
地声寸言  第七十回「地方自治の限界」 

 

昔
か
ら
司
法
、
警
察
、
税
務
な
ど
の
部
門
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
出
身
地
に
は
赴
任
さ
せ
な
い
、
又
、

同
じ
任
地
に
は
２
～
３
年
を
限
度
と
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
し
て
い
た
の
も
、
１
つ
に
は
、
癒
着
に
よ
る
弊

害
を
防
ぐ
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
戦
争
中
は
、
食
糧
事
情
な
ど
も
あ
っ
て
、
こ
の
原
則
が
や
や
崩

れ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
今
も
お
お
む
ね
守
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
意
義
が
あ
る
か
ら
だ
と
思

う
。 

 

そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
大
切
な
こ
と
は
、
教
育
、
社
会
福
祉
な
ど
に
つ
い
て
の
諸
制
度
が
各
地
方
自
治
体
に

よ
っ
て
百
種
百
様
に
違
っ
て
い
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
税
制
な
ど
に
つ
い
て
は
現
在
で
も
た
と
え

ば
住
民
税
に
つ
い
て
標
準
税
率
は
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
最
高
税
率
の
範
囲
内
に
お
い
て
地
方
自
治
体

 

次
に
、
ど
こ
ま
で
道
州
に
権
限
を
与
え
る
か
、
で
あ
る
。
私
は
、
最
近
の
風
潮
で
、
何
で
も
地
方
分
権
が

い
い
、
地
方
に
権
限
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
に
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る
、
は
っ
き
り
言
え
ば
反

対
で
あ
る
。
各
自
治
的
に
よ
っ
て
制
度
が
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て
は
困
る
部
面
も
少
な
く
な
い
し
、
又
、
権
力

行
政
に
つ
い
て
は
、
地
方
の
末
端
に
行
く
ほ
ど
癒
着
が
起
り
う
る
の
で
、
そ
の
点
も
心
配
で
あ
る
。 

 

そ
の
場
合
、
国
会
議
員
の
選
挙
は
ど
う
な
る
か
、
で
あ
る
が
、
衆
議
院
は
各
市
が
定
数
１
名
、
道
州
は
比

例
代
表
各
州
１
０
～
１
５
名
と
す
る
。
参
議
院
は
道
州
に
つ
き
定
数
１
０
～
１
５
名
、
比
例
１
０
０
名
と
す

る
。
以
上
は
目
の
こ
に
過
ぎ
な
い
、
具
体
的
に
は
、
１
票
の
格
差
の
問
題
も
あ
ろ
う
か
ら
、
検
討
が
必
要
で

あ
る
。 

 

だ
か
ら
、
道
州
制
の
前
提
に
は
、
市
町
村
の
合
併
が
も
う
一
度
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
又
、
大

へ
ん
な
作
業
と
な
ろ
う
。 

 

市
の
数
は
３
百
前
後
と
す
れ
ば
、
１
０
の
道
州
な
ら
１
つ
に
約
３
０
の
市
が
つ
く
。
１
０
の
道
州
と
は
、

私
見
で
は
、
北
海
道
、
東
北
、
関
東
、
東
海
、
北
陸
、
近
畿
、
中
国
、
四
国
、
九
州
、
沖
縄
。
こ
の
う
ち
、

北
陸
は
東
海
に
、
沖
縄
は
九
州
に
含
め
る
と
な
れ
ば
、
８
道
州
と
な
る
。
そ
の
場
合
は
１
道
州
に
３
０
～
４

０
の
市
が
つ
く
。 

 

そ
れ
は
い
い
と
し
て
、
そ
の
場
合
、
府
県
は
ど
う
な
る
か
、
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
道
州
制
を
採
る
な

ら
府
県
制
は
な
く
な
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
道
州
の
下
は
市
と
な
る
（
多
分
、
町
や
村
は
な
く
な
る
の

で
あ
ろ
う
）
。 

 

道
州
制
に
つ
い
て
は
、
果
し
て
幾
つ
の
道
州
に
集
約
す
る
か
に
つ
い
て
甲
論
乙
駁
、
な
か
な
か
意
見
が
纏

ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
各
論
に
大
差
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
強
力
に
決
め
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
結

論
は
出
る
だ
ろ
う
。 

 

さ
て
、
道
州
制
で
あ
る
が
、
前
々
か
ら
議
論
は
あ
っ
て
、
昭
和
３
１
年
の
地
方
制
度
調
査
会
で
は
１
票
差

で
道
州
制
移
行
が
決
定
さ
れ
た
が
、
時
期
が
熱
し
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
っ
た
が
、
店
ざ
ら
し
に
さ
れ
て
具
体

的
な
動
き
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。 

 

う
ろ
覚
え
で
あ
る
が
、
徳
川
時
代
に
は
７
万
の
部
落
が
あ
っ
た
と
い
う
。
明
治
時
代
に
は
１
万
の
市
町
村

と
な
り
、
昭
和
の
新
市
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
っ
て
３
千
数
百
の
市
町
村
と
な
り
、
平
成
の
合
併
に
よ
っ
て

千
数
百
の
市
町
村
に
集
約
さ
れ
た
。 

 

も
っ
と
も
、
地
方
自
治
に
つ
い
て
論
ず
る
に
は
、
地
方
自
治
体
が
今
後
ど
う
変
し
て
行
く
か
が
１
つ
の
大

問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
道
州
制
の
問
題
で
あ
る
。 

 

大
論
文
を
書
く
つ
も
り
も
な
け
れ
ば
、
又
、
そ
れ
だ
け
の
デ
ー
タ
も
見
識
も
な
い
。
た
だ
、
日
頃
感
じ
て

い
る
こ
と
を
い
く
つ
か
並
べ
て
読
者
の
判
断
の
材
料
に
供
し
た
い
と
思
う
。 
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に
よ
っ
て
率
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
、
こ
の
制
度
を
と
り
外
し
て
、
各
地
方

自
治
体
が
い
か
よ
う
に
も
住
民
税
の
税
率
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
か
、
今
で
さ
え
、
大
き
な
企
業
の
固
定
資
産
を
抱
え
て
い
る
自
治
体
は
住
民
税
率
を
下
げ
て
い
る

た
め
、
隣
の
自
治
体
の
住
民
が
不
満
を
持
っ
て
い
る
。
か
つ
て
、
固
定
資
産
税
が
沢
山
入
る
の
で
住
民
税
を

な
く
そ
う
と
し
た
町
が
あ
っ
て
、
自
治
省
が
あ
わ
て
て
是
正
を
指
示
し
た
と
い
う
事
例
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ

も
放
置
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
道
一
つ
に
隔
て
て
い
る
自
治
体
に
よ
っ
て
例
え
ば
固
定
資
産
税
の
税
率
に

大
差
が
あ
っ
て
、
住
民
は
本
当
に
納
得
す
る
だ
ろ
う
か
。 

 

国
民
と
し
て
は
、
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
例
え
ば
税
金
は
同
じ
、
と
い
う
方
が
納
得
し
易
い
の
で
は
な
い

か
。
例
え
ば
、
保
育
所
の
経
費
負
担
額
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
は
、
国
が

関
与
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
水
準
を
揃
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
地
方
分
権
と
称
し
て
地
方
自
治
体

に
委
せ
て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
も
差
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

 

例
え
ば
公
共
事
業
。
道
路
を
例
に
引
く
。
道
路
の
整
備
状
況
に
差
が
あ
る
の
で
、
寝
て
い
て
も
車
の
震
動

で
県
境
を
越
し
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
話
を
聞
く
。
今
で
も
、
各
自
治
体
で
そ
れ
だ
け
の
差
が
あ
る
。
勿

論
そ
れ
で
い
い
の
だ
、
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
。
考
え
方
に
よ
る
と
、
敢
て
否
定
し
な
い
が
、
納
得
は
得
難

い
の
で
は
な
い
か
。 

 

台
風
に
よ
っ
て
大
災
害
を
受
け
た
。
そ
の
復
旧
、
被
害
者
に
対
す
る
手
当
て
等
、
災
害
対
策
の
在
り
方
が

府
県
に
よ
り
、
市
町
村
に
よ
っ
て
大
差
が
あ
っ
て
も
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
阪
神
淡
路
の
大
震
災
の
時
も
、

自
衛
隊
の
救
助
出
動
要
請
を
し
ぶ
る
首
長
が
い
て
問
題
と
な
っ
た
。
や
は
り
、
そ
う
い
う
事
態
に
対
し
て
は
、

国
が
第
一
線
に
出
て
指
揮
を
し
た
方
が
何
か
と
便
宜
だ
し
、
住
民
の
徒
ら
な
不
満
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。 

 

例
え
ば
、
農
地
転
用
な
ど
に
つ
い
て
も
、
か
つ
て
頑
迷
な
県
職
員
が
い
て
、
地
方
農
政
局
が
認
め
る
べ
し

と
い
う
意
見
を
出
し
て
い
て
も
、
頑
と
し
て
認
め
な
い
と
い
う
例
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
国
道
の
整

備
が
２
、
３
年
も
遅
れ
た
と
い
う
。 

 

そ
う
い
う
例
ば
か
り
挙
げ
る
な
、
と
い
う
声
も
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
く
が
、
何
と
言
う

か
、
乏
し
き
を
憂
え
ず
、
等
し
か
ら
ざ
る
を
憂
う
と
い
う
国
民
一
般
の
心
は
、
地
方
自
治
を
無
制
限
に
認
め

よ
う
と
す
る
動
き
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
事
に
よ
ら
ず
、
国
が
旗
を
振
っ
て
、
地
方
自
治

体
が
そ
の
通
り
に
動
け
ば
い
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
た
だ
抽
象
的
に
何
で
も
国

の
権
限
を
で
き
る
限
り
地
方
自
治
体
に
譲
れ
と
い
う
地
方
分
権
論
者
に
対
し
て
猛
省
を
促
し
た
い
気
が
す

る
。
敢
て
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
の
存
在
を
示
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。 

 

事
例
を
も
っ
と
具
体
的
に
示
し
た
い
が
、
こ
れ
ま
で
に
つ
い
て
、
読
者
諸
賢
如
何
に
思
わ
れ
る
か
。 

 
 


