
住
民
自
治
と
地
方
議
会

―
直
接
民
主
主
義
と
議
会
基
本
条
例
―

早
稲
田

は
じ
め
に

「私
は
、

今
日
の
国
政
万
端
に
つ
い
て
心
を
痛
め
、

不
満
を
覚
ゆ
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、

国
家
を
動
か
し
て
い
る
の
は
つ
ね
に
邪
な

る
指
導
者
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
誰
か

一
日
だ
け
有
益
な
人
物
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、

爾
余
の
十
日
は
悪
事
を
働
く
。

別
の
男
に
委
せ
て
み
る
。

す
る
と

彼
は
い
っ
そ
う
大
き
な
過
ち
を
仕
出
か
す
。

心

頑

な
る
者
に
訓
う
る
は
い

か
に
難
い
こ
と
か
。」

こ
れ
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
喜
劇
作
家
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の

『女
の
議
会
』

の
ヒ
ロ
イ
ン
、

プ
ラ
ク
サ
ゴ
ラ
の
演
説
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
喜
劇
で
は
、

当

時
参
政
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
古
代
ア
テ
ネ
の
女
た
ち
が
夫
が
ま
だ
寝

て
い
る
間
に
そ
の
衣
服
を
着
て
男
に
な
り
す
ま
し
、

民
会
に
多
数
出
席
し
て

「女
た
ち
に
政
治
を
任
せ
て
し
ま
う
議
案
」
を
可
決
し
、

財
産
と
男
を
共
有
す

る
体
制
を
樹
立
す
る
。

当
時
の
ア
テ
ネ
は
、

ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
に
続
き
、

再
度
ス
パ
ル
タ
に
敗
れ

て
混
乱
し
て
お
り
、

そ
の
状
況
が
こ
の
喜
劇
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
が
、

政
治

の
決
定
権
を
有
す
る
者
に
対
す
る
不
信
が
昂
じ
て
く
る
と
、

こ
れ
に
与
っ
て
い

な
い
者
た
ち
の
間
に
も
、

参
政
権
を
実
奪
し
て
で
も
自
ら
の
手
で
理
想
と
す
る

政
治
を
行
お
う
と
す
る
動
き
が
出
て
く
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

古
代
ア
テ
ネ
の
政
治
体
制
は
、

「少
数
者
の
独
占
を
排
し
多
数
者
の
公
平
を

守
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、

民
主
政
治
と
呼
ば
れ
」
（ペ
リ
ク
レ
ス
）
、

自
由
人
の

つヽ
ち

一
八
歳
以

上
の
成
年
男
子

が
、

年
に
四
〇

回
、

谷
間
を
隔

て
て
パ
ル
テ
ノ

ン
神
殿
を
望
む

プ
ニ
ュ
ク
ス
の

丘
に
参
集
し
、

国

家

（
ポ

リ

ス
）
に
か
か
わ

る
す
べ
て
の
事

項
を
決
定
し
て

い
た
。

そ
の
た

古代アテネのエクレシア (民会)が 開かれたプニュクスの
丘。正面に、谷を隔てて、アクロポ リスの丘とパルテノン
神殿が望まれる。平成20年夏撮影



議会 ・監査制度改革と□一カルガバナンス

め
、

市
民
は
、

「己
れ
の
家
計
同
様
に
国
の
計
に
も
よ
く
心
を
用
い
、

己
れ
の

生
業
に
熟
達
を
は
げ
む
か
た
わ
ら
、

国
政
の
進
む
べ
き
道
に
充
分
な
判
断
を
も

つ
よ
う
に
心
得
」
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
古
代
ア
テ
ネ
の
直
接
民
主
制

で
あ
り
、

「自
治
営
命８
ｏヨ
と

と
い
う
こ
と
ば
自
体
の
語
源
が
古
代
ギ
リ
シ

ア
語
に
あ
る
よ
う
に
、

今
日
の
民
主
主
義
と
地
方
自
治
の
源
流
を
な
す
も
の
で

あ
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
と
異
な
り
、

人
口
規
模
が
巨
大
な
も
の
と
な
っ
た

現
代
の
国
家
や
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、

物
理
的
、

技
術
的
な
理
由
か
ら
も

代
表
制
民
主
制
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
、

選
挙
に
よ
つ
て
選
ば
れ

た
人
々
が
国
民
・
住
民
に
代
わ
っ
て
政
治
的
な
意
思
決
危
を
行
い
、
こ
れ
を
執

行
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、

間
接
民
主
制
の
避
け
ら
れ
な
い
矛
盾
は
、

選
挙
し
た
者
の
意
思
と

選
ば
れ
た
者
の
意
思
が
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ

で
、

「怠
惰
と
金
銭
の
せ
い
で
、

彼
ら

（市
民
）
は
つ
い
に
祖
国
を
ド
レ
イ
状

態
に
陥
し
入
れ
る
た
め
に
軍
隊
を
も
ち
、

ま
た
、

祖
国
を
売
り
わ
た
す
た
め
に

代
議
士
を
も
つ
に
い
た
る
の
だ
。」

（ル
ソ
ー
）、
「イ
ギ
リ
ス
の
人
民
は
自
由
だ

と
思
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
大
ま
ち
が
い
だ
。

彼
ら
が
自
由
な
の
は
、

議
員
を

選
挙
す
る
間
だ
け
の
こ
と
で
、

議
員
が
選
ば
れ
る
や
い
な
や
、

イ
ギ
リ
ス
人
民

は
ド
レ
イ
と
な
り
、

無
に
帰
し
て
し
ま
う
。」

（同
）
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。わ

が
国
の
国
政
や
地
方
自
治
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、

個
々
の
国
民

・
住
民
の

意
思
を
で
き
る
だ
け
政
治

・
行
政
に
反
映
し
よ
う
と
す
る
最
近
の
傾
向
は
、

こ

の
よ
う
な

「間
接
民
主
制
」
に
対
す
る

「直
接
民
主
制
」
側
か
ら
の
反
撃
、

復

権
の
動
き
と
認
め
ら
れ
、

特
に
、

地
方
自
治
の
現
場
に
お
い
て
顕
著
な
も
の
が

あ
る
。

投
票
率
の
低
さ
や
無
投
票
当
選
の
増
加
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

政
治
に
対

す
る
あ
き
ら
め
と
無
関
心
の
状
況
が
あ
る
一
方
で
、

上
の

『女
の
議
会
』
で
は

な
い
が
、

政
治
を
委
ね
て
き
た
者
に
対
す
る
主
権
者
と
し
て
の
住
民
の
不
満
が

昂
じ
、

政
治
家
に
は
任
せ
て
お
け
な
い
と
い
う
、

今
に
も
噴
火
し
そ
う
な
地
下

の
マ
グ
マ
の
動
き
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

特
に
、

わ
が
国
の
地
方
議
会
に

つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
、

議
論
は
低
調
か
つ
低
レ
ベ
ル
、

執
行
部
の
追
及
に
つ

い
て
も
不
徹
底
な
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
わ
れ
、

「議
会
は
、

本
当
に
そ
の
責
任

を
果
た
し
て
い
る
の
か
。

そ
の
本
来
の
機
能
で
あ
る
論
戦
を
通
じ
て
問
題
点
を

明
ら
か
に
し
、

最
良
の
政
策
を
め
ざ
し
て
合
意
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
機
能

を
果
た
し
て
い
る
の
か
。

厳
然
た
る
事
実
と
鋭
い
論
理
を
も
つ
て
執
行
部
を
追

及
し
、

住
民
に
代
わ
っ
て
こ
れ
を
監
視
し
て
い
る
の
か
」
と
い
っ
た
疑
間
の
声

が
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

本
稿
で
は
、

こ
の
よ
う
な
直
接
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
、

議
会
基

本
条
例
の
制
定
な
ど
住
民
自
治
と
地
方
議
会
と
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
の
分
析

を
試
み
る
と
と
も
に
、

住
民
自
治
の
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と
し

た
い
。

一
１

一
直
接
民
主
主
義
と
問
接
民
主
主
義

間
接
民
主
主
義
に
お
い
て
は
国
民
・
住
民
か
ら
選
ば
れ
た
代
表
者
に
よ
つ
て

意
思
決
定
が
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、

直
接
民
主
主
義
で
は
、

代
表
者
を
介
す
る



こ
と
な
く
、

国
民

・
住
民
の
直
接
の
意
思
表
示
に
よ
つ
て
決
定
が
行
わ
れ
る
。

わ
が
国
の
地
方
自
治
制
度
で
は
、

住
民
自
治
の
実
現
の
た
め
間
接
民
主
主
義
的

制
度
と
直
接
民
主
主
義
的
制
度
が
併
用
さ
れ
て
い
る
が
、

地
方
議
会
の
議
員
の

選
挙
制
度
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

知
事

・
市
町
村
長
の
住
民
に
よ
る
直
接
選
挙

も
、

住
民
の
選
ん
だ
者
に
意
思
決
定
を
委
ね
る
こ
と
か
ら
間
接
民
主
主
義
的
制

度
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

選
挙
自
体
も
国
民
が
自
ら
国
家
権

力
を
行
使
す
る
手
段
と
考
え
ら
れ
、

直
接
民
主
主
義
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
。

大
統
領
制
を
採
用
す
る
わ
が
国
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
に
お

い
て
は
、

こ
れ
ま
で
大
多
数
の
州
に
お
い
て
、

市
町
村
長
は
議
会
に
よ
つ
て
選

出
さ
れ
る
制
度
が
と
ら
れ
て
き
た
。　

一
九
九
〇
年
代
、

そ
の
制
度
を
廃
止
し
、

市
町
村
長
の
直
接
選
挙
を
導
入
す
る
自
治
制
度
の
大
改
革
が
行
わ
れ
た
が

翁
南
ド
イ

，ツ
評
議
会
制
の
無
敵
の
進
軍
し
、

そ
の
際
、

議
会
で
は
な
く
住
民
が

直
接
市
町
村
長
を
選
挙
す
る
こ
と
は
、

住
民
に
よ
る

「人
的
決
定
」
で
あ
り
、

直
接
民
主
主
義
的
な
要
求
と
し
て
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

直
接
民
主
主
義
、

間
接
民
主
主
義
と
い
つ
て
も
、
ド
イ
ツ
と

日
本
で
は
ニヽ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、

近

年
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
、

顕
著
な
直
接
民
主
主
義
的
傾
向

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

近
代
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
、

中
央
政
府
、

と
し
て
間
接
民
主
制
が
と
ら
れ
て
い
る
理
由
は
、

地
方

政
府
を
問
わ
ず
、

原
則

「
物

理
的

・
技
術

的

に
直
接

で
国
家
行
政
、

地
方
行
政
に
参
与
し
、

個
々
具
体
の
行
政
条
件
に
つ
い
て
一
貫

性
と
展
望
を
も
つ
て
賢
明
な
選
択
を
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、

最
も
ふ
さ

ゎ
し
い
専
門
家
を
代
表
者
と
し
て
選
定
し
て
、

総
合
的
視
野
に
立
っ
て
こ
れ
を

一
貫
し
て
実
施
さ
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
認
識
が
あ
る
か

ら
」
と
さ
れ
る
。

他
方
、

直
接
請
求
等
の
直
接
民
主
主
義
的
制
度
は
、

「代
表
民
主
制
を
補
完

し
、

そ
の
宿
命
的
な
欠
陥
、

つ
ま
り
代
表
者
の
意
思
と
住
民
の
意
思
が
乖
離
す

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
欠
陥
を
矯
正
す
る
た
め
に
限
定
的
に
認
め
ら
れ
る
例
外

的
制
度
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

代
表
民
主
制
と
直
接
民

主
主
義
的
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

直
接
民
主
主
義
的
制
度
が
、

代
表
民
主

制
の
補
完
物
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
見
解
で
あ
る

（中
間
ま
と
め

工
）。こ

の
よ
う
に
直
接
民
主
主
義
的
制
度
を
単
な
る
間
接
民
主
制
の
補
完
物
と
す

る
考
え
方
に
対
し
て
、

直
接
民
主
制
は

「議
会
民
主
主
義
と
並
立
的
に
並
ぶ
制

度
的
基
本
原
理
を
成
す
」
と
の
視
点
等
か
ら
、

地
方
自
治
レ
ベ
ル
に
お
け
る
直

接
民
主
主
義
を
重
視
す
る
考
え
方
が
勢
い
を
得
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

地
方
自
治
の
新
固
有
権
説
と
二
重
信
託
論

日
本
国
憲
法
の
国
民
主
権
原
理
を
ル
ソ
ー
以
来
の

「人
民
主
権

（プ
ー
プ
ル

主
権
と

原
理
と
解
し
、

こ
れ
に

「地
方
自
治
」
の
根
拠
を
求
め
る
杉
原
教
授

は
、

「日
本
国
憲
法
の
国
民
主
権
原
理
は
ル
ソ
ー
以
来
の

『人
民
主
権
』
原
理

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、

こ
の

『人
民
主
権
』
原
理
が

『充
実
し
た
地
方
自

民
主
制
の
実
現
が
困
難
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

体
制
が
と
ら
れ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、

住
民
が

高
度
に
専
門
分
化
し
分
業

、
直
接
民
主
主
義
の
方
法

2



治
』

の
体
制
を
求

め

る
趣
旨

で
あ

る
と
解
釈

で
き

る
」
と

さ
れ
る

（新

固
有
権

説
）
。

そ
し

て
、

「
現
代
代
表
制

は
、

古
典
的
代
表
制

の
場
合
と
異
な

っ
て
、

直
接

民
主
制
と
対

立
し
、

そ
れ
を
排
除

し
よ
う

と
す

る
も

の
で
は
な

い
。

そ
れ
は
、

直
接
民
主

制

が
実
行
困
難

で
あ

る
と

こ
ろ
か
ら
、

次
善

の
策

と
し

て
認

め
ら
れ

て

い
る

も

の
で
、

そ

の
代
替
物

と
な

る
こ
と
を
求

め
ら
れ

て

い
る
。

し
た
が

っ
て
、

憲
法
上
直
接

民
主
制
を
排
除
す

る
明
示
的
な
規
定

が
な
け

れ
ば
、

法
律
等

で

そ
れ
を
導

入
す

る

こ
と

は
、

許
さ
れ

て

い
る
だ
け

で
な
く
、　

一
定

の
状
況

に

お

い
て
は
、

『人

民

に
よ

る
、

人
民

の
た
め

の
政
治
』

の
確
保

の
た
め

に
積

極
的

に
求

め
ら
れ
る
は
ず

で
あ
る
。

立
法
府

・
行

政
府

間

の
対
立

の
問
題
、

代
表
機

関

の
機
能
不
全

の
状
況
、

そ

の
よ
う

な
状
況
下

に
お
け

る
民
意
を

二

分
す

る
よ
う

な
国

民

（住

民
）
生
活

に
と

っ
て
の
重
大
問
題

の
処
理
な
ど
が

考
え
ら
れ
る
。

」

「
日
本
国
憲
法

は
、

地
方
公
共
団
体

の
意
思

の
決
定

に

つ
い
て
は
地
方
議
会

に

よ
る
意

思
決
定

を
当
然

の
こ
と
と
し

て

い
る
わ
け

で
は
な
く
、

と
く

に
重
要

な
問
題

に

つ
い
て
は
、

住
民
自
身

に
よ
る
意
思

の
決
定
を
重
視

し

て

い
る
も

の
と
解

さ
れ

る
。

」

と

さ
れ

て

い
る

。

「
人

民

将

も

下

（仏

江

と

は
、

政
治

に
参

加

で
き

る
年

齢

に
達

し
た
成

人

市
民

の
集
合
体
を
指

し
、

国
籍
保
持
者

の
総
体
と

し

て
観
念

さ
れ
た
抽
象
的

で

観

念

的
な

「
国

民

罵

命一目

」

と

は
異

な

る
も

の
で
あ

る
。

そ

し

て
、

「
人
民
主

権

（プ

ー
プ

ル
主
権
こ

の
原
理

の
下

で
は
、

各
市

民

・、
住
民

が
自

ら
主
権

（統

治
権
）
を
行
使
、

す
な
わ
ち
政
治

に
参
加

す

る

「
直
接

民
主

政
」

が
原
則
と

さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
一。
ず
…
…
十・‐…！！
■
≡
≡
■
〓
！ヽ

健
．

今
日
、

こ
の
よ
う
な
主
権
の
行
使

（自
治
立
法
権
、
自
治
行
政
権
、
自
治
財

政
権
等
）
が

「地
方
政
府
」
と
し
て
の
自
治
体
に
委
ね
ら
れ
る
場
合
に
も
、

国

民
か
ら
国

（中
央
政
府
）
に
信
託
さ
れ
た
主
権
の
行
使
の
権
能
の
一
部
が
地
方

自
治
体
に
再
委
任
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

地
方
自
治
体
の
自
主
立
法

権
、
自
主
行
政
権
等
は
、

国
と
並
列
的
に
、

憲
法
に
よ
り
直
接
地
方
自
治
体
に

与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

国
民
は
中
央
政
府
と
し
て
の
国
に
主
権
の
行
使
の
全
て
を
信
託
し
た
の
で
は
な

く
、

国
家
レ
ベ
ル
の
こ
と
は
国
に
、
地
方
レ
ベ
ル
の
こ
と
は
自
治
体
に
そ
れ
ぞ

れ
信
託
し
て
い
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る

（二
重
信
託
論
）。

す
で
に
！―
政
府
の
国
会
容
弁
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
た

日
本
国
憲
法
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

平
成
八
年
一
二
月
六
日
、

衆
議
院
予

算
委
員
会
に
お
い
て
、

管
直
人
委
員
の

「主
権
者
で
あ
る
国
民
が
自
治
体
の
議

会
を
選
ん
で
、

そ
こ
で
条
例
を
制
定
す
る
と
い
う
の
は
一
つ
の
国
民
主
権
か
ら

導
か
れ
た
機
能
で
す
の
で
、

そ
こ
で
も
う

一
つ
の
条
例
制
定
権
が
あ
り
、

そ
し

て
、
自
治
体
は
そ
れ
に
基
づ
く
一
つ
の
行
政
権
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ

に
つ
い
て
ど
う
い
う
見
解
を
お
持
ち
か
、

お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
」
と
の
質

問
に
対
し
、

大
森
内
閣
法
制
局
長
官

（当
時
）
は
、

「地
方
公
共
団
体
に
属
す

る
地
方
行
政
執
行
権
を
除
い
た
意
味
に
お
け
る
行
政
の
主
体
は
、

最
高
行
政
機

関
と
し
て
は
内
閣
で
あ
る
」
と
答
え
、

「行
政
」
の
す
べ
て
が
内
閣
に
属
す
る

の
で
は
な
く
、

「地
方
公
共
団
体
に
属
す
る
地
方
行
政
執
行
権
を
除
い
た
意
味

に
お
け
る
行
政
」
が
内
閣
に
属
す
る
と
の
解
釈
を
示
し
た
。



一
３

一
栗
山
町
議
会
の
挑
戦
と
議
会
基
本
条
例

こ
の
よ
う
に
、

わ
が
国
の
地
方
自
治
の
重
要
な
柱
の
一
つ
で
あ
る
住
民
自
治

に
関
し
て
、

直
接
民
主
主
義
を
重
視
す
る
考
え
方
が
勢
い
を
増
し
つ
つ
あ
る
中

で
、

上
述
の
よ
う
に
そ
の
本
来
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
の
か
、

批
判
の
声
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
地
方
議
会
が
変

革
を
追
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

は
、

自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
。

二
元
代
表
制
の
下
で
首
長
と
並

び
、

間
接
民
主
制
の
も
う

一
方
の

柱
た
る
べ
き
地
方
議
会
は
、

地
方

分
権
時
代
の
到
来
を
迎
え
、

今
後

い
か
に
対
応
し
て
い
く
べ
き
か
と

い
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

こ
れ
に
対
す
る
答
え
の

一
つ

が
、

平
成

下
八
年
五
月

一
八
日
に

制
定
さ
れ
た
北
海
道
栗
山
町
議
会

基
本
条
例
を
第

一
号
と
す
る
議
会

基
本
条
例
制
定
の
動
き
で
あ
る
。

平
成
二
一
年
七
月
現
在
、

北
海
道

か
ら
九
州
ま
で
全
国
の
大
三
議
会

で
議
会
基
本
条
例
が
制
定
さ
れ
て

お
り
、

制
定
の
動
き
が
急
速
に
全
国
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
８

栗
山
町
議
会
基
本
条
例
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

二
元
代
表
制
下
に
お
け
る
地
方
議

会
の
役
割
に
対
す
る
自
覚
と
、

首
長
に
対
す
る
政
策
提
示
と
監
視
機
能
の
発
揮

に
際
し
て
の
住
民
意
思
の
尊
重
に
あ
り
、

内
容
的
に
は
、

年
一
回
の
議
会
報
告

会
の
開
催
の
義
務
化
、

町
民
や
団
体
と
の
意
見
交
換
の
た
め
の
議
会
主
催
に
よ

る
一
般
会
議
の
設
置
、

重
要
な
議
案
に
対
す
る
議
員
の
賛
否
の
公
表
、

議
員
の

質
問
に
対
す
る
町
長
や
町
職
員
の
反
問
権
の
付
与
、

政
策
形
成
過
程
に
関
す
る

資
料
の
提
出
の
義
務
化
な
ど
議
会
が
果
た
す
べ
き
役
割
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
推
進
し
て
き
た
橋
場
利
勝
議
長
に
よ
れ
ば
、

栗
山
町
で
は
、

む
し

ろ
、

事
実
上
の
取
組
み
が
先
行
し
た
も
の
で
あ
り
、

町
民
に
対
す
る

「議
会
報

告
会
」
を
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
よ
う
と
の
発
想
の
中
か
ら
、

議
会
基
本
条
例
が

結
果
と
し
て
誕
生
し
て
き
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

議
会
と
住
民
と
の
間
の
意
識

の
ず
れ
を
感
じ
て
い
た
橋
場
議
長
の
下
、

習
心
い
切
っ
て
や
っ
て
み
た
」
議
会

報
告
会
の
成
功
と
こ
れ
を
今
後
も
続
け
て
ほ
し
い
と
の
住
民
の
要
望
を
受
け

て
、

議
会
報
告
会
を
条
例
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
全
国
の
ト
ツ
プ
を
切
る
議

会
基
本
条
例
の
制
定
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

栗
山
町
議
会
基
本
条
例
は
、

主
権
者
は
あ
く

ま
で
町
民
で
あ
り
、

「町
民
の
意
思
を
町
政
に
的
確
に
反
映
さ
せ
」
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
の
直
接
民
主
主
義
的
な
考
え
か
た
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
。栗

山
町
議
会
基
本
条
例
の
前
文
は
、

町
議
会
と
町
長
の

「
二
つ
の
代
表
機
関
は
、
と
も
に
町
民
の
信
託
を
受
け
て
活
動
し
、

議
会
は
多

人
数
に
よ
る
合
議
制
の
機
関
と
し
て
、

ま
た
町
長
は
独
任
制
の
機
関
と
し

日本で最初の議会基本条例 を制定 した北海道栗山町議会において全国の地方議
会からの視察団に説明する橋場利勝議長。平成21年 8月 20日撮影
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て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る
特
性
を
い
か
し
て
、

町
民
の
意
思
を
町
政
に
的
確

に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
競
い
合
い
、

協
力
し
合
い
な
が
ら
、

栗
山
町
と
し
て

の
最
良
の
意
思
決
定
を
導
く
共
通
の
使
命
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
」

と
規
定
す
る
。

そ
し
て
、

「特
に
地
方
分
権
の
時
代
を
迎
え
て
、
自
治
体
の
自
主
的
な
決
定
と
責
任
の
範

囲
が
拡
大
し
た
今
日
、

議
会
は
、

そ
の
持
て
る
権
能
を
十
分
に
駆
使
し
て
、

日

圏

副

矧

剰

利

剰

刻

劉

耐

鳳

引

割

引

留

倒

矧

町
民
に
明
ら
か
に
す
る
責
務
を
有
し
て
い
る
。
自
由
か
っ
達
な
討
議
を
と
お

し
て
、
こ
れ
ら
論
点
、

争
点
を
発
見
、

公
開
す
る
こ
と
は
討
論
の
広
場
で
あ

る
議
会
の
第
一
の
使
命
で
あ
る
」
（以
上
、

傍
線
は
筆
者
）

と
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
市
民
参
加
は
行
政
サ
イ
ド
ヘ
の
市
民
参
加
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
り
、

市
民
が
議
会
を
通
し
て
自
治
体
の
政
策
形
成
に
参
加
す
る
と
い

う
取
組
み
は
少
な
か
っ
た
が
、

栗
山
町
を
は
じ
め
全
国
で
制
定
さ
れ
て
い
る
議

会
基
本
条
例
の
多
く
は
、

議
会
が
機
関
と
し
て
の
そ
の
活
動
報
告
を
住
民
に
対

し
て
組
織
的
に
行
う
議
会
報
告
会
、

議
題
を
設
定
し
て
住
民
と
意
見
交
換
を
行

う
場
の
設
定
な
ど
市
民
参
加
を
重
要
な
も
の
と
位
置
付
け
て
い
る
と
と
も
に
、

請
願

・
険
情
を
市
民
か
ら
の
政
策
提
案
と
位
置
付
け
る
な
ど
市
民
を
重
視
し
た

取
組
み
を
定
め
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
、

わ
が
国
地
方
自
治
に
お
け

る
直
接
民
主
主
義
的
傾
向
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
４

一
結
論
―
―
住

民
自
治
と
地
方
議
会

の
責
任

栗
山
町
の
町
民
に
対
す
る

「議
会
報
告
会
」
や

「
一
般
会
議
」
に
お
い
て

は
、

回
を
重
ね
る
度
に
、

い
わ
ば
町
民
の
意
識
が
向
上
し
、

単
な
る
陳
情
か
ら

財
政
問
題
等
の
町
の
課
題
に
対
す
る
意
見
表
明
に
変
わ
っ
て
き
た
と
い
わ
れ

る
。

「町
民
の
意
思
を
町
政
に
的
確
に
反
映
さ
せ
る
」
と
い
っ
て
も
、

町
民
の

意
見
を
単
純
に
鵜
呑
み
す
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

議
員
と
町
民
の

討
論

（デ
ィ
ベ
ー
ト
）
の
過
程
で
議
員
も
町
民
も
文
字
ど
お
り
互
い
に
切
磋
琢

磨
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
住
民
自
治
が
充
実
、

強
化
さ
れ
て
い
く
点
に
こ
そ
重
要

な
意
義
が
あ
る
。

橋
場
議
長
も
言
う
よ
う
に
、

出
席
し
た
町
民
の
一
部
と
議
員

の
間
で
意
見
が
食
い
違
っ
た
よ
う
な
場
合
に
最
終
的
に
決
定
を
行
い
、

責
任
を

取
る
の
は
議
会
で
あ
る
。

ま
た
、

こ
の
八
月
か
ら
栗
山
町
で
は
、

議
会
モ
ニ
タ
ー
制
を
発
足
さ
せ
、

さ

ら
に
町
民
の
意
思
を
町
政
に
反
映
す
る
試
み
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

募

集
に
応
じ
た
町
民
が
少
な
か
っ
た
た
め
、

実
際
は
議
会
側
の
主
導
で
人
選
を
行

っ
た
。

住
民
自
治
は
、

そ
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
割
に
は
現
状
は
ま
だ
ま
だ

住
民
側
の
意
欲
が
高
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、

直
接
民
主
制
が
理
想
で
あ
る
に
し
て
も
、

「住
民
が
、

直
接
民
主

主
義
の
方
法
で
国
家
行
政
、

地
方
行
政
に
参
与
し
、

個
々
具
体
の
行
政
条
件
に

つ
い
て
一
貫
性
と
展
望
を
も
っ
て
賢
明
な
選
択
を
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
」

い
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
住
民
か
ら
選
ば
れ
た
代
表
者
と
し
て
の
地
方
議
会
議
員

の
役
割
と
責
任
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。



上
述
の
ベ
リ
ク
レ
ス
は
、

ヨ

般
民
衆
を
統
御
し
、

民
衆
の
意
向
に
従
う
よ

り
も
己
れ
の
指
針
を
も
つ
て
民
衆
を
導
く
こ
と
を
常
と
し
た
。

こ
れ
は
ベ
リ
ク

レ
ス
が
日
先

一
つ
で
権
力
を
得
よ
う
と
し
て
人
に
堀
び
な
か
つ
た
た
め
で
あ

り
、

世
人
が
ゆ
だ
ね
た
権
力
の
座
に
あ
つ
て
は
、

聴
衆
の
意
に
さ
か
ら
つ
て
も

己
れ
の
善
し
と
す
る
と
こ
ろ
を
主
張
し
た
た
め
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。

そ
し

て
、

「そ
の
名
は
民
主
主
義
と
よ
ば
れ
た
に
せ
よ
、

実
際
は
秀
逸
無
二
の
一
市

民
に
よ
る
支
配
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
」
と
ま
で
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

リ
ー
ダ
ー
の
い
な
い
民
主
主
義
は
、

衆
愚
政
治
に
陥
る
危
険
性
を
常
に
持

つ
。

栗
山
町
議
会
の
経
験
を
見
て
も
、

直
接
民
主
主
義
的
な
住
民
自
治
が
そ
う

簡
単
に
実
現
す
る
と
は
思
え
な
い
。

む
し
ろ
、

安
易
な
直
接
民
主
主
義
の
横
行

は

「プ
レ
ビ
シ
ッ
ト
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、

民
主
主
義
の
敵
対
者
に

転
化
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
す
ら
あ
る
。

住
民
と
の
溝
を
埋
め
、

二
元
代
表
制
の

確
立
を
図
？
て
い
く
こ
と
は
、

地
方
議
会
に
課
せ
ら
れ
た
現
下
の
重
要
な
課
題

で
あ
る
が
、

こ
れ
に
加
え
、

今
後
は
、

住
民
と
の
率
直
、

真
摯
な
討
論
に
よ
り
、

と
も
に
自
己
改
革
を
遂
げ
、

地
方
政
治
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
地
域
の
課
題
解
決

を
先
導
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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ツ
』
ぎ

ょ
う

せ

い
、

平
成

一
五
年

０
　
拙
著

「
ド
イ

ツ
の
地
方
議
会
と
直
接
民
主
制
」
自
治
体
国
際
化
協
会

『欧
米

に
お

け

る
地
方
議
会

の
制
度
と
運
用
』
平
成

一
七
年

四
月

働
　
平
成

一
五
年

二
月
、

地
方

六
団
体
地
方

分
権
改
革
推
進
本
部

「
『地
方
分
権
時
代

の
条
例

に
関
す

る
調
査
研
究
』

の
中
間
ま
と

め
亜
」

ω
　
兼
子
仁

「
自
治
体
住
民

の
直
接
民
主
主
義

的
権
利
」

『都
立
大
学
法
学
会
雑
誌

３２

ω
』

一
九
九

一
年

０
　
杉
原
泰
雄

『地
方
自
治

の
憲
法
論
』
、

動
車
書
房
、

二
〇
〇
二
年

ω
　
幸

田
雅
治

・
安
念
潤
司

・
生
沼
裕

『政
策
法
務

の
基
礎
知
識
』

第

一
法
規
十

二
〇

〇
四
年

の
　
橋
場
利
勝
栗
山
町
議
会
議
長

「
議
会
改
革
最
前
線
　
住
民
と
と
も

に
歩
む
　
栗
山

町
議
会

の
挑
戦
」
廣
瀬
克
哉

・
自
治
体
議
会
改
革

フ
オ
ー
ラ
ム
編

『議
会
改
革
白
書

二
〇
〇
九
年
版
』
生
活
社
、

平
成

二

一
年

０
　
廣
瀬
克
哉

『議
会
基
本
条
例

の
制
定

に

つ
い
て
』
所
沢
市
議
会
、

平
成

二
〇
年
九

月

二
二
日
調
査
委
託
議
決

∽
　
栗
山
町
議
会

『議
会
基
本
条
例

の
展
開
』
平
成

二

一
年

０
　
井

口
秀
作

「
Ｊ

・
カ
ダ
ー
ル
の

『半
直
接
民
主
制
』
論
」

一
橋
研
究
、

盟
０

¨
４．

‐

５９

　ヽ
一
九
九
三
年
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