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し
た
。
役
所
そ
の
も
の
が
流
さ
れ
た
事
例
、
首
長
が

命
を
落
と
す
と
い
う
想
像
も
し
な
か
っ
た
事
態
が
出

て
き
た
。
な
に
よ
り
も
、
災
害
の
規
模
が
単
独
の
自

治
体
で
は
対
応
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
か
っ
た
。
こ
う

し
た
状
況
は
想
定
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
に
、
従
来
の

対
策
や
研
究
に
は
限
界
が
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ

る
。
従
来
の
方
針
そ
の
も
の
に
、
大
幅
な
変
更
を
迫

る
災
害
に
な
っ
た
。

　

将
来
に
関
し
て
は
、
今
ま
で
の
よ
う
な
自
己
完
結

型
の
危
機
対
応
に
限
り
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
自
治
体
単
独
で
は
対
応
し
き
れ
な

い
危
機
も
あ
る
。
今
後
、
自
治
体
の
危
機
管
理
は
完

結
型
か
ら
、
開
放
型
に
軌
道
修
正
す
る
必
要
が
あ

る
。
複
数
の
組
織
が
相
互
補
完
し
な
が
ら
、
共
同
し

て
危
機
に
立
ち
向
か
う
広
域
型
の
危
機
管
理
策
を
至

急
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
相

互
補
完
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
隣
接
す
る
複
数
の
自

治
体
が
行
政
領
域
を
越
え
、
共
助
し
な
が
ら
危
機
に

立
ち
向
か
う
制
度
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。

　

よ
り
具
体
的
に
は
、
自
治
体
の
危
機
施
策
は
「
単

一
の
自
治
体
で
処
理
」で
き
る
事
態
、「
複
数
の
近
隣

自
治
体
が
協
力
」す
る
体
制
、
そ
れ
に「
自
治
体
の
手

に
負
え
な
い
緊
急
事
態
」
の
3
つ
の
類
型
に
分
け
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
単
一
の
自
治
体
で
処
理

可
能
な
危
機
対
応
に
つ
い
て
は
、
既
に
蓄
積
が
あ

る
。
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
で
当
面
は
十
分
と
考

え
ら
れ
る
。

　

今
後
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
近
隣
の
自

治
体
が
集
ま
り
グ
ル
ー
プ
で
緊
急
事
態
に
備
え
る

複
数
型
の
体
制
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
で
問
題
と

な
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
責
任
と
権
限

領
域
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
、
そ
れ
に
役
割
分

担
と
費
用
負
担
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ａ
市
に
は
化
学
消
防
車
が
あ

る
が
、
40
ｍ
の
は
し
ご
車
が
な
い
。
Ｂ
市
に
は
は
し

ご
車
は
あ
る
が
、
化
学
車
輌
が
な
い
。
そ
れ
ら
の
情

報
を
お
互
い
共
有
す
る
こ
と
で
、
無
駄
を
省
く
こ
と

が
で
き
る
。
同
時
に
、
資
材
の
活
用
度
も
格
段
に
上

が
る
。

大
規
模
災
害
へ
の
備
え

　

も
う
一
つ
、
大
規
模
災
害
で
は
自
治
体
の
対
応

能
力
で
は
手
に
負
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
の
点

を
視
野
に
入
れ
、
市
町
村
の
能
力
を
は
る
か
に
越

え
る
災
害
や
事
故
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
の
役

割
を
現
在
以
上
に
重
視
し
た
法
制
度
を
つ
く
る
必

要
が
あ
る
。
緊
急
時
に
限
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、

県
が
市
町
村
の
自
治
機
能
を
一
時
停
止
し
、
市
長

も
県
知
事
の
指
揮
下
に
入
る
制
度
を
考
え
る
。
広

域
行
政
機
関
で
あ
る
都
道
府
県
が
、
基
礎
自
治
体

に
代
わ
っ
て
危
機
対
応
を
代
行
す
る
制
度
が
必
要

か
も
知
れ
な
い
。
当
然
、
こ
れ
に
は
地
方
自
治
と

い
う
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
が
、
知
事
権
限
の
下
で
一

体
的
、
広
域
的
に
大
災
害
に
対
処
す
る
と
い
う
方

法
は
、
こ
れ
か
ら
早
急
に
検
討
が
迫
ら
れ
る
方
法

で
あ
る
。

　

な
お
、
喫
緊
の
課
題
と
し
て
遠
距
離
の
自
治
体

が
相
互
に
締
結
し
て
き
た
災
害
支
援
協
定
が
注
目

さ
れ
る
。
東
京
都
は
平
成
8
年
に
全
国
の
府
県
を

対
象
に
し
た
、「
全
国
都
道
府
県
に
お
け
る
災
害
時

の
広
域
応
援
に
関
す
る
協
定
」
を
交
わ
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
同
年
、
全
国
知
事
会
が
都
道
府
県
の
間

で
応
援
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
を
決
め
た
こ
と
に

呼
応
す
る
措
置
で
あ
っ
た
。
市
町
村
レ
ベ
ル
で
は
、

２
０
１
０
（
平
成
22
）
年
現
在
、
総
数
１
７
５
０
件

に
上
る
団
体
の
う
ち
、
１
５
７
１
の
市
町
村
が
広

域
的
な
組
織
間
相
互
援
助
協
定
を
締
結
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
相
互
応
援
協
力
は
、
多
く
が

消
防
派
遣
と
職
員
派
遣
、
そ
れ
に
生
活
物
資
援
助
の

3
つ
の
分
野
に
限
定
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
先
、
協
定

の
対
象
と
な
る
分
野
の
裾す

そ
の野

を
広
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
被
災
者
の
受
け
入
れ
協
定
の
ほ
か
、
避
難

者
の
生
活
保
障
や
就
職
斡あ

っ
せ
ん旋

な
ど
を
考
え
る
必
要

性
が
出
て
い
る
。
こ
の
制
度
を
よ
り
柔
軟
な
中
身

に
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
ほ
ど
望
ま
れ
る
と
き

は
な
い
。

複
合
災
害
の
発
生

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
死
者
や
不
明
者
の
数
は

３
万
人
に
達
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。
戦
後
最
大
規
模

の
災
害
に
な
る
可
能
性
が
高
ま
る
一
方
、
被
災
者
へ

の
援
助
は
ま
ま
な
ら
な
い
。
中
に
は
、
現
在
も
緊
急

避
難
所
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
び
と

も
多
い
。
そ
れ
に
加
え
、
甚
大
な
原
発
事
故
で
あ
る
。

こ
の
際
、
日
本
が
唯
一
の
被
爆
国
で
あ
る
こ
と
を
改

め
て
思
い
お
こ
す
べ
き
で
あ
る
。
未
曾
有
の
災
害
と

は
い
え
、
日
本
で
原
発
事
故
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
残

念
で
な
ら
な
い
。
一
日
も
早
く
安
全
が
も
ど
る
こ
と

を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

状
況
が
流
動
的
な
現
在
、
政
府
や
自
治
体
、
そ
れ

に
関
係
機
関
が
続
け
る
必
死
の
努
力
に
軽
々
な
批
判

は
慎
む
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
考

え
ら
れ
て
き
た
国
や
自
治
体
の
危
機
管
理
策
に
問
題

が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
明
ら
か
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
自
治
体
を
基
本
に
し
た
対
応
策

に
は
、
災
害
が
想
像
を
絶
す
る
規
模
で
あ
っ
た
こ
と

に
も
よ
る
が
、
反
省
す
べ
き
点
が
多
い
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
入
手
で
き
る
限
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
中

で
、
従
来
の
施
策
の
誤
り
を
正
し
、
こ
れ
か
ら
の
方

策
を
考
え
る
こ
と
が
、
今
な
に
よ
り
も
必
要
で
あ

る
。
こ
の
先
、
数
回
に
わ
た
り
自
治
体
に
お
け
る
危

機
管
理
の
こ
れ
ま
で
の
問
題
と
こ
れ
か
ら
の
課
題
に

つ
き
説
明
し
た
い
と
思
う
。

こ
れ
ま
で
の
危
機
対
応

　

従
来
、
自
治
体
の
危
機
管
理
は
単
一
の
団
体
を

念
頭
に
し
て
き
た
。
特
定
の
自
治
体
で
不
測
の
事

態
が
発
生
し
た
場
合
、
避
難
所
を
ど
う
確
保
し
、

住
民
を
い
か
に
安
全
な
場
所
に
誘
導
す
る
か
、
ま

た
、
被
災
者
に
ど
の
よ
う
な
生
活
支
援
を
行
う
か
、

そ
れ
が
危
機
管
理
対
策
の
基
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
一

連
の
作
業
を
ス
ム
ー
ス
に
展
開
す
る
方
法
を
検
討
す

る
の
が
、
自
治
体
の
危
機
管
理
の
要
点
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
そ
う
し
た
体
制
は
、
一
つ
の
自
治
体
で
自

己
完
結
的
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
っ

た
。
ほ
か
の
自
治
体
と
連
携
す
る
こ
と
や
、
共
同
す

る
こ
と
は
念
頭
に
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
各
地
の

自
治
体
が
つ
く
る
地
域
防
災
計
画
に
も
っ
と
も
明
ら

か
で
あ
る
。

　

研
究
の
面
で
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
。
平

成
20
年
度
に
総
務
省
消
防
庁
が
実
施
し
た
調
査
研
究

は
、
報
告
書
の
冒
頭
に
市
町
村
が
不
測
事
態
に
遭
遇

し
た
際
に
必
要
と
さ
れ
る
「
危
機
管
理
対
応
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
」を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
危
機

発
生
後
概
ね
24
時
間
程
度
の
間
に
市
町
村
が
実
施
す

べ
き
事
項
」
と
し
て
想
定
さ
れ
た
課
題
を
、
ほ
ぼ
時

系
列
的
に
並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、「
情

報
の
収
集
と
整
理
」に
は
じ
ま
り
、「
危
機
対
応
体
制

の
確
立
」「
避
難
誘
導
」「
避
難
所
の
設
置
・
設
営
」「
関

係
機
関
と
の
連
携
」「
情
報
伝
達
」
が
含
ま
れ
る
。
く

り
返
し
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
一
連
の
作
業
は
一
つ
の

自
治
体
内
部
で
す
べ
て
処
理
で
き
る
仕
事
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。

自
己
完
結
か
ら
相
互
補
完
へ

　

も
と
よ
り
、
そ
う
し
た
指
針
が
誤
り
と
は
思
え
な

い
。
た
だ
、
今
回
の
東
日
本
大
震
災
は
危
機
対
策
を

一
つ
の
自
治
体
で
自
己
完
結
的
に
処
理
す
る
こ
と

は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

自
治
体
の
危
機
管
理
︱
反
省
と
展
望
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