
自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

小

林

武

日

次

は
し
が
き

一

課
題
と
し
て
の
自
治
体
議
会
改
革

1

現
況
、
改
革
の
提
唱
と
課
題

ω

改
革
が
迫
ら
れ
て
い
る
状
況

麟

改
革
の
提
唱

①

国
側
・
政
府
与
党
側
か
ら
の
改
革
提
唱

②

主
体
の
側
の
と
り
く
み

⑧

改
革
の
射
程
範
囲

2

憲
法
に
も
と
つ
く
現
行
法
制
検
討
の
必
要

ω

自
治
体
議
会
改
革
と
憲
法
論

②

地
方
自
治
法
自
体
の
見
直
し

①

古
く
て
新
し
い
課
題
と
し
て
の
自
治
体
議
会
改
革

②

《国
に
よ
る
画
,
的
な
地
方
行
政
法
》
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
現
行
地
方
自
治
法

③

憲
法
適
合
性
に
問
題
が
あ
る
地
方
自
治
体
議
会
関
速
規
定

二

憲
法
が
想
定
す
る
自
治
体
議
会
像

1

九
二
条

「地
方
自
治
の
本
旨
」
に
込
め
ら
れ
た
憲
法
原
理

m

「地
方
自
治
の
本
旨
」
ー

地
方
自
治
の
総
則
と
し
て
の
機
能

112一

 

自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

一

(
1
)



(
2
)

働

日
本
国
憲
法
の
国
民
主
権
の
原
理
と
地
方
自
治

2

憲
法
に
よ
る
自
治
体
議
会
の
位
置
づ
け

ω

通
説
の
枠
内
で
の
積
極
的
解
釈

㈹

議
会
の
長
に
優
位
し
た
位
置
づ
け
の
弁
証

三

現
行
地
方
自
治
体
議
会
法
制
の
問
題
点

長
H
議
会
関
係
を
憲
法
適
合
的
に
規
定
し
て
い
る
か
否
か
見
直
し
の
必
要
な
も
の

m

議
会
の
本
来
的
地
位
に
か
か
わ
る
長
の
権
限

㈲

長
の
議
会
に
対
す
る
権
限

2

議
会
の
組
織

・
権
限
に
か
ん
し
て
憲
法
意
思
か
ら
乖
離
し
た
規
定

ω

選
挙
制
度
の
問
題
と
議
員
定
数
の

「条
例
定
数
制
」

②

立
法
権
行
使
の
制
約

㈹

議
会
の
組
織

・
運
営
へ
の
規
制

ω

議
員
特
権
の
存
否
を
め
ぐ
っ
て

①

免
責
特
権

②

不
逮
捕
特
権

③

議
員
報
酬
請
求
権

四

自
治
体
議
会
改
革
を
も
た
ら
す
も
の

1

議
会
改
革
に
と
っ
て
の
憲
法
改
正
の
意
味

ω

改
憲
提
案
の
中
の
自
治
体
議
会

㈹

改
憲
は
、
よ
り
充
実
し
た
自
治
体
議
会
へ
の
改
革
を
可
能
に
す
る
か

2

住
民
自
治
を
担
う
議
会
の
新
生
-

む
す
び
に
か
え
て

ー

「議
会
基
本
条
例
」
の
も
つ
可
能
性

①

制
定
の
背
景

②

制
定
へ
の
流
れ

③

注
目
さ
れ
る
内
容

④

「基
本
置
条
例
の
最
高
法
規
性
の
論
点

②

住
民
自
治
を
実
現
す
る
機
関
と
し
て
の

「志
」
を
も

っ
た
議
会

へ
の
努
力
を

鱒
結
語
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は

し

が

き

地

〃
臼

治
体

議

会

か

、

へ
,
、
多

様

な

問

題

に
直

.面

す

る
状

滉゚
.ト

て
、

そ

の

あ

り

方

を

見

直

し

、

新

生

を

は
か

る

ベ
キ
=

}と

か
、

各

方

而

'.」
意

識

さ

れ

て

い
る

"

本

国
憲

法

は

、

第

.八
h掌

に
お

い

て
、

地

方

自

治

体

に

つ

い

て
.
...生
代

表

制

首

.長

制

の
統

治

構

造

を

採

川

し

た

ヒ

で
、

自

治

体

議

会

を

、

住

民

代

表

機

関

、

団

体

意

思

決

定

機

関

か

つ
第

.
義

的

㍍
.法
機

関

と

し

て
位

置

づ
け

て

い
る

「
と
く

に
九

...条

、
九
四
兼

詳

細
は
後

に
論
し

る

)

そ

の
点

で
、

議

会

は
、

地

方

自

治

の

一
力

の
本

源

'.」
あ

り

、

ま

た

、

長

と

の
関

係

に
お

い

て
む

し

ろ

.
・.L

導

機

関

で

あ

っ
て
、

民

i

i

Y我
の
根

幹

を

な
す

も

の

で

あ

る

、
等

々

の
長

現

か

こ

れ

ま

で
川

い
ら

れ

て
き

た

の
も

、

的

を

射

た

も

の
と

い
え

る

臼

治

体

統

治

構

造

に
お

い

て

こ

の

よ

う

な
位

置

に
あ

る

議

会

は

、

し

か

し

な

が

ら

、

そ

の
役

割

を

ー。
分

に
果

た
し

て

い

る

と

は

い

え

す

、

そ

の
あ

る

べ
き

姿

へ
の
回

帰

と

そ

の

た

め

の
改

革

は

、
態

」

に
則

し

た

国

づ

く

り

、

と

く

に
地

域

の
㌧L
ぺ

,公

で
あ

る

住

民

の

自

治

の
実

現

の
た

め

に
も

、

へ
'
11
、

.不

.吋
欠

の
も

の
と

な

っ
て

い
る

そ

し

て
、

こ

の
課

題

の
達

成

の
た

め

に

は
、

あ
れ

こ

れ

の
制

度

運

川

卜
.
の
f

直

し

や
、

改

沸

の

ア

で

テ

ア

で
事

足

り

る

も

望

.・
は

な

い

現

行

の
地

〃

自

治

制
度

、

と

り

わ

け

そ

の
基

乍

的

規

範

た

る

地

方

白

治

法

を

憲

法

に
照

ら

し

て
見

直

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と
疹

え

る

す

な

わ

ち

、

地

〃

白

治

法

・
以
.卜
、

地
自
法

し
・略

称
も

・
は

、

日

本

国

池

擢

を
直

接

に
具

体

化

し

た

基

乍

法

の
ひ

と

つ

一
い
わ

ゆ

る

揮

牛
旭
法

・
と

さ

れ

る

の
が

通

例

で

あ

る

が
、

し

か

し

な

が

ら
、

憲

法

を

.配

し

く

11
.ハ体

化
し

て

い

な

い
規

範

を

遺

憾

な

が

ら

、

私

見

に
よ

11
は
多

数

-
含

ん

で

お

り
、

そ

れ

は
、

以

ド

に
見

る
と

お

り
、

議

会

の
扱

い

に

か

ん

し

て
も

例

外

で

は
な

い

・日
リ宿
体
革俄
ヘ
ム
改
革

の
害
心法
川
題

:
.

3

・

llti



四

1

め

た

い

と

思

う

こ

の

llf'ご

Z 暫

憲
法
の

光

を

当

て

て
こ

れ
牟

抜

イく

1白

に

改

め

る

レ

H

下

Il

治

1乍

議

会

改
IIIII:

の

要

諦

て
あ

る
レ

疹
え

、

以
ド
、

検
討
を
准

課
題
と
し
押

の

白
治
体
議
会
改
吊二

 

1

現
況
、
改
革
の
提
唱
と
課
題

山

改

革

が

50
壇ら

れ

て

い

る
状

況

臼

治

体

議

会

の
問

題

状

況

は
、

つ
と

に

、
議

会

が

形

骸

化

。

空

洞

化

し

、

ま

た

些11
.長

の
追

認
機

関

化

し

て

い
る

な

ど

と

表

現

さ

れ
、

そ

の
低

迷

・.か
り

か

ら
議

会

無

川
論

ま

で
唱

え

ら

れ

る

こ
と

が

あ

る

こ
の

住

民

.不

在

状

況

に
照

ら

し

、

溌
会

審
議

の

充

実

・
公

開

、

住

民

参

加

を
軸

と

し

た
議

会

改

革

が

求

め

ら

れ

て

い
る

の
で

あ

る

,

こ
れ

は
、

報

道

機

関

も
活

発

に
取

り
ト
.げ

て
お

り
、

政

務

調
査

費

や

海
外

視

察

費
、の
度

重

な

る

.不

.止

支

出

の
事

案

・の
ほ

か

に
、

た

と

え

ば
、

こ
う

し
た

カ

ネ

の
問

題

か

ら

"
ど

ん
詰

ま

り

の
議

会

"

の
状

況

が
生

し

て

、

そ

・の
仔

白

高
蒙
我
自

体

が

問

わ

れ

、
定

数

削

減

の
直

接

請

求

に

ま

で
発

展

し

た

自

治

体

や
、

議

会

を

チ

ェ
ッ
ク

す

る
市

民

グ

ル

ー

フ

に
よ

る

通

信

簿

づ
く

り

の
試

み

の
事

例

か

報

じ

ら
れ

て

い

る

,

こ
れ

ら

報

道

さ

れ

た
問

題

の

も

つ
意

味

は
、

議

会

が
地

〃

自

治

の
柱

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
は

ず

の

も

の

で
あ

る

こ
と

に
か

ん

か
み

て
、

重

い

均



働

改
革
の
提
唱

①

国
側

・
政
府
与
党
側
か
ら
の
改
革
提
唱

自
治
体
議
会
改
革
は
、
ヒ
か
ら
こ
れ
に
関
与
す
る
も
の
と
、
議
会
が
主
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
も
の
と
の
二

つ
が
あ
る
と
い
え

る
。上

か
ら
、
す
な
わ
ち
、
国
側

・
政
府
与
党
側
か
ら
の
提
唱
と
し
て
は
、
二
〇
〇

一
年
六
月

の
地
方
分
権
推
進
委

員
会
最
終
報
告
が

自
治
体
議
会
活
性
化
の
必
要
性
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
地
方
自
治
法
の
改
正
を
促
し
も
し
た
。
と
く
に
〇
五
年

一
.
一月
の
第
二
八
回
地

方
制
度
調
査
会
答
申
は
、
「地
方
公
共
団
体
の
自
己
決
定
権

の
拡
大
に
伴
い
、
団
体
意
思
の
決
定
を
お
こ
な
う
前
提
と
し
て
、
議
事

機
関
で
あ
る
議
会
の
政
策
形
成
機
能
の
充
実
が
必
要
」

で
あ
る
こ
と
を
調
い
、
こ
れ
を
受
け
て
〇
六
年
に
、
地
自

法
の
議
会
関
係
条

項
に
相
当
多
数
の
見
直
し
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
間
、
憲
法
改
正
の
動
き
が
奔
流
を
な
し
て
進
行
し
た
。
そ
の
中
で
、
と
り
わ
け
.
.○
〇
五
年

一
〇
月
に
公
に
さ
れ

た
自
由
民
主
党

「新
憲
法
草
案
」
が
、
こ
れ
は
、
第
八
章

「地
方
自
治
」
を
、
第
二
章

(「戦
争
放
棄
」。
第
九
条
)
と
と
も
に
、
全
面

的
に
改
変
し
よ
う
と
す
る
提
案
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
後
に
四
1
で
取
り
上
げ
る
が
、
第
三
次
分
権
改
革

の
首
長
制
見
直
し
議
論
が

憲
法
改
正
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
と
り
あ
え
ず
留
意
し
て
お
き
た
い
。

②

主
体
の
側
の
と
り
く
み

議
会
が
主
体
的
に
と
り
く
ん
で
い
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
、

一
九
九
八
年
に
出
さ
れ
た
地
方
議
会
関
係
三
団
体

の
報
告
書
が
あ
り

(全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会

〔
一
月
〕、
市
議
長
会

ロ
.月
)、
町
村
議
長
会

〔四
月
〕)
、
そ
れ
ら
は
、
制
度
規
制
の
緩
和

・
縮
減
な
ど
、
議

会
活
性
化
方
策
を
提
唱
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
四
年
二
月
の
全
国
知
事
会
自
治
制
度
研
究
会

の
報
告
書

『
地
方
自
治
保
障
の
グ

ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
ー

自
治
制
度
研
究
会
報
告
書
』
は
、
政
府
形
態

の
選
択
を
各
自
治
体
に
認
め
る
こ
と
を
提
言
し
た
。

自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

五

(5

)
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六

"

そ
し

て
何

よ

り

、

い
わ

ゆ

る

叢

会

基

収

条

例

の
制

走

が

.
。

つ
い

て
は

、
後

の
四

2

で
概

観

す

る

∵
ハ
年

以
降

に
見

ら

れ

る

こ

と
が

大

い

に
注

日

さ

れ

る

が

、

こ
れ

に

別

改

革

の
射

稚

範

囲

こ
う

し

た
臼

治

体

議

会

改

革

に

つ
い

て

は
、

そ
れ

を

検

討

な

い
し

実

践

す

る

と
き

に
、

そ

の
射

程

範

囲

を

ど

の

よ

う

な

も

の

と
し

て
設

定

す

る

か

を

明

確

に
し

て
お

く

必

要

か

あ

る
と

思

わ

れ

る

そ

れ

は
、

ひ

と

つ
に

は
、

自

治

体

議

会

に
絞

っ
て

そ

の
活

性

化

を

追

及

す

る

の
か
、

そ

れ

と

も

.

..疋
代

表

制

ー
首

長

制

の
自

治

体

統

治

構

造

金

体

を
見

直

す

こ
と

ま

で
視

野

に

人

れ

て
議

会

改

革

を
考

え

る

の
か

、

で

あ

る

も

う

ひ
と

つ
は
、

現

行

法

制

度

を

前

提

に

し

て
、

そ

の
運

川

の
r

直

し

に
よ

り

議

会

改

革

を

図

る

の

か
、

そ

れ

と

も
法

制

度

そ

の
も

の
を

検

討

・
批

判

の
対

象

に
据

え

て
憲

法

に
よ

る
検

証

を

お

こ

な

う

こ

と

で
議

会

改

革

を

も

た

ら

そ

う
と

す

る

の
か

、

で
あ

る

私

は
、

い
す

れ

に

つ
い

て
も

後

κ

の
蹉

場

に
疏

っ
て
、

本

稿

の
考

察

を
進

め

た

い

と
思

う

な

お
、

.

.

-
八

年

.

.
月

に
開

催

さ

れ

た

n
本

地

方

臼

治

学

会

は
、

共

通

課
題

と

し

て

自

治

体

議

会

改

革

を

考

え

る
-

を

症

て
た
趣

ヒ
ー-
に
か

ん

し

て
、

改

革

r

法

が

国

レ

ベ

ル

の
法

改

.止

に
よ

る

べ
き

か

、

そ

れ

と

も

自

治

体

レ

ベ

ル

の
条

例

改

.由

に
よ

る

へ

き

か

は

な

お

別

に
検

討

す

へ
き

論

点

で

あ

る

ビ
ー-
記

し

て

い
た

航

要

な

論

点

で
あ

る

が

、

国

法

の
憲

法

適

合

的

な

改

.止

に
よ

り
白

治

体

お
よ

び

自

治

体

議

会

の
活

動

の
自

山

が

ト

令

に
確

保

さ

れ

る
条

件

を
整

え
、

そ

の
ト
.で
自

治

体

疏

法

に
よ

り

白

L

的

に
改

革

を
進

め

る

べ
き

で

あ

る

こ
と

は

明

ら

か

で
あ

ろ

う

、
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2

憲
法
に
も
と
つ
く
現
行
法
制
検
討
の
必
要

m

n
治
体
議
会
改
革
と
憲
法
諭

自
治
体
議
会
改
革
を
憲
法
に
も
と
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
さ
し
あ
た
り
、
二
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

ひ
と
つ
は
、
現
行
地
方
自
治
法
の
問
題
で
あ
る
が
、
す
で
に
先
に
も
示
唆
的
に
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
同
法
は
、
合
憲
性
の
疑

わ
し
い
規
定
を
少
な
か
ら
ず
含
ん
で
い
る
。
具
体
的
に
は
次
項
で
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
り
、
議
会
改
革
論
も
、
こ
の
点
を
避
け
て

は
通
れ
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
憲
法
学
、
憲
法
理
論
の
問
題
で
あ
る
。
従
来
よ
り
、
憲
法
学
は
、
地
方
自
治
が
日
本
国
憲
法
に
よ
り
独
立
の
章

を
立
て
て
定
め
ら
れ
た
統
治
の
原
理
で
あ
り
、
そ
の
制
度
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を

「
辺
境
」

の
地
に
置
い
て
き
た
。
こ

の
状
況
は
、
今
日
で
も
基
本
的

に
変
わ
ら
な
い
。
標
準
的
体
系
書
に
お
け
る
地
方
自
治

の
章
を
取
り
出
し
て
み
る
な
ら
、
芦
部
信
喜

著

(高
橋
和
之
補
訂
)
『憲
法
』
第
四
版

(岩
波
書
店

・
.
一〇
〇
七
年
)
は
、
三
八
.
一頁
中
で

一
八
頁
を
充
て
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

そ
し
て
、
憲
法
学
説
が
地
方
自
治
論
の
領
域
で

一
般
的
に
扱
う
テ
ー
マ
は
、
地
方
自
治
保
障
の
性
質
、
「地
方
自
治
の
本
旨
」
の

内
容
と
し
て
の
住
民
自
治

・
団
体
自
治
、
自
治
体
の
機
関
と
り
わ
け
長

・
議
員
等
の
公
選
と
二
段
階
制
、
条
例
論
と
く
に
法
令
と
の

関
係
と
そ
の
範
囲
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
と
の
関
係
つ
ま
り
団
体
自
治
の
テ
ー
マ
に
関
心
が
偏
重
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
議
会

の
法
構
造
は
、
行
政
法
と
し
て
の
地
方
自
治
法

の
論
題
と
さ
れ
、
憲
法
学
か
ら
の
検
討
は
、

国
会
と
の
異
同
を
表
面
的
に
論
ず
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
、
こ
こ
で
は

《憲
法
は
変
わ

っ
た
が
憲
法
学
は
変
わ
ら
ず
》
の
状
況
が
残

っ
て
い
る
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
憲
法
に

も
と
つ
く
自
治
体
議
会
改
革
論
に
は
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
学
の
実
情
を
認
識
し
た
上
で
と
り
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

七

(7

)
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八

(
8

)

捌

地
方
向
治
法
自
体
の
見
直
し

①

古
く
て
新
し
い
課
題
と
し
て
の
自
治
体
議
会
改
革

自
治
体
議
会
改
革
の
提
唱
は
、
今
始
ま

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
つ
と
に
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
議
会
権
限
が
地
方
自

治
法
制
定
以
来

一
貫
し
て
低
下
し
て
き
た
状
況
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
議
会
は
、
地
域
の
全
体
的
課
題
に
か
ん
す
る
審
議

・
決
定
機

関
と
し
て
の
活
動
の
実
績
を
も
た
ず
、
む
し
ろ
地
元

へ
の
利
益
誘
導
の
役
割
に
傾
斜
し
て
き
た
た
め
、
住
民
も
、
議
会
を
迂
回
し
て

長
に
直
結
す
る
事
態
が
、
か
ね
て
よ
り
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

一
九
七

一
年
の
東
京
都
議
会
議
会
局
調
査
部

『首
長
主
義
と
地
方
議
会

-

制
度
と
そ
の
実
際
』
は
、
議
会
の
機

能
低
下
を
惹
き
起
こ
し
て
い
る
要
因
と
し
て
、
専
門
的
能
力
の
不
足
の
た
め
に
行
政
機
能
の
拡
大
に
対
応

で
き
な
い
こ
と
等
の
ほ
か

に
、
と
り
わ
け
、
戦
前
の
執
行
機
関
が
議
会
に
優
位
す
る
体
制
が
存
続
し
、
と
く
に
当
時

の
機
関
委
任
事
務
の
増
大
が
議
会
の
自
主

的
活
動
を
困
難
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
地
方
自
治
法
の
自
治
体
議
会
関
係
規
範
を
、
国
ー
地
方

関
係
、
首
長
制
の
在

り
方
に
遡

っ
て
見
直
す
こ
と
の
必
要
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

②

《国
に
よ
る
画

一
的
な
地
方
行
政
法
》
と
し
て
の
性
格
を
も

つ
現
行
地
方
自
治
法

現
行
地
方
自
治
法
は
、
自
治
体
に
向
け
ら
れ
た
国
法
と
し
て
過
度
に
詳
細
か
つ
煩
項
な
内
容
を
も
つ
規
範

で
あ
る
。
そ
の
、
細
か

す
ぎ
、
厳
し
す
ぎ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
あ
た
か
も
学
校

の
校
則
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、

地
方
自
治
保
障
法
と

し
て
の
役
割
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
国
に
よ
る
画

一
的
な
地
方
行
政
法
と
し
て
の
色
彩
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
、
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

な
お
加
え
て
、
形
式
の
面
で
も
、
度
重
な
る
複
雑
な
改
正
に
よ

っ
て
、
「枝
」
条
文
が
著
し
く
多
く
設
け
ら
れ

て
い
る
な
ど
、
法
典

全
体
が
見
通
し
の
利
か
な
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
に
見
合

っ
て
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
地
方
自
治
法
に
は
、
合
憲
性
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
条
項
が
相
当
含
ま
れ
て

一1Q5一



い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
法
を

「準
憲
法
」
な
い
し

「憲
法
付
属
法
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
、
十
分
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
合
憲
性

の
疑
わ
し
い
規
定
と
し
て
1

議
会
関
係
の
も

の
は
別
に
次
項
で
と
り
あ
げ
る
が
ー

、
た
と
え
ば
、
ま

ず
、
市
町
村

の
廃
置
分
合

・
境
界
設
定
手
続

(七
条
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
関
係
市
町
村
の
申
請
に
も
と
つ
い
て
知
事
が
都
道
府
県
議

会

の
議
決
を
経
て
こ
れ
を
定
め
る
と
い
う
手
続

(
一
項
)
は
、
住
民
の
直
接
的
意
思
決
定
を
必
要
事
項
と
し
て
お
ら
ず
、
憲
法
上
の

住
民
自
治
の
要
請
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
し
か
も
、
都
道
府
県
の
廃
置
分
合

・
境
界
設
定
の
場
合
に
は
法
律

(
こ
れ
は
、
憲
法
九
五
条
の
住

民
投
票
を
伴
う
地
方
自
治
特
別
法
を
意
味
す
る
)
で
定
め
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
較
べ
て
、
著
し
く
平
灰
を
欠
く
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
住
民
の
条
例
改
廃
請
求
権
に
つ
い
て
地
方
税
等
の
徴
収
を
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
制
限
規
定

(七

四
条
一
項
括
弧
書
き
)
は
、
合
憲
性

に
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
請
願
の
手
続

。
対
象
の
制
約

(
一
二
四
・
二
一五
条
)
も
憲
法

上
の
権
利
で
あ
る
請
願
権
を
正
し
く
具
体
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。
加
え
て
、
関
与
の
諸
類
型

(
二
四
五
条
以
下
)、
と
く
に
代
執
行

(.
一四
五
条
の
八
)
が
憲
法
に
照
ら
し
て
疑
問
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
多
方
面
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

③

憲
法
適
合
性
に
問
題
が
あ
る
地
方
自
治
体
議
会
関
連
規
定

議
会
に
か
ん
し
て
も
、
憲
法
を
正
し
く
具
体
化
し
て
お
ら
ず
、
違
憲
と
疑
わ
れ
る
規
定
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
規
定
を
体
系
立
て
て
整
理
し
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
後
に

(三
で
)
お
こ
な
う
が
、
典
型
的
な
も
の
を
挙
げ
て
お
く
な
ら
、

議
員
定
数

(総
定
数
)
の
上
限
の
法
定

(九
〇
条
二
項

・
九

一
条
.一項
)
、
長
の
議
会
招
集
権

(
一
〇

一
条

一
項
、
臨
時
会
に
つ
い
て
は
,
、
・

三
項
)
、
議
会
解
散
権

(
.
七
八
条
)
、
長
の
特
別
拒
否
権

(
一
七
六
条
四
～
八
項
)
お
よ
び
専
決
処
分

(
一
七
九
条
)
な
ど
が
そ
れ
に
あ

た
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
解
釈
に
よ

っ
て
憲
法
と
の
乖
離
を
埋
め
る
努
力
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
し
え

な
い
と
き
に
は
、
憲
法
体
系
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
違
憲
的
規
定
を
も
た
ら
し
て
い
る
基
本

自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

九

(
9
)
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一
〇

(
10

)

的
な
要
因
と
し
て
、
二
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
ひ
と

つ
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
要
因
は
、
現
行
地
方
自
治
法
が
旧
地
方
制
度
と
の
連
続
性
、

つ
ま
り
旧
制
度
を
継
承
し
た
部
分

を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
執
行
機
関
が
議
会
に
優
位
す
る
体
制
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
を

如
実
に
示
す
規
定
と
し
て
、
先
に
挙
げ
た
、
長
に
よ
る
議
会
招
集
権
、
解
散
権
、
特
別
拒
否
権
お
よ
び
専
決
処
分
の
ほ
か
に
、
何
と

一
九
四
一・.年

1

ま
ぎ
れ
も
な
く
戦
時
中

ー

に
導
入
さ
れ
た
議
決
事
件
の
制
限
列
挙
規
定
が
現
行
法
で
も
置
か
れ

て
お
り

(九

六
条
)、
あ
ま

つ
さ
え
議
会
の
権
限
を
縮
減
す
る
根
拠
規
定
と
し
て
威
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
ま
た
、
議
会
自
主
解
散
の
特
別
多
数

決

の
要
件
が
こ
と
の
ほ
か
に
厳
格

で
あ
る

(定
足
数
四
分
の
三
以
上
、
そ
の
五
分
の
四
以
上
で
議
決
。

,
九
六
五
年
制
定
の

「地
方
公
共
団
体

の
議
会
の
解
散
に
関
す
る
特
別
法
」
..条
二
・
三
項
)
の
も
、
か
つ
て
内
務
大
臣
の
有
し
て
い
た
議
会
解
散
権
を
議
会
に
自
主
的
に
行
使

さ
せ
る
こ
と

へ
の
懸
念
か
ら
出
た
も

の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

地
方
自
治
権
の
本
質
の
理
解
に
か
ん
す
る
憲
法
学
説
に
お
い
て
、
今
日
で
も
、
伝
統
的
な
承
認
説

(伝
来
説
)
の
現
代
的
修
正
説

と
い
う
べ
き
制
度
的
保
障
説
が
通
説
の
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
も
、
右
に
述

べ
た
規
範
状
況
と
見
合

っ
た
も

の
と
い
え
よ
う
。
ま

た
、
中
央
政
府
を

「国
」
と
呼
び
、
そ
の
下
に
都
道
府
県
を
置
き
、
さ
ら
に
最
底
辺
に
市
町
村
を
位
置
づ
け
て
統
治
構
造
を
上
下
関

係
で
捉
え
る
、
今
な
お
通
例
の
社
会
的
意
識
も
こ
れ
を
支
え
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

憲
法
上
問
題
の
多
い
現
行
法
規
定
を
も
た
ら
し
て
い
る
、
も
う
ひ
と

つ
の
基
本
的
要
因
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
旧
制
度
と
の
連
続

性
の

一
環
と
し
て
、
現
行
法
が
、
今
な
お
自
治
体
を
統
治
団
体
と
し
て
で
は
な
く
行
政
団
体
と
し
て
捉
え
、
自
治
体
議
会
を
行
政
機

関
と
み
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
え
る
。
こ
こ
に
い
う
統
治
団
体
と
は
、
国
家
の
統
治
権
の
垂
直
的
分
布
を
前
提
に
、
住

民
主
権
と
い
う
民
主
主
義
的
モ
メ
ン
ト
を
軸
に
し
て
、
立
法

・
行
政
機
能
を
具
え
た
統
治
構
造
を
も

つ
団
体
を
意
味
し
て
お
り
、
そ

の
よ
う
な
統
治
団
体
の
立
法
機
関
に
ふ
さ
わ
し
い
議
会
の
位
置
づ
け
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
法

で
は
、
た
と
え
ば
、
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議

会

の
議

決

事

件

【九

六
兼

一
項
各
号

一
の
中

に
は

、

本

乗

の
議

会

と

し

て

の
権

限

と

と

も

に
、

行

政

的

権

隈

が

混

在

し

て
お

り

κ

～

.
四
り

一、

ま

た

、

特

別

引

盃

楕

の
制

度

㌃

し
六
兼

　
に
お

い

て
、

裁

定

に
.不

服

ω
あ

る
と

き

に

出

訴

て
き

る
と

さ

れ

て

い
る

・
し
項

・
の

は

、

あ

た

か

も

、

議

決

を

行

政

機

関

と

み

な

し

た
自

治

休

議
会

の
す

る

行

政

処

分

と

性

格

づ

け

て

い

る

こ
と

を

示

す

も

.ω
て
あ

る

と

い

え

る

そ

し

て
、

現

行

法

に
、

自

治

体

.議
会

に

お

け

る
政

党

・
会

派

の
定

め

か

な

い
こ

と

も

、

同
様

に

こ

の

こ
と

を

物

語

っ
て

い

よ

う

以

ヒ

の

よ

う

な
指

摘

か
成

り
此

つ
と

す

れ

は
、

自

治

体

議

会

改

革

は
、

そ

の
本

来

の
機

能

発

揮

を
妨

げ

て

い
る

現
行

地

方

自

治

法

関

連

規

定

を
憲

法

に
適

ヘ
ロ
す

る
も

の

に
是

.止

す

る

こ

と

を
、

そ

・の
必
須
、の
課

題

と

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

が

で
き

る

の
で
あ

る

・
.-

憲
法
が
想
定
す
る
ri
治
体
議
会
像

 

九

二
条

「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
込
め
ら
れ
た
憲
法
原
理

to

 

中

地
方

n

治

の
本

b
11

地

方
n

治

の
総

則

と

し

て

の
機

能

憲

法

瓦

...条

か
定

め

る
統

治

構

造

の
枠

紺

み

　
す

な

わ

ち
、

議

事

機

関

と

し

て

の
議

会

の
設

置

、

長

・
議

目11
(
・の
公
選

〉
を

・支
え

・

導

く

原

理

は
、

九

.

.条

の

地

方

自

治

の
本

旨

圃
か

ら

明

ら

か

に
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ
れ

ま

で
、

憲

泣

苧

に

お

い

て

は
、

通

例

、

地

方

自

治

の
衣

旨

の
意

味

に

つ

い

て

は
、

左

、..条

以

.ト

の
...箇

袋

か

ら
帰

納

的

に
導

き

出

し

た
住

民

自

治

と
団

体

自

治

の

.

..要

素

か

ら
成

る
も

の
で
あ

る

、

と

説

か

れ

て

き

た

し

か

し

、

本

恥
、

そ

03
意

味

を

把

握

す

る

に

は
、

こ

れ

を
憲

法

構

造

令

体

に
照

ら

し

て
明

ら
か

に
し

そ

こ
か

ら

具
体

的

な
蜆

範

内

容

を
抽

出

す

る

、
演

鐸

的

な

解

釈

r

法

を

採
「る

こ

と

か
求

め

ら

れ

る

り
fll

体

議

会

改

吊『
/)

:壱:

法
問

題



一

.

.

(
12

)

す
な
わ
ち
、
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
は
、
地
方
政
治

に
お
い
て
も
国
政
に
お
け
る
と
同
様
に
実
現
さ
れ
る

べ
き
日
本
国
憲
法
の
各

原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
個
人
の
尊
厳
を
基
礎
に
、
国
民
主
権
、
自
由

・
平
等
お
よ
び
生
存
に
わ
た

る
人
権
の
保
障
、

そ
し
て
平
和
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
ら
各
原
理
が
、
地
方
自
治
場
裡
で
貫
徹
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
憲
法
九
.
一条
は
要

請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
お
さ
え
た
上
で
は
じ
め
て
、
住
民
自
治

・
団
体
自
治

の
一
.要
素
を
、

そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
ひ
と

つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
は
主
権
の
地
域
的
主
体
と
し
て
の
住

民
に
よ
る
自
己
決
定

(自
己
統
治
)
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
原
理
の
最
小
限
の
要
請
と
し
て
の
直
接
選
挙
や
住
民
直
接

参
政
と
い
う
民
主
主
義
的
要
素

(住
民
自
治
)
で
あ
り
、
前
者
は
九
三
条
で
明
文
化
さ
れ
、
後
者
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
の

地
方
自
治
特
別
法
住
民
投
票
制
度
が
九
五
条
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
も
う
ひ
と

つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
は
中
央
政
府
か
ら
自
立

し
た
存
在
と
し
て
そ
の
政
治
を
自
主
的
に
遂
行
し
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
地
域
の
政
治
は
自
ら
設
計
し
た
統
治
団
体

(地
方
政
府
)
の

意
思
と
責
任
の
下
で
営
ま
れ
る
と
い
う
自
由
主
義
的

・
地
方
分
権
的
要
素

(団
体
自
治
)
で
あ
り
、
九
四
条
が

そ
れ
を
受
け
て
制
度

化
し
て
い
る
。

「
地
方
自
治
の
本
旨
」
か
ら
は
他
に
も
多
く
の
規
範
内
容
が
抽
き
出
さ
れ
る
が
、

こ
の
規
定
の
意
味
を
解
明
す
る
鍵
と
な
る
の
は
、

と
く
に
、
国
民
主
権
を
い
か
に
理
解
す
る
か
で
あ
る
。

1Q1

 

働

日
本
国
憲
法
の
国
民
主
権
の
原
理
と
地
方
自
治

日
本
国
憲
法
の
採
る
国
民
主
権
原
理
は
、
普
通
選
挙
制

(
一
五
条

一
項
)
、
公
務
員
選
定
罷
免
権

(
一
五
条
一.項

)、
憲
法
改
正
国
民

投
票

(九
六
条
)、
最
高
裁
裁
判
官
国
民
審
査

(七
九
条
)
、
地
方
自
治
特
別
法
の
住
民
投
票

(九
五
条
)
な
ど
か

ら

「人
民

(プ
ー
プ

ル
)
主
権
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

こ
れ
が
、
今
日
、
な
お
少
数
説
な
が
ら
有
力
説
と
な

っ
て
い
る
。



ま

た

、

通

説

の
代

表

的

学

痔

も

、

国

民

・1
桁

原

理

に

つ

い

て
は

+

シ
オ

ン
i

桁

的

な
令

国

民

E

体
、況
に
疏

ち

つ

つ
、

・1
楕

の
権

力

的

契

機

を
重

視

し

、

国

民
意

思

か

国

会

に

お

い

て
事

実

1

11
背
ノ
、
に
.反

映

さ

れ

る

社

会

呂.r
的

代

表

が

憲
法

一
四
、
,袋

・

に
よ

り

要

請

さ

れ

て

い

る

と

し

て
、

占

典

的

代

表

制

論

を

修

.臣
し

て

い
る

憲

法

か
想

定

す

る
自

治

体

議

会

像

を

探

ろ

う

と

す

る
と

キ
.」、

嶋

乍

的

に
、

右

の

人

民

L

権

的
「理
解

に
㍍
.
つ
こ

と

か

存

益

'、」
あ

る

と
筆

κ

は
考

え

る

か
、

ま

ず

は
、

通

説

の
伜

内

で
議

会

の
位

置

を

憲

法

.原

理

に
も

と

つ

い
て

.吋

及
的

に
債
、極

的

に
解

釈

し

よ

う

と

す

る
見

地

に
ぴ
、
っ
て
論

じ

て

お

き

た

い

2

憲

法

に

よ

る

自

治

体

議

会

の

位

置

づ

け

中

通

説

の

枠
内

で

の
積

極

的

解

釈

す

な

わ

ち

、

通

説

は
、

憲

法

瓦

...条

は
、

国
会

の
場

合

の
議

院

内

閣

制

と

は

異

な

る
首

長

制

(
三
、霧
三
三
三

三

ろ
,五
三
三

、

い

わ

ゆ

る

.

..疋
代

表

制

を

採

川

し

、

議

会

と

.長

を

分

塗

さ

せ

て
独

㍍
.
・
対

等

の
関

係

に
置

き
、

柑

.圧

の
牽

制

と

均
衡

を

と

お

し

て
地

方

白

治

体

の
公

.止
な

運

"争
を

図

ろ

う

と

し

た

も

ω
',」
あ

る
と

し

、

そ

の
場

合

、

と

く

に

わ

か

国

て

は
、

長

、

と

り

わ

け

知
事

か

公

選

と

さ

れ

た

こ
レ
一
の
.歴

史

的

意

義

を

強

調

し

て

い

る

か
、

通

例

、

そ
れ

以

卜
.
の
叙

述

に

は
進

ん

で

い
な

い

し

か

し
、

議

会

に

つ
い

て

の
憲

法

ω
.規

定

に
留

意

す

る

に

、

そ

れ

は
、

九

...条

て

議

事

機

関

「
三̂

一ご
三
.三

7
,('
三
、筑
三
二

と

さ

れ

て

い
る

こ

の

こ
と

は

、

議

会

か

議

決

機

関

、

存
.法

機

関

で
あ

る

こ
と

を

意

味

す

る

.
方
、

地

方
白

治

体

で
は

、

長

も

規

川

制

定

を

と

お

し

て
詫

法

に
携

わ

っ
て

い

る

か

ら
、

㍍
、法

作

用

に
お

け

る
.両

者

の
優

劣

関

係

か
問

題

に
な

る

、

そ

こ

で
、

こ
れ

に

か

ん

し

て
績

極

的

な
解

釈

を
施

す

な

ら
、

ま

す

、

規

則

は
、

兼

例

が
建

」

圧

四
兼

一
L

の
根

拠

を

も

つ
も

の

で
あ

る

の

に
尋

し

て
、

池

12

の
定

め
を

ち

た

す

、

地

方

自

治

法

ヒ

の

も

の

に
す

き

な

い

こ
と

に
気

付

く

た

し

か

に
、

条

例

に

つ
い

て
も

、

粍

四

兼

は

、

地

方

臼
治
体
議
会
改
革

の
葱
法

問
題

、
...

・
B

・

"



一
四

(
14

)

公
共
団
体
」
が
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
み
で
、
制
定
主
体
が
議
会
で
あ
る
と
は
明
定
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
議
会
は
、

合
議
体
で
あ
る
こ
と
の
ゆ
え
に
、
多
様
な
住
民
意
思
の
反
映
を
受
け
て
、
111tlG
ts
を
と
お
し
て
調
整
し
統
合
を
図

る
と
い
う
、
慎
重
な

意
思
決
定
が
可
能
に
な
る
場
で
あ
る
。
,."
い
換
え
れ
ば
、
議
会
に
お
い
て
こ
そ
熟
慮
民
主
主
義
、
討
議
民
主
主
義
の
実
現
が
可
能
と

な
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
長
は
、
独
任
制
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
民
意
思
の
集
約
機
能

に
優
れ
て
お
り
、
立
法
機
関
で
あ
る
よ
り
む

し
ろ
執
行
機
関
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
憲
法
九
四
条
は
、
自
治
体
立
法
の
根
幹
の
位
置

を
占
め
る
条
例

の
制

定
者
と
し
て
、
当
然
に
議
会
を
想
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
1

通
説
を
ベ
ー
ス
に
し
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
積

極
的
な
解
釈
が
成
り
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
通
説
は
、
お
し
な
べ
て
、
自
治
体
議
会
が
国
会
と
比
較
し
て

「最
高
機
関
」
・
「唯

一
の
立
法
機
関
」

で
な
い
こ
と
を
強

調
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
長
と
議
会
の
対
等
性
、
そ
れ
も
、
議
会
の
最
高
機
関
性
が
否
定
さ
れ
て
長
と
対
等
の
位
置
に

置
か
れ
る
、
と
い
う
文
脈
で
論
じ
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
実
質
的
に
は
長
の
優
位
の
実
例
が
是
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
じ

く
そ
の
こ
と
か
ら
、
自
治
体
議
会
の
自
律
性
に
つ
い
て
も
、
国
会

(な
い
し
院
)
に
は
認
め
ら
れ
る
議
員
の
免
責
特
権
等
が
否
定
さ

れ
る
、
と
い
っ
た
結
論
が
直
裁
に
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
通
説
的
解
釈
は
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
項
を
改

め
て
検
討
を
進
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

一99一

捌

議
会
の
艮
に
優
位
し
た
位
置
づ
け
の
弁
証

①

ま
ず
、
議
会
は
立
法
機
関
と
し
て
、
憲
法
上
、
長
に
優
位
す
る
こ
と

(議
会
優
位
の
非
対
等
性
)
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

ポ

レ

ヒ

　

ソ

バ
い

げ

 

通
説
に
対
し
て
論
争
的
な
立
論
で
あ
る
が
、
論
者
に
よ

っ
て
、
次
の
よ
う
な
き
わ
め
て
啓
発
的
で
説
得
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
、

筆
者
は
同
感
を
惜
し
ま
な
い
。



す
な
わ
ち
、
コ

.元
的
立
法
制
L

の
議
院
内
閣
制
と
の
相
違
を
強
調
し
て
自
治
体
に
お
い
て
は
長
と
議
会
の
対
等
の
立
法
制
が
採

ら
れ
て
い
る
と
す
る
通
説
に
対
し
て
、
こ
の
論
者
は
、
憲
法
九
三
条
の
定
め
る
首
長
制
の
含
意
は
、
権
力
分
立
、
直
接
公
選
、
機
関

相
互
間
の
抑
制
と
均
衡
に
あ
り
、
対
等
性
を
意
味
し
て
は
い
な
い

(な
お
、
均
衡
が
対
等
と
別
義
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
)

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
対
等
性
は
、
両
者
と
も
住
民
代
表
た
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
政
治
的

・
理
念
的
意
味
を
も

つ
に
と

に

ど
ま
る
。
し
か
も
、
こ
の
点
で
も
、
長
の
被
選
挙
資
格
に
は
住
民
要
件
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
議
会
の
優
位

を
説
く
こ
と
が
で
き

る
。ま

た
、
議
会
の
議
決
要
件
を
限
定
列
挙
す
る
地
方
自
治
法
九
六
条
は

1

本
稿
で
は
先
に
ふ
れ
た
が

ー

、
戦
時
中

(
一
九
四

三
年
)
に
、
そ
れ
ま
で
の
概
括
列
挙
を
改
定
し
た
も
の
で
、
首
長
制
原
理
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
対
象

で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
九

六
条
と

一
四
九
条

(首
長
の
担
任
事
務
の
総
括
的
列
挙
)
と
の
比
較
か
ら
、
団
体
意
思
決
定
に
お
け
る
首
長
優
位
を
導
く
こ
と
は
正
し

く
な
い
。
九
六
条
二
項

の
運
用
に
よ
り
、
か
え

っ
て
議
会
が
優
先
的
に
事
件

(事
務
)
の
担
当
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
重

視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
に
照
ら
す
な
ら
、
立
法
機
能

に
か
ん
し
て
憲
法
九
四
条
が
定
め
た
地
方
公
共
団
体
の
条
例
制
定
権
は
、
九
一,一条
で
議
事
機
関

と
さ
れ
た
議
会
に
振
り
当

て
ら
れ
る
。
地
方
自
治
法

一
四
条

一
項
や
九
六
条

一
項

一
号
は
、
そ
れ
を
確
認
し
た
規
定
で
あ

っ
て
、
議

会
の
条
例
制
定
権
を
創
設
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
長
の
規
則
制
定
権
は
、
憲
法
上
の
も
の
で
は
な
く
、
法
律
に

よ
り
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
結
局
、
議
会
こ
そ
第

一
義
的
立
法
機
関
で
あ
り
、
住
民
代
表
機
関
、
団
体
意
思
決
定

機
関
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
九
九
年
改
正
地
方
自
治
法

で
、
権
利
制
限

・
義
務
賦
課
行
為
を
必
要
的
条
例
事
項
と
す
る
、
い
わ
ゆ

る
侵
害
留
保
原
則
が

設
け
ら
れ
た

(
一
四
条
、
一項
)
の
は
、
立
法
機
関
と
し
て
の
議
会
の
優
位
を
明
確
化
し
た
、
憲
法
原
則
適
合
的

な
法
改
正
で
あ
る
と

自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

一
五

(
15

)
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一
六

(
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)

解
さ
れ
る
。

②

さ
ら
に

「人
民
主
権
」
原
理
を
よ
り
明
確
に
基
軸
に
し
て
理
解
し
た
と
き
に
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
自
治
体
議
会
は
、
町
村
議
会

(地
自
法
九
四
、
九
五
条
)
こ
そ
本
来
の
住
民
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み

る
な
ら
、
直
接
民
主
制
の
代
替
物
と
し
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
上
記
の
第

一
義
的
立
法
機
関
、

住
民
代
表
機
関
そ
し
て
団
体
意
思
決
定
機
関
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
自
治
体
議
会
に
か
ん
し
て
採
ら
れ
る
べ
き
代
表
制
は
、
半
代
表

(な
い
し
は
社
会
学
的
代
表
)
の
原
理

に
適
合
す
る
少

数
代
表
制
、
と
く
に
比
例
代
表
制
で
あ
り
、
小
選
挙
区
制
は

「壊
れ
た
鏡
」
と
し
て
排
除
さ
れ
る
。
ま
た
、
住
民
に
よ
る
議
会
の
解

散
請
求

・
議
員
の
解
職
請
求
の
制
度
は
、
憲
法
上
の
要
請
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

1

こ
の
よ
う
な
視
点
を
も

っ
て
自
治
体
議
会
法
制
を
見
直
す
立
場
か
ら
、

つ
い
で
章
を
改
め
て
、
現
行
地
方
自
治
法

の
問
題

点

を

摘

示

し

、

論

じ

て

お
き

た

い
。

一97

 

三

現
行
地
方
自
治
体
議
会
法
制
の
問
題
点

.-

長
腿
議
会
関
係
を
憲
法
適
合
的
に
規
定
し
て
い
る
か
否
か
見
直
し
の
必
要
な
も
の

m

議
会
の
本
来
的
地
位
に
か
か
わ
る
長
の
権
限

長
の
権
限
に
つ
い
て
の
地
方
自
治
法
の
規
定
の
中
で
、
長
の
権
限
を
議
会
の
本
来
的
地
位
に
抵
触
す
る
形
で
認
め
て
い
る
も
の
が

日
に
つ
く
。
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
長
は
、
自
治
体
を
統
括
し

・
代
表
す
る
者
と
さ
れ
て
い
る

(
一
四
七
条
)
が
、
こ
の
地
位
は
、

議
会
も
、
少
な
く
と



も

分

育

と

、
り

⇔
も

の

レ
こ

わ

な

け

れ

は
な

り
な

い

ま

た
、

長

は
、

白

治

体

宝

務

を
節

・
執

行

し

「
一
四

茎

・

包

括

的

な
霧

執

行

権

を

も

つ

.
四
九
禿

項

一
か

、

・ド、
の

.
部

は
嚢

議
会

の
も

の
と

解

さ

れ

る

べ
き

で

あ

る

そ

し

て

・

長

か

・

条

例

の
委

任

'憲

要

レ
テ

.勺
こ
レ
濠

.
、
規

川

を
制

定

す

る

こ
レ
・か

て
キ
ご

.
左
き

、

あ

ま

つ
さ

え
議

会

に

条
例

を
提

出

す

る

権

限

を

認

め

ーり
聖

」
い
.⇔
こ

レ
ニ

.
四
紮

.
・7

は

、

議

会

の
第

.
義

的

・洪

機

関

性

を

侵

亨

る
も

の

に

ほ

か

な

ら

な

い

吻

長
の
議
会
に
対
す
る
権
限

長

か

、

議
会

・の
活

動

に
対

と

」
育

す

.爺

方

自

治

法

L

の
権

限

に

つ
い

て

は
、

さ

ら

に
大

き

高

題

を

芝

だ
規

定

か
見

受

け

ら

れ

る手

、
先
に
も
ふ
れ
乍

三

ろ
の
再
議
制
度
、
レ
石

わ
け
特
別
拒
盃
惚

.
L
六
僑

λ

項
ほ

・
長
に

よ
る
議
会

へ
}の
統
制

制
肇

、
あ
.。
レ
両

時
に
、
議
会
の
議
決
の
適
法
性
を
確
保
す
る
た
め
の
地
方
白
治
体
内
部

の
統
制
制
度

と
性
格

つ
け
ら
れ
て
い
る
も

望

c
あ

り

、

牛
窪

よ

白

治
体

統

治

構

造

の
原

理

に
反

三

、
、

長

の
優
位

を
剤

し
た

仕

組

み

で
あ

る

と

い

わ
な

け

れ

は

な
ら

な

い

な

お

、

長

の
誕

処

分

、

.
〕,
、
に
法

定

代

理

的

誕

処

分

.
L
窒

か
問

題

と
な

る

な

お

・

近

時

・

誕

処

分

の
濫

川

を

坊

止

す

る

目

堕

」
、

同

処

分

を

お

こ
な

つ
要

件

を

明

確

化

す

る

法

改

臣

か

な

さ

れ

た

恋

・
.

六
集

長

が

議

会

の
議
決

津

に

つ

い

,」
議

会

の
議

決

を

待

た

ず

に
り

り
ω
.
只
任

に

お

い

'程
処

分

す

る

こ
と

か

で
き

る
と

い

つ
こ

の
制

度

自

体

が

見

直

さ

れ

る

べ
き

で

あ

る

つ

そ
三

」
、

長

に
よ

る
議

会

の
解

愚

.
」

案

二

⊂
あ

る

か
、

こ
れ

は
、

議
院

内

閣

制

の
要

素

を

加

味

し
た

わ
か

国

首

長

制

の
特

質

を

あ

ーり
わ

す

も

の

レ
旨歳
れ

、

長

が

議

会

を

解

散

で
き

る

の
を

不

信

任

の
議

決

を

受

け

た

場

倉

限

定

し
・

炉て
れ

に
よ

そ

議

会

L
あ

問

の
抑

制

.
均

禦

ほ

か

っ
た

制
窪

、
あ

る

と

み

ら

れ

て

い
る

し

か

し
、

嚢

、

長

に

よ

る
解

散

は

-
元

袋

制

に
な

し

ま

な

い
も

望

、
あ

り

、

わ

が

国

の
髪

口
、

長

の
実

質
的

優
位

を
櫨

さ

せ

る
機

能

を

坦

て

い

る

こ
と

を

指

摘

し

て
お

か

な

け

れ

ば

自

治
休
議
会
改
革

の
憲
法
問
題

一
L

一
7
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な

る

ま

い
。

2

議
会
の
組
織

・
権
限
に
か
ん
し
て
憲
法
意
思
か
ら
乖
離
し
た
規
定

一
八

(
18

)

m

選
挙
制
度
の
問
題
と
議
員
定
数
の

「条
例
定
数
制
」

①

自
治
体
の
選
挙
制
度
は
、
先
に
示
し
た
わ
れ
わ
れ
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
住
民
の
意
思

(民
意
)
を
議
会

に
正
確
に
、

つ
ま
り

公
正
か
つ
忠
実
に
反
映
さ
せ
る
制
度
、
い
い
か
え
れ
ば
住
民
意
思
と
代
表
者
意
思
と
の
事
実
上
の
類
似
を
実
現

で
き
る
制
度
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
要
請
に
照
ら
す
な
ら
、
ま
ず
、
選
挙
区
ご
と
の
定
数
配
分

(公
職
選
挙
法

〔以
下

「公
選
」
〕

一
五
条
参
照
)

は
、
「人
口
比
例

を
最
も
重
要
か
つ
基
本
的
な
基
準
と
し
、
各
選
挙
人
の
投
票
価
値
が
平
等
で
あ
る
べ
き
こ
と
が
強
く
要
求
」
さ

れ
る

(最
判

一
九
八

四
・
五
・
一
七
民
集
二
,八
巻
七
号
七
一
二
頁
)
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、今
引
い
た
最
高
裁
判
決
の
事
案

で
は
、
都
議
会
議
員

の
当
時
の
定
数
配
分
不
均
衡
は

一
対
四

・
五
二
に
達
し
て
い
た
事
態
に
つ
き
、

こ
れ
を
違
法
と
し

つ
つ
、
衆
議
院

の
ケ
ー
ス
と
同
様

に
、
事
情
判
決
の
法
理
を
用
い
て
無
効
と
し
な
か

っ
た

(し
か
し
、
首
長
制

の
場
合
、
議
会
が
存
在
し
な
い
法
的
状
況
が
生
じ
て
も

そ
れ
と
無
関
係
に
長
が
存
続
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
国
会
の
場
合
に
倣
う
必
要
は
な
い
と
い
え
る
)
。
な
お
、

い
わ
ゆ
る
特
例
選
挙

区
制
度

(公
選
二
七

一
条
二
項
)
が
、
議
員
定
数
不
均
衡
を
促
す
制
度
的
要
因
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
自
治
体
議
員
の
選
挙
に
か
ん
し
て
現
行
法
が
定
め
て
い
る
、
国
政
の
場
合
と
同
様

の
国
籍
要
件

・
年
齢
要
件

・
居
住
要
件

(地
自

一
八
条

・
4
九
条
、
公
選
九
条

・
一
〇
条
)
に
も
問
題
が
あ
る
。
外
国
人
の
参
政
権
に
つ
い
て
は
、
国
民
主

権
原
理
の
伝
統
的
理

解
に
立

っ
て
こ
れ
を
否
定
す
る
立
場
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
学
説
で
は
、
地
方
政
治
に
か
ん
し
て
は
、
憲
法
九
三
条
.
.項
の

「
住
民
」

概
念
に
依
拠
し
て
、
こ
れ
が
許
容
さ
れ
、
さ
ら
に
要
請
さ
れ
て
い
る
と
す
る
説
が
つ
と
に
有
力
に
な

っ
て
い
る
。
最
高
裁
も
、
九
〇
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年
代
半
ば
に
至

っ
て
、
定
住
外
国
人
に
選
挙
権
を
付
与
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
憲
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
な

い
と
の
、
許
容
説
的

見
地
に
立

つ
に
至

っ
た

(量

.示
判

一
九
九
五

・
二
・
一八
民
集
四
九
巻
二
号
六
一.一九
頁
)
。
た
だ
、
公
選
法
の
改
正
は
、
今
も
な
さ
れ
て

い
な
い
。
年
齢
要
件
に
つ
い
て
も
、
住
民
に
身
近
な
地
域
の
問
題
に
つ
い
て
住
民
自
治
を
充
実
さ
せ
る
に
は
、
国
政
に
お

い
て
も
望

ま
れ
る

一
八
歳
選
挙
権
を
、
国
政
に
先
立

っ
て
地
方
政
治
で
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
は
十
分
な
合
理
的
理
由
が
認

め
ら
れ
る
と
い
え
よ

う
。
居
住
要
件
も
、
現
行
の
三
か
月
を
短
縮
す
る
方
向
で
の
再
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

②

自
治
体
議
会
議
員
の
総
定
員
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
は
、
九
九
年
改
正
で
、
上
限
値
を
法
律
に
よ
り
設
定
し
、

そ
の
枠
内

で
具
体
的
な
総
定
数
を
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
れ
を
、
「
議
員
定
数

の
条
例
制
定
制
」
と
名
付

け
て
自
治

の
充
実
に

資
す
る
も
の
と
評
価
す
る
の
が
通
例

で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
上
限
の
法
定
こ
そ
問
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ

m

ば
な
ら
な
い
。
「上
限
枠
そ
れ
自
体
は
、
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
見
解
が

一
般
的
で
あ
る
が
、

そ
れ
自
体
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
定
数
を
何
名
と
す
る
か
は
、
す

べ
て
条
例
に
よ

っ
て
定
め
る
こ
と
こ
そ
憲
法
に
よ

っ

て
保
障
さ
れ
た
自
治
組
織
権
に
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
だ
と
い
え
よ
う
。

s,

捌

立
法
権
行
使
の
制
約

①

自
治
体
議
会
の
立
法
権
行
使
に
も
、
地
方
自
治
法
に
よ
る
大
き
な
制
約
が
あ
る
。

議
員
の
条
例
案
提
出
要
件
は
、
九
九
年
法
改
正
で
、
議
員
定
数
の
八
分
の

一
以
上
か
ら

一
二
分
の

一
以
上
に
緩
和
さ
れ
た
が

(
一

=

↓条
)
、
そ
れ

で
も
重
き
に
す
ぎ
、
理
不
尽
な
規
定
で
あ
る
。
本
来
、
こ
の
要
件
は
各
自
治
体
議
会
が
自
ら
定
め
る
べ
き
テ
ー

マ

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
制
約
が
大
き
く
は
た
ら
い
て
、
今
日
、
市
町
村
議
会

の
場
合
、
議
員
提
案
議
案
は

一
五

%
、
議
案

の
う
ち

ゆ

 三
〇
%
を
占
め
る
条
例
案
に
つ
い
て
は
、
議
員
提
出
は
何
と
四

・
五
%
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
も
、

そ
の
際
に
、
政
府
が
呈

自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

繭
九

(
19

)



.○

(
20

)

示
し
て
い
る

「条
例
準
則
」
に
従

っ
て
条
例
を
制
定
し
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
ど
の
自
治
体

の
条
例
も
画

一
的
な

も
の
と
な
る

「金
太
郎
飴
」
現
象
が
起
き
て
い
る
。
と
く
に
、
公
安
条
例
や
青
少
年
保
護
条
例
な
ど
を
取
り
上
げ
る
な
ら
、
本
来
は

国
が
法
律
を
も

っ
て
定
め
る
べ
き
事
柄
を
条
例

に
肩
代
わ
り
さ
せ
る
実
態

-

私
は
こ
の
よ
う
な
条
例
を

「
国
家
法
代
替
条
例
」

ハの
り

と
呼
ぶ

ー

が
わ
が
国
に
は
あ
る
。

②

議
会
の

一
般
的
規
則
制
定
権
に
つ
い
て
ま
で
、
総
務
省
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
見
解
を
採

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自

治
法
は
、
議
会
に

「会
議
規
則
」
(
.
二
〇
条
)
、
議
長
に

「傍
聴
規
則
」
(
一
三
〇
条
三
項
)
の
制
定
を
義
務
づ
け
て
い
る
が
、
総
務

省
見
解
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
例
示
に
す
ぎ
ず
、
議
会
は
条
例
の
施
行
に
必
要
な
規
則
を
制
定
す
る
権
限
を
も
た
な
い
、
と
さ
れ
る
。

な
お
、
総
務
省
は
、
市
町
村
の
場
合
、
議
員
提
案
条
例
に
は
市
町
村
長
の
制
定
し
た
規
則
を
付
す
べ
し
と
の
指
導
を
し
て
お
り
、

こ

こ
か
ら
は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
長
優
位
の
認
識
が
看
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
会
議
規
則
に
つ
い
て
も
、
先
に
示
し
た

「条
例
準
則
」

の
存
在
と
相
似
て
、
「
標
準
会
議
規
則
」
が
、

こ
ち
ら
は
地
方
関
係

団
体
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
、
各
自
治
体
が
そ
れ
に
準
拠
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

な
お
、
自
治
体
議
会
の
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法

一
一
五
条

一
項
は
、
会
議
の
公
開
を
定
め
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う

「
会

議
」
は
、
本
会
議
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
が
、
運
用
上
多
く
委
員
会
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
.二
〇
条
の
傍
聴
規
則
は
、

公
開
の
具
体
化
を
は
か
る
も
の
で
は
な
く
、
「取
締
り
」

の
規
定
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
、
自
治
体
議
会
の
組
織

・
運
営
に
対
し
て
地
方
自
治
法
上
の
規
制
が
な
さ
れ
て
お
り
、
項
を
改
め
て
取
り
上
げ
よ
う
。
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㈹

議
会
の
組
織

・
運
営

へ
の
規
制

①

ま
ず
、
議
会
の
内
部
機
関

(附
属
機
関
)
の
設
置

で
あ
る
が
、
附
属
機
関
の
設
置
は
、
執
行
機
関
に
は
認
め
ら
れ
て
い
る



(
一
三
八
条
の
四
第
三
項
)。
議
会
が
自
ら
の
附
属
機
関
を
設
置
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
議
会
が
そ
の
自
主
組
織
権

に
も
と
つ
い
て
内

部
組
織
を
決
定
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
消
極
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
"

-0
0
六
年
改
正
で
、

議
会
に
、
専
門
的
事
項
に
か
か
る
調
査
を
学
識
経
験
者
等
に
求
め
る
附
属
機
関
の
設
置
が
求
め
ら
れ
た
が

(
一
〇
〇
条
の
一.)、

こ
れ

は
、
部
分
的
な
措
置
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

②

ま
た
、
常
任
委
員
会
に
か
ん
し
て
も
、
二
〇
〇
〇
年
改
正
で
設
置
数
は
条
例
化
さ
れ
た
が

(
一
〇
九
条

.
項
)
、
議
員
の
常
任

委
員
会
所
属
の
義
務
づ
け
な
ど
、
細
か
く
規
制
さ
れ
て
い
る

(同
条
二
項
以
下
)
。

③

そ
し
て
、
自
主
解
散

の
特
別
多
数
決
要
件
の
重
さ

(特
別
法
に
よ
る
定
め

〔前
述
〕)
も
、
議
会
運
営
に
と

っ
て
重
大
な
制
約

と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

④

さ
ら
に
、
自
治
体
議
会
に
お
け
る
議
員
に
対
す
る
懲
罰

(
一
一.一四

・
一
.一五
条
)
の
あ
り
方
、
と
り
わ
け
司
法
審
査
と
の
関

係
も
、
議
会
運
営
の
自
主
性
と
大
き
な
か
か
わ
り
を
も
つ
。

す
な
わ
ち
、
地
方
議
会
は
、
議
事
機
関
と
し
て
の
役
割
を
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
内
部
規
制
を
制
定
す
る
自
律
権
を
、
固
有
の
機

能
と
し
て
有
し

て
い
る
。
こ
の
事
理
は
、
九
一一.条
が
議
事
機
関
と
し
て
議
会
を
設
置
し
た
こ
と
に
も
と
つ
く
も

の
で
あ
り

(参
照
、

米
内
山
事
件

〔最
大
決

一
九
五
二

・
一
・
一
六
民
集
七
巻
一
号
一
.貢

〕
に
お
け
る
栗
山
茂
裁
判
官
の
反
対
意
見
)、
さ
ら

に
、
九
.
.条

「地
方

自
治
の
本
旨
」
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
地
方
議
会
の
懲
罰
権
は
、
国
会

・
議
院

の
懲
罰
権
と
は

多
く
の
相
違
点
を
も
つ
も
の
の
、

こ
の
よ
う
に
憲
法
を
直
接
の
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
地
方
自
治
法

一
.一.五
条
は
、
基
本
的

に
は
確
認
規
定
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
懲
罰
事
由
や
そ
の
種
類

・
態
様
、
ま
た
そ
の
手
続
の
細
則
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
議
会
の
臼

主
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
か
ん
し
て
、
最
高
裁
判
所
は
、

つ
と
に
、
除
名
処
分
を
、
出
席
停
止
処
分
等
と
区
別
し
て
、
司
法
審
査

の
対
象
と
な
る
も

自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

.
二

(
21

)
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一
望

の
と

し

て

き

た

そ

の
論

理

に

つ
い

て

は
、

当

初

、

六

年

の
判

決

(
最

大
判

.
圧
六

・
.

・
.
九

民
肇

.
四
巻

、
.
.号

.
ノ

頁

村
議
-

腔
停
止
事
件

}

は
、

特

別

権

力

関

係

論

を

前

提

に
し

た
内

部

・
外

部

関

係

、
..疋
説

を

提

.小
し

た

が

、

そ

の
後

、

L

し

年

の

判

決

(
最

...判

一
几
L

L

・
.、.
・
,
κ
民
集

巻
.
.号
.
....四
頁

国

匹

,川
山
左
事

件

}
が
、

最

高

裁

独

白

の
部

分

社

会

論

を
完

成

さ

せ

た

,
な

お

、

こ
の
L

L

年

判

決

が

完

の
六

年

判

決

を

引

川

し

た

こ
と

で
、

六

年

判

決

は
、

今

日

で

は
部

分

社

会

論

を

形

成

し

た

判

例

と

し

て
位

置

づ

け

ら

れ

て

い

る

最

高

裁

流

の
部

分

社

会

論

は

、

自

律

的

法

規

範

を
育

す

る
特

殊

な

部

分

社

会

-

と

み

な

さ

れ

た
団

体

の
内

部

の

紛

争

を
、

、
般

市

民
法

秩

序

と
直

接

に

関

係

す

る

も

の
を

除

い

て
、

.
括

し

て
司

法

審

査

の
対

象

と

し

な

い
と

い
う
論

理

の
粗

雑

さ

に

お

い

て
、

そ

し

て

何

よ

り
、

国

民

の
牛
氾
泣

ー

の
裁

判

を

受

け
る

権

利

を

蔑

ろ

に
す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

か

ら
成

り
疏

ち

が

た

/
＼

さ

ら

に

は

、

団

体

が

、

行

政

を

髭
体

と

し

た

も

の

に
と

ど

ま

ら

ず

私

的

団

体

も

へ,目
め

て
右

の
論

理

を

あ

て

は

め

る

の

は
、

特

別

権

力

関

係

論

を

洗
練

さ

せ

つ

つ
、
実

質

的

に

は

む

し

ろ

拡

大

さ

せ

た

も

の

で
あ

る

点

に
お

い

て
も

、

学

説

は

こ

ぞ

っ
て
批

判

的

で

あ

る

従

っ
て

、
白

治

体

議

会

に

お

け

る
議

員

に

対

す

る

懲

罰

に

つ
い

て
も

、

結

論

的

に
は

除

名

の
よ

う

な
重

い
懲

罰

は
司

法

審

査

の
対

象

と

な

る

と

の
結

論

を
採

る

に

し

て
も

、

そ

の
結

論

は

、

部

分

祉

会

論

の
思

考

に
よ

っ
て

で

は

な
く

、

議

会

の
自

律

権

と

議

員

の
裁

判

を

受

け

る

権

利

と

の

調
和

か
ら

導

き

出

さ

れ

る

べ
き

で
あ

る

な

お
、

懲

罰

の
事

案

で

は

な

い
が

、

岐

阜

県

中

津

川

市

議
会

で
は

、

議

員

在

任

中

に
病

気

の
た

め
発

㎡
阿

4
-
に
陥

っ
た

議

員

が
代

読

に

よ

る
発

....口
を

要

求

し

た

と

こ
ろ

、

他

の
多

数

の
議

員

が
多

数
決

で

こ
れ

を

封

じ

て

し

ま
う

と

い
う

事

態

に
な

っ
た

ー
い
じ

め

と

受

け
取

ら
れ

る

.不

利

益

措

置

で

あ

る

,

そ

の
議

員

の
提

訴

(
損
害

賠

償
、請

求

　
に
よ

り

現

在

岐

阜

地

裁

に
係

属

中

で
あ

る

が
、

こ

の
訴

え

を

部

分

社

会

論

を
持

ち
出

す

こ
と

で
、

つ
ま

り
、

部

分

社

会

・内
部

の
争

い

ゆ
え

に
司

法

審

径

の
対

象

に
し

な

い
、

と
し

て
斥

け

て
し

ま

う

こ
と

は
妥

当

で

な

い

ま

さ

に
、
議

会
内

で
の
発

、..∵

表

現

の
自

山

が

侵

害

さ

れ

て

い

る

こ

の
事

案

で

は
、

原

告

'll



の
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

⑤

加
え
て
、
議
会
自
治

・
議
会
自
律
の
原
則
な
い
し
機
能
を
め
ぐ

っ
て
は
、

議
会
に
お
け
る
議
員
特
権
の
存
否
が
争
わ
れ
て
き
た
。

一
瞥
し
て
お
こ
う
。

こ
の
懲
罰
権
の
論
議
と
も
関
連
し
つ
つ
、
自
治
体

ω

議
員
特
権
の
存
否
を
め
ぐ

っ
て

①

免
責
特
権

、

議
員
の
免
責
特
権
は
、
国
会
に
つ
い
て
は
憲
法
五

一
条
が
こ
れ
を
認
め
て
い
る
が
、
自
治
体
議
会
の
場
合
は
、
憲
法
に
明
文
の
定

め
は
な
く
、
地
方
自
治
法

に
も
規
定
が
な
い
。
こ
れ
を
め
ぐ

っ
て
、
最
高
裁

(最
大
判

一
九
六
七
・
五
・
二
四
刑
集
一,
一
巻
四
号
五
〇
五

頁
)
は
、
国
権
の
最
高
機
関
た
る
国
会
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
、
広
範
な
議
員
自
律
権
が
認
め
ら
れ
、
五

一
条

で
議
員
の
発
言

に
つ

い
て
免
責
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
理
を
地
方
議
会

に
そ
の
ま
ま
直
ち
に
当
て
は
め
て
そ
れ
ら
の
保
障
が
憲
法
上
な
さ
れ

て
い
る
と
解
す
べ
き
根
拠
は
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る
自
治

・
自
律
の
権
能
の
範
囲

の
行
動
に
つ
い
て
も
原
則

的
に
司
法
審
査
権
の
介
入
が
許
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
こ
の
判
例
は
、
国
会
と
自
治
体
議
会
で
は
自
治

・
自
律
権
の

保
障
が

「同
様
」
で
は
な
い
と
し
て
、
後
者

の
免
責
特
権
を
否
定
し
た
に
と
ど
ま
り
、
本
格
的
に
、
国
民
主
権

・
国
民
代
表
制
論
に

遡

っ
て
自
治
体
議
会
の
位
置
づ
け
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

免
責
特
権
は
、
本
来
、
自
由
委
任
原
理

(ナ
シ
オ
ン
主
権
に
も
と
つ
く
占
典
的
な
純
粋
代
表
制
の
原
理
)

に
な
じ
む
も
の
で
あ
り
、

憲
法
が
、
「
人
民
主
義
」
(プ
ー
プ
ル
主
権
)
の
原
理
を
よ
り
強
く
導
入
し
た
地
方
自
治
政
治
に
お
け
る
議
会
に

つ
い
て
こ
れ
を
明
文

で
定
め
な
か

っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
免
責
特
権
の
保
障
な
し
に
は
議
員

の
職
責
を
全
う
す
る
こ
と

ゆ

は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
憲
法
上
議
員
た
る
地
位
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
議
員
の
国

自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

一
一
三

(
23

)
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.

匹

訓

「

民

・
住

民

・

へ
の
応

答

責

任

2
.{・毛

三
一ヱ
=
三
一グ
.〕
を

免

11
る

必

要

が

あ

る
と

い
え

よ

う

免

責

特

権

は

、
自

治

体

議

会

に
か

ん
し

て

も
、

議
会

の
白

律

7
目
㍍
.r}

桁

儲

保

の
た

め

に
、不

.吋

欠

の

も

の
と

し

て
肯
定

さ

れ

な

け
・れ

は

な

ら

な

い

の
で

あ

る

2

不
逮

捕
特

権

.春
逮

捕

特

権

も

、

憲

法

は
国

会

談

目ー-
へ
に

つ

い
て
定

め

る

{
.涯

兼

=

の
み

で

、
臼

治

体

議
会

議

員

に

つ
い

て
は

明

文

規

定

を

置

い

て

い

な

い

地

方

自

治

法

に

も

定

め

が

な

い

し

か

し
、

そ

の

こ
と

か

ら

直

ち

に
消

極

の
結

論

を
導

く

ほ

か

な

い
と

考

え

る

べ
き

で

は

な

か

ろ

う

す

な

わ

ち
、

捲

卍

瓦

条

は

、

.両
議

院

の
議

員

に

つ
き
、

国
会

の
開
会

中

逮
捕

さ

れ

す
、

会

期

前

に
逮

捕

さ

れ

た

談

員

は
院

03
要

求

で
会

期

中

釈

放

さ

れ

る

こ
と

を
定

め

た

も

の

て
あ

る

が
、

こ
の
特

権

付

与

の
日
的

は
、

議

u11
〔の
身

体

の
白

山

を

保

障

し

て
政

府

の

権

力

に

よ

っ
て
議

員

の

職

務

が

妨

げ

ら

れ

な

い

k

う

に

す

る

こ
と

、

お

よ

び

、
議

員

の
審

議

権

を
確

保

す

る

こ
と

に
あ

る

、

と

さ

れ

る

こ

の
事

理

は

、
自

治

体

議

会

に

も
妥

当

す

る
と

考

え

る

べ
き

で

あ

ろ

う

3

議

員

撮

酬

請

求

権

議

員

報

酬

請

求

権

は
、

右

記

、
,
つ
と

は
若

.卜
性

格

を

異

に
し

て

必

す

し

ち

特

権

L

に
あ

た

る

も

の

で
は

な

い

か
、

憲

法

は
、

国

会

議

員

に

つ
い

て

は
歳

費

を

受

け

る
権

利

と

し

て
明

文

で

保

障

し

て

い
る

(
四
圧
条

゜
,
地

方

議

員

に

か

ん

し

て

は
憲

法

L

の
定

め

は
な

い

が
、

地

方

公

務

員

法

へ
...兼
.,..項
、、

て
特

別

職

の
地

方

公

務

員

と

さ

れ

た

議

員

に

つ
き
、

地

方

白

治

法

か

、

非

常

勤

職

と

し

て
、

条

例

の
定

め

に

よ

り
銀

酬

お

よ

び
期

末

でP
当

の
之

給

と
費
、用
弁

済

を

受

け

る

こ

と

か

で

き

る

旨

定

め

て

い
る

一
.
.

.・.兼

一

こ

の
地

方

白

治

法

・の
規

定

が
、

議

員

の
身

分

を

い

か

な

る

も

の

と

し

て
位

置

づ

け

た

の

か

は

必

ず

し

も

明

瞭

で

は
な

い
が

、
、歴
史

的

に
み

れ

ば

、

制

限

選

挙

制

度

を
芝

え

る
名

望

家

芝

配

の
実

態

に
対
応

し

て

、
議

員

は
名

誉

職

と

さ

れ

、

無

報

酬

」既
義

の
立

場

が

と

ら

れ

て
き

た

,

そ
れ

が
、

並
目
通

選

挙

へ
と

発

展

し

、

議

員

か

.
般

に

職
業

議

員

と

な

る

と
、

歳

費

を

芝

払

う

こ
と

か

世

罪

各

国

で

も

,ti!1



通
例
と
な

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
に
も
原
則
と
し
て
当
て
は
ま
る
流
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
治
体
議
会

に
つ
い
て
も
、
現

在
の
議
員
は
そ
の
活
動
状
況
に
照
ら
せ
ば
専
門
職
と
み
ら
れ
、
報
酬
お
よ
び
期
末
手
当
は
生
活
給
的
性
格
を
も

つ
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

判
例

(最
判

一
九
七
八

一民
集
三
.
凶巻
一
号
:

頁
)
が
、
議
員
報
酬
請
求
権
の
譲
渡
性
を
認
め
た
こ
と

に
は
、
学
説
の
疑
問

ふ

が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

議
員
報
酬
の
あ
り
方
に

一
石
を
投
じ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
.
.○
〇
八
年
一..月
末
に
条
例
で

「
日
当
制
」
を
導
入
し
た
福
島

県
矢
祭
町
で
あ
り
、
そ
の
実
例

に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
定
例
議
会
な
ど
の
開
催
日

一
日
に
つ
き
日
当
三
万
円
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
同
町
は
、
「平
成
大
合
併
」
の
流
れ
に
抗
し
て
自
立
を
守
り
、
そ
し
て
何
よ
り
住
民
奉
仕
の
行
政
姿
勢
を
貫
い
て
、
徹

底
し
た
町
費
削
減
を
実
践
す
る
と
い
う
、
高
い
志
を
も

っ
た
自
治
体
で
あ
る
。
今
般
の
日
当
制
も
、
そ
の
一
環
と
し
て
採
ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
議
員
が
非
専
業

の
名
誉
職
、
専
業
の
職
業
議
員
の
い
ず
れ
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
論
議
を
踏
ま
え
た
も
の

で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
日
当
制
は
、
現
実
に
、
安
定
し
た
職
業

・
収
入
を
町
議
の
職
と
は
別
に
も

っ
て
い
る
人
し
か
選
挙
に

出
ら
れ
な
い
と
い
う
、

一
般
民
衆
排
除
の
結
果
を
招
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
自
治
体
の
自
立
の
途
を
模
索

す
る
と

こ
ろ
か
ら
見

出
さ
れ
た
方
策
で
あ
る
が
、

こ
と
志
と
は
逆
に
、
名
望
家
の
地
方
政
治
支
配
を
生
む
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
歴
史

に
照
ら
し
た
深
い

お

検
討
が
望
ま
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

..

i

こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
治
体
議
会
改
革
を
追
及
す
る
と
き
に
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
、
現
行
法
制
の
問
題

 で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
よ
り
率
直
に
言
え
ば
、
地
方
自
治
法

の
憲
法
に
適
合
し
な
い
規
範
が
地
方
議

会
の
あ
り
方
を
歪
め

て
お
り
、
こ
れ
を
是
正
す
る
こ
と
こ
そ
議
会
改
革
の
最
大
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
次
に
、
終
章
と
し

て
、
議
会
改
革
の
展
望
に
か
か
わ

っ
て
、
今
日
の
改
憲
構
想
が
議
会
改
革

に
対
し
て
い
か
な
る
意
味
を
も

つ
か
、
そ
し

て
、
議
会
基

自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

一
.
五

(
25

)



噌
.六

(
26

)

本
条
例
を
中
心
と
し
た
議
会
自
身

の
努
力
が
い
か
な
る
可
能
性
を
も

つ
か
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
お
き
た
い
。

1

四

自
治
体
議
会
改
革

を
も
た
ら
す
も
の

議
会
改
革
に
と

っ
て
の
憲
法
改
正
の
意
味

ω

改
憲
提
案
の
中
の
自
治
体
議
会

①

憲
法
改
正
論
は
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
そ
れ
ま
で
の

「解
釈
改
憲
」
論
が
主
流
で
あ

っ
た
状
況
を
転
じ
て
、
明
文
の
全
面

改
正
に
向
か
う
も
の
が
中
心
と
な

っ
た
。
そ
の
中
で
、
政
党
の
ほ
か
、
新
聞
社
に
よ
る
全
面
改
正
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
財
界
に
よ
る
改

憲

提

案

が

前

面

に

出

て

い

る
。

と

り

わ

け
、

そ

れ

は
、

九

条

改

正

を

軸

に

し

た

《
c
o
n
s
t
it
u
t
ia
n
a
l
r
e
f
o
r
m

で
あ

る

こ
と

を
特

徴
と
し
て
い
る
。

②

改
革
の
諸
提
案
の
中
で
、
と
く
に
.
一〇
〇
五
年
の
自
由
民
主
党

「新
憲
法
草
案
」
が
注
目
さ
れ
る
。
戦
後
、
事
実
上

一
貫
し

て
政
権
を
担

っ
て
き
た
政
党
に
よ
る
初
め
て
の
完
成
型
の
提
案
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
案
に
お
い
て
、
章
全
体

の
抜
本
改
正
が
は
か

ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
.
一章

「戦
争
放
棄
」
と
第
八
章

「地
方
自
治
」
で
あ
る
。
こ
の
両
章
こ
そ
、
明
治
憲
法

に
は
全
く
な
か

っ
た

の
を
日
本
国
憲
法
で
創
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
を
全
面
的
に
除
こ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、
重
大
な
歴
史
逆
行
的
意

　ゆ
り

味
が
あ
る
。

「新
憲
法
草
案
」
に
お
け
る
第
八
章
改
定

の
主
要
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

ま
ず
第

一
に
、
大
原
則
で
あ
る

「地
方
自
治
の
本
旨
」
を
倭
小
化
し
た
上
で
、

つ
ま
り
、
九

一
条
の
.
一で
、
「地
方
自
治

の
本
旨
」

の
条
文
見
出
し
の
も
と
、
「地
方
自
治
は
、
住
民
の
参
画
を
基
本
と
し
、
住
民
に
身
近
な
行
政
を
自
主
的
、
自
立
的
か

つ
総
合
的
に

一87一



実
施
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
お
こ
な
う
。」
と
、
そ
の
意
義
を
縮
減
し
た
上
で
、

こ
れ
を
解
体
し
て
そ
の
後
の
各
条
文
に
散
り
ば
め

た
こ
と
。

第
二
に
、
国

・
地
方
の

「
適
切
な
役
割
分
担
」
と

「相
互
協
力
」
を
憲
法
止
明
記
し
た
こ
と
。

第
三
に
、
住
民
を
、
地
方
自
治

へ
の

「
参
画
者
」、
地
方
自
治
体
の
役
務
の

「
負
担
を
公
正
に
分
任
す
る
義
務
」

の
主
体
へ
と
睡

め
た
こ
と
。

第
四
に
、
地
方
自
治
特
別
法
住
民
投
票
制
度

(現
行
九
五
条
)
を
当
然
の
ご
と
く
に
廃
止
し
た
こ
と
。

第
五
に
、
「広
域
自
治
体
」
を
明
記
し
て
、
市
町
村
合
併
の

一
層
の
推
進
を
前
提
に
し
た
道
州
制
を
展
望
し
て
い
る
こ
と
。

そ
し
て
第
六
に
、
自
主
財
源

・
健
全
財
政
の
確
保
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
自
民
党
案
は
、
新
自
由
主
義
を
理
念
と
し
て
今
日
推
し
進

め
ら
れ
て
い
る
自
治

体
改
革
を
憲
法
典
に
錨
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
の
中
で
、
自
治
体
議
会
に
か
ん
す
る
改
正
提
案
は
、
次
の
二
つ
の
条
項
に
み
ら
れ
る
。
1

第
九

三
条

(地
方
自
治
体
の
機

関
及
び
直
接
選
挙
)
①

「
…
…
条
例
そ
の
他
重
要
事
項
を
議
決
す
る
機
関
と
し
て
、
議
会
を
設
置
す
る
。
」
と
し
た
条
項
、
お
よ
び
、

第
九
四
条

(地
方
自
治
体
の
権
能
)
「地
方
自
治
体
は
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
融
資
、
法
律

の
範
囲
内

で
条
例
を
制
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
た
条
項
で
あ
る

(な
お
、
条
文
見
出
し
は
法
典
中
の
も
の
で
あ
る
)。

つ
ま
り
、
と
く
に
、
現
行
九
四
条
の

「財
産
を
管
理
し
」
と
、
と
り
わ
け

「
及
び
行
政
を
執
行
す
る
」
と
を
削
除
し
た
こ
と
が
重

大
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
自
治
体
の
統
治
性
を
低
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
九
三
条

の
条
例
制
定
権
の
対
象
を
狭
め
る
こ
と
に
な
り
、
自
治
体
議
会
の
機
能
を
致
命
的
な
ま
で
に
縮
減
さ
せ
て
し
ま

う
結
果
を
生
む
。
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自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

二

七

(
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)



.

.
へ

咽
吃

必

改

憲

は

、

よ

り

充

実

し

た
白

治

体
議

会

へ
の
改

革

を

可

能

に
す

る

か

以

L

の
観

察

に
も

と

つ
く

な

ら
、

改

憲

は
真

の
自

治

体

議

会

改

革

に
資

す

る

か

と

い

う

テ

ー

マ
は
、

改

憲

.
般

で

な

'・＼

現

今

の

興
体

的

な
改

憲
動

向

に
即

し

て
考

え

る

へ
き

こ
と

に
な

る

そ
う

で
あ

る

な

ら
、

白

治

体

議

会

改

革

を

八
、
H
進

め

ら

れ

よ

う

と

し

て

い
る
改

憲

に
よ

っ
て
実

現

し

よ

う

と
す

る

の

は
、

木

に
縁

っ
て
魚

を

求

む
類

の
見

当

違

い

の
も

の
で
あ

る

に

と

ど

ま

ら

す
、

危

険

で

あ

る

と

い
わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
-

し
た

が

っ
て
、

そ

う

し

た
改

憲

に
拠

る

の

で

は
な

く

、
現

行
憲

法

に
照

ら

し

て
白

治

体

議

会

関

係

法

制

度

を
見

直

し
、

そ

の
憲

法

適

合

的

改

正

と

、

そ

れ

に
沿

っ
た

運

用

の
改
沸

を

は

か

る

こ
と

が

最

准
日
の
方

策

で
あ

り

、

こ
れ

を

こ
そ

課

題

と

す

べ
き

で
あ

る

と
考

え

る

そ

し

て
、

そ

の
点

で
、

近

年

の
議
会

自

身

の
35
力

に

注

ー1

し

た

い

そ

れ

に
触

れ

て
、

む

す

び

に
代

え

る

こ
と

に
し

よ

う

2

住
民
自
治
を
担
う
議
会
の
新
生

む
す
び
に
か
え
て

中

議

会

基

本

条

例

の
も

つ
可

能

牲

制
占止
の
北
目
畦
夙

近

年

、

と

く

に

.

.
r

六

年

以

降

、

-
議

会

牒

木

条

例

の
制

度

を

と

お

し

て
議

会

改

革

を

図

る
自

治

体

が

少

な

か

ら

ず

見

受

け

ら
れ

る

そ

の
背

景

に

は

、

住

民

が

白

治

体

の
ヒ

人

.公
と

し

て
扱

わ
れ

な

い
状

況

の
中
・で

、
最

も
身

近

な
謎

会

を

見
直

し

、
批

判

を

と

お
し

て

そ
れ

を

再

活

性

化

さ

せ

、

そ

こ

に
自

治

・の
r

が

か

り

を

得

よ

う

と
す

る
、

議

会

に
寄

せ

る
住

民

の

期

待

が

、
方
・に

あ

る

i

芋

こ
、

そ

れ

に
応

え

よ

う

と

す

る
議

会

自

身

の
姿

勢

、

つ
ま

り
、

代

表

機

関

で
あ

る

こ

と

の
・実
質

化

、

審

議

の
充

寿

な
ど

に
よ

り

、

住

民

の
た

め

の
議

会

へ
の

再
生
.を

目

指

す

積
、極

姿
勢

が

、

こ
う

し

た

条

例

の
制

定

を

促

し

て

い

る
と

い

え

る

、
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②

制
定

へ
の
流
れ

二
〇
〇
五
年
の
第
一
.八
回
地
方
制
度
調
査
会
答
申
に
も
と
つ
い
て
な
さ
れ
た
地
方
自
治
法
改
正
で
、
議
会
制
度
に
か
ん
す
る

一
定

の
見
直
し
が
は
か
ら
れ
る
状
況
の
中

で
、
〇
六
年
に
初
め
て
北
海
道
栗
山
町
が
、
「議
会
基
本
条
例
」
を
制
定
し

た

(五
月
)
。

つ
い

で
、
都
道
府
県

で
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
三
重
県
条
例
が
制
定
さ
れ
た

(
一
二
月
)。
翌
〇
七
年

に
は
、
自
治
体
議
会
改
革

フ
ォ
ー

ラ
ム
も
開
か
れ
、
議
会
基
本
条
例
は
、
〇
八
年
四
月
ま
で
に

一
七
議
会
で
制
定
を
み
て
い
る

(朝
日
新
聞
〇
八
・
六
二

一
付
に
よ
る
)。

な
お
、
議
員
提
案
に
よ
る
初
め
て
の
も
の
と
し
て
、
愛
知
県
北
名
占
屋
市
条
例

(二
〇
〇
七
年

一
二
月
制
定
、
〇
八
年
七
月
施
行
)
が
あ

る
。な

お
、
「自
治
基
本
条
例
」
の
中
で
、
議
会
に
か
ん
す
る
基
本
的
規
定
を
置
く
例
も
み
ら
れ
る
。

③

注
目
さ
れ
る
内
容

議
会
基
本
条
例
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
項
目
は
、
議
会
審
議
原
則
、
議
会
活
動
原
則
、
議
会
機
能
の
充
実
強
化
、
議

会
と
執
行
機
関
と
の
関
係
、
議
会
と
住
民
と
の
関
係
、
基
本
条
例
の
最
高
法
規
性
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
よ
り
議
会
の
位
置
と
活

動
の
基
本
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

と
く
に
、
昨
今
の
問
題
と
関
連
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
費
用
弁
償
や
議
員
報
酬
の
削
減
、
海
外
視
察
制
限
な
ど

「
厚
遇
」

廃
止
の
規
定
で
あ
り
、
ま
た
、
委
員
会
原
則
公
開
、
質
疑
応
答

一
問

一
答

(首
長
側
に
反
問
権
を
付
与
す
る
)
方
式
等
も
注
目
さ
れ

　

て
い
る
。

④

「基
本
」
条
例
の
最
高
法
規
性
の
論
点

興
味
深
く
思
わ
れ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
議
会
基
本
条
例
、
ま
た
自
治
基
本
条
例
な
ど
、
「基
本
」
条
例
の
他
の
条
例
に
対
す
る

優
位
、
な
い
し
最
高
法
規

(最
高
規
範
)
性
の
問
題
で
あ
る
。

自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

一九

(29
)
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.
1　

　
　

/

こ
の
点
で
、
多
く
の
基
本
条
例
は
、
他
の
条
例

に
対
す
る
優
位
を
宣
言
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
他
の
条
例

の
解
釈
や
後
続
の
条

例
の
制
定
に
際
し
て
、
基
本
条
例
と
整
合
す
る
よ
う
配
慮
を
求
め
る
、
い
わ
ゆ
る
訓
示
規
定
た
る
意
味
を
も
つ
も
の
に
と
ど
ま
る
で

あ
ろ
う
。
た
だ
、
基
本
条
例
に
つ
い
て
は
、
改
廃
議
決
を
特
別
多
数
決
に
す
る
等
、
改
廃
手
続
の
加
重
を
は
か
る
こ
と
は
、
地
方
自

　

治
法

=

六
条
の
例
外
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
条
例
制
定
手
続
は
、
本
来
、
自
治
体
の
自
律
権
に
属
す
る
事
柄
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

一
一
六
条
が
表
決
要
件
を
過
半
数
と
し
て
い
る
の
は
特
別
多
数
決
を
禁
止
し
た
も

の
で
は
な
い
、
と
読
む
こ

と
を
妥
当
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
基
本
条
例

の
実
質
的
な
最
高
法
規
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
、
基
本
条
例
の
最
高
法
規
性
の
議
論
は
、
制
憲
期
の

《9
a
r
te噌
》
構
想
と
七
〇
年
代
の

「憲
章
条
例
」
制
定
運
動
を
想
起

れ

さ

せ

る
。

す

な

わ

ち

、

《
c
h
a
r
t
e
r
》

構

想

は
、

総

司

令

部

案

(
一
九

四
六

年
二
月

=

.日
の

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
)

八

七

条

に

、

「
彼

等

(
睡
住

民

)

自

身

ノ
憲

章

(
ch
a
r
te
r
)
」

と

い
う

形

で
登

場

し

て

い

た
。

そ
れ

は
、

実

体

的

に

は
地

方

主

権

的

思

想

を

基

盤

と

し
、

手

続

的

に

は

住
民

に

よ

る
直

接

制

定

を
前

提

に

し

た
、

地

方

政
府

の
基

本

法

に

ふ
さ

わ

し

い
構

想

で

あ

っ
た

が
、

同

年

一、.月

二
日

以
降

の

日

ロ
の
り

本
政
府
案
で
、
「条
例
J

(re
g
u
la
tion
)

へ
と
転
じ
た
。

「憲
章
条
例
」
、

い
わ
ゆ
る

"自
治
体
憲
法
"
の
制
定
運
動
は
、
革
新
自
治
体
期
の
七
〇
年
代
に
み
ら
れ
た
。
代
表
的
に
、

一
九
七

.二
年
の

「
川
崎
市
都
市
憲
章
原
案
」
を
取
り
上
げ
る
な
ら
、
市
民
主
権
と
自
治
、
人
権
宣
言
、
「最
高
法
規
性
」
に
調
う
基
本
条
例

が
構
想
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
法
体
系
中
の
位
置
は
、
憲
法

(の
人
権
規
定
)
の
直
接
の
下
位
に
こ
の
憲
章
条
例
が
置
か
れ
、
他
の
条

例
は
、
そ
れ
と
の
整
合
的
な
制
定

・
運
用
を
強
く
求
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

今
日
、
自
治
体
の
議
会
基
本
条
例
、
ま
た
自
治
基
本
条
例
を
構
想
推
進
す
る
に
あ
た

っ
て
、
こ
れ
ら
の
先
例
を
大
い
に
活
か
す
こ

と
が
、
可
能
か

つ
必
要
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
望
む
ら
く
は
、
そ
れ
ら
基
本
条
例
が
、
こ
の
よ
う
な

"自
治
体
憲
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法
"
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈱

住
民
白
治
を
実
現
す
る
機
関
と
し
て
の

「志
」
を
も

っ
た
議
会

へ
の
努
力
を

"
結
語

本
稿
で
は
、
自
治
体
議
会
改
革
の
要
諦
は
、
何
よ
り
、
地
方
自
治
法
制
自
体
を
憲
法
に
則
し
て
見
直
す
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う

視
点
を
も

っ
て
検
討
を
進
め
て
き
た
。
議
会
関
係
の
領
域
で
は
、
大
綱
的
基
準
の
み
を
法
律
で
定
め
、
そ
れ
以
外
は
自
治
体
が
直
接

憲
法
に
も
と
つ
い
て
定
め
る
こ
と
こ
そ

「地
方
自
治
の
本
旨
」
の
要
請
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
見
解
で
あ
る
。

同
時
に
、
議
会
の
自
己
改
革
が
課
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
、
「基
本
条
例
」
に
示
さ
れ
た
方
向
性
を
も

っ
て
、
制
度
改
革

・
法
解

釈

・
議
会
運
営
の
各
方
面
で
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ハ
の
い

そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
と
り
わ
け
議
会
側
の

「志
」
の
要
素
が
大
き
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
先
に

(三
2

麟

④

で
)

紹
介
し
た
岐
阜
県
中
津
川
市
議
会

で
み
ら
れ
た
、
言
語
障
害
の
議
員
の
代
読
要
求
を
他
の
多
数
の
議
員
が
封
じ

て
し
ま
う
と
い
っ
た

議
会
状
況
を
み
る
と
、
改
革
は
、
道
半
ば
と
い
う
以
上
に
、
先
行
き
が
暗

い
。
自
治
体
議
会
に
は
、
住
民
と
結

び
、
そ
の
要
求
に
も

と
つ
い
て
再
生
の
道
を
歩
む

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ー

議
会

へ
の
死
亡
宣
告
が
執
政
者
の
独
裁
を
も
た
ら
し
た
歴
史

の
轍
を
踏
ま
な
い
た
め
に
。
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註

(
1
)

自

治
体
議

会

の
位

置

を

こ

の
よ
う

に
捉

え

る
も

の
と
し

て
、

目

に
と
ま

っ
た

も

の
を
、
順

に
、

次

の
も

の
か
ら

引

用
し

た
。

最
高

裁
大

法

廷

・
米

内

山
事

件

決
定

(
最
大

決

.
九

五

三

・

一

・
一
六

民
集

七

巻

一
号

一
.
一頁

)

に
お

け

る
小

林

俊

...裁

判

官

の
補

足

意
見
。

柳
瀬
良

幹

「
議
会

と
長

の
関
係

」

(『
自

治
論

集
』

21

"
「
自
治

運

営
論

」
地
方

自
治

研
究
会

・

,
九

六

四
年

所
収

)

一
一
三
頁
。

自
治
体
議
会
改
革
の
憲
法
問
題

..
二

(
31

)



三

一

(
32

)

江
藤
俊
昭

「地
方
分
権
が
求
め
る
地
方
議
会

・
議
員
像
と
は
1

議
会
改
革
の
新
潮
流
を
踏
ま
え
て
」
住
民
と
自
治
二
〇

〇
八
年

二

月
号
二
八
頁
。

(
2
)

参

照

、

白
藤
博

行

「
憲

法

の
議

会

像

と
議
会

改

革

の
課

題

1

『
力

の
.二
角

形

』

(
住

民

力

・
議

会

力

・
行

政

力

)
」

の
再

構
成

の
観
点

か

ら
L

専

修

法
学

論
集

九
号

(
二
〇
〇

ゴ
.年

)
三

四
-

三

五
頁

。

(
3
)

順

に
、
朝

日
新

聞

'
0̀

0
八
年

六

月

一
日
付

、
同

年

一
月

一
一
日
付
。

(
4
)

参

照
、
加

藤
幸

雄

『
新

し

い
地
方

議
会

』

(
学
陽
書

房

・
.
鴫○

〇
五

年

)

五
九

-⊥

ハ
○

頁
。

(
5
)

こ

の
報
告

書

は
未

見

で
あ
り

、
駒

林

良

則

「
憲

法
上

の
地
方

議

会

と
改

革

課
題

」

自

治
体

問

題
研

究
所

編

『
こ

こ
か

ら
始

め
る
地

方
自

治
改
革

』

(自

治
体

研
究

社

・
一
.○

〇
七

年

)

一
.二
頁

に
拠

る
。

(
6
)

命

名

は
、
手

島

孝

『
憲

法
学

の
開
拓

線

ー

政
党

11
行

政

国
家

の
法

理
を

求

め

て
』

(
..
.省

堂

・
一
九

八

五
年

)

に
拠

る

が
、

同
感

で
あ

る
。

(
7

)

私

の
も

の
も
、

こ

の

一
般
的

傾

向

を
免

れ
た

も

の

で
は

な

い
。

参

照

、

小
林

武

ロ
渡
名

喜

庸
安

『
憲

法

と

地
方

自

治

』

(現

代
憲

法
体

系

13
。
法

律
文

化

社

・
二

〇
〇
七

年

)。

(
8
)

同
書

は
未

見

で
あ
り
、

駒

林

良
則

『
地
方

自
治

の
法

構
造

』

(名

城
大

学

法
学

会
選

書

。
成

文

堂

・
一
.○

〇

六
年

)

'
一

一
一
.

頁

に
拠

る
。

(
9
)

こ

の
項

の

「
地

方

自

治

の
本
旨

」

論

に

つ
い

て
は
、

こ

の
テ

ー

マ
に

か
ん

し

て
全

体

的
傭

瞳

を
試

み

た
、

小

林

武

「
『
地

方
自

治

の
本

旨
』

解

釈

の
課

題

(覚

え
書

き

)
」
愛

知
大

学

法
学

部

法
経

論

集

一
六
九

号

(
一
、○

〇
五

年

一
二
月

)

一
頁

以
下

へ
の
参
照

を
請

う
。

(
10
)

日
本
国

憲
法

の
採

る
国

民

主

権

の
原

理

が

「
人

民

(
プ

ー
プ

ル

)

主
権

」

と

解
さ

れ

る

べ
き

こ
と

に

つ
い

て

は
、

こ
の
説

の
主

唱
者

に
よ

る
多
く

の
著

作
が

あ

る
が
、
標

準
的

な
も

の
と

し

て
参

照
、

杉
原

泰
雄

『
憲
法

皿

統
治

の
機

構

』

(有

斐
閣

・

81一



.
九
八
九
年
)

一
六
六
頁
以
下
。
ま
た
、

こ
れ
を
地
方
自
治
に
か
ん
し
て
展
開
し
た
も
の
で
は
、
同

「
地
方
自
治
権
論

・
再

考
」
①
～
⑦
法
律
時
報
七
六
巻
四
～

=

一号

(二
〇
〇
四
年
)
参
照
。

(11
)

芦
部
信
喜

(高
橋
和
之
補
訂
)
『憲
法

(第
四
版
)』
(岩
波
書
店

・
二
〇
〇
七
年
)
四

一
頁
以
下
。

(
12

)

渋

谷
秀

樹

「
日
本
国

憲

法
六

〇
年

現
状

と

展
望

ー

地

方
自

治
」

(
ジ

ュ
リ

ス
ト

一
三

二
四

号

〔
二
〇
〇

七
年
〕
)

が
、

「
住

民

総
会

が
憲

法

の
想

定

内

の
制
度

で
あ

る

こ

と
か

ら
し

て
、
様

々
な
利

益
代

表

が

そ

の
ま

ま
議

会

に
忠
実

に
反
映

さ
れ

る

制

度

こ
そ
地

方
議

会

の
本

来

の
在

り

方

で
は

な

い
か

」

と

論

じ

て

い
る

(
一
三

九
頁

)

の
も
、

こ
の
考

え

方
を

地
方

自
治

の

場

面

で
展
開

し

た
も

の
で
あ

る
と

い
え

る
。

(
13
)

私

の
も

の
と

し

て

は
、

前
掲

書

(
註

7
)

の
他

に
、

山

下

健
次

ー-
小
林

武

『
自

治

体
憲

法

』

(
自
治

体

法

学
全
集

2
。

学

陽

書
房

・
一
九
九

一
年

)

へ
の
参

照
を
請

う

。

(
14
)

駒
林

良

則

・
前

掲

書

(
註

8
)

一
八

八
頁

以

下
。

(
15
)

佐

藤
幸

治

「
地
方

公
共

団

体

の
統

治

構

造

」
佐

藤

・
中

村

睦
男

・
野
中

俊
彦

『
フ

ァ
ン
ダ

メ

ン

タ
ル
憲

法

』

(
有
斐
閣

・
一

九

九

四
年

)

二
四

一
頁
。

(
16
)

参

照
、

宇
賀

克
也

『
地
方
自

治
法

概

説

(
第

二
版

)
』

(有

斐
閣

・
二
〇
〇

七
年

)

一
八

三
頁
。

(
17
)

参

照

、
『
基
本

法

コ
ン
メ

ン
タ

ー

ル

憲

法

〔第

五
版
〕
』

(別

冊
法

学

セ

ミ
ナ

ー

一
八
九

。

日
本

評
論

社

・
二
〇
〇
六

年

)

四

二

二
頁

〔
澤
野
義

一
執
筆

〕
。

(
18
)

吉

田
栄
司

「
地
方

議

会
議

員

の
免
責

と

非
免

責

ー

ラ

イ

ア
ビ

リ

テ

ィ
と

ア

カ
ウ

ン
タ
ビ

リ

テ

ィ
ー
、

レ

ス
ポ

ン
シ
ビ

リ

テ
ィ

ー
の
区

別
」

関
西

大
学
法

学

論
集

五

四
巻

六
号

(
一
九

五
〇

年

三
月

.
○

日
)

七
五

頁
。

(
19

)

こ
の
数

字

、

お
よ

び
、

次

の
条
例

準

則
、

総

務
省

見
解

、

標

準
会

議

規
則

な

ど

に

つ
い

て
は
、

加

藤

幸

雄

「
地
方
議

会

の

役
割

と
権

限

」
住
民

と

自
治

二
〇

〇
七

年

.

一
月

号

一
.
一頁

以
下

に
拠

る
。

自
治
体
議
会
改
革

の
憲
法

問
題

一一三
.

(
33
)
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三

四

(
34

)

(
20
)

参

照
、

小
林

武

『
地
方
自

治

の
憲
法

学
』

(学

陽
書

房

・
二
〇

〇

一
年

)

一
七

七
頁
。

(21
)

な
お
参
照
、
人
見

剛

『住
民
自
治
の
現
代
的
課
題
ー

地
方
議
会

・
住
民
参
加

・
住
民
投
票
』
公
法
研
究
六
二
号

(二

〇
〇

一.一年

)

は
、

「
国

か
ら

の
統

制

に
よ

る
自
治

体

の
自

立
権

の
制

約

は
、

す
な

わ

ち
自
治

体
議

会

の
権

限

の
制

約
を

意
味

」

す
る

と
し

て
、

そ

の
柔
軟
化

を
主

張

し

て
い
る

(
一
九

.
一頁

)
。

(
22
)

杉
原

泰
雄

・
前

掲
書

(註

10
)

四
六

九
頁
。

(
23
)

吉

田
栄
司

・
前

掲
論
文

(
註

18
)
七

七
、
九

三
頁

。

(
24
)

芦

部

信
喜

・
前

掲
書

(註

11
)

二
九

一
頁
。

(
25
)

高

田

敏

μ
村

上
武

則

(編

)

『
フ

ァ
ン
ダ

メ

ン
タ

ル
地
方
自

治

法
』

(法
律

文
化
社

・
二
〇
〇

四

年
)
。

(
26
)

矢

祭

町

の
試

み

に
は
各

方

面

か

ら

の
強

い
関
心

が

集
ま

っ
て
お
り

、
報

道

も
頻

繁

に
な

さ

れ

て

い
る

が
、

最
近

の

一
例
と

し

て
、
朝

日
新
聞

二
〇
〇

八

年

一
〇
月

一
九

日
付
。

(27
)

や
や
詳
細
な
検
討
を
し
た
も
の
と
し
て
、
小
林

武

「平
和
憲
法
の
国
際
協
調
主
義
-

改
憲
論

へ
の
根
本
的
批
判
の
た

め
に
」
深
瀬
忠

一
"
上
田
勝
美
"
稲

正
樹
H
水
島
朝
穂

(編
)
『
平
和
憲
法
の
確
保
と
新
生
』
(北
海
道
大
学
出
版
会

・
二
〇

〇
八
年
)
.二
七
頁
以
下
へ
の
参
照
を
請
う
。

(28
)

以
下
の
分
析
は
、
小
林

武

『憲
法

「改
正
」
と
地
方
自
治
ー

二

一
世
紀
に
活
か
す
た
め
に
』
(自
治
体
研
究
社

・
二
〇

〇
六

年
)

六
六

頁

以
下

で
お

こ
な

っ
て
い
る
。

(
29
)

議
会

基

本

条
例

に
か
ん

す

る
以

上

の
叙

述

に

つ

い
て

は
、
朝

日
新
聞

一
.○
〇

八

年
六

月

一
日
付

を
参

照

し

た
。

な
お
、

同

紙
面

は
、

各
自

治
体

の
基

本
条

例

の
内
容

が
、

早
く

も
画

,
化

す

る
傾
向

に
あ
る

こ
と
を

指
摘

し

て

い
る
。

(30
)

参
照
、
駒
林
良
則

「議
会
基
本
条
例
の
可
能
性
ー

.二
重
県
議
会
基
本
条
例
を
念
頭
に
」
二
〇
〇
七
年
九
月

一
日
開
催
の

〔名
古
屋
〕
行
政
判
例
研
究
会
で
の
報
告
レ
ジ
ュ
メ
三
頁
。
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.-.

31
　

う
O

こ

の

両

者
に
か

ん

し

て
、

山

下
健

次

11
小
林

武

・
前

掲
書

(
註

13
)

七

四
頁

以
下

お

よ
び

一
二

五
頁

以

下

へ
の
参

照

を

請

(
32
)

白

藤
博

行

・
前

掲
論

文

(註

2

)

二
.九
頁

は
、

現
行

憲
法

に
お

い
て
も

な

お
、

解
釈

上

こ
れ

を
導

入

す

る
余
地

が
あ

る
、

と
し

て

い
る
。

(
33

)

こ

の
点

で
注

目

し

て
よ

い
と
思

わ

れ

る
も

の

と

し

て
、

近
年

、

連
続

し

て
開

催

さ

れ

て

い
る
、

小
規

模

自

治

体

に
よ

る

「
小
さ

く

て
も
輝

く
自

治

体

フ

ォ
ー
ラ
ム
」

を
挙
げ

た

い
と
思

う
。

そ

こ

で
は
、
合

併

に
依
存

し

な

い
自

立

へ
の
努

力

が
語

ら

れ

て
お
り
、

地

方
議

会

の
あ

る

べ
き

姿

を
見

る
思

い
が

す

る
。

『
住
民

と

自
治

』
誌

(
自
治
体

研

究
社

刊
)

に
、

毎

回

の
要

約

的
記
事

が
掲
載

さ

れ

て

い
る
。

(
*
)

本

稿

は
、

二
〇
〇

八

年
度

日
本

地

方
自

治

学
会

(
凶
.○
〇

八
年

一

一
月

八

日
、

同
志
社

大

学

で
開
催

)

に
お

い
て
、

「
自

治

体
議

会
改

革

を
考

え

る
」

と

い
う

共
通

論

題

に

つ
き
、

こ
れ
を

憲
法

学

の
側

か

ら
考

察

す

る

こ
と
を

求

め

ら
れ

て
お

こ
な

っ

た
報
告

(原
題

"
「自
治
体
議
会
改
革
を
考
え
る
ー

憲
法
学
の
視
点
か
ら
」)
を
骨
子
と
し
て
い
る
。
非
会
員
で
あ
る
私
に
、

ゲ

ス
ト

・
ス
ピ

ー
カ

ー
と

し

て

の
報

告

を
要
請

し

て
く
だ

さ

っ
た

日
本
地

方
自

治
学

会

に
感

謝

し
た

い
。

(
二

〇

〇

八

年

一
二
月

五

日

)
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