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「
地
方
自
治
・
実
務
入
門
シ
リ
ー
ズ
」
の
刊
行
に
あ
た
っ
て

　

お
よ
そ
自
治
体
職
員
で
あ
れ
ば
、
入
庁
時
、「
宣
誓
書
」
に
署
名
押
印
を
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、「
職
員
の

服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
」
の
別
記
様
式
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
条
例
で
あ
っ
て
要
綱
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
職
員
は
、
日
本
国
憲
法
の
尊
重
・
擁
護
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
踏
ま
え
た
公
務
の
民
主
的
・
能
率
的

運
営
を
誠
実
・
公
正
に
行
う
こ
と
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
住
民
に
対
し
て
誓
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
内
容
の
意
味
を
、
地
方
分
権
時
代
の
今
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　

二
〇
〇
〇
年
施
行
の
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
分
権
改
革
は
、「
第
三
の
改
革
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
と

て
つ
も
な
く
大
き
な
潜
在
的
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
は
、
国
と
自
治
体
の
関
係
に
つ
い
て
、「
上
下
主
従
か
ら

対
等
協
力
へ
」
と
い
う
表
現
が
多
用
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
両
者
の
関
係
を
規
律
し
て
い
る
法
律
は
、
改
革
以
前

に
制
定
さ
れ
た
と
き
の
姿
の
ま
ま
に
存
続
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
改
革
に
消
極
的
な
立
場
か
ら
は
、「
法
律
通
り
に
し

な
け
れ
ば
違
法
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
改
革
の
成
果
を
意
図
的
に
矮
小
化
す
る
よ
う
な
言
説
さ
え
発
せ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
国
と
自
治
体
と
の
間
に
適
切
な
役
割
分
担
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
目
標
な
の
で
は
な
く
規
範
で
あ
る
。

法
令
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
自
治
的
に
解
釈
・
運
用
し
な
け
れ
ば
、
憲
法
を

尊
重
・
擁
護
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
市
民
の
福
祉
向
上
の
た
め
に
仕
事
を
す
る
自
治
体
職
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員
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
自
覚
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
自
治
体
職
員
は
、
そ
れ
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
力
を

つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
地
方
自
治
・
実
務
入
門
シ
リ
ー
ズ
」
と
題
す
る
こ
の
企
画
は
、
全
体
と
し
て
、
若
手
・
中
堅
と
呼
ば
れ
る
層
の
自
治

体
職
員
を
主
た
る
読
者
対
象
と
し
、
そ
の
基
礎
力
の
養
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
。
各
巻
に
お
い
て
は
、
職

員
が
取
り
組
む
べ
き
分
野
に
関
す
る
法
シ
ス
テ
ム
の
全
体
像
が
的
確
に
提
示
さ
れ
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
踏
ま
え
た
公
務

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
前
後
に
お
い
て
も
不
変
の
法

理
で
あ
る
「
法
治
主
義
」
に
、
現
在
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
盛
り
込
ま
せ
る
べ
き
な
の
か
。
シ
リ
ー
ズ
の
も
と
で
は
、
個

別
の
行
政
分
野
を
扱
う
巻
と
横
断
的
課
題
を
扱
う
巻
の
両
方
が
随
時
出
版
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
通
奏
低
音
の

ご
と
く
意
識
さ
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
。

　

有
斐
閣
が
、
地
方
自
治
を
正
面
に
お
い
た
シ
リ
ー
ズ
を
刊
行
す
る
の
は
、
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
初

の
試
み
が
読
者
の
広
い
支
持
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
出
版
さ
れ
た
巻
に
対
し
て
は
、
シ
リ
ー
ズ
編
者
お
よ
び
将
来

の
巻
の
執
筆
者
が
加
わ
っ
て
検
討
を
加
え
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
よ
り
よ
い
書
物
を
継
続
的
に
読
者

の
お
手
元
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。

　
　

二
〇
一
六
年
夏

 

シ
リ
ー
ズ
編
者
を
代
表
し
て　
　

北
村　

喜
宣　



iii

は
し
が
き

　

日
本
は
「
災
害
列
島
」
で
あ
る
。
四
季
の
変
化
に
富
む
反
面
、
気
候
に
よ
る
変
動
も
大
き
く
、
毎
年
全
国
各
地
で
豪
雨
、

暴
風
、
豪
雪
に
加
え
、
最
近
は
竜
巻
や
地
震
も
多
発
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
為
的
で
は
あ
る
が
大
火
事
や
爆
発

等
も
あ
る
。
そ
れ
ら
に
伴
う
被
害
が
、
毎
年
散
見
さ
れ
る
よ
う
な
小
規
模
で
比
較
的
軽
い
も
の
、
数
年
に
一
度
の
中
規
模

で
相
当
程
度
の
も
の
、
数
十
年
も
し
く
は
百
年
に
一
度
あ
る
か
ど
う
か
の
大
規
模
で
甚
大
な
も
の
が
あ
る
。
阪
神
・
淡
路

大
震
災
（
一
九
九
五
年
）、
熊
本
地
震
や
岩
手
県
及
び
北
海
道
を
直
撃
し
た
台
風
一
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）、
西
日
本
豪
雨

（
二
〇
一
八
年
）
な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
深
刻
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
。
特
に
皆
さ
ん
の
記
憶
に
鮮
明
に
刻
み
込
ま
れ
て
い

る
も
の
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災
津
波
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
災
害
へ
の
対
策
（
災
害
対
策
）
は
、
中
小
規
模
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
大
規
模
な
も
の
や
国
を
挙
げ
て
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
自
治
体
な
か
で
も
市
町
村
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
責
任
は
極
め
て
重
い
。
自
治
体

職
員
は
、
そ
の
重
責
を
無
理
を
押
し
て
で
も
全
う
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
、
災
害
と
り
わ
け
そ
の
規
模
や
被
害
が
大
き

い
場
合
、
現
場
に
は
、
発
生
直
後
か
ら
極
度
の
緊
張
が
張
り
詰
め
、「
非
日
常
的
」
で
「
想
定
外
」
の
事
態
が
皮
肉
に
も

「
常
態
的
」
に
発
生
し
、
職
員
は
、「
平
時
」
の
制
度
や
運
用
で
は
と
て
も
対
応
し
き
れ
な
い
「
極
限
」
な
い
し
は
「
限

界
」
的
な
状
況
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
常
時
「
迅
速
」
で
「
最
適
」
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
新
採
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用
で
あ
ろ
う
が
異
動
直
後
で
あ
ろ
う
が
、「
プ
ロ
」
そ
し
て
「
全
体
の
奉
仕
者
」（
憲
法
一
五
条
、
地
方
公
務
員
法
三
〇
条
）

と
し
て
の
対
応
が
要
求
さ
れ
る
。
身
近
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
住
民
の
極
度
に
厳
し
い
目
に
晒
さ
れ
な
が
ら
。
そ
の
よ
う
な

状
況
下
で
、
自
治
体
職
員
は
、
災
害
に
際
し
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
書
は
、
筆
者
が
、
市
町
村
行
財
政
の
サ
ポ
ー
ト
や
災
害
廃
棄
物
処
理
、
行
政
法
・
環
境
法
部
門
を
中
心
と
し
た
政
策

法
務
と
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
る
が
、
東
日
本
大
震
災
津
波
の
際
に
、
岩
手
県
職
員
と
し
て
、
ま
た
行
政
法
・
環

境
法
を
研
究
す
る
者
と
し
て
、
実
際
に
経
験
あ
る
い
は
体
感
し
た
雰
囲
気
あ
る
い
は
仄
聞
し
た
情
報
を
盛
り
込
み
な
が
ら

著
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
た
る
読
者
を
、
採
用
あ
る
い
は
異
動
後
か
ら
災
害
対
策
を
担
当
し
て
間
も
な
い
自
治
体
職
員
で

あ
る
と
想
定
し
、
政
策
法
務
を
意
識
し
な
が
ら
、
前
述
の
問
い
に
対
す
る
筆
者
な
り
の
回
答
の
「
第
一
球
」
を
投
じ
た
。

随
所
に
、
盛
岡
市
民
か
つ
岩
手
県
民
と
し
て
の
視
点
も
、
ち
り
ば
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
本
書
は
、
筆
者
が
単
独
の
名
で
編
ん
だ
初
の
書
籍
で
あ
る
。
格
式
と
伝
統
あ
る
有
斐
閣
か
ら
発
刊
し
て
頂

け
る
と
の
話
が
あ
っ
た
際
の
光
栄
は
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
災
害
対
策
に
つ
い
て
の
執
筆
で
あ
り
、

筆
者
の
中
に
深
く
重
い
葛
藤
と
逡
巡
が
生
じ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
筆
者
は
東
日
本
大
震
災
津
波
と
そ
の
対
策
を
体
験

し
て
い
る
と
は
い
え
、
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
岩
手
県
沿
岸
部
か
ら
自
動
車
で
二
時
間
以
上
の
移
動
を
要
す
る
、
内
陸
の

盛
岡
市
に
あ
る
岩
手
県
庁
（
本
庁
）
も
し
く
は
滝
沢
市
に
あ
る
岩
手
県
立
大
学
勤
務
の
職
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
直
接
津

波
被
害
を
受
け
て
い
な
い
盛
岡
市
民
と
し
て
に
過
ぎ
な
い
。
現
在
も
、
沿
岸
に
出
向
く
機
会
は
あ
る
し
、
同
僚
で
も
あ
る

妻
は
、
直
接
被
災
し
た
山
田
町
の
出
身
で
あ
る
。
陸
前
高
田
市
を
始
め
と
す
る
沿
岸
市
町
村
に
は
知
己
が
多
い
。
こ
の
よ
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はしがき

う
に
、
被
災
地
域
に
ゆ
か
り
浅
か
ら
ぬ
者
と
し
て
、
公
私
に
わ
た
り
、
寄
り
添
い
続
け
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

真
の
「
当
事
者
」
で
は
な
い
こ
と
も
厳
然
と
し
た
事
実
で
あ
り
、
本
当
の
現
場
や
真
実
を
知
っ
て
い
る
と
は
と
て
も
言
え

な
い
。
そ
の
筆
者
が
、
被
災
の
実
態
を
正
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
わ
け
知
り
顔
で
語
っ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
災
害

を
題
材
に
研
究
し
て
い
い
も
の
か
。
そ
し
て
何
よ
り
、
筆
者
の
発
言
が
、
被
災
さ
れ
た
方
々
を
傷
つ
け
は
し
ま
い
か
。
こ

の
よ
う
な
想
い
に
今
も
苛
ま
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
被
災
地
の
自
治
体
職
員
や
知
人
か
ら
は
、
復
旧
・
復
興
は
道
半
ば
で
あ
る
し
、
風
化
し
な
い
よ
う
積
極
的
に

発
言
し
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
災
害
と
り
わ
け
東
日
本
大
震
災
津
波
レ
ベ
ル
あ
る
い
は
そ

れ
を
上
回
る
巨
大
災
害
は
、
今
後
も
発
生
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
災
害
対
策
が
進
む
に
つ
れ
、
そ
れ
ら
の
災
害
へ
の

備
え
や
、
発
災
後
の
対
策
に
幾
ば
く
か
で
も
参
考
に
な
れ
ば
と
の
思
い
か
ら
、
筆
者
の
経
験
と
、
拙
い
な
が
ら
も
「
そ
の

時
」
何
を
考
え
た
か
、
振
り
返
っ
て
「
今
な
ら
」
ど
う
す
る
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
に
到
っ
た
。
そ
れ
は

将
来
世
代
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
国
を
挙
げ
て
―
―
さ
ら
に
は
国
外
か
ら
も
―
―
感
謝
し
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
の
支
援

を
受
け
た
我
々
の
責
務
で
あ
る
と
さ
え
思
っ
て
い
る
。
日
々
、
復
旧
・
復
興
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
る

「
今
」
だ
か
ら
こ
そ
。
そ
の
よ
う
な
万
感
の
思
い
も
込
め
て
本
書
を
世
に
送
る
。

　

本
書
の
執
筆
は
、
多
く
の
方
々
の
御
指
導
と
御
協
力
の
も
と
に
可
能
と
な
っ
た
。
岩
手
県
や
陸
前
高
田
市
を
始
め
と
す

る
県
内
市
町
村
、
宮
城
県
東
松
島
市
、
熊
本
県
や
益
城
町
の
職
員
、
関
係
省
庁
の
職
員
、
関
係
領
域
の
研
究
者
、
筆
者
が

在
籍
し
た
上
智
大
学
大
学
院
の
先
生
方
や
法
学
研
究
科
生
及
び
O 

B
な
ど
、
今
も
支
え
て
下
さ
っ
て
い
る
た
く
さ
ん
の
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方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
全
員
の
名
前
を
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
場
を
借
り
て
深
甚
な
る
謝
意
を
申
し
述
べ
る
。

た
だ
し
、
筆
者
を
お
導
き
頂
き
、
特
段
の
御
支
援
を
賜
っ
て
い
る
方
々
の
御
名
前
を
記
す
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。
本

書
の
執
筆
を
命
じ
て
下
さ
っ
た
北
村
喜
宣
上
智
大
学
教
授
に
は
、
一
七
年
以
上
前
に
お
会
い
し
て
か
ら
、
実
務
の
助
言
者

と
し
て
、
ま
た
博
士
前
期
・
後
期
課
程
を
通
じ
て
の
指
導
教
員
と
し
て
、
常
に
懇
切
丁
寧
に
そ
し
て
厳
し
く
お
導
き
頂
い

て
い
る
。
北
村
教
授
と
と
も
に
本
シ
リ
ー
ズ
の
編
集
委
員
で
あ
る
山
口
道
昭
立
正
大
学
教
授
、
出
石
稔
関
東
学
院
大
学
教

授
、
被
災
を
経
験
し
現
在
ま
で
の
現
地
の
様
子
に
直
に
接
し
て
い
る
陸
前
高
田
市
の
吉
田
由
香
さ
ん
に
は
、
特
段
の
御
指

導
や
御
協
力
を
賜
っ
た
。
そ
し
て
、
原
稿
提
出
が
遅
れ
る
た
び
に
粘
り
強
く
励
ま
し
て
頂
く
と
と
も
に
、
文
字
通
り
粗
稿

を
驚
く
ほ
ど
の
精
度
で
読
み
込
ん
で
頂
い
た
有
斐
閣
法
律
編
集
局
書
籍
編
集
部
（
京
都
支
店
）
の
栁
澤
雅
俊
さ
ん
に
は
、

本
当
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
粗
稿
に
目
を
通
し
て
く
れ
た
妻
の
順
子
、
息
子
の
重
光
、
両
親
の
誠
・
充
子
、
義
母
の
レ
ミ

子
は
、
自
由
奔
放
に
研
究
す
る
筆
者
を
い
つ
も
支
え
て
く
れ
て
い
る
。
皆
様
に
心
か
ら
の
感
謝
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、

岩
手
県
そ
し
て
東
日
本
全
体
の
一
日
も
早
い
復
旧
・
復
興
に
微
力
を
尽
く
す
こ
と
を
誓
い
、
稚
拙
な
が
ら
本
書
を
捧
げ
る
。

　

意
見
に
関
す
る
部
分
は
、
全
て
筆
者
個
人
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
思
い
込
み
や
誤
解
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性

は
否
め
な
い
。
皆
様
か
ら
暖
か
い
御
指
摘
や
御
指
導
を
賜
れ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

　
　
二
〇
一
九
年
八
月　

東
日
本
大
震
災
津
波
か
ら
八
年
が
経
過
し
、
復
興
が
最
終
段
階
に
あ
る
こ
と
を
実
感
し
な
が
ら
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実
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治
体
災
害
対
策
の
基
礎
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の
趣
旨

一　

本
書
の
ね
ら
い
と
願
い

1　

災
害
対
策
を
大
づ
か
み
し
て
全
体
を
理
解
し
て
ほ
し
い

　
「
災
害
予
防
」「
災
害
応
急
対
策
」「
災
害
復
旧
」
の
災
害
対
策
は
、
そ
の
「
基
本
法
」
た
る
災
対
法
（
本
書
で
は
法
令
や

用
語
は
原
則
と
し
て
略
称
で
示
す
。
冒
頭
の
凡
例
を
参
照
さ
れ
た
い
）
の
第
一
章
総
則
（
一
条
〜
一
〇
条
）
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

官
民
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
主
体
が
責
任
を
負
い
、
分
担
・
連
携
し
て
実
施
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、「
公
」
的
な

主
体
の
役
割
が
大
き
く
、
そ
の
中
で
も
一
次
的
に
は
自
治
体
―
―
と
り
わ
け
市
町
村
、
次
い
で
都
道
府
県
―
―
が
責
任
を

負
い
、
国
が
そ
れ
を
支
援
し
補
完
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
災
害
対
策
の
主
体
の
中
心
は
、
自
治
体
と

り
わ
け
市
町
村
で
あ
る
。
本
書
の
対
象
は
、
そ
の
自
治
体
災
害
対
策
で
あ
る
。「
自
治
体
＝
行
政
」
と
考
え
が
ち
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
は
不
正
確
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
自
治
体
は
、「
行
政
」
だ
け
で
な
く
「
議
会
」
と
「
住
民
」
に
よ
っ
て
も

構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
行
政
部
門
も
、
正
確
に
は
行
政
庁
で
あ
る
知
事
や
市
町
村
長
と
そ
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
の
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職
で
あ
る
部
長
や
課
長
等
す
な
わ
ち
「
人
的
」
行
政
機
関
と
部
や
課
等
す
な
わ
ち
「
組
織
的
」
行
政
機
関
に
よ
り
構
成
さ

れ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
大
づ
か
み
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
ま
た
実
際
に
は
事
務
を
長
が
全
て
自
ら
行
う
わ
け
で

な
く
行
政
機
関
が
分
担
・
連
携
し
な
が
ら
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
主
体
を
示
す
際
に
「
都
道
府
県
」「
市
町
村
」
の

「
行
政
機
関
」
と
表
現
す
る
。
や
や
不
正
確
な
面
も
あ
る
が
、
自
治
体
職
員
の
実
務
の
基
礎
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
い
る

の
で
意
図
を
了
解
さ
れ
た
い
。

　

そ
の
「
自
治
体
災
害
対
策
」
に
関
す
る
法
シ
ス
テ
ム
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
発
災
し
た
際
、
ま
た
は

災
害
に
備
え
、
自
治
体
に
は
い
か
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ど
の
よ
う
な
業
務
が
発
生
し
、
そ
れ
を
ど
う
遂
行
す
る
べ
き
だ
ろ

う
か
。
自
治
体
職
員
は
、
ど
の
よ
う
な
意
識
で
職
務
に
あ
た
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
適
切
な
対
策
を
講
ず
る
た
め
に
は
、
根

拠
と
な
る
法
令
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
は
、
新
規
採
用
や
異
動
な
ど
に
よ
り
「
新
た
に
災
害
対
策
の
担
当
に
な
っ
た
」、
あ
る
い
は
「
担
当
に
な
っ
て
か

ら
間
も
な
い
」
自
治
体
職
員
を
主
た
る
読
者
と
想
定
し
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
を
目
的
に
執
筆
し
た
。
そ
の
た

め
、
そ
の
実
務
と
り
わ
け
法
令
と
の
関
係
を
大
づ
か
み
に
把
握
で
き
、
で
き
る
限
り
多
く
の
災
害
に
共
通
し
応
用
可
能
な

論
点
を
採
り
挙
げ
て
説
明
す
る
よ
う
努
め
た
。

　

災
害
対
策
の
基
礎
を
学
ぶ
こ
と
は
、
全
て
の
自
治
体
職
員
に
と
っ
て
意
義
が
あ
る
。
災
害
対
策
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ

れ
、
ど
の
自
治
体
に
も
、
ど
の
分
野
に
も
関
わ
る
。
各
自
治
体
と
も
、
全
体
的
に
は
防
災
担
当
部
署
が
所
管
す
る
が
、
個

別
に
は
関
連
業
務
を
所
管
す
る
部
署
が
担
当
す
る
た
め
、
全
て
の
自
治
体
職
員
は
、
採
用
か
ら
概
ね
四
〇
年
前
後
の
勤
続
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期
間
中
に
、
形
は
ど
う
あ
れ
、
ほ
ぼ
確
実
に
何
ら
か
の
災
害
対
策
に
携
わ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
災
害
対
策
に
は
、「
総
合
性
」
と
「
計
画
性
」、
そ
し
て
「
迅
速
性
」
が
求
め
ら
れ
る
。
加
え
て
、「
非
常
時
」
で

あ
り
「
有
事
」
に
講
じ
ら
れ
る
部
分
が
大
半
で
あ
る
た
め
に
、
平
時
に
は
な
い
「
特
例
」
や
「
特
別
措
置
」
が
多
く
含
ま

れ
る
。「
機
動
力
」
や
「
応
用
力
」
も
欠
か
せ
な
い
。
そ
れ
に
は
、
関
係
す
る
法
令
や
制
度
の
「
広
く
深
い
理
解
」
と

「
柔
軟
な
運
用
」
が
必
須
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
治
体
職
員
は
、
災
害
対
策
の
実
務
の
基
本
的
か
つ
根
本
的
な
部
分
を
、

担
当
分
野
は
深
く
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
も
概
要
を
習
得
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

2　

災
害
対
策
に
関
す
る
法
令
に
直
に
触
れ
て
ほ
し
い

　

具
体
的
に
業
務
を
行
う
場
合
や
改
善
策
を
検
討
す
る
場
合
は
、
根
拠
と
な
る
法
令
の
規
定
を
「
直じ
か

に
」
参
照
し
て
ほ
し

い
。
手
引
き
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
絶
対
に
足
り
な
い
。
そ
れ
ら
が
不
適
切
な
こ
と
さ
え
あ
る
。
火
急
の
際
に
は
、
ま
ず

「
作
業
」
す
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
の
際
は
、
あ
る
程
度
状
況
が
落
ち
着
い
て
か
ら
で
も
、
講
じ
た

災
害
対
策
が
、
関
係
す
る
法
令
や
制
度
す
な
わ
ち
災
害
対
策
法
制
に
沿
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
ほ
し
い
。
当
該
法
制
が

脈
動
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
で
き
、
さ
ら
に
理
解
が
深
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
本
書
で
は
、「
大
づ
か
み
」
で

あ
り
な
が
ら
「
必
要
な
知
識
は
提
供
し
た
い
」
と
欲
張
り
、
根
拠
と
な
る
規
定
を
条
番
号
だ
け
で
も
挙
げ
る
よ
う
に
し
て

い
る
。
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3　

災
害
対
策
法
制
を
使
い
こ
な
せ
る
自
治
体
職
員
に
な
っ
て
ほ
し
い

　

災
害
対
策
は
、
災
害
の
規
模
等
に
よ
っ
て
も
大
き
く
異
な
り
得
る
。
災
害
対
策
法
制
は
中
小
規
模
で
一
過
性
の
災
害
を

主
に
想
定
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
経
て
、
大
規
模
等
災
害
へ
の
対
策
が
意
識
さ
れ
、

東
日
本
大
震
災
津
波
を
経
験
し
、
そ
の
必
要
性
が
、
関
係
者
だ
け
で
は
な
く
全
国
民
に
強
く
刻
み
込
ま
れ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
災
害
対
策
及
び
法
制
は
変
容
し
、
深
化
・
進
化
し
、
複
雑
化
し
て
い
る
。
自
治
体
及
び
職
員
は
、
そ
れ
ら
に
対
応

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
「
本
質
」
や
「
あ
る
べ
き
制
度
趣
旨
」
は
、
実
際
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
変

わ
っ
て
い
な
い
（
変
わ
る
こ
と
も
変
え
る
必
要
も
な
い
部
分
も
多
い
）
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
し
っ
か
り
捉
え
、
具
体
化
し

実
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
書
を
貫
く
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
「
政
策
法
務
」
と
は
、
政
策
を
充
実
さ
せ
実
現
す

る
た
め
に
、
適
法
か
つ
適
切
に
法
令
を
「
立
法
」
し
、
柔
軟
に
「
運
用
」
す
る
、
す
な
わ
ち
適
法
か
つ
豊
か
に
「
法
令
を

使
い
こ
な
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
令
に
は
、
不
十
分
な
部
分
も
少
な
く
な
い
の
で
、
そ
の
法
令
が
妥
当
な

も
の
で
あ
る
か
を
見
極
め
る
「
目
」
と
、
足
り
な
け
れ
ば
補
完
す
る
「
頭
」
も
重
要
で
あ
る
。
災
害
対
策
に
お
い
て
も
、

そ
れ
ら
が
同
じ
よ
う
に
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
自
治
体
そ
し
て
そ
の
職
員
は
、
災
害
対
策
法
制
を
理
解
し
、
考
え
、

運
用
し
、
問
題
点
を
克
服
し
、
さ
ら
に
専
門
性
を
高
め
な
が
ら
改
善
・
充
実
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
災
害
対

策
は
、
そ
の
主
体
と
な
る
組
織
と
職
員
個
々
の
「
総
合
力
」
と
「
問
題
解
決
力
」
が
問
わ
れ
る
「
試
験
」
の
よ
う
な
も
の

で
も
あ
る
。
と
り
わ
け
「
出
題
範
囲
」
が
示
さ
れ
な
い
（
逆
に
言
え
ば
全
範
囲
に
わ
た
る
）「
実
力
テ
ス
ト
」
で
あ
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。「
受
験
対
策
」
に
な
ぞ
ら
え
る
と
、
ま
ず
「
教
科
書
の
記
載
」
で
あ
る
災
害
対
策
法
制
を
理
論
的
か
つ
体
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系
的
に
理
解
し
、「
過
去
問
題
や
問
題
集
を
解
き
理
解
を
深
め
る
」
よ
う
に
過
去
や
他
地
域
の
事
案
や
裁
判
例
の
分
析
等

を
通
じ
て
当
該
法
制
の
運
用
や
機
能
の
実
例
を
学
び
、
理
論
が
実
際
に
ど
う
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
知
る
。
理
解
で
き
な

い
と
こ
ろ
は
「
参
考
書
」
で
あ
る
専
門
書
に
あ
た
り
、
克
服
す
る
。
そ
れ
に
は
、
何
よ
り
「
基
礎
」
が
大
事
で
あ
る
。

二　

本
書
の
特
徴

　

本
書
で
は
、
実
務
の
中
心
で
あ
る
行
政
機
関
の
、
と
り
わ
け
県
あ
る
い
は
県
職
員
か
ら
の
視
点
と
災
害
対
策
法
制
を
研

究
す
る
側
の
視
点
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
ま
ず
、「
制
度
等
」
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
後
、「
実
務
の
視
点
」

で
そ
の
制
度
等
の
運
用
を
説
明
し
、
実
際
の
具
体
例
と
し
て
「
東
日
本
大
震
災
津
波
の
際
の
岩
手
県
の
取
組
み
」
を
採
り

挙
げ
、
そ
こ
か
ら
得
た
知
見
や
教
訓
を
盛
り
込
ん
だ
。
原
則
と
し
て
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
末
時
点
で
公
表
さ
れ
入
手
可

能
な
デ
ー
タ
等
を
基
に
し
て
い
る
が
、
現
在
も
進
行
中
の
復
旧
・
復
興
等
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
、
最
新
の
デ
ー
タ

を
参
照
し
た
。
ま
た
、
で
き
る
だ
け
「
コ
ラ
ム
」
を
付
し
た
。
現
時
点
で
の
筆
者
の
疑
問
で
あ
る
が
、
根
源
的
な
論
点
を

採
り
挙
げ
、
臨
場
感
を
残
す
よ
う
心
が
け
た
。
本
文
よ
り
、
こ
ち
ら
を
先
に
読
ん
だ
方
が
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

自
治
体
災
害
対
策
は
時
系
列
的
に
発
生
す
る
こ
と
が
大
半
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
そ
れ
に
沿
っ
た
把
握
が
実
務
に
お
い

て
も
有
効
で
あ
り
、
読
者
も
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
災
対
法
を
ベ
ー
ス
に
す
る
と
、
予
防
（
第
四
章
）
↓
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（
発
災
↓
初
動
↓
）
応
急
対
策
（
第
五
章
）
↓
復
旧
（
第
六
章
）
↓
（
復
興
↓
）
予
防
…
…
と
な
り
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
で
回
り
続

け
る
。
本
書
で
は
、
災
対
法
上
は
応
急
対
策
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
発
災
直
後
の
災
害
対
策
を
「
初
動
」
と
、
復

旧
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
そ
の
後
の
災
害
対
策
を
「
復
興
」
と
す
る
。
し
か
し
、
現
実
の
自
治
体
災
害
対
策
は
、

復
興
段
階
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
あ
る
対
策
の
途
中
で
新
た
な
災
害
が
発
生
し
、
そ
の
初
動
か
ら
並
行
し

て
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
で
き
る
だ
け
シ
ン
プ
ル
に
、
発
災
を
ス
タ
ー
ト
に
、
各
フ
ェ
ー
ズ
（
段
階
）
で
代

表
的
な
災
害
対
策
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
説
明
す
る
。

　

ま
た
、
複
数
の
フ
ェ
ー
ズ
に
ま
た
が
っ
た
り
、
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
災
害
対
策
も
少
な
く
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
が
講
じ

ら
れ
た
り
、
位
置
付
け
の
中
心
と
な
る
フ
ェ
ー
ズ
で
説
明
す
る
。
た
と
え
ば
、
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
散
乱

し
て
い
る
も
の
を
撤
去
し
道
路
等
を
切
り
拓
く
「
啓け
い

開か
い

」
は
最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
る
初
動
で
説
明
す
る
。
東
日
本
大
震
災

津
波
で
は
、
本
格
的
な
処
理
の
た
め
の
実
施
計
画
の
策
定
は
応
急
対
策
で
、
焼
却
や
埋
立
て
な
ど
は
復
旧
・
復
興
に
大
き

く
ま
た
が
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
も
そ
も
、
災
害
廃
棄
物
の
処
理
は
復
旧
の
一
部
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
復

旧
・
復
興
の
前
提
で
あ
る
の
で
、
応
急
対
策
に
位
置
付
け
て
説
明
す
る
。
大
規
模
等
災
害
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
が
さ
ら
に
遅
れ
て
し
ま
う
。

　

本
書
で
は
、
自
治
体
災
害
対
策
全
般
に
通
底
す
る
部
分
や
事
項
は
総
論
と
し
て
、
実
務
に
つ
い
て
は
主
に
各
論
と
し
て

説
明
す
る
。
代
表
的
な
論
点
を
さ
ら
に
厳
選
し
掘
り
下
げ
て
、
全
体
に
通
じ
る
「
こ
こ
ろ
」
を
伝
え
る
方
法
も
あ
る
が
、

本
書
は
、
で
き
る
限
り
多
く
を
「
大
く
く
り
」
に
触
れ
る
方
法
を
採
っ
た
。
そ
れ
は
、
実
際
の
現
場
で
は
、
発
災
後
に
爆
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二　本書の特徴

発
的
に
業
務
が
発
生
し
、
ど
ん
ど
ん
膨
張
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
な
検
討
時
間
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
が
多
い
か

ら
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
面
で
も
、
難
局
を
な
ん
と
か
凌
ぎ
、
少
し
で
も
望
ま
し
い
対
策
を
講
じ
る
「
と
っ
か
か

り
」
に
し
て
も
ら
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　
「
と
っ
か
か
り
」
の
キ
ー
（
鍵
）
と
し
て
根
拠
と
な
る
法
令
を
見
て
ほ
し
い
。
災
害
時
に
お
い
て
は
、「
超
法
規
的
措
置
」

が
声
高
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
公
権
力
の
行
使
も
多
い
領
域
で
あ
り
、
法
治
主
義
そ
し
て
法
律
に
よ
る

行
政
の
原
理
は
厳
然
と
し
て
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
上
で
法
を
う
ま
く
使
っ
て
難
局
を
切
り
抜
け
る
こ
と
は
相

当
程
度
で
き
る
し
、
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
も
込
め
て
い
る
。

　

本
書
が
実
務
に
役
立
つ
と
と
も
に
、
読
者
の
皆
さ
ん
が
、
自
治
体
災
害
対
策
や
政
策
法
務
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
と

な
れ
た
な
ら
、
こ
れ
に
勝
る
喜
び
は
な
い
。
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