
　

地
方
分
権
一
括
法
が
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、

分
権
改
革
が
い
よ
い
よ
現
実
の
歩
み
を
始
め
た
。
地

方
分
権
の
ね
ら
い
は
、
地
域
が
自
主
的
、
主
体
的
に

地
域
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
地
域
に
活
力
が
み
な
ぎ

る
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
四
月
十
三
日
に

開
催
さ
れ
た
地
方
分
権
と
地
域
連
携
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
模
索
、
提
案
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
二
十
一

世
紀
の
ふ
る
さ
と
づ
く
り
を
考
え
る
」で
は
、〝
市
町

村
が
主
人
公
の
時
代　

ま
ず
は「
人
づ
く
り
」か
ら
〞

と
い
う
方
向
で
意
見
が
集
約
さ
れ
て
い
た
。

　

自
立
し
た
市
民
（
地
域
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
い

う
自
覚
と
責
任
を
も
っ
た
住
民
）
の
育
成
は
戦
後
の

成
人
教
育
の
重
要
な
課
題
で
も
あ
っ
た
。
生
涯
学
習

と
い
う
言
葉
は
一
九
六
五
年
（
昭
和
四
十
）
こ
ろ
か

ら
使
わ
れ
始
め
た
。
当
初
は
激
し
い
社
会
の
変
化
に

適
応
す
る
た
め
の
学
習
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
き

た
が
、
現
在
で
は
、
学
習
は
自
分
自
身
の
歴
史
や
生

活
を
創
造
す
る
主
体
と
変
え
て
い
く
意
志
の
表
現
で

あ
る
い
わ
れ
て
い
る
。〝
適
応
〞
か
ら
〝
創
造
〞
へ

と
生
涯
学
習
の
意
味
も
変
化
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
地
域
学
」
は
ま
さ
し
く
こ

の
よ
う
な
時
代
環
境
の
中
で
、
新
し
い
時
代
を
拓
く

一
つ
の
糸
口
に
な
り
得
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
近
、
横
浜
学
や
愛
媛
学
、
長
崎
学
な
ど
地
域
の

名
前
を
冠
し
た
地
域
学
と
呼
ば
れ
る
活
動
が
各
地
で

盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
自
分
の
住
む
地
域
の
歴

史
や
文
化
、
産
業
、
自
然
な
ど
を
見
つ
め
直
し
、
地

域
の
魅
力
や
可
能
性
を
発
掘
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
い
う
地
域
学
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
地

域
研
究
な
ど
海
外
の
地
域
の
総
合
的
研
究
（
エ
リ
ア

ス
タ
デ
ィ
と
か
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
ス
タ
デ
ィ
）
と
は
異

な
り
、
生
涯
学
習
の
分
野
で
実
践
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

全
国
各
地
で
多
く
の
地
域
学
が
実
践
さ
れ
て
い
る

が
、
実
施
主
体
は
県
や
市
町
村
な
ど
の
行
政
、
大
学

等
高
等
教
育
機
関
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
市
民
団
体
と
多
様

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
学
は
独
自
の
目
的
や
方

法
を
も
ち
活
動
を
展
開
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
あ
え
て
地
域
学
の
類
型
化
を
試
み
よ

う
と
思
わ
な
い
が
、
山
形
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
が

こ
れ
ま
で
実
践
し
て
き
た
過
程
を
事
例
と
し
て
紹
介

し
な
が
ら
地
域
学
の
方
向
性
に
つ
い
て
提
案
を
試
み

た
い
。

　

地
域
学
の
一
つ
で
あ
る
山
形
学
は
、
山
形
県
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
の
先
導
的
な
学
習
講
座
と
し
て
構
想

さ
れ
、
セ
ン
タ
ー
開
所
の
平
成
二
年
度
よ
り
継
続
実

施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
県
民
が
自
ら
の
地
域
に

つ
い
て
学
ぶ
（
地
域
を
知
る
）
こ
と
を
通
じ
て
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
か
め
（
地
域
を
認
め
る
）、

さ
ら
に
は
地
域
の
未
来
像
を
描
き
、
実
現
さ
せ
て
い

く
た
め
の
推
進
力
と
な
る
こ
と
（
地
域
を
創
る
）
を

目
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
が
取
り
組
ん
で

来
た
山
形
学
振
興
事
業
は
、
次
の
四
つ
の
事
業
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
セ
ン
タ
ー
が
主
催
す

る
山
形
学
講
座
の
実
施
で
あ
る
。
第
二
に
、
山
形
学

の
普
及
啓
発
を
図
る
目
的
で
実
施
す
る
山
形
学
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
、
第
三
に
、
県
内
各
地
の
教
育
委
員
会
や

団
体
等
と
共
催
実
施
す
る
山
形
学
地
域
連
携
講
座
、

そ
し
て
、
山
形
学
講
座
の
内
容
を
広
く
県
民
に
発
信

す
る
た
め
の
「
遊
学
館
ブ
ッ
ク
ス
」
の
発
刊
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
を
通
し
て
山
形
学
の
振
興
に
努
め
て

き
た
。
こ
こ
で
、
山
形
学
講
座
の
講
座
の
変
遷
に
つ

い
て
概
観
し
て
み
る
と
、
最
初
の
五
カ
年
（
平
二
〜

六
）
は
主
と
し
て
〝
山
形
を
知
る
〞
こ
と
を
テ
ー
マ

と
し
て
、
講
義
中
心
の
学
習
形
態
が
多
か
っ
た
。
そ

の
後
の
五
カ
年
（
平
七
〜
十
一
）
は
〝
山
形
で
ど
う

生
き
る
〞
か
に
テ
ー
マ
が
変
わ
り
、
複
数
の
実
践
者

に
よ
る
話
題
提
起
と
参
加
者
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
を
基
調
と
す
る
学
習
に
変
化
し
て
き
た
。
今
年
度

か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
十
年
間
の
実
践
を
土
台
に
し

な
が
ら
〝
山
形
を
創
る
〞
と
い
う
テ
ー
マ
に
ど
の
よ

●　
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う
に
迫
っ
て
い
く
か
、
そ
の
際
の
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
内
容
・
方
法
・
講
師
等
）
を
ど
の
よ
う
に
編
成
す
る

か
に
つ
い
て
、
現
在
研
究
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
〝
一
人
一
山
形
学
〞
の
目
標
を
達

成
す
る
た
め
の
手
立
て
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ま
な
び
ネ
ッ

ト
講
座
（
地
域
づ
く
り
グ
ル
ー
プ
広
域
連
携
学
習
事

業
）
も
実
施
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
域
づ
く
り
グ

ル
ー
プ
が
数
団
体
が
連
携
し
、
地
域
課
題
や
生
活
課

題
に
関
す
る
学
習
機
会
を
県
民
に
提
供
す
る
事
業
、

換
言
す
れ
ば
、
県
民
が
県
民
の
た
め
の
学
習

機
会
を
提
供
す
る
事
業
で
あ
る
が
、
こ
れ
も

地
域
学
の
範
疇
に
入
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

本
年
九
月
に
当
セ
ン
タ
ー
を
会
場
と
し
て
「
全
国

地
域
学
交
流
集
会
」
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。
全

国
の
仲
間
が
集
い
合
い
、
情
報
を
交
流
し
な
が
ら
そ

れ
ぞ
の
地
域
学
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
る
。〝
で
あ
い
、ふ
れ
あ
い
、わ
か
ち
あ
い
〞

の
下
に
、
四
つ
の
出
合
い
の
広
場
（
県
等
で
の
取
り

組
み
、
市
町
村
で
の
取
り
組
み
、
総
合
的
学
習
の
時

間
等
学
校
で
の
取
り
組
み
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
市
民
団
体
の

取
り
組
み
）
を
準
備
す
る
と
と
も
に
、
全
体
会
で
は

山
形
学
の
歩
み
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
く
予
定
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
平
成
十
三
年
に

本
県
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ
る
全
国
生
涯
学
習

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
関
連
事
業
と
し
て
「
全
国
地
域

学
サ
ミ
ッ
ト
」
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
り
、
現
在
も

準
備
委
員
会
を
組
織
し
て
事
業
内
容
等
企
画
を
検
討

し
始
め
た
。山
形
の
学
習
活
動
を
中
核
に
し
な
が
ら
、

山
形
ら
し
さ
を
全
国
に
発
信
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
山
形
県
が

地
域
学
の
メ
ッ
カ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
や
ま
な
い
。

　

〝
県
民
（
住
民
）
が
主
役
〞
と
か
〝
住
民
参
画
に
よ

る
地
域
づ
く
り
〞
の
必
要
性
が
強
く
叫
ば
れ
て
か
ら

久
し
い
。
そ
の
基
盤
づ
く
り
に
住
民
が
自
ら
を
高
め

る
学
習
活
動
、
と
り
わ
け
地
域
の
課
題
や
生
活
課
題

に
関
す
る
学
習
の
持
つ
意
義
が
重
要
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。
生
涯
学
習
で
実
践
し
て
い
る
地
域
学
が
そ
の

環
境
づ
く
り
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ
て
い
る
と
、
わ

た
し
は
ひ
そ
か
に
確
信
し
て
い
る
。

　

地
域
を
楽
し
く
学
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
良
さ

を
発
見
し
、
お
互
い
に
そ
の
成
果
を
発
信
し
あ
い
、

後
輩
に
伝
え
て
い
く
営
み
と
し
て
の
活
動
に
あ
な
た

も
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。〝
一
人
一
山
形
学
〞
の

実
現
に
向
け
て
。

●　

今
、
地
域
学
が
お
も
し
ろ
い
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