
特 集
い
わ
ゆ
る
「
ご
み
屋
敷
」
に
関
す
る
取
組
を
考
え
る
〜
条
例
の
施
行
か
ら
３
年
を
経
過
し
て

《10》 

ご
み
屋
敷
へ
の
条
例
対
応
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１  

老
朽
空
き
家
と
ご
み
屋
敷

　

周
辺
の
生
活
環
境
に
著
し
い
影

響
を
与
え
る
ご
み
屋
敷
は
、
一
般

住
宅
に
起
因
す
る
問
題
で
あ
る
た

め
に
、
老
朽
空
き
家
と
同
列
に
把

握
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
し
か

に
、
こ
の
両
者
は
、
と
り
わ
け
都

市
自
治
体
に
お
い
て
は
、
行
政
を

悩
ま
せ
る
課
題
で
あ
る
。

　

個
別
事
案
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特

徴
が
あ
り
一
般
化
は
難
し
い
が
、

き
わ
め
て
大
雑
把
に
整
理
す
れ

ば
、
空
き
家
と
比
較
し
て
の
ご
み

屋
敷
の
特
徴
と
し
て
は
、
以
下
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
第
１
に
、

住
民
が
現
に
居
住
し
て
生
活
を
営

ん
で
い
る
。
第
２
に
、
土
地
や
建

物
に
関
す
る
権
利
関
係
が
把
握
し

や
す
い
。
第
３
に
、
溜
込
み
・
持

込
み
と
い
っ
た
積
極
的
行
為
に

よ
っ
て
状
況
が
悪
化
す
る
。
第
４

に
、
原
因
者
で
あ
る
セ
ル
フ
ネ
グ

レ
ク
ト
の
居
住
者
に
何
ら
か
の
精

神
疾
患
が
あ
る
。

　

居
住
さ
れ
て
い
な
い
空
き
家

は
、何
ら
の
作
為
も
さ
れ
な
い「
休

火
山
」
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、

生
活
環
境
へ
の
外
部
性
が
ス
ト
ッ

ク
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
え

る
。
不
作
為
ゆ
え
の
管
理
不
全
が

家
屋
の
状
態
を
悪
化
さ
せ
る
。
ま

た
、
台
風
や
積
雪
な
ど
の
影
響
で

倒
壊
し
た
と
し
て
も
一
瞬
の
こ
と

で
あ
り
、「
大
噴
火
」
に
よ
っ
て

す
べ
て
は
終
わ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ご
み
屋
敷

は
、「
活
火
山
」
で
あ
る
。「
大
噴

火
」
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ス
ト
ッ

ク
と
し
て
の
外
部
性
に
加
え
て
、

作
為
の
継
続
と
い
う
フ
ロ
ー
に
よ

り
、
外
部
性
の
深
刻
さ
が
増
強
さ

れ
る
。

２  

ご
み
屋
敷
条
例
の
展
開

（
１
）
空
き
家
条
例
の
場
合

　

老
朽
空
き
家
に
せ
よ
ご
み
屋
敷

に
せ
よ
、
一
夜
城
の
よ
う
に
忽
然

と
出
現
し
た
事
象
で
は
な
い
。
老

朽
空
き
家
に
関
し
て
は
、
こ
れ
の

み
に
対
象
を
絞
っ
た
「
所
沢
市
空

き
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条

例
」
が
２
０
１
０
年
に
制
定
さ
れ

て
以
降
、
ま
さ
に
燎
原
の
火
の
ご

と
く
条
例
が
全
国
に
伝
播
し
、
２

０
１
４
年
の
「
空
家
等
対
策
の
推

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
の
制

定
へ
と
つ
な
が
る
。
法
律
以
前
に

は
４
０
０
の
空
き
家
条
例
が
あ

り
、
そ
の
約
80
％
は
所
沢
市
条
例

以
降
の
制
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
多
く
の
市
町
村
区
（
以

下
「
市
町
村
」
と
い
う
。）
に
お

い
て
、
不
適
正
管
理
空
き
家
問
題

へ
の
法
的
対
応
の
必
要
性
が
臨
界

点
近
く
に
達
し
て
い
た
実
情
が
推

察
さ
れ
る
。

（
２
）
手
ご
わ
い
ご
み
屋
敷

　

そ
れ
で
は
、
ご
み
屋
敷
へ
の
条

例
対
応
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

全
国
初
の
本
格
的
な
通
称
・
ご
み

屋
敷
条
例
は
、
２
０
１
２
年
制
定

の
「
足
立
区
生
活
環
境
の
保
全
に

関
す
る
条
例
」で
あ
る
。
そ
の
後
、

主
と
し
て
都
市
部
自
治
体
に
お
い

て
条
例
制
定
は
さ
れ
て
い
る
も
の

の
散
発
的
で
あ
る
。

　

こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
興
味
深

い
。
仮
に
都
市
部
自
治
体
に
お
い

て
社
会
問
題
化
し
や
す
い
の
で
あ

る
と
し
て
も
、
制
定
数
の
少
な
さ

は
、「
条
例
ま
で
は
制
定
し
た
く

な
い
」
と
い
う
自
治
体
意
思
の
消

極
的
表
明
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

ご
み
屋
敷
は
、
老
朽
空
き
家
よ
り

も
「
は
る
か
に
手
ご
わ
い
施
策
対

象
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の

大
き
な
理
由
は
、
ご
み
屋
敷
の
特

徴
と
し
て
指
摘
し
た
第
１
（
現
状

居
住
性
）
及
び
第
４
（
精
神
疾
患

の
疑
い
）
の
点
に
関
連
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
３
）
最
近
の
状
況

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
横
浜
市

は
、
２
０
１
６
年
に
、「
横
浜
市

建
築
物
等
に
お
け
る
不
良
な
生
活

環
境
の
解
消
及
び
発
生
の
防
止
を

図
る
た
め
の
支
援
及
び
措
置
に
関

す
る
条
例
」
を
制
定
し
た
。
本
条

例
は
、
近
隣
自
治
体
に
も
影
響
を

与
え
た
よ
う
で
、
神
奈
川
県
内
の

横
須
賀
市
お
よ
び
鎌
倉
市
は
、
そ

れ
ぞ
れ
２
０
１
７
年
と
２
０
１
８

年
に
条
例
を
制
定
し
て
い
る
。
八

王
子
市
も
、
２
０
１
９
年
に
条
例

を
制
定
し
た
。

　

た
し
か
に
、
空
き
家
条
例
と
比

較
す
れ
ば
、
低
調
な
条
例
制
定
動

向
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
全
国
的

に
み
て
、
ご
み
屋
敷
へ
の
法
的
対

応
の
必
要
性
は
、
臨
界
点
近
く
に

達
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

執
筆北

村
　
喜
宣

上
智
大
学
法
学
部
教
授
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ご
み
屋
敷
の
原
因
者
は
、
地
域

に
お
い
て
「
困
っ
た
人
」
で
あ
る

と
同
時
に
、
自
分
自
身
が
「
困
っ

て
い
る
人
」
で
も
あ
る
と
い
わ
れ

る
。
し
か
し
、
本
人
は
ど
の
よ
う

に
す
れ
ば
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
状

態
か
ら
脱
出
で
き
る
か
が
わ
か
ら

な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

問
題
状
況
の
放
置
は
、「
住
民
を

守
る
」
と
い
う
自
治
体
の
存
在
意

義
に
も
関
わ
る
と
い
う
認
識
が
さ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

３  

ご
み
屋
敷
条
例
の
法
的
性
質

（
１
）
ご
み
屋
敷
条
例
の
根
拠

　

憲
法
は
、「
第
８
章 

地
方
自
治
」

を
国
家
の
な
か
で
実
現
す
る
た

め
、
自
治
体
に
対
し
、
94
条
に
お

い
て
、「
法
律
の
範
囲
内
」
で
の

条
例
制
定
権
を
保
障
し
て
い
る
。

ご
み
屋
敷
条
例
は
、
同
条
に
基
づ

き
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ご
み
屋
敷
に
関
し
て
は
、
こ
れ

を
直
接
に
対
象
と
す
る
法
律
は
存

在
し
な
い
。「
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」、
消
防

法
、
道
路
法
、
悪
臭
防
止
法
な
ど
、

関
係
し
そ
う
な
法
律
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
原
因
行
為
に
正
面
か
ら
向

き
合
っ
て
規
制
を
す
る
も
の
で
は

な
い
。
ま
た
、こ
う
し
た
法
律
は
、

「
話
せ
ば
わ
か
る
人
」、「
合
理
的

判
断
が
で
き
る
人
」
を
前
提
に
制

度
設
計
さ
れ
て
い
る
点
で
も
、
問

題
と
さ
れ
る
状
況
の
原
因
者
と
の

ミ
ス
マ
ッ
チ
が
存
在
す
る
。

　

ご
み
屋
敷
条
例
は
、
法
律
の
未

規
制
領
域
に
つ
い
て
、
自
治
体
が

そ
の
地
域
特
性
を
踏
ま
え
て
制
定

し
た
も
の
で
あ
る
。
個
別
法
と
は

関
係
せ
ず
に
「
独
り
立
ち
」
し
て

い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
う
し
た

条
例
は
、「
独
立
条
例
」
と
称
さ

れ
て
い
る
。
目
的
、
実
現
し
た
い

内
容
、
そ
の
た
め
の
措
置
の
す
べ

て
を
書
き
込
ん
だ
フ
ル
装
備
条
例

に
な
る
。

（
２
）
求
め
ら
れ
る
自
治
体
の
総

合
力

　

自
治
体
は
、「
自
由
に
」
条
例

を
制
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

憲
法
第
３
章
で
保
障
さ
れ
る
基
本

的
人
権
へ
の
慎
重
な
配
慮
を
踏
ま

え
て
、
条
例
の
制
度
設
計
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ご
み
屋
敷
に
起
因
す
る
外
部
性

の
中
心
は
、
周
辺
の
生
活
環
境
へ

の
悪
影
響
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
環

境
部
門
の
担
当
で
あ
る
が
、
原
因

者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て

は
、
福
祉
部
門
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
、

適
法
な
内
容
の
条
例
に
す
る
に

は
、
法
制
部
門
の
サ
ポ
ー
ト
が
必

要
で
あ
る
。
ご
み
屋
敷
問
題
へ
の

対
応
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
自
治

体
行
政
の
「
総
合
力
」
が
求
め
ら

れ
る
。

　

現
在
制
定
さ
れ
て
い
る
ご
み
屋

敷
条
例
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治

体
の
方
針
や
地
域
特
性
を
踏
ま
え

た
創
意
工
夫
が
凝
縮
さ
れ
て
い

る
。
以
下
で
は
、法
的
観
点
か
ら
、

そ
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
コ
メ

ン
ト
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
な

お
、
２
０
１
９
年
１
月
現
在
に
お

け
る
条
例
の
制
定
状
況
に
つ
い
て

は
、
本
稿
の
最
後
に
記
し
た
書
籍

（
１
１
９
頁
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

４  

ご
み
屋
敷
条
例
の
基
本
構
造

（
１
）
目
的
規
定

　

第
1
条
の
目
的
規
定
の
内
容
と

し
て
共
通
す
る
の
は
、
快
適
・
良

好
な
生
活
環
境
の
確
保
で
あ
る
。

ご
み
屋
敷
の
存
在
が
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
不
安
感
を
与
え
て
い
る

点
を
踏
ま
え
て
、「
安
心
」
を
規

定
す
る
条
例
も
多
い
。
京
都
市
条

例
や
神
戸
市
条
例
は
、「
市
民
が

相
互
に
支
え
合
う
地
域
社
会
の
構

築
」
と
い
う
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

像
を
明
示
し
て
い
る
。
横
浜
市
条

例
を
は
じ
め
、
未
然
防
止
や
再
発

防
止
を
規
定
す
る
も
の
も
多
い
。

　

単
に
生
活
環
境
確
保
だ
け
で
な

く
、
防
災
、
安
全
、
公
衆
衛
生
が

目
的
規
定
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
よ
り
重
い
保
護
法
益
が
規

定
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
こ

の
た
め
、
比
例
原
則
が
作
用
し
、

原
因
者
に
対
し
て
、
よ
り
踏
み
込

ん
だ
権
利
制
約
も
可
能
と
な
る
。

　
「
支
援
」
と
い
う
文
言
を
目
的

規
定
に
含
む
条
例
も
多
い
。
空
き

家
条
例
は
、
基
本
的
に
「
規
制
条

例
」
で
あ
る
が
、
ご
み
屋
敷
条
例

は
、
そ
う
し
た
単
線
的
な
対
応
で

は
適
切
な
結
果
を
も
た
ら
さ
な

い
。

（
２
）
対
象

（
ａ
）
定
義
な
き
「
ご
み
屋
敷
」

　
「
ご
み
屋
敷
」は
通
称
で
あ
る
。

条
例
に
お
い
て
は
、
施
策
の
対
象

を
明
確
に
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。「
空
き
家
」
を
条
例
名
に

含
め
、
こ
れ
を
定
義
す
る
空
き
家

条
例
と
は
異
な
り
、
ご
み
屋
敷
条

例
に
お
い
て
は
、「
ご
み
屋
敷
」

の
定
義
は
な
い
。

　

対
象
案
件
の
確
定
は
、①
建
物
・

敷
地
、
②
原
因
、
③
状
態
の
３
基

準
を
用
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
足

立
区
条
例
の
よ
う
に
、
初
期
の
条

例
に
お
い
て
は
、「
廃
棄
物
」
と

い
う
文
言
を
用
い
る
も
の
が
あ
る

が
、
判
定
に
困
難
を
き
た
す
た

め
、
最
近
で
は
、「
堆
積
物
」
と

い
う
よ
う
に
中
立
的
な
表
現
が
さ

れ
て
い
る
。

　

原
因
に
つ
い
て
は
、
広
狭
両
様

の
把
握
の
仕
方
が
あ
る
。
物
品
の

堆
積
の
ほ
か
、
京
都
市
条
例
の
よ

う
に
、
多
数
動
物
飼
育
と
給
餌
・

給
水
や
雑
草
繁
茂
ま
で
を
含
む
も

の
も
あ
れ
ば
、
横
浜
市
条
例
の
よ

う
に
、
生
活
環
境
へ
の
悪
影
響
に

つ
い
て
物
品
堆
積
起
因
に
限
定
し

て
い
る
も
の
も
あ
る
。

（
ｂ
）
対
応
を
要
す
る
状
態
の
決

定
　

対
応
の
決
断
は
、
③
状
態
に
つ

い
て
の
見
極
め
基
準
に
よ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
❶
観
点
、
❷
範

囲
、
❸
程
度
の
３
基
準
が
み
ら
れ

る
。

　

❶
は
、
条
例
目
的
と
同
じ
で
あ

る
。
❷
に
つ
い
て
は
、
微
妙
な
違

い
が
み
ら
れ
る
。
家
屋
内
部
に
ご

み
が
堆
積
し
て
い
る
場
合
に
そ
れ

ま
で
を
対
象
に
す
る
の
か
ど
う
か

で
あ
る
。
敷
地
内
で
の
堆
積
は
外

部
か
ら
目
視
で
き
る
た
め
に
地
域

の
生
活
環
境
に
含
め
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
純
粋
に
屋
内
の
場
合
に

は
、
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
の
自
己

決
定
を
尊
重
す
る
か
ど
う
か
が
問

題
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
排
泄
物

を
屋
内
に
放
置
す
る
よ
う
に
、
生

活
環
境
支
障
が
屋
内
起
因
の
場
合

も
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
ケ
ー
ス

を
排
除
し
な
い
規
定
ぶ
り
が
適
切

で
あ
る
。
❸
は
「
障
害
」
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
「
著
し
い
」
を
付
す

条
例
と
そ
う
で
な
い
条
例
が
あ

る
。
現
実
に
重
要
な
の
は
、
そ
れ

を
い
か
に
判
定
す
る
か
で
あ
る
。

「
横
浜
市
建
築
物
等
に
お
け
る
不

良
な
生
活
環
境
に
関
す
る
判
定
基

準
」
は
、
き
わ
め
て
実
践
的
な
も

の
で
あ
り
、
参
考
に
な
る
。

（
３
）
対
象
者
の
位
置
づ
け

　

京
都
市
条
例
は
、
ご
み
屋
敷
施

策
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
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「
要
支
援
者
」
と
い
う
概
念
を
創

出
し
た
。「
不
良
な
生
活
環
境
」

は
本
人
に
と
っ
て
は
「
不
良
」
で

な
い
と
す
れ
ば
、
本
人
は
支
援
な

ど
求
め
て
い
な
い
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
無
用
の
介
入

で
あ
る
。
し
か
し
、
健
全
な
自
然

人
な
ら
ば
し
な
い
よ
う
な
行
動
を

す
る
点
に
何
ら
か
の
「
異
常
」
が

あ
る
と
み
て
、
生
活
上
の
諸
課
題

の
是
正
が
人
格
権
の
尊
重
の
観
点

か
ら
必
要
と
い
う
判
断
で
あ
ろ

う
。

（
４
）
状
況
改
善
の
た
め
の
方
法

（
ａ
）
支
援

　

原
因
物
に
起
因
す
る
生
活
環
境

支
障
を
解
消
す
る
方
法
に
は
、
支

援
ア
プ
ロ
ー
チ
と
措
置
ア
プ
ロ
ー

チ
が
あ
る
。
最
近
の
条
例
は
、「
支

援
フ
ァ
ー
ス
ト
」、「
本
人
フ
ァ
ー

ス
ト
」
を
明
記
す
る
も
の
が
多

い
。
横
浜
市
条
例
の
構
成
も
、「
第

２
章 

支
援
」、「
第
３
章 

措
置
」

と
な
っ
て
い
る
。

　

不
良
な
生
活
環
境
の
解
消
を
目

的
に
実
施
さ
れ
る
支
援
の
中
心
的

な
内
容
は
、
堆
積
し
て
い
る
「
一

般
廃
棄
物
の
処
理
」
で
あ
る
。
そ

の
支
援
は
、
短
期
集
中
的
に
さ
れ

る
た
め
に
、
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物

の
量
は
、
一
般
廃
棄
物
に
関
す
る

通
常
の
収
集
運
搬
サ
ー
ビ
ス
で
は

対
応
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
横

浜
市
条
例
の
よ
う
に
、
個
別
規
定

を
設
け
て
、
特
別
扱
い
に
法
的
根

拠
を
与
え
る
も
の
も
あ
る
。

（
ｂ
）
措
置

　

措
置
に
関
し
て
は
、
空
き
家
条

例
に
似
た
仕
組
み
、
す
な
わ
ち
、

「
助
言
・
指
導⇒

勧
告⇒

命
令⇒

公
表
」
が
規
定
さ
れ
る
例
が
多

い
。
こ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

「
話
せ
ば
わ
か
る
人
」
を
前
提
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
対
象
者
は
必

ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
場
合
に
こ

の
仕
組
み
が
意
味
を
持
つ
の
か

は
、
行
政
法
の
重
要
課
題
で
あ
る

が
、
理
論
的
な
検
討
は
さ
れ
て
い

な
い
。

　

措
置
内
容
は
、
堆
積
物
の
撤
去

と
適
正
処
理
で
あ
る
。
命
令
が
さ

れ
た
場
合
に
履
行
が
な
け
れ
ば
、

行
政
代
執
行
法
に
基
づ
い
て
行
政

が
命
令
状
態
の
実
現
を
し
、
要
し

た
費
用
を
対
象
者
に
請
求
で
き

る
。
京
都
市
や
横
須
賀
市
に
お
い

て
、行
政
代
執
行
の
実
績
が
あ
る
。

　

世
田
谷
区
条
例
の
よ
う
に
、
命

令
は
規
定
せ
ず
、
対
応
の
必
要
が

あ
れ
ば
、
民
法
６
９
７
条
に
基
づ

く
事
務
管
理
と
し
て
撤
去
な
ど
を

実
施
す
る
と
い
う
方
針
を
明
記
す

る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
条

例
の
も
と
で
行
政
が
担
当
す
る
ご

み
屋
敷
の
現
状
改
善
事
務
は
「
自

治
体
の
事
務
」
そ
の
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
同
条
に
い
う
「
他
人

の
事
務
」
と
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ま
た
、事
務
管
理
の
場
合
、

本
人
の
反
対
が
あ
れ
ば
管
理
行
為

を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
事
務
管
理
と
い
う

構
成
に
は
理
論
的
難
点
が
あ
る
た

め
、
事
務
管
理
で
対
応
す
る
と
い

う
整
理
は
、
不
適
切
で
あ
る
。

（
ｃ
）
見
極
め
基
準

　

支
援
ア
プ
ロ
ー
チ
と
措
置
ア
プ

ロ
ー
チ
は
相
互
排
他
的
で
は
な
い

が
、
重
点
の
移
行
見
極
め
の
判
断

が
重
要
に
な
る
。
保
護
法
益
の
な

か
で
も
、
安
全
は
最
重
要
で
あ

る
。
問
題
状
況
に
関
す
る
帰
責
性

に
鑑
み
れ
ば
、
隣
接
住
人
や
通
行

人
の
安
全
が
原
因
者
の
安
全
よ
り

重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
堆

積
物
が
隣
地
に
崩
落
し
た
り
路
上

に
崩
落
し
た
り
し
て
人
身
被
害
を

発
生
さ
せ
る
蓋
然
性
が
高
ま
っ
て

い
れ
ば
、
措
置
に
移
行
す
べ
き
で

あ
る
。
安
全
性
は
、
絶
対
的
法
益

で
あ
る
。
他
人
の
生
命
・
身
体
を

傷
つ
け
る
権
利
は
、
誰
に
も
な

い
。
そ
れ
を
被
害
者
に
受
忍
さ
せ

る
と
す
れ
ば
、
市
町
村
に
は
、
損

失
補
償
責
任
が
発
生
す
る
だ
ろ

う
。

　

一
方
、
生
活
環
境
に
関
し
て

は
、
相
対
的
法
益
で
あ
る
。
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
因
が
原
因
者

と
な
っ
て
い
る
案
件
に
つ
い
て

は
、
あ
る
程
度
の
受
忍
と
い
う
形

で
の
協
力
義
務
は
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
に
も
限
界
が
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
健
康
被
害
を
発
生
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
措
置
ア
プ

ロ
ー
チ
に
移
行
す
べ
き
で
あ
る
。

（
５
）
実
施
体
制

　

空
き
家
対
策
で
あ
れ
ば
、
建
築

担
当
だ
け
で
の
実
施
は
可
能
で
あ

り
、
現
に
そ
う
し
た
組
織
体
制
に

な
っ
て
い
る
市
町
村
は
多
い
。
し

か
し
、
ご
み
屋
敷
に
つ
い
て
は
、

単
一
部
局
だ
け
で
対
応
す
る
の
は

不
可
能
で
あ
る
。

　

条
例
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
環

境
担
当
課
か
福
祉
担
当
課
が
事
務

局
に
な
っ
て
い
る
例
が
多
い
よ
う

で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
管
課
は
あ

る
と
し
て
も
、
庁
内
体
制
を
い
か

に
う
ま
く
つ
く
る
の
か
が
、
決
定

的
に
重
要
で
あ
る
。

【
追
記
】

　

本
稿
は
、
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー

（
編
）『
自
治
体
に
よ
る
「
ご
み
屋
敷
」

対
策
─
福
祉
と
法
務
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
─
』（
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
、

２
０
１
９
年
）
所
収
の
拙
稿
を
基
本

に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
行
政
法

学
者
の
ほ
か
、
看
護
学
者
、
民
法
学

者
、
精
神
保
健
医
師
、
京
都
市
と
足

立
区
の
担
当
者
の
論
攷
を
収
録
す
る

同
書
は
、
ご
み
屋
敷
行
政
に
関
す
る

総
合
的
研
究
で
あ
る
。
同
書
は
、
日

本
都
市
セ
ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る（http://

w
w

w
.toshi.or.jp/?p=14230

）。

　

本
稿
は
ま
た
、
科
学
研
究
費
補
助

金
２
０
１
９
年
度
基
盤
研
究(B)

「
環

境
法
の
実
効
性
確
保
シ
ス
テ
ム
の
改

革
に
向
け
た
法
執
行
過
程
の
総
合
的

実
証
研
究
」（
課
題
番
号19H

01438

）

の
研
究
成
果
で
も
あ
る
。


