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議
員
の
個
人
活
動
か
ら 

組
織
と
し
て
の
議
会
活
動
へ

　

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
自
治
体
の
防
災
対
策
や
危

機
対
応
に
地
方
議
会
が
登
場
す
る
こ
と
は
ま
ず
な

い
。
地
方
議
会
人
は
災
害
に
関
わ
る
対
応
分
野
に
つ

い
て
は
部
外
者
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
自
治
体
の
執

行
部
は
、
議
会
人
が
防
災
対
策
に
関
与
す
る
こ
と
を

忌
避
し
て
き
た
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
姿
で
あ
る
。
実

際
、
過
去
に
は
地
元
が
被
災
す
る
と
現
場
に
行
く
こ

と
を
求
め
、
自
身
の
選
挙
区
に
特
別
の
支
援
を
要
求

す
る
議
員
が
出
た
こ
と
が
あ
る
。
執
行
部
の
立
場
か

ら
す
る
と
、
災
害
対
応
は
脱
政
治
路
線
に
則
し
て

粛
々
と
進
め
る
べ
き
施
策
で
あ
る
。
そ
れ
が
政
治
化

す
る
と
、
日
本
の
地
方
行
政
が
得
意
と
す
る
法
律
に

基
づ
き
事
務
を
処
理
す
る
法
治
主
義
や
、
公
平
性
を

第
一
に
考
え
る
原
則
が
崩
れ
る
。
執
行
部
に
と
っ
て

防
災
対
策
の
政
治
化
は
な
ん
と
し
て
も
避
け
た
い
政

策
選
択
で
あ
る
。

　

行
政
職
の
職
員
に
対
し
て
、「
地
元
議
員
と
防
災

に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
た
こ
と
が
あ
る
か
」
を
尋

ね
た
調
査
が
あ
る
。
調
査
結
果
は
、
被
災
経
験
の
有

無
に
関
係
な
く
９
割
を
超
え
る
自
治
体
職
員
が
、
災

害
対
策
に
関
し
て
議
員
と
相
談
し
た
こ
と
は「
な
い
」

と
回
答
し
て
い
る
。
府
県
レ
ベ
ル
に
な
る
と
、
議
員

と
意
見
交
換
を
行
っ
た
職
員
は
ゼ
ロ
に
な
る
。
職
員

数
が
６
０
０
人
を
超
え
る
大
規
模
自
治
体
で
は
、

職
員
の
１
割
近
く
が
議
会
人
に
防
災
に
関
す
る
意
見

を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
例
外
で
あ
る
。

通
常
は
、
自
治
体
職
員
が
地
方
議
員
に
災
害
対
策
に

つ
い
て
意
見
や
助
言
を
求
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
執
行
部
は
議
会
と
は
無
関
係
に
災
害
対
策

を
推
進
し
て
い
る
〔
防
火
・
危
機
管
理
促
進
協
会

（
２
０
１
７
）「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
災
害
対
応
経

験
の
継
承
に
関
す
る
調
査
研
究
」〕。

　

無
視
さ
れ
て
き
た
議
会
人
に
も
言
い
分
が
あ
る
。

二
元
代
表
制
で
選
出
さ
れ
た
議
員
に
は
、
住
民
の
安

心
と
安
全
を
守
る
義
務
が
あ
る
。
そ
れ
に
責
任
を
持

て
な
い
地
方
議
会
は
存
続
の
意
味
が
な
い
。
事
実
、

東
日
本
大
震
災
で
は
役
割
が
見
え
な
か
っ
た
議
員
に

対
し
て
住
民
か
ら
不
満
が
表
出
し
、
議
会
不
要
論
が

さ
さ
や
か
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
従
来
、
災
害
が
起

こ
る
と
議
員
は「
個
人
」と
し
て
行
動
す
る
の
が
通
例

に
な
っ
て
き
た
。
地
元
が
被
災
す
る
と
現
場
に
行
か

せ
ろ
と
叫
ぶ
議
員
が
い
る
が
、
そ
の
典
型
的
事
例
で

あ
る
。
今
後
、
議
会
人
は
個
人
で
な
く「
議
会
」と
い

う
組
織
を
中
心
に
防
災
対
応
に
関
わ
る
べ
き
で
あ

る
。
個
人
で
は
正
統
性
が
問
わ
れ
る
。
二
元
代
表
制

の
下
で
制
度
と
し
て
確
立
し
た「
議
会
」、
そ
れ
を
基

盤
に
防
災
や
危
機
管
理
に
関
わ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
地

方
議
会
の
災
害
対
応
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
。

こ
れ
が
実
現
す
る
と
、
執
行
部
の
反
応
も
自
ら
変
化

す
る
は
ず
で
あ
る
。

地
域
防
災
計
画
・
業
務
継
続
計
画
と 

受
援
力
の
向
上

　

組
織
と
し
て
活
動
す
る
地
方
議
会
に
は
、
防
災

二
元
代
表
制
と
災
害
対
応

─
議
会
人
の
立
ち
位
置
と
役
割
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対
策
の
分
野
で
い
く
つ
か
重
要
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
中
で
も
、
執
行
部
の
災
害

対
策
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
の
中
身
の
充
実
を
図
る

監
視
機
能
を
拡
大
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
れ

を
言
う
の
も
、
執
行
部
が
こ
れ
ま
で
準
備
し
て
き

た
災
害
対
策
に
は
、
ま
だ
ま
だ
改
善
の
余
地
が
残

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
最
近
、
内
閣
府
は
執

行
部
が
作
成
す
る
業
務
継
続
計
画
に
改
善
が
必
要

と
い
う
指
針
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
先
、
自
治

体
の
災
害
対
応
は
応
援
に
加
え
、
受
援
力
の
向
上

が
不
可
欠
と
い
う
の
が
内
閣
府
の
見
解
で
あ
る
。

　

応
援
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
で
関
西
広

域
連
合
が
ペ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
方
法
で
被
災
３
県

の
支
援
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
。
東
京

都
多
摩
地
区
の
26
市
で
も
５
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
被
災
自
治
体
を
支
援
し
た
実
績
が
あ
る
。
杉

並
区
は
姉
妹
都
市
関
係
を
活
用
し
、
関
連
自
治
体

が
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
被
災
地
を
応
援
し
た
事
例

が
残
る
。
内
閣
府
は
自
治
体
に
対
し
て
、
そ
う
し

た
団
体
相
互
の
支
援
体
制
を
制
度
と
し
て
確
立
す

る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

　

受
援
に
つ
い
て
も
内
閣
府
は
自
治
体
に
制
度
の

整
備
を
要
望
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
発
表
さ
れ

た
指
針
に
よ
る
と
、
自
治
体
は
今
後
、
受
援
班
や

受
援
担
当
を
新
し
く
置
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

ま
た
、
受
援
力
向
上
の
た
め
自
治
体
に
は
、
人
的

資
源
、
そ
れ
に
物
的
資
源
の
実
情
を
把
握
す
る
こ

と
が
肝
要
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
加
え
て
、
応
援
に

駆
け
つ
け
た
自
治
体
に
は
、
受
援
側
が
支
援
本
部

を
設
置
す
る
ス
ペ
ー
ス
を
提
供
す
る
こ
と
、
資
機

材
を
用
意
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
支
援
業
務
を
円
滑

に
進
め
る
た
め
の
作
業
環
境
を
整
え
る
こ
と
な
ど

が
求
め
ら
れ
る
。
内
閣
府
の
視
点
に
立
つ
と
、
支

援
側
職
員
の
宿
舎
を
確
保
す
る
こ
と
も
受
援
側
に

課
せ
ら
れ
る
重
要
な
役
目
で
あ
る
。

議
会
権
限
の
拡
大
と 

行
政
監
視
機
能
の
充
実

　

内
閣
府
は
そ
れ
ら
応
援
と
受
援
の
体
制
を
自
治

体
が
地
域
防
災
計
画
や
業
務
継
続
計
画
に
刷
り
込

む
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
成
果
は

ま
だ
ま
だ
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
実
績
を
残
す

市
町
村
は
1
割
程
度
に
止
ま
っ
て
い
る
。
今
後
、

自
治
体
の
受
援
力
向
上
が
大
き
な
課
題
に
な
る
が
、

そ
れ
を
執
行
部
だ
け
の
責
任
に
帰
す
こ
と
は
得
策

で
は
な
い
。
行
政
部
だ
け
に
任
せ
て
お
く
と
事
態

の
改
善
は
お
ぼ
つ
か
な
く
な
る
可
能
性
が
高
い
。

む
し
ろ
、
現
状
を
改
善
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
議
会

に
あ
る
。
地
域
防
災
計
画
や
業
務
継
続
計
画
を
議

会
が
精
査
し
中
身
の
補
強
を
図
る
、
そ
れ
が
こ
れ

か
ら
の
地
方
議
会
に
期
待
さ
れ
る
役
割
で
あ
る
。

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
、
議
会
に
は
地
方
自
治
法

九
六
条
二
項
の
規
程
を
援
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ

る
。
地
域
防
災
計
画
や
業
務
継
続
計
画
を
議
決
事

件
に
す
る
と
、
自
治
体
の
防
災
対
策
は
議
会
の
場

で
精
査
さ
れ
、
議
会
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
事
案

に
変
わ
る
。
結
果
、
自
治
体
の
災
害
対
策
は
幅
を

広
め
厚
み
を
増
す
可
能
性
が
高
ま
る
。

　

他
に
も
地
方
議
会
の
働
き
に
よ
っ
て
内
容
が
高

度
化
す
る
施
策
は
多
数
残
る
。
そ
れ
ら
の
い
く
つ

か
を
挙
げ
る
と
、
対
策
本
部
の
体
制
改
善
、
被
災

者
の
情
報
管
理
の
再
編
、
罹り
さ
い災
証
明
の
発
行
方
法
、

被
災
者
の
心
の
ケ
ア
、
そ
れ
に
仮
設
住
宅
の
開
設

促
進
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
執
行
部
の
財
源

不
足
、
手
薄
な
人
手
、
そ
れ
に
他
の
部
署
と
の
協

力
体
制
の
欠
如
や
、
役
所
内
部
の
理
解
が
得
ら
れ

な
い
な
ど
の
理
由
で
、
再
構
築
が
遅
れ
て
き
た
施

策
で
あ
る
。
こ
う
し
た
案
件
に
つ
い
て
は
、
地
方

議
会
が
行
政
監
視
機
能
を
フ
ル
に
活
用
し
、
災
害

対
策
を
再
編
成
す
る
糸
口
を
見
い
だ
す
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
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