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政
策
法
務
と
は
何
か

　
～
横
浜
市
の
事
例
か
ら
～

　
今
日
は
政
策
法
務
に
つ
い
て
の
ス
ピ
ー

チ
で
す
が
、
「
と
に
か
く
初
め
て
の
試
み

な
の
で
第
一
歩
の
話
を
し
て
く
れ
」
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
最
初
は
、
”
政
策
法
務
の
最
前
線
を
走
る

横
浜
市
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　
こ
れ
は
決
し
て
ヨ
イ
シ
ョ
で
は
な
く
、

私
の
観
点
か
ら
す
る
と
そ
う
い
う
事
例
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
ま
ず
、
墓
地
条
例
（
横
浜
市
墓
地
等
の

経
営
の
許
可
等
に
関
す
る
条
例
）
（
注
１
）

で
す
。
墓
地
埋
葬
法
が
昭
和
2
3
年
に
で
き

て
お
り
、
従
来
は
横
浜
市
と
し
て
お
そ
ら

く
要
綱
、
あ
る
い
は
規
則
を
制
定
し
て
同

法
を
運
用
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、

「
分
権
」
が
進
む
中
、
地
方
自
治
法
1
4
条

２
項
で
「
義
務
を
課
し
権
利
を
制
限
す
る

に
は
条
例
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
定
め
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
基
準
を
条

例
化
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
時
流

に
か
な
っ
た
こ
と
で
し
た
。

　
こ
の
条
例
を
見
て
驚
い
た
の
は
、
い
さ

さ
か
マ
ニ
ア
ッ
ク
で
す
が
墓
地
に
立
ち
入

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
勝
手
に
入
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
の

で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
法
的
に
権
限
を
し
ょ

っ
て
墓
地
に
立
ち
入
る
こ
と
に
っ
い
て

は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
墓
地
埋
葬
法
で

は
火
葬
場
に
は
立
ち
入
れ
る
と
あ
り
ま
す

が
、
墓
地
の
こ
と
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
こ
の
場
合
は
、
反
対
解
釈
で
「
立
ち

入
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
ぜ
だ
め
か
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て

は
、
昭
和
2
3
年
国
会
の
会
議
録
を
全
部
調

べ
て
み
ま
し
た
が
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
事
実
、
横
浜
市
の
よ
う
に
条
例
で
墓
地

の
許
可
基
準
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は

多
い
の
で
す
が
、
立
ち
入
り
検
査
に
っ
い

て
は
、
条
例
で
規
定
せ
ず
忙
法
律
を
適
用

し
、
結
局
「
墓
地
は
立
ち
入
れ
な
い
」
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
墓
地
の
中
に
建
物
を
建
て
る

と
い
っ
た
場
合
、
建
築
主
事
は
入
っ
て
い

け
ま
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
墓
埋
法
は
墓

地
を
立
ち
入
り
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
の

で
す
。
と
こ
ろ
が
横
浜
市
の
条
例
は
墓
地

に
入
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
こ
れ
は
全

国
で
も
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
横
浜
市
の

み
で
す
。

　
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
非
常
に
お
も
し
ろ
い
部
分
で
す
。

　
墓
埋
法
は
公
衆
衛
生
、
そ
の
他
公
共
の

福
祉
が
保
護
法
益
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
公
衆
衛
生
、
そ
の
他
公
共
の
福
祉
と
い

っ
た
レ
ベ
ル
で
は
立
ち
入
れ
な
い
と
い
う

の
が
墓
地
埋
葬
法
の
整
理
な
の
で
す
が
、

横
浜
市
の
具
体
的
に
基
準
を
決
め
る
条
例

で
は
立
ち
入
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　
横
浜
市
条
例
の
許
可
権
限
を
条
例
で
置

か
ず
に
、
墓
埋
法
の
許
可
を
使
い
、
そ
の

法
施
行
条
例
と
い
う
扱
い
に
な
っ
て
い
る

と
す
れ
ば
、
「
墓
地
に
立
ち
入
れ
な
い
」

と
な
る
は
ず
で
す
が
、
横
浜
市
が
「
立
ち

入
れ
る
」
と
し
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
理

屈
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
横
浜
市
の
場
合
は
、
墓
地
条
例
の
中
で

駐
車
場
に
車
を
何
台
と
い
う
付
置
義
務
を

定
め
て
お
り
、
お
盆
の
時
期
に
路
上
駐
車

が
行
わ
れ
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
と
い
う

観
点
か
ら
す
る
と
、
ど
う
考
え
て
も
公
衆

衛
生
で
は
な
く
、
横
浜
市
は
お
そ
ら
く
生

活
環
境
と
い
う
も
の
を
考
え
た
心
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
そ
の
他
公
共

の
福
祉
と
い
う
部
分
に
生
活
環
境
を
入
れ

て
読
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
昭
和
2
3
年
に
墓
地
埋
葬
法
が
で
き
た
と

き
に
は
、
ま
さ
か
路
上
に
っ
い
て
は
考
え

て
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
は
横

浜
市
と
し
て
、
そ
の
許
可
基
準
に
政
策
的

な
観
点
か
ら
生
活
環
境
の
保
全
も
入
れ
る

だ
ろ
う
と
理
解
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
埋
葬
法
に
お
け
る

「
許
可
」
を
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

な
る
と
、
や
は
り
「
立
ち
入
り
検
査
は
で

き
な
い
」
と
な
り
そ
う
で
す
が
、
こ
こ
を

ど
う
い
う
観
点
か
ら
「
立
ち
入
り
検
査
」
を

入
れ
た
の
か
知
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
地
域
ニ
ー
ズ
を
い
か
に
適
法
な
も
の
と

し
て
政
策
化
し
、
実
施
す
る
の
か
と
い
う

の
が
ま
さ
に
政
策
法
務
的
問
題
で
す
。
現

場
の
職
員
と
し
て
は
、
法
律
を
遵
守
す
る

と
い
う
こ
と
が
重
た
い
義
務
と
し
て
あ
る

訳
で
す
か
ら
、
適
法
に
解
釈
し
て
自
分
た

ち
の
活
動
を
合
理
化
す
べ
き
と
言
い
た
い

の
で
す
。

　
国
の
法
律
は
、
分
権
一
括
法
の
後
は
分

権
改
革
の
主
旨
に
則
し
変
わ
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
変
わ
っ
て
い
な
い
。
新
規
立

法
も
、
地
方
自
治
法
の
立
法
原
則
に
沿
っ

た
形
で
で
き
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
見

方
に
も
よ
る
が
「
で
き
て
い
な
い
」
と
い

う
の
が
一
般
的
理
解
で
す
。
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現
場
で
そ
う
し
た
法
律
を
自
治
体
の
事

務
と
し
て
使
う
こ
と
を
「
所
与
」
と
し
て

し
ま
っ
た
の
で
は
、
何
も
で
き
な
い
と
い

う
の
が
私
の
理
解
で
す
。

　
政
策
法
務
は
条
例
論
が
多
い
の
で
す

が
、
大
き
く
分
け
て
２
つ
の
パ
タ
ー
ン
が

あ
り
ま
す
。

　
１
つ
は
自
主
条
例
に
よ
る
パ
タ
ー
ン

で
、
こ
れ
は
あ
ま
り
法
律
の
抵
触
問
題
は

お
こ
ら
な
い
。

　
も
う
１
つ
の
法
施
行
条
例
で
は
法
律
を

解
釈
し
て
条
例
で
作
っ
た
部
分
を
法
律
に

合
体
さ
せ
、
法
律
と
一
緒
に
機
能
さ
せ
る

も
の
で
、
こ
れ
が
「
違
法
だ
」
と
い
う
声
が

あ
が
る
可
能
性
が
強
い
パ
タ
ー
ン
で
す
。

　
分
権
改
革
で
は
一
般
的
に
「
条
例
制
定

権
は
拡
大
し
た
」
（
注
２
）
と
言
わ
れ
ま

す
が
な
ぜ
で
し
ょ
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
機
関
委
任
事
務
は
、
国
の

事
務
で
あ
り
、
横
浜
市
に
と
っ
て
は
い
わ

ば
「
他
人
の
事
務
」
だ
っ
た
訳
で
す
。

　
分
権
改
革
に
よ
り
そ
れ
が
、
自
分
の
事

務
に
な
っ
た
。

　
都
市
計
画
法
な
ど
の
法
律
は
国
土
交
通

省
は
作
れ
な
い
わ
け
で
、
あ
く
ま
で
国
会

が
作
っ
た
も
の
に
っ
い
て
、
国
交
省
と
横

浜
市
が
法
律
の
解
釈
を
対
等
に
争
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
を
ど
う
活
か
す
か
と
い
う
と
き

に
、
例
え
ば
「
法
律
で
こ
う
な
っ
て
い
る

か
ら
」
と
形
式
的
に
見
て
決
め
て
し
ま
っ

て
は
、
条
例
制
定
権
は
拡
大
し
な
い
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
委
任
条
例
で
明
確
に
「
条
例
を
作
っ
て

い
い
よ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
分
野
や
、
隙

間
か
あ
れ
ば
入
っ
て
い
け
る
と
い
う
条
例

な
ど
、
国
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
条
例
制

定
権
が
あ
る
訳
で
す
が
、
「
空
い
て
い
る

所
が
あ
れ
ば
制
度
設
計
し
て
い
い
」
と
い

う
条
例
制
定
権
の
拡
大
な
ら
ば
あ
ま
り
に

も
寂
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
「
横
浜
市
斜
面
地
に
お
け
る
地
下
室
建

築
物
の
建
築
及
び
開
発
の
制
限
等
に
関
す

る
条
例
」
（
注
３
）
は
全
国
に
先
が
け
５
０
条

条
例
と
い
う
建
築
基
準
法
第
5
0
条
（
注
４
）

の
規
定
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
す
。

　
こ
れ
も
当
然
に
５
０
条
条
例
が
使
え
た
訳

で
は
な
く
、
使
え
る
か
、
使
え
な
い
か
は

解
釈
で
す
。

　
横
浜
市
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い

て
は
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
判
断

し
た
上
で
の
立
法
事
実
を
ふ
ま
え
た
法
令

解
釈
、
自
主
解
釈
と
い
ケ
点
で
政
策
法
務
の

観
点
か
ら
も
非
常
に
高
く
評
価
で
き
ま
す
。

　
こ
の
条
例
が
お
も
し
ろ
い
の
は
、
5
0
条

条
例
一
本
だ
け
で
な
く
、
盛
土
に
関
す
る

部
分
な
ど
自
主
条
例
も
っ
け
た
こ
と
で
す
。

　
　
「
委
任
条
例
と
自
主
条
例
を
更
に
大
き

な
自
主
条
例
と
い
う
枠
組
で
く
く
っ
た
」

と
い
う
最
近
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
新
し

い
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
の
建
築
基
準
法
の
改
正
に
っ
な

が
る
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う

点
で
は
先
が
け
た
こ
と
と
し
て
機
能
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
分
権
改
革
の
意
義
の
確
認

　
国
と
自
治
体
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、

国
の
下
に
自
治
体
が
あ
る
と
い
う
垂
直
的

な
理
解
を
す
る
人
が
多
い
の
で
す
が
、
こ

う
い
う
考
え
を
脱
し
な
い
と
新
し
い
も
の

は
生
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
く

だ
さ
い
。

　
国
と
自
治
体
は
対
等
で
す
。

　
た
だ
し
原
則
論
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。

　
こ
の
観
点
か
ら
ど
う
い
う
風
に
現
在
の

法
環
境
を
と
ら
え
る
の
か
と
い
う
の
が
大

事
な
こ
と
で
す
。

　
国
の
法
律
で
あ
る
以
上
、
国
民
の
公
共

の
福
祉
の
向
上
、
基
本
的
人
権
の
保
障
を

考
え
制
度
を
作
っ
て
い
る
は
ず
で
す
が
、

横
浜
市
民
た
る
国
民
、
国
民
た
る
横
浜
市

民
に
っ
い
て
横
浜
市
が
ど
う
考
え
る
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
国
が
国
民
全
体
に
つ
い

て
考
え
る
の
と
は
少
し
違
う
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
横
浜
市
独
自
の
も
の
を
入
れ
れ
ば

条
例
の
可
能
性
が
生
ま
れ
て
く
る
と
思
い

ま
す
。

　
機
関
委
任
事
務
が
あ
っ
た
の
が
な
ぜ
問

題
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
横
浜
市
長
を
国

の
下
部
機
関
と
見
な
し
て
い
た
仕
組
で
あ

っ
た
か
ら
で
す
。

　
こ
れ
は
憲
法
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と

妥
当
で
は
な
い
と
い
う
の
は
十
分
理
解
で

き
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
法
律
は
国
会
で
作
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
法
律
に
対
す
る
解
釈
と
い
う
も
の
は
、

最
後
に
は
裁
判
所
が
判
断
す
る
も
の
で
、

国
で
あ
っ
て
も
横
浜
市
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
前
に
は
対
等
で
す
。

　
職
員
研
修
で
全
国
さ
ま
ざ
ま
な
所
に
行

く
と
、
地
方
分
権
改
革
の
意
義
に
っ
い
て

ま
だ
ま
だ
聞
い
て
い
な
い
と
い
う
人
が
結

構
多
い
。

　
ど
う
い
う
心
構
え
で
臨
む
べ
き
か
と
い

う
こ
と
に
っ
い
て
何
も
伝
わ
っ
て
お
ら

ず
、
自
分
た
ち
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え

て
事
に
あ
た
れ
ば
良
い
の
か
、
日
々
の
仕

事
に
手
一
杯
で
、
明
日
、
あ
さ
っ
て
の
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

　
行
政
改
革
と
い
う
の
は
何
年
間
で
、
何

億
円
、
何
人
減
ら
す
と
確
実
に
数
字
で
表

方
」
と
が
で
き
る
「
ハ
ー
ド
」
で
す
。

　
こ
れ
に
対
し
分
権
改
革
は
「
ソ
フ
ト
」

と
し
て
の
大
改
革
で
す
。

　
今
は
可
能
性
を
現
実
に
す
る
た
め
の
努

力
に
各
自
治
体
が
意
識
的
に
取
り
組
む
べ

き
で
す
。

　
横
浜
と
し
て
も
政
令
指
定
都
市
と
い
う

こ
と
で
、
非
常
に
権
限
的
に
め
ぐ
ま
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
他
の
所
に
発

信
で
き
る
よ
う
な
政
策
は
た
く
さ
ん
作
れ

る
は
ず
と
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
「
大
胆
な
改

革
」
を
受
け
止
め
る
だ
け
の
大
胆
な
解
釈

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
う
い
っ
た
解
釈
の
必
要
性
は
現
場
の

ニ
ー
ズ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
訳
で
す
が
、

無
理
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
「
無
理

筋
」
の
解
釈
は
負
け
ま
す
が
、
ち
ゃ
ん
と

理
屈
を
通
し
た
解
釈
を
し
て
お
く
と
い
う

こ
と
が
大
切
で
す
。

　
横
浜
は
要
綱
を
作
る
の
が
大
好
き
な
自

治
体
で
し
た
。

　
そ
れ
を
条
例
化
す
る
機
会
は
何
度
で
も

あ
る
と
い
う
気
も
し
ま
す
が
。

　
が
ん
ば
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
す
。
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〈
参
加
者
か
ら
の
発
言
〉

　
　
「
地
方
分
権
」
と
か
「
政
策
法
務
」
と

い
う
言
葉
が
、
我
々
地
方
公
務
員
に
と
っ

て
は
キ
ラ
キ
ラ
し
た
印
象
を
持
つ
か
ら
な

の
か
、
「
分
権
の
時
代
だ
か
ら
、
政
策
法

務
を
駆
使
し
て
な
ん
で
も
で
き
る
ん
だ
。
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
方
も
多

い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
墓
地
条
例
に
し
て
も
、
墓
地
が
で
き
る

た
び
に
反
対
運
動
が
起
こ
り
、
訴
訟
に
も

発
展
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
社
会
的
背
景

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
公
共
の
福
祉
」

と
い
う
ど
の
法
律
に
も
あ
る
よ
う
な
文
言

を
根
拠
に
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
を
掛
け
る
こ

と
が
可
能
だ
と
判
断
し
た
も
の
で
、
「
地

方
分
権
だ
か
ら
な
ん
で
も
あ
り
」
と
い
う

の
と
は
違
う
は
ず
で
す
。

　
今
後
予
定
さ
れ
て
い
る
政
策
法
務
研
修

等
を
通
じ
て
そ
の
辺
の
こ
と
も
Ｐ
Ｒ
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
本
市
の
行
政
手
続
条
例
（
注
５
）

に
は
、
行
政
指
導
に
っ
い
て
市
民
の
側
か

ら
異
議
の
申
出
が
で
き
る
と
い
う
独
自
の

規
定
が
あ
る
の
で
す
が
、
既
に
行
わ
れ
た

法
制
執
務
研
修
の
際
に
そ
の
旨
を
知
っ
て

い
る
方
が
ど
れ
だ
け
い
る
か
ヒ
ア
リ
ン
グ

し
た
と
こ
ろ
、
ご
存
知
の
方
は
極
め
て
少

数
と
い
う
の
が
実
情
で
し
た
。

　
　
「
政
策
法
務
」
が
極
め
て
重
要
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
行
政
手

続
法
な
り
行
政
手
続
条
例
と
い
う
基
礎
的

部
分
が
し
っ
か
り
し
な
い
ま
ま
政
策
法
務

に
取
り
組
む
と
い
う
の
は
、
先
は
ど
の
先

生
の
例
に
倣
え
ば
ジ
ャ
ブ
も
マ
ス
タ
ー
し

て
い
な
い
人
に
フ
ル
ラ
ウ
ン
ド
戦
っ
て
こ

い
と
い
う
の
に
等
し
い
と
思
う
の
で
、
そ

う
い
っ
た
点
も
、
強
化
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

〈
回
答
〉

　
市
民
の
税
金
で
給
料
を
も
ら
っ
て
い
る

な
ら
、
必
要
な
法
令
は
そ
れ
な
り
に
勉
強

し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
法
律
は
知
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
の
は
、

市
民
に
対
し
て
失
礼
な
話
な
の
で
努
力
す

べ
き
と
思
い
ま
す
。

　
中
で
も
、
こ
れ
か
ら
は
若
手
職
員
が
な

る
べ
く
主
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
分
権
時
代
に
お
け
る
条
例
の
意
味

　
何
か
政
策
法
務
か
と
い
う
と
人
の
数
ほ

ど
定
義
が
あ
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な

く
、
横
浜
市
と
し
て
地
方
自
治
の
本
旨
と

は
何
か
、
横
浜
市
と
し
て
地
方
分
権
を
ど

の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
っ

い
て
市
民
に
言
え
る
取
組
が
欲
し
い
と
思

い
ま
す
。

　
横
浜
市
は
区
役
所
へ
の
分
権
や
、
局
の

自
立
的
運
営
シ
ス
テ
ム
の
確
立
な
ど
組
織

内
分
権
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
　
「
今
あ
る
権
限
を
ど
の
よ
う
に
市
民
の

身
近
な
と
こ
ろ
に
落
と
し
て
い
く
の
か
」

と
い
う
発
想
に
は
、
法
令
解
釈
に
よ
り
も

っ
と
た
く
さ
ん
の
権
限
を
横
浜
市
に
持
っ

て
く
る
と
い
う
外
向
き
な
発
想
が
比
較
的

少
な
い
。

　
私
は
対
外
的
な
政
策
法
務
も
対
内
的
な

政
策
法
務
も
両
方
大
切
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
私
自
身
も
市
民
な
の
で
い
か
に
横
浜
市

が
大
き
い
か
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
て
い

ま
す
が
、
横
浜
市
的
に
法
律
を
使
う
、
工

夫
す
る
と
い
う
発
想
が
重
要
な
こ
と
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　
対
外
的
政
策
法
務
と
は
市
民
、
事
業
者
、

区
民
と
の
関
係
で
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

　
機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
、
以
前
な
ら
「
違
法
」
と
言
わ
れ

た
条
例
が
「
適
法
」
で
で
き
る
と
い
う
の

が
分
権
時
代
に
条
例
制
定
権
が
拡
大
し
た

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
横
浜
市
の
ポ
イ
捨
て
条
例
な
ら
、
法
律

と
の
関
係
は
あ
ま
り
考
え
な
く
て
も
良
い

条
例
、
純
粋
な
自
主
条
例
で
す
が
、
ポ
イ

ン
ト
は
法
律
に
書
い
て
な
い
も
の
、
し
か
も

旧
機
関
委
任
事
務
に
関
係
す
る
も
の
で
す
。

　
昔
は
違
法
だ
っ
た
が
今
は
適
法
と
い
う

の
が
「
拡
大
し
た
」
と
い
う
意
味
の
は
ず

で
す
が
、
こ
こ
に
つ
い
て
の
議
論
が
ほ
と

ん
ど
な
い
。

　
法
定
受
託
事
務
に
せ
よ
、
自
治
事
務
に

せ
よ
、
い
か
に
適
法
に
、
横
浜
市
的
に
変

え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て

は
、
原
課
に
せ
よ
、
法
制
課
に
せ
よ
政
策

法
務
を
や
っ
て
い
る
人
の
腕
の
見
せ
ど
こ

ろ
で
す
。

　
条
例
制
定
権
が
拡
大
し
た
と
い
っ
て

も
、
法
律
を
詳
し
く
見
れ
ば
「
政
令
に
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
従
え
」
と
書
い
て

あ
り
、
そ
ん
な
に
自
由
に
で
き
な
い
よ
う

に
見
え
ま
す
。

　
都
市
計
画
法
の
開
発
許
可
（
注
６
）
は
、

法
令
基
準
へ
の
上
乗
せ
で
必
要
な
条
例
を

作
れ
ば
、
条
例
基
準
が
法
令
基
準
に
か
え

て
適
用
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
例

え
ば
公
園
・
広
場
・
緑
地
は
法
令
で
は
ミ

ニ
マ
ム
３
％
の
は
ず
で
す
が
、
政
令
に
よ

り
「
作
っ
て
も
良
い
が
６
％
ま
で
」
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。

　
８
％
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
あ
る
と
こ
ろ
で

「
６
％
で
な
い
と
だ
め
」
と
い
う
の
は
根

拠
が
薄
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
場
合
の
安
全
策
は
６
％
ま
で
と

し
、
６
％
か
ら
８
％
ま
で
に
っ
い
て
は
自

主
条
例
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
８
％
一
発
の
委
任
条
例
を
横
浜

は
作
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
例
え
ば
逗
子
は
開
発
許
可
権
限
を
有
し

て
な
い
の
で
、
県
知
事
の
同
意
を
得
る
こ
と

で
初
め
て
６
％
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
横
浜
市
は
自
分
で
考
え
れ
ば
、
自
分
の

権
限
行
使
に
直
結
す
る
の
で
す
か
ら
恵
ま

れ
て
い
ま
す
。

　
地
方
自
治
法
２
条
1
3
項
は
「
そ
れ
が
自

治
事
務
で
あ
る
と
き
は
、
地
域
の
特
性
に

応
じ
て
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
規
定
し
ま
す
。

　
都
市
計
画
法
自
体
は
そ
れ
な
り
に
分
権

へ
の
配
慮
を
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
配
慮
を
し
て
い
る
か
し
て
い

な
い
か
は
誰
が
考
え
る
か
と
い
う
と
、
そ

れ
は
皆
さ
ん
が
考
え
る
こ
と
。

　
　
「
６
％
」
を
「
８
％
」
と
言
っ
て
も
良

い
と
い
う
の
が
北
村
説
で
す
。

　
例
え
ば
東
京
都
国
分
寺
市
に
は
開
発
権

限
は
な
く
、
そ
の
権
限
は
都
知
事
に
あ
る

の
で
す
が
、
国
分
寺
市
は
「
国
分
寺
崖
線
」

と
い
う
斜
面
緑
地
の
良
い
所
が
あ
り
、
そ

こ
を
「
８
％
」
　
に
し
た
い
と
思
っ
た
。

し
か
し
、
８
％
を
都
庁
に
持
っ
て
行
く
と

「
６
％
以
上
は
ダ
メ
」
と
い
わ
れ
る
で
し

　
そ
こ
で
「
６
～
８
％
」
を
自
主
条
例
で

実
施
し
ま
し
た
。

　
こ
の
場
合
、
「
７
％
」
だ
っ
た
ら
都
知

事
へ
の
申
請
は
○
で
、
市
長
へ
の
申
請

は
×
に
な
り
ま
す
。

　
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
を

　
分
権
推
進
型
に

　
自
分
の
自
治
体
に
行
政
手
続
条
例
が
あ

る
こ
と
を
知
ら
な
い
方
は
い
な
い
と
思
い

ま
す
し
、
横
浜
市
で
も
庁
内
で
行
政
手
続

法
の
研
修
は
実
施
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　
市
民
や
事
業
者
の
申
請
権
を
保
障
す
る

と
い
う
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
す
。

　
　
「
道
路
交
通
法
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
運

転
は
う
ま
い
」
と
い
う
タ
ク
シ
ー
に
乗
ろ

う
と
思
わ
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
、
市
民

が
窓
口
に
来
て
「
行
政
手
続
条
例
を
知
つ

て
い
ま
す
か
」
と
言
わ
れ
た
時
に
「
知
り

ま
せ
ん
」
と
い
う
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　
ボ
ク
シ
ン
グ
で
も
「
攻
め
る
筋
肉
」
と

「
守
る
筋
肉
」
両
方
が
備
わ
ら
な
け
れ
ば

う
ま
く
機
能
し
な
い
の
と
同
じ
で
、
政
策

法
務
も
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
議
論
を
す
る

た
め
に
は
や
は
り
手
続
法
の
理
解
が
不
可

欠
で
す
。

　
川
崎
市
は
「
地
方
分
権
推
進
指
針
」

（
注
７
）
を
作
成
し
、
群
馬
県
は
「
分
権

推
進
計
画
」
を
作
成
し
配
布
し
て
い
ま
す

が
、
横
浜
市
が
分
権
を
ど
の
よ
う
に
進
め

て
い
る
か
は
、
市
民
に
は
「
区
役
所
へ
の
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分
権
」
以
外
に
は
な
か
な
か
見
え
ま
せ
ん
。

　
組
織
内
部
の
意
思
決
定
の
あ
り
方
を
い

か
に
分
権
モ
ー
ド
に
変
え
て
い
く
の
か
と

い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
が
、
実
際
は

権
限
が
降
り
て
く
る
と
い
う
場
合
も
、
分

権
担
当
を
と
お
し
て
降
り
て
く
る
の
で
な

く
、
原
課
に
い
き
な
り
降
り
て
く
る
の
で

分
権
担
当
者
は
何
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
　
「
全
体
像
が
ど
う
で
、
こ
れ
は
ど
う
す

べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
わ
か

っ
て
い
な
い
と
権
限
を
国
に
わ
た
し
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。

　
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
庁
内
を
い
か
に
ブ

ロ
ッ
ク
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
く

て
は
な
ら
ず
、
戦
略
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
庁
内
に
お
い
て
「
分
権
す
る
た
め
に
こ

う
し
て
い
こ
う
」
と
い
う
こ
と
が
見
え
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
組
織
の
意
思
決

定
シ
ス
テ
ム
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
個
人
の
意
志
決
定
で
な
く
、
組
織
に
お

け
る
庁
内
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
を
い
か
に

ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
で
イ
ン
プ
ッ
ト
す
る
の
か

と
い
う
と
、
あ
る
程
度
横
浜
市
と
し
て
の

指
針
が
必
要
で
「
こ
う
い
う
点
に
配
慮
し

て
い
る
」
、
「
国
の
法
律
を
横
浜
市
で
は
こ

う
い
う
風
に
解
釈
し
て
い
る
」
等
庁
内
外

に
敷
衍
す
べ
き
で
、
都
市
経
営
局
あ
た
り

で
何
回
も
何
回
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
試

み
る
こ
と
で
、
市
役
所
に
も
自
然
と
そ
う

い
う
発
想
が
身
に
付
い
て
い
く
の
か
な
と

思
い
ま
す
。

　
横
須
賀
市
で
は
政
策
法
務
委
員
会

（
注
８
）
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
原
課
が
起
案
し
法
制
課
に
持
っ
て
い
く

前
に
、
地
方
分
権
に
向
け
て
の
取
組
指
針

に
照
ら
し
て
こ
の
政
策
が
良
い
の
か
悪
い

の
か
を
政
策
法
務
委
員
会
に
お
い
て
ち
ょ

っ
と
原
課
を
離
れ
て
大
所
高
所
か
ら
見
る

と
い
う
と
こ
ろ
を
通
ら
な
い
と
、
前
に
は

進
ま
な
い
と
い
う
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
に

し
ま
し
た
。

　
横
浜
市
に
お
い
て
も
し
っ
か
り
と
し
た

市
と
し
て
の
指
針
、
大
方
針
が
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
考
え
る
訳
で
、
そ
れ
ら
を
全

体
と
し
て
含
む
よ
う
な
分
権
改
革
の
発
想

が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

〈
平
成
１
６
年
８
月
１
３
日
　
都
市
経
営
局
主

催
の
政
策
法
務
研
究
会
講
演
よ
り
〉

｛
企
画
・
構
成
｝

都
市
経
営
局
政
策
課
　
行
田
岳
史

（
注
１
　
横
浜
市
墓
地
等
の
経
営
の
許
可

等
に
関
す
る
条
例
）

　
こ
の
条
例
は
、
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す

る
法
律
の
経
営
の
許
可
等
に
係
る
基
準
、

手
続
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
墓
地
等

の
経
営
が
支
障
な
く
行
わ
れ
、
市
民
生
活

に
お
け
る
墓
地
等
と
周
辺
環
境
と
の
調
和

を
図
る
目
的
で
定
め
ら
れ
、
平
成
1
5
年
４

月
よ
り
施
行
さ
れ
た
。

（
注
２
　
条
例
制
定
権
の
拡
大
）

　
平
成
1
2
年
よ
り
施
行
さ
れ
た
地
方
分
権

一
括
法
に
よ
る
改
正
前
の
「
機
関
委
任
事

務
」
は
、
国
の
事
務
で
あ
り
地
方
公
共
団

体
の
事
務
で
は
な
い
た
め
、
地
方
公
共
団

体
の
執
行
機
関
が
そ
の
処
理
を
行
っ
て
い

て
も
当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
条

例
を
制
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
改
正
後
は
地
方
自
治
法
２
条
1
3
項
に
お

い
て
、
法
定
自
治
事
務
に
つ
い
て
は
「
国
は
、

地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
特
性
に
応
じ
て

当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
い
う
立
法
原
則
を
規
定
し
て
い
る
。

（
注
３
　
横
浜
市
斜
面
地
に
お
け
る
地
下

室
建
築
物
の
建
築
及
び
開
発
の
制
限
等
に

関
す
る
条
例
）

　
通
称
「
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
条
例
」
と

し
て
、
平
成
1
6
年
６
月
１
日
よ
り
施
行
。

　
近
年
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き
く
周
囲
に

圧
迫
感
を
与
え
る
地
下
室
マ
ン
シ
ョ
ン
が

増
加
す
る
中
、
周
辺
環
境
と
調
和
の
と
れ

た
形
態
を
誘
導
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
横

浜
市
が
独
自
の
ル
ー
ル
を
定
め
、
制
定
し

た
も
の
。

　
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
昨
年
７
月
に
該

当
で
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
ほ

か
、
横
須
賀
市
、
川
崎
市
と
の
３
都
市
連

絡
会
議
、
学
識
経
験
者
を
含
め
た
研
究
会

な
ど
を
設
置
し
検
討
を
行
っ
た
。

　
規
制
の
内
容
と
し
て
は
、
建
築
基
準
法

第
5
0
条
を
根
拠
と
し
階
数
制
限
な
ど
を
盛

り
込
ん
だ
全
国
的
に
も
先
進
的
な
条
例
。

（
注
４
　
建
築
基
準
法
第
5
0
条
）

　
用
途
地
域
等
に
お
け
る
建
築
物
の
敷

地
、
構
造
又
は
建
築
設
備
に
対
す
る
制
限

で
、
当
該
地
域
又
は
地
区
の
指
定
の
目
的

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
と
し
て
い
る
。

（
注
５
　
行
政
手
続
条
例
）

　
横
浜
市
に
お
い
て
は
、
処
分
、
行
政
指

導
及
び
届
出
に
関
す
る
手
続
に
関
し
共
通

す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
横
浜
市
の
行
政
運
営
に

お
け
る
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
を

図
り
、
市
民
の
権
利
利
益
の
保
護
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
「
横
浜
市
行
政
手
続

条
例
」
を
平
成
７
年
３
月
に
定
め
て
い
る
。

（
注
６
　
都
市
計
画
法
の
開
発
許
可
）

　
都
市
計
画
法
3
3
条
で
定
め
る
開
発
許
可

基
準
は
条
例
で
そ
の
制
限
を
強
化
・
緩
和

す
る
こ
と
が
で
き
、
開
発
許
可
権
限
が
な

い
市
町
村
の
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
と

協
議
し
同
意
を
得
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
措

置
が
実
現
で
き
る
。

（
注
７
　
地
方
分
権
推
進
指
針
）

　
川
崎
市
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
分
権
推
進

を
目
指
し
て
実
施
し
て
き
た
取
組
や
課

題
、
さ
ら
に
国
の
動
き
を
ふ
ま
え
、
分
権

改
革
の
新
ス
テ
ー
ジ
に
向
け
た
当
面
の
行

政
運
営
指
針
と
し
て
、
平
成
1
4
年
に
「
川
崎

市
地
方
分
権
推
進
指
針
」
が
策
定
さ
れ
た
。

　
地
方
分
権
の
た
め
に
当
面
、
取
り
組
む

べ
き
課
題
と
し
て
、
「
条
例
に
よ
る
行
政

運
営
」
、
「
市
民
協
働
に
よ
る
執
行
ス
タ
イ

ル
へ
の
転
換
」
、
「
区
役
所
機
能
の
充
実
・

強
化
」
、
「
近
隣
都
市
間
の
広
域
連
携
」
、

「
政
策
形
成
・
政
策
法
務
能
力
の
向
上
」

を
掲
げ
て
い
る
。

る
た
め
平
成
1
3
年
に
設
置
さ
れ
た
。

　
委
貝
は
「
企
画
調
整
課
職
員
」
、
「
財
政

課
職
員
」
、
「
法
制
執
務
に
係
る
業
務
の
経

験
者
」
、
「
政
策
推
進
に
係
る
業
務
の
経
験

者
」
、
「
公
募
に
よ
る
職
員
」
ら
が
市
長
に

１
年
の
任
期
で
任
命
さ
れ
る
。

　
委
員
会
の
職
務
は
「
政
策
法
務
の
推
進

に
係
る
基
本
方
針
の
制
定
・
改
正
に
必
要

な
事
項
の
検
討
に
関
す
る
こ
と
」
、
「
政
策

事
項
を
含
む
条
例
案
等
の
事
前
審
査
及
び

策
定
に
当
た
っ
て
の
助
言
に
関
す
る
こ

と
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
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を
図
り
、
政
策
の
実
効
性
の
確
保
に
資
す

（
注
８
　
政
策
法
務
委
員
会
）

　
中
核
市
に
ふ
さ
わ
し
く
、
地
方
分
権
の

意
義
を
踏
ま
え
た
横
須
賀
市
独
自
の
政
策

を
推
進
す
る
た
め
の
法
的
な
サ
ポ
ー
ト
を

す
る
こ
と
に
よ
り
条
例
、
規
則
等
の
整
備
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