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関
は
、
首
長
と
行
政
委
員
会
（
市
町
村
で
あ
れ
ば
、
教

育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
人
事
委
員
会
ま
た

は
公
平
委
員
会
、
農
業
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
、
監
査
委
員
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の

代
表
で
あ
る
首
長
も
議
員
と
同
様
に
住
民
の
直
接
選

挙
で
選
ば
れ
ま
す
。
こ
れ
を「
二
元
代
表
制
」と
い
い
ま

す
。
従
っ
て
、
議
会
の
議
員
も
首
長
も
住
民
の
直
接
選

挙
で
選
任
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
究
極
的
に
は
、
住

民
の
信
任
、
信
頼
が
自
治
体
存
続
の
基
本
に
な
り
ま

す
。
従
っ
て
、
住
民
か
ら
の
批
判
や
信
頼
を
喪
失
さ
せ

る
こ
と
を
自
治
体
が
招
く
、
換
言
す
れ
ば
住
民
に
対

し
て
説
明
で
き
な
い
こ
と
、
説
明
し
て
も
納
得
し
て
も

ら
え
な
い
こ
と
を
自
治
体
あ
る
い
は
職
員
が
行
う
こ
と

が
、「
自
治
体
の
危
機
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
職
員
の
不
祥
事
が
そ
の
代
表
格
と
い
え
ま
す
。

危
機
の
態
様

　

自
治
体
の
危
機
を
考
え
る
に
お
い
て
、
そ
の
態
様

と
し
て
自
然
災
害
の
危
機
と
人
為
的
危
機
に
大
別
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
予
期
せ
ず
、

突
発
的
に
起
き
る
の
が
危
機
の
特
徴
と
い
え
ま
す
。

（
1
）
自
然
災
害
の
危
機
と
し
て
は
、
①
大
規
模
地
震

②
津
波
③
台
風
④
火
山
噴
火
⑤
集
中
豪
雨
⑥
河
川
氾

濫
⑦
ダ
ム
崩
壊
⑧
山
崩
れ
⑨
竜
巻
な
ど
が
あ
り
、
台

風
や
集
中
豪
雨
も
地
球
の
温
暖
化
の
影
響
な
ど
に
よ

り
発
生
頻
度
が
以
前
に
比
較
し
て
多
く
発
生
し
て
い

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

自
然
災
害
に
つ
い
て
は
、「
災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ

に
や
っ
て
く
る
」の
教
訓
か
ら
、
長
い
ス
パ
ー
ン
で
見

て
い
か
な
い
と
判
断
を
誤
り
ま
す
。
平
成
７
年
１
月

17
日
の
阪
神
淡
路
の
大
震
災
に
お
い
て
、
こ
の
地
域

は
１
０
０
年
の
中
で
は
大
き
な
地
震
が
な
か
っ
た
わ

け
で
す
が
、
地
球
の
歴
史
は
46
億
年
な
の
で
す
。
地

球
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
数
百
年
の
時
間
は
一
瞬
前
の

こ
と
な
の
で
す
。
自
然
災
害
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

も
起
こ
り
得
る
と
い
う
発
想
を
持
た
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

（
２
）
人
為
的
危
機
と
し
て
は
、
①
戦
争
②
侵
略
③
国

際
テ
ロ
④
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
火
災
⑤
ガ
ス
爆
発
⑥
原
子

力
事
故
⑦
航
空
機
事
故
⑧
大
型
船
舶
の
事
故
⑨
高
層

ビ
ル
・
地
下
街
火
災
⑩
タ
ン
カ
ー
重
油
流
出
事
故
、

そ
の
ほ
か
に
⑪
自
治
体
の
不
祥
事
も
こ
こ
に
該
当
し

ま
す
。
そ
の
中
で
自
治
体
の
不
祥
事
を
詳
細
に
見
ま

す
と
、
自
治
体
の
施
設
な
ど
（
庁
舎
、
河
川
、
道
路
、

公
園
、
プ
ー
ル
な
ど
）
で
生
じ
る
事
故
と
、
公
務
員

に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
公
務
員
の

故
意
に
よ
る
も
の
（
汚
職
、
官
製
談
合
、
公
金
の
横

領
、
セ
ク
ハ
ラ
、
体
罰
な
ど
）
と
過
失
に
よ
る
も
の

（
公
用
車
の
事
故
、
教
師
の
不
注
意
に
よ
る
児
童
の

け
が
な
ど
）が
あ
り
ま
す
。

自
然
災
害
お
よ
び
人
為
的
危
機
と 

自
治
体
の
危
機
対
応
と
の
関
係

　

台
風
や
地
震
と
い
う
自
然
災
害
の
発
生
そ
の
も
の

に
対
し
住
民
が
居
住
し
て
い
る
自
治
体
に
苦
情
や
ク

レ
ー
ム
を
つ
け
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ク
レ
ー
ム
が
つ
く
と
す
れ
ば
毎
年
発
生
す
る
台
風
に

対
し
事
前
対
策
が
取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
あ

る
い
は
い
つ
発
生
し
て
も
お
か
し
く
な
い
時
期
に
来

て
い
る
地
震
に
対
し
、
も
う
少
し
事
前
準
備
を
施
し

て
お
い
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
ク
レ
ー
ム

は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
多
く
の

ク
レ
ー
ム
が
台
風
、
地
震
、
津
波
な
ど
の
自
然
災
害

が
発
生
し
た
場
合
に
、
自
治
体
の
対
策
の
遅
さ
、
対

策
内
容
の
不
十
分
さ
、
自
治
体
職
員
の
危
機
意
識
の

欠
如
な
ど
の
指
摘
や
不
満
で
あ
る
こ
と
は
十
分
考
え

ら
れ
る
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
自
然
災
害
に
対
し
て

は
、
発
生
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
発
生
の
前
後
に
か

か
る
対
策
に
対
し
住
民
か
ら
自
治
体
に
対
し
不
満
や

苦
情
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
、
人
為
的
危
機
の
場
合
、
特
に
自
治

体
の
不
祥
事
に
関
し
て
は
発
生
そ
の
も
の
に
対
し
自

治
体
に
不
満
な
ど
が
ぶ
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。
不

祥
事
が
継
続
的
に
発
生
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
自
治

体
に
対
す
る
市
民
の
不
信
感
は
計
り
知
れ
な
い
も
の

と
な
り
、
行
政
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
な

り
ま
す
。

自
治
体
の
危
機

　

国
、
自
治
体
お
よ
び
民
間
企
業
に
お
い
て
発
生
し
た

危
機
に
対
し
て
対
応
の
遅
れ
や
誤
っ
た
処
理
が
行
わ
れ

れ
ば
、
多
く
の
市
民
か
ら
「
危
機
管
理
が
で
き
て
い
な

い
」
と
非
難
さ
れ
る
の
が
今
日
の
社
会
状
況
で
す
。
ま

た
、
危
機
管
理
が
こ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
時
代
は
過
去

に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
危
機
を
考
え
る
際
に
よ
く
言

わ
れ
る
も
の
に
、
人
生
に
は
三
つ
の
坂
が
あ
る
と
い
わ

れ
ま
す
。
こ
の
人
生
と
は
人
で
あ
り
、
会
社
で
あ
り
、

自
治
体
で
も
あ
り
ま
す
。
対
社
会
と
の
接
点
が
あ
る

主
体
に
は
常
に
三
つ
の
坂
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
の
坂

は
上
り
坂
、
二
つ
目
の
坂
は
下
り
坂
、
そ
し
て
三
つ
目

の
坂
は「
ま
さ
か
」と
い
う
坂
で
す
。
こ
の
坂
が
危
機
で

あ
り
、
こ
の
坂
を
ど
う
ク
リ
ア
す
る
か
が
危
機
管
理
の

問
題
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
自
治
体
の
危
機
管
理
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
自
治
体
の
危
機
と
は
何
か
。
自
治
体
の
危

機
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
対
比
す
る
概
念
と
し
て
民

間
企
業
の
危
機
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
自
治
体
の
危

機
が
鮮
明
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

民
間
企
業
の
危
機
に
は
多
種
多
様
な
危
機
が
あ
り

ま
す
が
、
究
極
の
危
機
は
会
社
の
倒
産
で
し
ょ
う
。
会

社
自
体
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
、
こ

れ
以
上
の
危
機
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
帰

属
し
て
い
た
社
員
た
ち
も
必
然
的
に
そ
の
身
分
を
失

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
一
生
を
か
け
た
会
社
に
先
立
た

れ
」
と
い
う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
川
柳
は
そ
れ
を
端
的
に
物

語
っ
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
民
間
企
業
の
倒

産
と
い
う
形
態
は
現
在
の
自
治
体
に
関
す
る
法
制
度

に
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
自
治
体
は
公
益
目
的
と
し
て

存
在
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
自
治
体
が
倒
産
し
た
場

合
に
一
番
困
る
の
は
そ
の
自
治
体
の
住
民
で
す
。
従
っ

て
、
制
度
的
に
も
自
治
体
の
倒
産
を
認
め
る
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
。
あ
え
て
類
似
の
も
の
を
探
す
と
す
れ

ば
、
第
一
は
財
政
再
建
団
体
の
指
定
が
あ
り
、
今
日
の

北
海
道
の
夕
張
市
、
十
数
年
前
の
福
岡
県
の
赤
池
町

で
す
。
こ
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
国
や
都
道
府

県
か
ら
幾
多
の
人
的
、
物
的
、
金
銭
的
な
ど
の
規
制

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
て
も
指
定
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
夕
張
市
の
法
人
格
が
な
く
な
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
の
職
員
も
指
定
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
身
分
が
喪
失
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
民
間
の
倒
産
と
同
視
で
き
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
第
二
に
合
併
が
あ
り
ま
す
。

平
成
11
年
３
月
に
３
２
３
２
あ
っ
た
市
町
村
（
６
７
０

市
、
１
９
９
４
町
、
５
６
８
村
）
が
平
成
22
年
３
月
末

の
時
点
で
１
７
２
７
市
町
村
（
７
８
６
市
、
７
５
７
町
、

１
８
４
村
）
に
半
減
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
合
併
で
首

長
ら
三
役
と
議
員
が
約
２
万
１
０
０
０
人
減
り
、
職
員

も
約
１
５
４
万
人
が
１
３
１
万
人
に
減
り
ま
し
た
。
こ

の
合
併
に
は
、
新
設
合
併
（
対
等
合
併
、
Ａ
市
と
Ｂ
市

に
よ
り
Ｃ
市
が
誕
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
代
表
的
な
も

の
と
し
て
は「
さ
い
た
ま
市
」が
あ
り
ま
す
。）と
編
入
合

併
（
吸
収
合
併
、
Ｄ
市
に
Ｅ
町
と
Ｆ
村
が
吸
収
さ
れ
る

も
の
で
あ
り「
浜
松
市
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。）が
あ
り
ま

す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
今
ま
で
職
員
が
所
属
し
て
い

た
自
治
体
が
合
併
に
よ
り
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
が

あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
職
員
の
身
分
が
喪
失
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
合
併
と
い
え
ど
も

民
間
企
業
の
倒
産
と
同
様
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
自
治
体
の
危
機
と
は
何
か
。
自
治
体
に

は
議
決
機
関
と
執
行
機
関
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
議

員
は
住
民
に
よ
る
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
議

決
機
関
と
し
て
議
会
を
構
成
し
ま
す
。
ま
た
、
執
行
機

危
機
管
理
対
応
①

市
町
村
ア
カ
デ
ミ
ー
客
員
教
授　
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