
今
年
６
月
地
方
自
治
法
が
改
正

さ
れ
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
「
指

示
権
」
を
明
記
し
、
国
が
地
方
自
治
体

に
対
し
て
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
た
。
大
規
模
災
害
、

感
染
症
、
そ
の
他
「
国
民
の
安
全
に
重

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
」
に
対
応
す

る
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
法
改

正
に
至
る
過
程
で
「
そ
の
他
」
に
は
「
武

力
攻
撃
」
の
想
定
が
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
国
と
地
方
自
治

体
は
「
対
等
・
協
力
」
が
原
則
で
あ
り
、

「
地
方
分
権
一
括
法
」
で
明
確
化
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
町
内
会
な
ど
の
住
民

自
治
組
織
に
対
し
、
行
政
の
業
務
を
担

わ
せ
る
「
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体
」

制
度
も
規
定
し
た
。
地
方
自
治
と
住
民

組
織
に
補
充
的
な
指
示
と
し
て
国
の
関

与
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
は
看
過
で
き

ず
、
町
の
見
解
を
伺
う
。
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今
回
の
改
正
は
、
①
地
方
公
共
団
体

の
現
場
の
意
見
な
ど
を
確
実
に
聞
き
、

実
情
を
適
切
に
踏
ま
え
た
運
用
と
な
る

こ
と
、
②
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た
地
方

分
権
の
推
進
を
損
な
う
こ
と
な
く
地
方

公
共
団
体
へ
の
国
の
関
与
は
必
要
最
小

限
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
③
国
と
普
通

地
方
公
共
団
体
と
の
関
係
等
の
限
定
的

な
特
例
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
受
け
止

め
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
改
正
は

立
法
の
必
要
性
を
裏
付
け
る
事
実
が
極

め
て
乏
し
い
た
め
、
万
が
一
に
備
え
て

規
定
を
設
け
た
と
し
か
解
釈
の
し
よ
う

が
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

　

今
回
新
た
に
設
け
ら
れ
た
「
指
定
地

域
共
同
活
動
団
体
」
制
度
は
、
地
域
の

多
様
な
主
体
の
連
携
と
協
働
を
推
進

し
、
自
治
体
が
担
っ
て
き
た
住
民
生
活

に
関
わ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
等
を
地
域
の

特
定
団
体
に
委
ね
て
い
く
と
い
う
制
度

で
あ
り
、
具
体
的
に
は
各
自
治
体
が
条

例
で
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

法
律
上
、
指
定
地
域
共
同
活
動
団
体

は
、
地
縁
に
よ
る
団
体
や
当
該
団
体
を

主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
と
規
定
し

て
お
り
、
地
方
制
度
調
査
会
の
「
ポ
ス

ト
コ
ロ
ナ
の
経
済
社
会
に
対
応
す
る
地

方
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
答
申
」
の

中
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、

企
業
と
い
っ
た
地
域
社
会
の
多
様
な
主

体
が
連
携
・
協
働
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
や
課
題
解
決
の
担
い
手
と
し
て
よ
り

一
層
、
主
体
的
に
関
わ
っ
て
い
く
環
境

を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。

　

制
定
に
至
っ
た
経
緯
や
制
度
の
趣
旨

に
つ
い
て
は
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
本
町
に
お
い
て
は
、
既
に
こ
れ
ま

で
推
進
し
て
き
た
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

が
こ
の
度
、
制
度
化
さ
れ
た
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
捉
え
て
い
る
の
で
、
引

き
続
き
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

い
た
だ
き
な
が
ら
、
協
働
の
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
き
た
い
。

長
期
の
経
済
低
迷
は
少
子
化
を

招
い
て
き
た
。
若
者
が
安
心
し

て
子
ど
も
を
産
み
育
て
る
環
境
づ
く
り

が
急
が
れ
る
。
町
の
将
来
の
出
生
率
目

標
は
１
・
55
だ
が
届
い
て
い
な
い
。

⑴
２
０
２
３
年
の
出
生
率
と
推
移

⑵
少
子
化
を
加
速
さ
せ
な
い
た
め
の

２
０
３
０
年
ま
で
の
取
組

⑶
２
０
２
６
年
度
か
ら
す
べ
て
の
自
治

体
で
実
施
と
さ
れ
て
い
る
「
こ
ど
も
誰

で
も
通
園
制
度
」
は
責
任
あ
る
保
育
と

は
言
え
な
い
が
ど
う
か
。
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長

町　
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⑴
本
町
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
、
５
年

間
ご
と
に
公
表
さ
れ
る
国
の
人
口
動
態

統
計
に
よ
る
と
、
平
成
20
年
か
ら
24
年

の
５
年
間
が
１
・
46
、
25
年
か
ら
29
年

が
１
・
41
、
30
年
か
ら
令
和
４
年
が
１
・

46
と
な
っ
て
い
る
。

⑵
妊
娠
か
ら
出
産
、
子
育
て
期
を
通
じ

て
寄
り
添
い
な
が
ら
、
子
育
て
支
援
に

関
す
る
施
策
を
実
施
し
て
い
る
。

　

不
妊
・
不
育
治
療
の
助
成
や
、
子
ど

も
医
療
費
の
助
成
な
ど
経
済
的
負
担
を

軽
減
す
る
と
と
も
に
、
子
育
て
世
帯
の

困
り
ご
と
に
適
切
に
対
応
で
き
る
相
談

体
制
の
充
実
な
ど
を
通
じ
て
、
産
み
育

て
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
引
き
続
き
進

め
て
い
く
。

⑶
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
は
不
定
期

な
通
園
が
見
込
ま
れ
、
子
ど
も
に
負
担

を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

受
け
皿
と
な
る
保
育
所
等
に
新
た
な
役

割
と
責
任
が
加
わ
る
た
め
、
保
育
現
場

の
負
担
増
や
人
員
不
足
と
い
っ
た
問
題

が
考
え
ら
れ
る
。

　

町
と
し
て
は
、
保
育
の
質
が
確
保
さ

れ
る
か
と
い
う
観
点
を
持
ち
な
が
ら
、

今
後
の
国
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

答問
万
が
一
に
備
え
て
規
定
を
設
け
た
と
し
か
解
釈
の

し
よ
う
が
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る

地
方
分
権
の
流
れ
に
逆
行
す
る
地
方
自
治
法
の
改

正
に
つ
い
て

■ 一 般 質 問 ■ 

⓭

問

2024.11 月号

中橋　友子 議員
（副議長）

答問

産
み
育
て
や
す
い
環
境
づ
く
り

を
引
き
続
き
進
め
て
い
く

少
子
化
対
策
に
つ
い
て

問


