
に
世
界
の
多
く
の
都
市
に
よ
っ
て
参
照

さ
れ
、
都
市
計
画
の
規
範
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

自
治
体
レ
ベ
ル
の
都
市
計
画
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、

賛
否
両
論
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
否
定
的
な
意
見
の
方
が

有
力
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
横
浜
市
は
自
治
体
レ
ベ
ル
の
都
市
計
画
、
と
り
わ

け
地
域
ご
と
の
個
性
と
魅
力
あ
る
都
市
景
観
づ
く
り

に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、

「
地
方
分
権
推
進
に
か
か
わ
る
意
見
書
」
の
中
で
、

景
観
行
政
に
つ
い
て
「
都
市
景
観
に
関
連
す
る
法
令

上
の
規
制
の
緩
和
や
上
乗
せ
を
、
市
町
村
が
独
自
に

条
例
に
よ
っ
て
実
施
で
き
る
よ
う
に
法
制
度
を
改
正



す
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
考
え
方

に
そ
っ
て
今
後
の
景
観
行
政
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。

①
｜
景
観
行
政
の
問
題
状
況

　
現
在
、
景
観
行
政
を
め
ぐ
っ
て
何
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
か
と
い
え
ば
、
第
一
に
景
観
行
政
は
市
町
村

が
中
心
と
な
っ
て
推
進
し
て
い
く
べ
き
と
い
う
関
係

省
庁
の
意
見
が
あ
る
一
方
で
、
現
状
で
は
市
町
村
に

は
十
分
な
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
が

あ
る
。
た
と
え
ば
、
市
街
地
の
美
観
（
人
工
的
な
美

し
さ
）
を
維
持
す
る
た
め
に
定
め
る
美
観
地
区
を
み

る
と
、
美
観
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
敷
地
、
構

造
ま
た
は
建
築
設
備
に
関
す
る
制
限
で
美
観
の
保
持

の
た
め
に
必
要
な
も
の
は
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
建
築
基
準
法
六
八
条
）
が
、

地
区
指
定
に
か
か
わ
る
市
町
村
の
都
市
計
画
決
定
に

際
し
て
は
、
国
の
機
関
と
し
て
の
都
道
府
県
知
事
の

承
認
が
必
要
（
都
市
計
画
法
一
九
条
）
と
さ
れ
て
い

る
。

　
第
二
に
都
市
景
観
整
備
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
法

令
が
存
在
せ
ず
、
建
築
基
準
法
、
都
市
計
画
法
、
道

路
法
、
文
化
財
保
護
法
な
ど
関
連
す
る
法
令
が
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
あ
る
。
し
か
も
、
こ

れ
ら
が
各
省
庁
の
所
管
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
た
め
、
関
係
機
関
と
の
調
整
に
手
間
取
っ
た
り
、

協
力
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
り
と
縦
割
り
行
政
に
よ
る

弊
害
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
第
三
に
建
築
基
準
法
と
都
市
計
画
法
を
み
る
と
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
建
築
単
体
を
対
象
と
し
た
建
築

基
準
法
が
、
最
低
の
基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
「
確
認
」
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
行
政
庁

の
裁
量
を
排
除
し
て
い
る
の
に
対
し
、
マ
ク
ロ
的
な

規
制
を
基
本
内
容
と
し
た
都
市
計
画
法
は
必
ず
し
も

最
低
の
基
準
を
定
め
る
も
の
で
な
く
、
計
画
そ
の
も

の
が
柔
軟
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
相
違
点
が
あ
る

た
め
に
、
両
者
の
連
携
な
ど
の
面
で
今
な
お
問
題
を

残
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
中
で
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
独
自
の
景

観
条
例
や
指
導
要
綱
を
制
定
し
て
総
合
的
な
景
観
行

政
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
平
成
七
年

七
月
の
時
点
で
十
八
の
都
道
府
県
が
条
例
を
制
定
し

て
い
る
。

②
－
横
浜
市
の
景
観
行
政

　
本
市
で
は
都
市
計
画
局
都
市
デ
ザ
イ
ン
室
が
景
観

に
関
連
す
る
事
業
を
展
開
し
て
お
り
、
地
域
の
特
性

を
生
か
し
た
、
魅
力
的
な
都
市
空
間
の
創
造
に
向
け

た
企
画
・
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
実
績
と
し
て

は
、
”
昭
和
四
十
九
年
の
く
す
の
き
広
場
の
整
備
を
は

じ
め
と
し
て
、
馬
車
道
モ
ー
ル
、
イ
セ
ザ
キ
モ
ー
ル

な
ど
「
横
浜
ら
し
さ
」
を
醸
し
出
す
景
観
を
造
り
あ

げ
て
き
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
法
令
が
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
状
況
の
中
で
、
都
市

デ
ザ
イ
ン
室
が
手
掛
け
て
き
た
も
の
は
、
い
わ
ば
、

法
律
の
関
与
を
受
け
に
く
い
と
こ
ろ
で
の
事
業
展
開

で
あ
り
、
地
域
住
民
と
の
調
整
が
十
分
に
お
こ
な
わ

れ
た
、
あ
る
い
は
、
総
合
的
と
い
う
よ
り
は
地
域
限

定
で
個
別
の
事
業
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
が
、
今
、

景
観
と
し
て
の
横
浜
の
魅
力
の
発
揮
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
景
観
条
例
等
に
つ
い
て
は
、
条
例
の
制
定

は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
要
綱
に
つ
い
て
は
、

本
市
に
と
っ
て
顔
と
も
い
え
る
山
手
地
区
の
マ
ン
シ
ョ

ン
建
築
問
題
を
契
機
と
し
て
「
山
手
地
区
景
観
風
致

保
全
要
綱
」
を
制
定
し
、
眺
望
や
景
観
を
確
保
す
る
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た
め
に
、
各
法
令
に
よ
る
許
可
等
に
先
だ
っ
て
、
計

画
の
審
査
、
指
導
、
助
言
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
本
市
で
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
景
観
関

係
の
法
律
の
守
備
範
囲
の
違
い
が
あ
る
中
で
、
総
合

的
な
景
観
条
例
の
制
定
と
い
う
手
法
で
は
な
く
必
要

に
応
じ
て
要
綱
・
指
針
・
基
準
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ

て
既
存
の
法
規
を
活
用
す
る
と
い
う
や
り
方
で
対
応

し
て
き
て
い
る
。

③
－
要
綱
か
ら
条
例
へ

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
本
市
の
景
観
行
政
は
う

ま
く
機
能
し
て
き
た
と
い
え
る
が
、
平
成
五
年
の
行

政
手
続
法
に
続
き
、
平
成
七
年
に
横
浜
市
行
政
手
続

条
例
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
は
要
綱

等
に
基
づ
く
行
政
指
導
に
よ
る
景
観
行
政
は
難
し
く

な
っ
て
い
く
と
い
え
よ
う
。
今
後
は
、
景
観
条
例
を

制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
。
最
悪
の
状
態
を
未
然
に
防

ぐ
た
め
に
最
低
水
準
を
上
げ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て

は
緩
和
規
定
を
設
け
た
り
す
る
こ
と
を
市
町
村
が
自

主
的
、
主
体
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
都
市
空
間
に
お
い
て
個
々

の
建
築
物
の
自
己
主
張
が
無
秩
序
に
行
わ
れ
て
都
市

景
観
を
カ
オ
ス
的
な
状
態
に
陥
れ
た
り
、
ま
た
、
あ

ま
り
に
統
一
し
過
ぎ
た
結
果
、
都
市
空
間
が
モ
ノ
ト
ー

ン
化
し
た
り
す
る
こ
と
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
物
質
的
な
豊
か
さ
か
ら
精
神
的
な
豊
か
さ

へ
と
視
点
が
変
化
し
て
い
る
今
日
、
生
活
文
化
と
し

て
の
総
合
的
な
デ
ザ
イ
ン
活
動
を
、
住
民
の
意
向
を

踏
ま
え
た
う
え
で
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き

て
い
る
。
本
市
に
お
い
て
も
、
よ
り
地
域
の
総
合
的

な
デ
ザ
イ
ン
事
業
を
行
お
う
と
す
る
と
、
今
ま
で
以

上
に
住
民
と
の
調
整
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
関
係
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部
局
と
の
連
携
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
こ
の
場
合
に
鍵
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度

の
改
善
は
も
と
よ
り
、
制
度
を
運
用
す
る
わ
れ
わ
れ

の
意
識
の
改
革
で
あ
る
。
い
く
ら
制
度
が
整
っ
て
も
、

従
来
の
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
と
い
う
上
か
ら
下

の
シ
ス
テ
ム
を
市
の
組
織
の
中
で
繰
り
返
す
こ
と
と

な
っ
て
は
意
味
が
な
い
。

　
よ
り
よ
き
景
観
行
政
は
、
住
民
の
地
域
に
対
す
る
、

景
観
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
と
、
景
観
行
政
に
携
わ

る
各
部
局
の
職
員
の
意
識
の
高
さ
に
裏
打
ち
さ
れ
た

市
民
と
行
政
の
二
人
三
脚
を
も
っ
て
こ
そ
成
し
得
る

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
地
方
分
権
改
革
を
推
し
進
め

る
原
動
力
と
な
る
も
の
と
考
え
る
。

３

環
境
行
政
に
つ
い
て

～
公
害
規
制
に
お
け
る
地
方
分
権

①
－
公
害
防
止
行
政
の
現
状
と
問
題
点

　
公
害
防
止
行
政
で
は
、
地
方
自
治
体
が
国
に
先
駆

け
て
、
上
乗
せ
、
横
出
し
と
言
わ
れ
る
、
国
の
規
制

よ
り
も
厳
し
い
基
準
を
条
例
に
よ
り
設
定
し
て
、
住

民
保
護
、
地
域
環
境
の
保
全
の
た
め
の
規
制
を
行
っ

て
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
地
方
自
治
体
に
は
公
害
防

止
行
政
に
関
し
十
分
な
実
績
が
あ
る
と
言
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
現
状
は
と
い
う
と
、
国
が
環
境
基
本

法
に
基
づ
き
、
環
境
行
政
の
目
標
と
し
て
環
境
基
準

を
設
定
し
た
う
え
で
、
こ
の
環
境
基
準
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
な
公
害
防
止
計
画
の
策
定
や
規
制
基
準

の
設
定
を
、
国
や
国
か
ら
機
関
委
任
さ
れ
た
都
道
府

県
知
事
が
行
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
近
年
の
市
民

の
環
境
に
対
す
る
意
識
の
高
ま
り
な
ど
を
背
景
と
し

て
、
市
町
村
が
独
自
に
環
境
管
理
計
画
な
ど
を
策
定

し
て
地
域
の
特
性
に
即
し
た
環
境
行
政
を
推
進
し
よ

う
と
し
て
も
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
が
要

綱
な
ど
に
基
づ
く
事
業
者
へ
の
指
導
の
よ
う
な
強
制

力
を
持
た
な
い
も
の
に
限
ら
れ
て
し
ま
い
、
行
政
指

導
と
し
て
の
限
界
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
個
別
の

公
害
防
止
法
に
基
づ
く
事
業
所
に
対
す
る
施
設
の
改

善
命
令
な
ど
に
つ
い
て
も
、
国
の
機
関
委
任
事
務
で

あ
る
こ
と
か
ら
柔
軟
な
対
応
が
阻
ま
れ
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
る
。

②
－
地
方
自
治
体
の
へ
の
権
限
移
譲

　
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て

全
国
知
事
会
や
全
国
市
長
会
な
ど
地
方
六
団
体
は
、

ア
国
の
役
割
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
を
定
め

る
こ
と
に
限
定
す
る
。

イ
規
制
の
基
準
、
措
置
内
容
、
実
施
に
つ
い
て
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
を
踏
ま
え
た
上
で
各
自
治

体
が
行
う
。

ウ
国
に
よ
る
指
導
・
指
示
は
技
術
的
な
も
の
に
と

ど
め
る
。

な
ど
、
本
市
の
「
地
方
分
権
推
進
に
か
か
わ
る
意
見

書
」
と
同
様
の
主
張
を
行
っ
て
お
り
、
環
境
計
画
の

策
定
及
び
実
施
に
関
す
る
権
限
の
地
方
自
治
体
へ
の

移
譲
を
要
求
し
て
い
る
。

③
－
地
方
自
治
体
の
意
見
に
対
す
る
国
の
反
論

　
以
上
の
よ
う
な
要
求
に
対
し
て
、
国
は
次
の
よ
う

な
理
由
を
挙
げ
て
権
限
を
地
方
自
治
体
に
移
譲
す
る

こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。

ア
国
民
の
健
康
の
維
持
・
生
活
環
境
保
全
に
つ
い

て
責
任
を
持
っ
て
い
る
の
は
国
で
あ
る
。

イ
基
準
設
定
か
ら
具
体
的
な
措
置
ま
で
の
事
務
の

分
断
は
責
任
を
不
明
確
な
も
の
に
す
る
。

ウ
公
害
の
未
然
防
止
の
た
め
に
は
、
自
治
事
務
で

は
不
十
分
で
あ
る
。
仮
に
自
治
事
務
と
す
る
場
合
に

は
、
国
か
ら
事
前
指
示
や
措
置
要
求
を
で
き
る
仕
組

み
が
不
可
欠
で
あ
る
。

エ
規
制
の
全
国
的
公
平
性
・
共
通
性
が
担
保
で
き

な
い
。

オ
広
域
的
公
害
に
対
し
て
は
、
国
の
広
域
的
観
点

に
基
づ
く
関
与
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

④
－
国
の
反
論
へ
の
対
応

　
以
上
の
よ
う
な
国
の
主
張
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
次
の
よ
う
な
方
法
で
解
決
し
得
る
。

ア
国
の
設
定
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
と
し

て
の
環
境
基
準
等
を
踏
ま
え
て
自
治
体
が
設
定
し
た

環
境
目
標
等
を
達
成
す
る
こ
と
で
、
国
の
責
務
は
果

た
さ
れ
る
と
い
う
理
解
が
成
り
立
つ
。
結
果
と
し
て
、

国
民
の
健
康
の
維
持
や
生
活
環
境
保
全
に
関
す
る
国

の
責
務
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
と
し
て
の
環
境

基
準
の
設
定
を
行
う
こ
と
で
果
た
さ
れ
る
。

イ
国
の
設
定
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
と
し

て
の
環
境
基
準
を
踏
ま
え
、
各
自
治
体
が
規
制
基
準

の
設
定
か
ら
発
生
源
へ
の
改
善
命
令
等
の
具
体
的
措

置
ま
で
の
一
連
の
事
務
を
行
う
こ
と
に
す
れ
ば
事
務

の
連
続
性
は
担
保
で
き
る
し
、
責
任
は
不
明
確
に
な

ら
な
い
。

西
国
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
と
し
て
の
環
境

基
準
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
害
の
未
然
防

止
は
担
保
で
き
る
。
ま
た
、
国
の
事
前
指
示
・
措
置

要
求
は
、
各
自
治
体
の
環
境
政
策
の
独
自
性
の
発
揮

を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
り
適
切
な
対
応
と
は
言
え
な

い
。

エ
国
が
設
定
す
る
環
境
基
準
を
達
成
す
る
た
め
に

は
、
現
在
お
か
れ
て
い
る
環
境
条
件
が
異
な
れ
ば
、
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発
生
源
に
対
す
る
規
制
が
全
国
一
律
に
な
ら
な
い
の

は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
ま
た
、
住
民
の
ニ
ー
ズ
を

無
視
し
た
規
制
の
共
通
性
の
徹
底
は
、
地
域
住
民
の

意
見
の
軽
視
に
つ
な
が
る
。

オ
公
害
に
は
そ
の
影
響
が
広
範
囲
に
及
ぶ
も
の
が

あ
り
、
個
々
の
自
治
体
だ
け
で
の
対
応
が
困
難
と
な

る
場
合
や
、
各
自
治
体
で
利
害
が
異
な
る
場
合
に
規

制
の
統
一
性
・
連
続
性
が
担
保
で
き
な
く
な
る
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
国
の
主
張
の
と
お
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
例
え
ば
、

七
都
県
市
首
脳
会
議
で
広
範
囲
な
地
域
に
わ
た
る
環

境
問
題
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
複
数
の
自
治
体
間

で
協
議
を
し
、
共
通
の
基
準
を
設
け
る
等
の
方
法
を

と
れ
ば
、
対
応
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

⑤
－
自
己
決
定
、
自
己
責
任
の
確
立
に
向
け
て

以
上
述
ベ
て
き
た
よ
う
に
、
公
害
規
制
に
つ
い
て

は
地
方
自
治
体
の
自
治
事
務
と
す
べ
き
で
あ
る
し
、

今
後
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
あ
る
に
し

て
も
、
越
え
ら
れ
な
い
ハ
ー
ド
ル
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

　
地
方
分
権
の
受
け
皿
を
市
町
村
と
す
る
と
、
本
市

や
川
崎
市
な
ど
の
政
令
指
定
都
市
及
び
中
核
市
な
ど

の
自
治
体
と
、
小
規
模
な
市
町
村
と
で
は
現
有
執
行

能
力
に
差
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

市
町
村
合
併
や
、
一
部
事
務
組
合
等
の
方
策
も
視
野

に
入
れ
な
が
ら
、
個
々
の
自
治
体
に
応
じ
た
分
権
の

あ
り
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
何
よ
り
も
大
切
な

の
は
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
分
権
を
担
い
、
自
己
決

定
し
、
自
己
責
任
を
果
た
し
て
い
こ
う
と
い
う
積
極

性
で
あ
る
。

４

福
祉
行
政
に
つ
い
て
～
補
助
金
に
よ
る

関
与

①
－
福
祉
分
野
の
権
限
移
譲
と
補
助
金
制
度

　
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
に
制
定
さ
れ
た
「
地
方
公

共
団
体
の
執
行
機
関
が
国
の
機
関
と
し
て
行
う
事
務

の
整
理
及
び
合
理
化
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
、

社
会
福
祉
施
策
の
一
部
が
団
体
事
務
化
さ
れ
、
平
成

二
年
六
月
に
は
「
老
人
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」
が
「
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
一
元
的
か
つ

計
画
的
」
（
老
人
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
つ
い
て
△
通
知
▽
）
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
厚
生
省
は
平
成
六
年
十
二
月
に
、
特
に
高

齢
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
を
推
進
す
る
た
め
、

新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
当
面
の
整
備
目
標

と
し
て
施
設
数
や
マ
ン
パ
ワ
ー
数
な
ど
の
具
体
的
な

数
値
を
示
し
た
。
ま
た
、
同
法
で
は
今
後
取
り
組
む

べ
き
高
齢
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
に
関
す
る

施
策
の
基
本
的
枠
組
み
と
し
て
、
「
市
町
村
を
基
本

に
、
住
民
に
最
を
身
近
な
地
域
に
お
い
て
必
要
な
サ
ー

ビ
ス
を
き
め
細
か
く
提
供
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
行

う
」
と
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
見
す
る
と

福
祉
分
野
に
お
け
る
分
権
化
は
よ
く
進
ん
で
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
来
な
ら
地
方
自
治
体
の
福
祉

施
策
を
後
押
し
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
の
補
助
金
制

度
が
、
逆
に
地
方
自
治
体
の
主
体
的
な
取
組
を
妨
げ
、

分
権
化
を
実
態
の
伴
わ
な
い
も
の
に
し
て
い
る
側
面

も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②
－
補
助
金
制
度
の
弊
害
に
つ
い
て

　
老
人
福
祉
施
設
の
設
置
・
運
営
に
か
か
る
補
助
金

を
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
補
助
金
制
度
の
弊
害
に
つ

一
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集
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主
研
究
レ
ポ
ー
ト
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⑩

い
て
考
え
る
と
次
の
よ
う
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ア
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
運
営
事
業
に
つ
い
て

　
事
業
が
Ａ
～
Ｅ
型
の
五
種
類
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
細
か
い
補
助
要
件
が
あ
る
た
め
、
地
域
の
特

性
・
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
に
く
い
。

　
ま
た
、
補
助
金
の
交
付
対
象
が
地
方
公
共
団
体
と

社
会
福
祉
法
人
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
農
協
な
ど
他

団
体
が
運
営
主
体
に
な
り
に
く
く
、
自
治
体
の
独
自

性
を
生
か
し
た
施
策
展
開
に
支
障
を
来
し
て
い
る
。

イ
老
人
短
期
入
所
施
設
の
ベ
ッ
ド
数
の
基
準

　
四
十
床
（
場
合
に
よ
り
三
十
床
）
と
定
め
ら
れ
て

い
る
が
、
多
す
ぎ
る
た
め
に
指
定
都
市
で
は
用
地
の

取
得
が
困
難
で
あ
る
。

ウ
複
合
型
施
設
整
備
の
困
難
さ

　
厚
生
省
は
「
在
宅
複
合
型
施
設
」
に
対
す
る
補
助

制
度
を
創
設
し
た
が
（
「
在
宅
複
合
型
施
設
の
整
備

に
つ
い
て
」
平
成
六
年
九
月
十
四
日
）
、
少
な
く
と

も
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
・
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
・
老
人
短
期
入
所
施
設
ま
た
は
老
人
保
健

施
設
の
三
施
設
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
制
限
が
あ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
整
備
が
困

難
で
、
補
助
制
度
を
十
分
に
活
用
で
き
な
い
。
ま
た

一
方
で
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
整
備
に
当

た
っ
て
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
と
の
抱
き
合

わ
せ
を
強
く
指
導
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
不
必
要
な

施
設
が
で
き
て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
、
地
域
の
実
情

に
合
わ
な
い
。

エ
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て

　
五
十
人
以
上
（
一
部
地
域
三
十
人
以
上
）
と
い
う

定
員
要
件
ほ
か
、
機
能
、
運
営
等
に
つ
い
て
様
々
な

規
制
が
あ
り
、
地
域
の
実
情
が
反
映
で
き
な
い
。

オ
計
画
的
な
事
務
遂
行
へ
の
支
障

　
国
の
予
算
枠
や
事
務
の
都
合
で
、
地
方
自
治
体
が
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計
画
的
に
事
業
執
行
を
で
き
な
か
っ
た
り
、
負
担
を

強
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

カ
超
過
負
担

　
補
助
金
交
付
の
上
で
国
が
独
自
に
算
定
し
て
い
る

補
助
基
準
額
や
補
助
基
準
面
積
が
実
勢
と
大
き
く
乖

離
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
差
額
が
地
方
自
治
体
の
負

担
と
な
り
財
政
を
圧
迫
し
て
い
る
。

キ
補
助
金
交
付
申
請
事
務
の
負
担

　
補
助
金
等
に
係
る
事
務
は
煩
雑
で
多
大
な
労
力
と

時
間
が
か
か
り
、
ま
た
国
と
調
整
す
る
た
め
に
何
度

も
出
張
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
り
、
一
定
の
時

期
に
事
務
が
集
中
す
る
た
め
に
連
日
深
夜
ま
で
の
勤

務
を
強
い
ら
れ
た
り
な
ど
、
交
付
申
請
事
務
に
か
か

る
地
方
の
職
員
の
負
担
は
大
き
い
。

　
こ
の
よ
う
に
様
々
な
問
題
を
抱
え
つ
つ
も
、
先
に

述
べ
た
新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、

福
祉
分
野
の
補
助
金
は
、
簡
単
に
廃
止
し
て
し
ま
う

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
補
助
金
の
整

理
・
合
理
化
と
い
う
面
か
ら
改
善
策
を
探
っ
て
い
き

た
い
。

③
｜
補
助
金
の
整
理
・
合
理
化
の
方
向

　
以
上
述
べ
て
き
た
諸
問
題
を
大
き
く
括
る
と
次
の

三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
定
員
数
や
機
能
、
運
営
内
容
な
ど
に
か
か
る
規

制
が
多
い
こ
と
か
ら
、
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
事
業

の
執
行
が
で
き
な
い
。

イ
複
合
施
設
の
整
備
に
か
か
る
規
制
に
よ
り
、
地

域
の
実
情
に
あ
っ
た
事
業
の
執
行
が
で
き
な
い
。

ウ
超
過
負
担
や
、
交
付
申
請
事
務
に
か
か
る
多
大

な
時
間
や
労
力
が
地
方
自
治
体
の
大
き
な
負
担
と
な

る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
三
点
の
解
決
案
と
し
て
次
の
よ
う

自
治
体
職
員
が
、
市
民
に
最
も
近
い
行
政
府
で
あ
る

こ
と
の
責
任
を
自
覚
し
て
、
少
し
ず
つ
で
も
日
々
努

力
を
重
ね
て
い
け
ば
、
い
ず
れ
必
ず
実
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

５
一
お
わ
り
に

な
点
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
定
員
要
件
に
関
し
て
は
ど
の
施
設
に
つ
い
て
も

全
廃
し
、
「
職
員
一
人
あ
た
り
に
入
所
者
×
人
以
下
」

と
い
う
要
件
の
み
を
定
め
る
こ
と
。

　
ま
た
、
機
能
、
運
営
内
容
に
関
し
て
は
、
気
候
な

ど
に
よ
る
地
域
の
必
然
的
な
違
い
に
弾
力
的
に
対
応

で
き
る
よ
う
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
の
み
を
定

め
て
、
あ
と
は
地
域
に
任
せ
る
こ
と
。

　
さ
ら
に
、
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
運
営
事
業
実
施

要
綱
」
は
、
前
述
し
た
五
類
型
を
定
め
た
規
定
を
全

廃
す
る
こ
と
。

イ
老
人
福
祉
法
第
一
五
条
に
お
い
て
、
各
老
人
福

祉
施
設
を
自
由
に
複
合
し
て
設
置
で
き
る
旨
を
規
定

す
る
と
と
も
に
、
「
在
宅
複
合
型
施
設
の
整
備
に
つ

い
て
」
な
ど
、
こ
れ
と
重
複
す
る
よ
う
な
通
知
要
綱

等
は
廃
止
す
る
。

　
複
合
の
仕
方
の
幅
が
広
が
れ
ば
、
各
自
治
体
が
積

極
的
に
そ
の
可
能
性
を
探
り
始
め
、
国
が
不
必
要
な

施
設
の
抱
き
合
わ
せ
を
指
導
す
る
必
要
も
な
く
な
る

も
の
と
考
え
る
。

ウ
補
助
金
を
、
真
に
福
祉
施
策
を
推
進
す
る
も
の

と
す
る
た
め
に
は
、
補
助
事
業
の
成
果
が
し
っ
か
り

と
あ
か
っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
は
、
実
際
に
か
か
っ

た
費
用
の
一
定
率
を
国
が
負
担
す
る
方
向
へ
改
め
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
全
体
的
に
要
綱
や
通
知
を
さ
ら
に
統
合
す

る
道
を
探
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
申
請
事
務
が
よ
り
シ

ン
プ
ル
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
以
上
、
補
助
金
に
よ
る
関
与
の
問
題
点
と
そ
の
解

決
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

　
補
助
金
行
政
は
多
額
の
金
が
絡
む
話
で
あ
り
、
そ

れ
を
め
ぐ
る
国
と
の
駆
け
引
き
も
、
一
朝
一
タ
に
は

な
か
な
か
成
果
を
み
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
た
ち

　
以
上
、
本
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
研
究
成
果
の
概
要

に
つ
い
て
報
告
し
た
が
、
メ
ン
バ
ー
各
自
の
日
頃
の

担
当
業
務
と
は
異
な
る
行
政
分
野
に
つ
い
て
検
討
し

た
こ
と
か
ら
、
事
実
上
、
一
か
ら
の
勉
強
と
な
り
、

具
体
的
な
事
項
に
つ
い
て
一
歩
踏
み
込
ん
だ
検
討
を

行
お
う
と
い
う
当
初
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
十
分
に

は
達
成
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
逆
に
、
一
か
ら
の
勉
強
で
あ
っ
た
た
め

に
、
市
当
局
と
し
て
の
立
場
に
過
度
に
と
ら
わ
れ
る

こ
と
な
く
、
一
歩
離
れ
た
立
場
か
ら
の
検
討
と
な
り
、

市
の
行
政
内
部
に
対
し
て
も
客
観
的
な
目
を
向
け
る

こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
地
方
分

権
を
真
に
実
あ
る
も
の
と
し
て
い
く
た
め
に
は
、
単

に
制
度
の
改
善
の
み
を
進
め
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、

「
市
民
に
最
も
身
近
な
行
政
府
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
」
、

「
自
己
決
定
し
、
自
己
責
任
を
果
た
し
て
い
こ
う
と

い
う
積
極
性
」
、
「
縦
割
り
の
シ
ス
テ
ム
を
市
の
組
織

の
中
で
繰
り
返
さ
な
い
」
、
「
行
政
と
市
民
の
二
人
三

脚
」
等
、
市
側
の
体
制
整
備
や
職
員
の
意
識
改
革
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
で
き
た
こ
と
は
た
い

へ
ん
有
意
義
で
あ
っ
た
。

　
わ
れ
わ
れ
行
政
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
、
自
ら
が

責
任
を
も
っ
て
執
行
し
て
い
る
職
務
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
お
か
れ
た
立
場
や
既
存
の
枠
組
み
に
と
ら

わ
れ
ず
に
、
省
み
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
は
、
と
て
も
困
難
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
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し
か
し
地
方
分
権
は
、
そ
の
具
体
化
に
向
け
て
、

今
述
べ
た
よ
う
な
困
難
な
作
業
を
行
う
よ
う
、
行
政

に
携
わ
る
も
の
に
対
し
、
否
応
無
し
に
追
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
、
職
員
が
自
ら
の
業
務
に
つ
い
て
省
み
、

考
え
る
契
機
と
し
て
働
く
と
い
う
こ
と
も
地
方
分
権

の
持
つ
重
要
な
意
義
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
今
回
の
自
主
研
究
は
、
そ
の
よ
う
な
地
方
分
権
の

意
義
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
た
貴
重
な
経
験

で
あ
っ
た
。

一
　
特
集
・
自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
9
7
⑩

〈
木
村
芳
生
＝
環
境
事
業
局
金
沢
事
務
所
／
高
橋
由

紀
恵
＝
西
区
保
険
年
金
課
／
赤
池
臣
典
＝
南
区
地
域

福
祉
課
／
井
上
弓
子
＝
衛
生
局
総
務
課
／
市
野
井
雅

弘
＝
都
市
計
画
局
企
画
調
査
課
／
米
森
勝
行
＝
道
路

局
港
北
土
木
事
務
所
／
川
崎
好
夫
＝
企
画
局
広
域
行

政
課
担
当
係
長
▽
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