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－
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政
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係
の

変
革
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室
一
九
一
号
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七
頁

　
（
注
２
）
地
方
分
権
推
進
委
員
会
第
二
次
勧
告
一

分
権
型
社
会
の
創
造
‐
、
七
十
六
頁

　
（
注
３
）
財
団
法
人
経
済
広
報
セ
ン
タ
ー
が
作

成
し
た
行
政
手
続
法
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
表
題
は

「
行
政
手
続
法
は
初
め
て
の
官
民
共
通
グ
ラ
ウ

ン
ド
ー
」
で
あ
り
、
法
の
趣
旨
を
よ
く
体
現
し

て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
（
注
４
）
平
成
七
年
度
市
民
参
加
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
地
域
ま
ち
づ
く
り
と
新
し
い
市
民
参
加
」

調
査
季
報
一
二
七
号
、
五
十
六
頁
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１
一
は
じ
め
に
Ｉ
問
題
の
所
在
‐

　
私
は
、
長
期
国
内
派
遣
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ

て
平
成
八
年
度
か
ら
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学

研
究
科
に
派
遣
さ
れ
、
公
共
政
策
工
専
修
コ
ー
ス
に

在
学
し
て
い
る
。
専
修
コ
ー
ス
と
は
、
高
度
の
専
門

的
知
識
を
求
め
る
職
業
人
等
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
、

従
来
の
研
究
者
養
成
コ
ー
ス
に
加
え
て
平
成
三
年
度

か
ら
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
経
済
法
務
（
民
刑

事
法
専
攻
）
、
比
較
法
文
化
（
基
礎
法
学
専
攻
）
、
公

共
政
策
Ｉ
（
公
法
専
攻
）
、
公
共
政
策
Ⅱ
（
政
治
学
、

行
政
学
専
攻
）
の
四
コ
ー
ス
か
ら
な
る
。
私
の
よ
う

な
地
方
自
治
体
か
ら
の
派
遣
者
の
ほ
か
、
中
央
官
庁

や
民
間
企
業
か
ら
の
派
遣
者
、
学
部
や
他
大
学
の
卒

業
生
な
ど
が
在
学
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
の
専
攻
す
る
行
政
法
に
お
い
て
は

「
行
政
と
市
民
の
関
係
の
変
革
」
が
現
代
的
課
題
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
地
方
分
権
は
本
市
に
お
い
て
も
重
大
な
関
心
事
で

あ
る
が
、
地
方
分
権
改
革
を
単
に
国
の
統
治
権
限
を

地
方
へ
と
移
譲
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
市

民
に
対
し
て
「
官
－
官
分
権
」
的
な
印
象
を
与
え
る

こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
地
方
分
権
に
対
す
る
世
論
形

成
を
阻
害
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
む
し
ろ
地
方
分
権
の
究
極
的
意
義
は
、
地
域

住
民
の
意
向
を
よ
り
よ
く
反
映
し
た
行
政
ス
タ
イ
ル

を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
り
、
住
民
自
治
の
拡
充
こ
そ

め
ざ
す
べ
き
目
標
と
い
え
よ
う
（
注
１
）
。
過
日
発
表

さ
れ
た
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
第
二
次
勧
告
に
お

い
て
も
、
地
方
分
権
の
推
進
に
伴
い
地
方
公
共
団
体

の
行
政
体
制
を
整
備
・
確
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、

そ
の
一
つ
と
し
て
「
住
民
参
加
の
拡
大
・
多
様
化
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
注
２
）
。

　
ま
た
一
九
九
四
年
に
施
行
さ
れ
た
行
政
手
続
法
は
、

主
に
処
分
の
当
事
者
と
行
政
と
の
間
の
二
面
的
関
係

を
中
心
と
し
て
で
あ
る
が
、
両
者
の
関
係
を
、
公
正
・

透
明
な
、
対
等
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
（
注
３
）
。

　
昨
年
十
一
月
に
公
表
さ
れ
た
情
報
公
開
法
要
綱
案

に
お
い
て
も
、
「
第
一
　
目
的
」
と
し
て
「
行
政
文

書
の
開
示
を
請
求
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
き
定
め
る

こ
と
に
よ
り
」
「
国
民
に
よ
る
行
政
の
監
視
・
参
加

の
充
実
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
さ
れ
て

お
り
、
こ
こ
で
は
「
公
開
性
」
が
何
人
と
の
関
係
に

お
い
て
も
要
求
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
を
背
景
に
、
私
は
開
発
行
政
に
お
け
る
行

政
と
市
民
の
関
係
を
変
革
す
る
一
手
法
と
し
て
、
許

認
可
過
程
の
事
前
手
続
へ
の
住
民
参
加
を
研
究
対
象

と
し
て
お
り
、
本
稿
は
そ
の
中
間
総
括
で
あ
る
。

２

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
型
行
政
の
推
進
と

市
民
参
加

　
本
市
に
お
い
て
も
、
定
住
意
向
を
も
つ
住
民
の
中

に
は
、
自
ら
の
ま
ち
の
生
活
課
題
を
地
域
で
解
決
し

よ
う
と
い
う
自
主
的
な
活
動
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
身
近
な
住
み
や
す
い
地
域
を

築
こ
う
と
す
る
動
き
を
「
地
域
ま
ち
づ
く
り
」
と
称

し
、
自
主
的
グ
ル
ー
プ
活
動
や
地
域
組
織
な
ど
の
活

性
化
を
通
し
、
新
た
な
方
策
に
よ
り
進
め
る
必
要
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
注
４
）
。

　
こ
の
地
域
ま
ち
づ
く
り
の
時
代
に
お
け
る
市
民
と

行
政
の
係
わ
り
は
、
従
来
と
は
異
な
り
、
行
政
の
要

請
に
よ
る
特
定
の
市
民
と
の
形
式
的
な
市
民
参
加
か

ら
、
多
様
な
価
値
観
を
も
っ
た
市
民
が
幅
広
く
参
加

す
る
地
域
組
織
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
組
ん
で
、

お
互
い
の
知
恵
と
工
夫
を
出
し
合
い
な
が
ら
地
域
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
つ
ま

り
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
型
行
政
と
は
、
行
政
に
よ
る

市
民
へ
の
一
方
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
で
は
な
く
、

時
間
を
か
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
と
十
分
な
対
話

を
し
な
が
ら
作
り
上
げ
て
い
く
行
政
の
ス
タ
イ
ル
を

い
い
、
今
、
本
市
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
場
面
で
こ
れ
を
実
践
し
成
果
を
共
有
し
て
い
く

自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
②

Ｉ
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
」
を
つ
く
ろ
う

小
島
寿
也



こ
と
で
あ
る
（
注
５
）
。

３
一
住
民
参
加
に
求
め
ら
れ
る
機
能

①
－
積
極
的
側
面
か
ら

　
住
民
参
加
を
行
政
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
定
義
す
る

と
、
一
般
的
に
「
自
治
体
の
政
策
形
成
過
程
に
お
い

て
、
市
民
の
意
見
が
直
接
反
映
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
」

を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
’
住
民
運
動
に
端
を
発
す

る
議
会
制
民
主
主
義
に
対
す
る
不
信
感
や
否
認
思
想

か
ら
く
る
直
接
民
主
主
義
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て

い
る
の
に
対
し
て
、
行
政
法
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、

こ
れ
を
行
政
決
定
過
程
を
公
開
し
て
利
害
関
係
住
民

な
ど
の
参
加
を
求
め
る
事
前
行
政
手
続
と
し
て
位
置

づ
け
る
説
が
主
流
で
あ
る
。

　
住
民
参
加
が
地
方
自
治
体
の
行
政
に
果
た
し
う
る

機
能
と
し
て
は
、
法
的
視
点
か
ら
は
ま
ず
住
民
参
加

自
体
に
認
め
ら
れ
る
新
た
な
機
能
と
し
て
の
積
極
的

側
面
が
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
（
注
６
）
。

の
手
続
形
式
保
障
機
能

　
住
民
参
加
を
法
的
手
続
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
行
政
決
定
過
程
に
お
け
る
住
民
に
よ
る
手

続
的
権
利
の
行
使
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
適
切
な
意
見

の
主
張
と
、
そ
れ
に
対
す
る
行
政
官
庁
の
審
査
と
検

討
が
法
的
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

イ
情
報
収
集
機
能

　
住
民
参
加
手
続
は
、
行
政
決
定
を
実
施
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
権
利
利
益
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

関
係
住
民
の
意
向
を
行
政
官
庁
に
伝
達
す
る
チ
ャ
ン

ネ
ル
と
し
て
の
意
義
を
担
っ
て
い
る
。

ウ
説
得
的
機
能

　
手
続
の
法
律
上
の
問
題
を
超
え
て
、
住
民
参
加
は

行
政
官
庁
と
関
係
住
民
相
互
の
間
の
説
得
的
機
能
を

果
た
す
。

エ
権
利
利
益
保
護
機
能

　
都
市
計
画
決
定
な
ど
の
行
政
決
定
は
、
関
係
住
民

　
の
実
質
的
な
権
利
領
域
の
変
動
を
確
定
し
、
以
後
は

　
具
体
的
な
執
行
を
残
す
の
み
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

　
事
後
の
司
法
審
査
が
有
効
な
権
利
救
済
手
段
と
し
て

　
機
能
し
得
な
い
こ
と
か
ら
、
個
人
の
意
思
を
反
映
す

　
る
過
程
を
保
障
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

　
オ
争
点
整
理
機
能

　
意
見
聴
取
手
続
に
よ
っ
て
争
点
が
整
理
さ
れ
、
場

合
に
よ
っ
て
は
調
書
の
作
成
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
事
後
の
司
法
審
査
ま
た
は
住
民
の
検
証
を
促

進
し
、
容
易
に
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

カ
行
政
の
遂
行
促
進
機
能

　
住
民
の
将
来
の
生
活
環
境
に
直
接
に
影
響
を
与
え

、
る
計
画
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
参
加
手
続

　
に
よ
っ
て
住
民
の
賛
意
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
計
画

　
の
遂
行
を
促
進
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

②
－
消
極
的
側
面

　
一
方
、
現
行
の
行
政
決
定
過
程
に
見
ら
れ
る
欠
点

を
補
う
意
味
の
消
極
的
側
面
が
、
以
下
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。

ア
行
政
官
庁
の
公
益
代
表
能
力

　
ま
す
ま
す
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
専
門
行
政
領
域
に

対
処
す
る
た
め
に
は
、
行
政
の
専
門
性
に
基
づ
く
裁

量
領
域
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に

住
民
参
加
の
手
続
が
な
け
れ
ば
、
関
係
住
民
の
意
見

を
聞
か
な
け
れ
ば
気
づ
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
考
慮
を
せ
ず
に
、
自
己
の

集
積
し
た
資
料
に
よ
っ
て
、
一
方
的
に
公
共
の
利
益

を
確
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

イ
住
民
の
意
見
に
対
す
る
配
慮

自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
②
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
」
を
つ
く
ろ
う

　
個
別
的
利
益
が
複
雑
に
錯
綜
し
て
い
る
社
会
環
境

に
お
い
て
、
行
政
決
定
が
利
害
調
整
的
機
能
を
も
期

待
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
行
政
過
程
へ
の

住
民
参
加
を
求
め
て
個
別
的
利
益
を
明
確
に
知
る
の

で
な
け
れ
ば
、
行
政
庁
の
の
責
務
を
十
分
に
果
た
し

得
な
い
と
と
も
に
、
住
民
に
と
っ
て
み
て
も
、
そ
の

よ
う
な
行
政
決
定
、
な
い
し
は
そ
こ
に
示
さ
れ
た
公

共
の
利
益
は
承
伏
し
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

ウ
司
法
救
済
の
限
界

　
前
述
の
よ
う
に
、
行
政
決
定
に
対
す
る
司
法
救
済

の
限
界
が
問
題
と
な
る
。

４

ま
ち
づ
く
り
許
認
可
過
程
に
お
け
る

事
前
参
加
手
続
の
可
能
性

①
－
行
政
手
続
法
の
規
定

　
行
政
手
続
法
で
は
、
行
政
庁
は
、
申
請
に
対
す
る

処
分
で
あ
っ
て
、
申
請
者
以
外
の
者
の
利
害
を
考
慮

す
べ
き
こ
と
が
当
該
法
令
に
お
い
て
許
認
可
等
の
要

件
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
行
う
場
合
に
は
、
関
係
者

か
ら
の
意
見
の
聴
取
に
努
め
る
実
益
の
な
い
と
き
、

関
係
者
か
ら
の
意
見
の
聴
取
が
他
の
公
益
と
の
比
較

考
量
の
上
で
不
適
切
と
判
断
さ
れ
る
と
き
な
ど
を
除

き
、
公
聴
会
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
申
請
者

以
外
の
者
の
意
見
を
聴
く
機
会
を
設
け
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
た
（
同
法
十
条
）
。

　
同
条
が
適
用
さ
れ
る
許
認
可
等
は
「
申
請
に
対
す

る
処
分
で
あ
っ
て
、
申
請
者
以
外
の
者
の
利
害
を
考

慮
す
べ
き
こ
と
が
当
該
法
令
に
お
い
て
許
認
可
等
の

要
件
と
さ
れ
て
い
る
も
の
」
（
同
条
）
と
規
定
さ
れ

る
。
意
見
聴
取
手
続
と
し
て
は
、
公
聴
会
の
開
催
、

行
政
庁
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、

そ
の
選
択
と
方
式
は
、
法
令
に
お
い
て
定
め
の
な
い

　
（
注
５
）
前
述
・
調
査
季
報
一
二
七
号
、
五
十

六
頁

　
（
注
６
）
小
高
剛
「
住
民
参
加
手
続
の
法
理
」

（
有
斐
閣
、
一
九
七
七
年
）
、
百
七
十
頁
以
下
に

よ
る
。
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限
り
、
行
政
庁
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
が
、
利
害
を
有
す
る
住
民
の
意
向
を
反
映
す
る
と

と
も
に
、
行
政
庁
の
判
断
を
客
観
的
で
合
理
的
な
も

の
と
す
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
注
７
）
。

②
－
許
認
可
過
程
へ
の
参
加
手
続
適
格
者
の
存
在

　
同
条
が
適
用
さ
れ
る
許
認
可
等
は
「
申
請
に
対
す

る
処
分
で
あ
っ
て
、
申
請
者
以
外
の
者
の
利
害
を
考

慮
す
べ
き
こ
と
が
当
該
法
令
に
お
い
て
許
認
可
等
の

要
件
と
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
こ

で
い
う
利
害
を
考
慮
す
べ
き
第
三
者
の
範
囲
に
つ
い

て
は
、
行
政
手
続
法
要
綱
案
の
解
説
に
よ
る
と
「
意

見
を
聴
取
す
る
相
手
方
に
は
、
訴
訟
に
お
い
て
原
告

適
格
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
法
律
上
の
利

害
関
係
を
有
す
る
者
か
ら
、
公
共
料
金
の
認
可
申
請

に
際
し
て
の
一
般
消
費
者
の
よ
う
な
者
ま
で
を
含
む

趣
旨
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
（
注
８
）
が
、
具
体
的
運

用
に
当
た
っ
て
は
、
不
利
益
処
分
の
聴
聞
に
参
加
す

る
関
係
人
の
範
囲
と
同
様
に
、
個
々
の
案
件
ご
と
に
、

意
見
聴
取
を
行
う
か
否
か
を
含
め
て
行
政
庁
の
判
断

に
委
ね
ら
れ
る
。
行
政
庁
の
処
分
過
程
に
お
け
る
参

加
手
続
で
あ
る
行
政
手
続
法
十
条
に
規
定
す
る
意
見

聴
取
手
続
は
、
努
力
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
連
す
る
許
認
可
の

代
表
格
と
し
て
開
発
行
為
の
許
可
（
都
市
計
画
法
二

九
条
）
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
行
政
手
続
法
十
条
の

適
用
に
つ
い
て
建
設
省
は
「
適
用
対
象
と
は
な
ら
な

い
」
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
同
条
の
開
発
許
可

は
国
の
機
関
委
任
事
務
で
あ
り
都
市
計
画
法
三
三
条

に
定
め
る
要
件
に
合
致
し
、
申
請
手
続
き
が
合
法
で

あ
れ
ば
必
ず
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
課

せ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
開
発
審
査
会
裁
決
が
あ
る
が
、

許
可
の
時
期
や
行
為
の
選
択
な
ど
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ざ

る
を
得
な
い
場
合
も
多
く
、
裁
量
の
統
制
手
段
の
確

保
が
重
要
で
あ
る
（
注
９
）
。
し
か
し
近
時
、
開
発

許
可
処
分
の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、
近
隣
住
民
に
対

し
て
原
告
適
格
を
認
め
た
最
高
裁
判
決
（
注
1
0
）
が
出

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
開
発
許
可
手
続
に
お
け
る

「
訴
訟
に
お
い
て
原
告
適
格
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
な

い
わ
ゆ
る
法
律
上
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
」
の
存

在
が
明
確
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
行
政
手
続
法
十
条

の
適
用
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
参
加
手
続
適
格
者
か
ら
の
意
見
聴
取
に
よ
っ

て
、
裁
量
統
制
を
行
う
手
法
を
検
討
す
る
必
要
が
生

じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
－
許
認
可
の
事
前
手
続
条
例

　
行
政
手
続
法
に
お
い
て
は
意
見
聴
取
の
具
体
的
手

続
は
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
実
際
に

こ
の
規
定
を
運
用
し
て
利
害
関
係
人
の
権
利
保
護
を

図
る
た
め
に
は
参
加
手
続
を
法
制
度
化
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
先
の
行
政
手
続
法
制
定

時
に
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
面
の
対

応
と
し
て
は
各
自
治
体
に
お
い
て
個
別
に
条
例
化
す

る
な
ど
の
対
応
が
必
要
と
な
る
。

　
福
岡
県
行
政
手
続
条
例
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
交

渉
鉱
よ
る
規
則
制
定
法
（
R
e
g
‐
N
e
g
法
と
呼
ば
れ
る
）
」

を
参
考
と
し
て
、
意
見
聴
取
手
続
の
方
法
を
「
公
聴

会
の
開
催
、
意
見
書
の
受
取
、
協
議
会
に
お
け
る
協

議
そ
の
他
適
当
な
方
法
」
と
詳
細
に
規
定
し
た
上
で

こ
れ
ら
の
開
催
手
続
を
条
例
、
規
則
に
よ
っ
て
規
定

し
て
お
り
（
注
1
1
）
、
既
に
ゴ
ル
フ
場
や
一
般
廃
棄
物

処
理
施
設
新
設
に
際
し
て
協
議
会
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
手
法
で
あ
れ
ば
、
現
時
点
で
も
開
発
許
可

処
分
に
お
け
る
事
前
参
加
手
続
の
条
例
化
は
可
能
で

あ
る
。

５

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
ま
ち
づ
く
り
条
例

の
提
案

①
－
真
鶴
町
ま
ち
づ
く
り
条
例

　
さ
ら
に
、
事
前
行
政
手
続
を
超
え
て
、
土
地
基
本

法
の
地
方
公
共
団
体
の
責
務
（
注
1
2
）
を
具
現
化
し
、

住
民
の
参
加
を
得
た
開
発
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
取
り
入

れ
た
「
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
制
定
し
て
い
る
の
が
、

神
奈
川
県
真
鶴
町
で
あ
る
。

　
こ
の
条
例
で
は
、
建
設
行
為
者
に
町
長
と
の
事
前

協
議
を
求
め
、
必
要
に
応
じ
て
町
の
ま
ち
づ
く
り
に

協
力
す
る
よ
う
指
導
、
勧
告
す
る
こ
と
と
し
（
十
八

条
）
、
さ
ら
に
町
長
が
特
に
ま
ち
づ
く
り
に
重
大
な

影
響
が
あ
る
と
認
め
る
建
設
行
為
に
つ
い
て
、
ま
ち

づ
く
り
審
議
会
の
議
を
経
て
公
聴
会
を
開
催
す
る
こ

と
が
で
き
、
ま
た
町
民
お
よ
び
建
設
行
為
者
か
ら
も

公
聴
会
の
開
催
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

て
い
る
（
二
二
条
）
。
公
聴
会
の
参
加
者
と
し
て
は

町
民
、
建
設
行
為
者
を
定
め
て
い
る
（
同
条
例
二
二

条
一
項
上
二
項
）
。
な
お
、
町
民
と
は
「
町
内
に
住

所
を
有
す
る
者
」
（
同
三
条
六
号
）
と
定
義
さ
れ
る
。

　
公
聴
会
を
開
催
し
た
と
き
は
、
町
長
は
建
設
行
為

の
当
否
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
定
め
、
二
週
間
縦
覧

に
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
町
民
及
び
建
設
業
者
は
、

そ
の
内
容
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
議
会
の
議
決
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
、
町
長
は
そ
の
議
決
を
尊
重
し

な
け
ら
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
（
二
二
条
、
二
三

条
）
。

②
－
総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
条
例

　
真
鶴
町
条
例
は
、
建
築
確
認
、
開
発
許
可
が
機
関

委
任
事
務
で
あ
る
現
段
階
で
は
、
町
の
街
づ
く
り
に

対
し
て
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
限
界
で
あ
り
、
町
の

　
（
注
７
）
室
井
力
・
紙
野
健
二
編
著
「
地
方
自

治
体
と
行
政
手
続
」
（
新
日
本
法
規
、
一
九
九
六

年
）
六
十
二
～
六
十
三
頁
（
本
田
滝
夫
執
筆
）

　
（
注
８
）
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
「
公
正
・

透
明
な
行
政
手
続
法
制
の
整
備
に
関
す
る
答
申
」

（
一
九
九
一
年
）

　
（
注
９
）
荒
秀
「
開
発
許
可
の
法
と
実
務
‐
」

獨
協
法
学
四
四
号
、
二
十
六
頁

　
（
注
1
0
）
最
判
平
成
九
年
一
月
二
十
八
日
は

「
が
け
崩
れ
等
に
よ
り
生
命
、
身
体
等
に
直
接

的
な
被
害
を
受
け
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
範
囲

の
地
域
に
居
住
す
る
者
は
、
開
発
許
可
の
取
消

訴
訟
の
原
告
適
格
を
有
す
る
」
と
判
示
し
た
が
、

そ
れ
は
が
け
崩
れ
、
出
水
等
に
よ
る
災
害
の
防

止
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
法
三
十
三
条
一

項
七
号
の
規
定
も
、
周
辺
住
民
の
生
命
、
身
体

の
安
全
等
と
い
う
公
益
に
は
容
易
に
吸
収
解
消

さ
れ
難
い
個
人
の
利
益
を
保
護
す
る
趣
旨
が
含

ま
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
、
と
さ
れ
る
。
大
橋
寛
明
「
時
の
判
例

（
民
事
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
ー
一
一
〇
号
、
百
五
十

九
頁

　
（
注
1
1
1
1
一
）
平
田
百
合
「
福
岡
県
行
政
手
続
条
例
」

時
の
法
令
一
五
二
二
号
、
六
十
六
頁
、
宮
崎
宏

「
福
岡
県
行
政
手
続
条
例
第
十
条
に
つ
い
て
」

自
治
研
究
第
七
二
巻
九
号
百
三
頁

（
注
1
2
）
　
一
九
八
九
年
施
行
の
土
地
基
本
法
に

お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
責
務
と
し
て

「
土
地
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、

及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。
」
と

規
定
さ
れ
る
。
同
法
六
条
一
項
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６
一
住
民
参
加
の
問
題
点

方
針
に
合
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
で
申
請
を
不

許
可
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
し
か
し
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
第
一
次
勧
告

で
は
、
開
発
行
為
の
許
可
や
建
築
基
準
法
に
基
づ
く

事
務
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
治
事
務
（
仮
称
）
と

さ
れ
、
自
治
事
務
（
仮
称
）
に
対
し
て
は
、
法
令
に

反
し
な
い
限
り
全
て
の
事
項
に
関
し
て
、
条
例
を
制

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
（
注
1
3
）
。
そ

こ
で
こ
の
機
を
捉
え
て
、
許
認
可
に
住
民
の
意
見
を

反
映
さ
せ
る
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
ま
ち
づ
く
り
条

例
」
を
制
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
な
お
、
横

浜
市
で
は
既
に
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
が
制
定
さ

れ
る
な
ど
、
個
別
分
野
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
の
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
は

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
許
認
可
の
事
前
手
続
の
面
で
は

利
害
関
係
人
の
参
加
に
関
す
る
総
合
的
条
例
と
し
て

機
能
す
る
と
と
も
に
、
ま
ち
づ
く
り
の
面
で
は
ソ
フ

ト
の
施
策
も
取
り
込
ん
だ
も
の
と
し
て
考
え
た
い
。

　
但
し
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
い
ず
れ
も
再
来
年
に
も

予
想
さ
れ
る
地
方
分
権
に
関
連
す
る
法
令
の
改
正
に

よ
り
、
現
行
の
都
市
計
画
法
や
建
築
基
準
法
が
ど
の

よ
う
に
改
正
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
す
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
許
認
可
の
事
前
手
続
条
例
部

分
は
、
既
に
現
時
点
で
も
条
例
制
定
が
可
能
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
最
低
限
こ
れ
を
条
例
化
す
る
と
い
う
結

論
も
考
え
ら
れ
る
。

①
－
行
政
側
か
ら
見
た
問
題
点

　
た
と
え
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
と
い
え
ど
も
、

許
認
可
過
程
へ
の
参
加
手
続
条
例
化
に
当
た
っ
て
は
、

さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
ク
リ
ア
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

の
参
加
に
よ
る
業
務
増
、
経
費
増

　
全
て
の
許
認
可
に
住
民
参
加
を
求
め
る
こ
と
は
大

幅
な
業
務
増
を
生
じ
、
行
政
運
営
費
の
増
加
は
行
革

の
精
神
に
反
す
る
。
業
務
増
を
押
さ
え
る
仕
組
み
づ

く
り
や
、
一
定
の
場
合
に
参
加
手
続
を
適
用
す
る
と

い
う
よ
う
な
基
準
が
求
め
ら
れ
る
。

イ
許
可
期
間
の
長
期
化

　
参
加
に
よ
っ
て
許
可
に
要
す
る
期
間
が
長
期
化
す

る
こ
と
は
申
請
者
に
対
す
る
実
質
上
の
規
制
と
な
り
、

規
制
緩
和
の
観
点
か
ら
は
逆
行
し
て
い
る
。
参
加
に

よ
っ
て
い
た
ず
ら
に
期
間
が
長
期
化
す
る
こ
と
を
避

け
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

ウ
参
加
住
民
の
範
囲

　
　
「
利
害
を
有
す
る
住
民
」
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に

確
定
す
る
の
か
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た
参
加
住
民
が

自
己
の
権
利
利
益
の
主
張
や
行
政
の
糾
弾
に
終
始
し

た
り
す
る
こ
と
は
事
前
参
加
手
続
の
意
義
を
減
衰
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。

エ
議
会
制
民
主
主
義
と
の
不
整
合

　
住
民
参
加
を
直
接
民
主
制
の
手
段
と
し
て
捉
え
た

自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
②
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
」
を
つ
く
ろ
う

場
合
、
そ
れ
は
住
民
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

議
会
制
民
主
主
義
を
否
定
す
る
概
念
で
は
な
い
か
と

の
批
判
が
な
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
住
民
参
加
を
権
利

保
護
の
機
能
か
ら
捉
え
た
場
合
は
行
政
と
利
害
関
係

人
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
批
判
は
妥
当
で

は
な
い
。

②
－
住
民
側
か
ら
見
た
問
題
点

　
一
方
、
住
民
側
か
ら
見
て
も
、
参
加
の
前
提
と
な

る
情
報
や
専
門
知
識
を
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
適
切
な

意
見
主
張
は
困
難
で
あ
る
な
ど
の
問
題
点
が
あ
る
。

７
一
お
し
ま
い
に

　
本
稿
は
前
段
の
学
説
、
判
例
の
整
理
や
事
例
紹
介

の
部
分
の
レ
ヅ
エ
ル
と
比
べ
る
と
、
後
段
の
新
た
な

制
度
設
計
の
詰
め
が
甘
い
と
い
う
、
検
討
途
上
の
成

果
物
で
あ
る
。
本
稿
に
関
す
る
諸
氏
の
批
判
、
意
見

等
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
残
さ
れ
た
研
究
期
間
で
引

き
続
き
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
ま
ち
づ
く
り
基
本
条

例
」
の
構
想
を
深
め
て
い
き
た
い
。
な
お
、
筆
者
へ

の
ご
批
判
、
ご
意
見
等
は
次
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
で

も
お
受
け
し
て
い
る
。

Ｅ
-
ｍ
ａ
ｉ
ｌ
　
ｐ
ｅ
ｃ
　
０
４
３
２
２
　
＠
ｎ
ｉ
ｆ
ｔ
ｙ
ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ｅ
.
ｏ
ｒ
.
ｊ
ｐ

　
　
　
　
　
　
＜
総
務
局
職
員
研
修
所
担
当
係
長
▽

　
（
注
1
3
）
地
方
分
権
推
進
委
員
会
第
一
次
勧
告
－

分
権
型
社
会
の
創
造
－
、
十
一
頁
、
三
十
三
頁
、

三
十
七
頁
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