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① 本
日
、
地
域
改
善
対
策
協
議
会
総
会
に
提
出
さ

れ
た
基
本
問
題
検
討
部
会
の
報
告
書
は
、
審
議
期

間
の
制
拒
が
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、

い
く
つ
か
の
重
要
な
点
に
つ
い
て
十
分
な
審
議
が

つ
く
さ
れ
な
い
ま
ま
に
ま
と
め
ら
れ
た
う
ら
み
が

あ
る
。
協
議
会
と
し
て
の
意
見
の
と
り
ま
と
め
に

あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
十
分
に
審
議

さ
れ
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

一
、
地
域
改
善
対
策
協
議
会
の
所
掌
事
務
に
て

も
ち
ろ
ん
、
措
置
法
が
失
効
し
た
と
し
て

も
、
そ
の
後
に
し
か
る
べ
き
同
和
対
策
が
必
要

で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
内
閣
総
理
大
臣
又
は

関
係
各
大
臣
に
意
見
を
答
申
す
べ
き
審
議
会
、

調
査
会
等
の
合
議
制
機
関
を
必
要
と
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
別
に
国
家
行
政
組
織
法
第
八
条
に
基

づ
き
、
法
律
又
は
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
こ
と
自
体
を
所
掌
事
務
と
す
る
合
議

制
機
関
を
設
置
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
協
議

会
に
そ
の
役
割
を
代
用
さ
せ
る
こ
と
は
行
政
組

織
法
を
み
だ
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
多
数
意
見
を
見
る
に
、
そ
の

内
容
の
ほ
と
ん
ど
は
、
将
来
の
同
和
対
策
を
論

じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
協
議
会
の
所
掌
事
務

を
逸
脱
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
私

が
多
数
意
見
に
反
対
す
る
理
由
の
第
一
は
、
こ

の
点
に
あ
る
。

二
、
次
に
多
数
意
見
の
内
容
の
当
否
自
体
を
検
討

す
る
に
、
そ
れ
に
は
、
私
が
強
い
批
判
を
覚
え

る
も
の
が
極
め
て
多
い
。
内
容
に
対
す
る
私
の

批
判
を
分
説
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｈ
運
動
団
体
の
確
認
糾
弾
行
為
が
弊
害
を
持

ち
、
同
和
問
題
を
混
迷
さ
せ
る
原
因
に
な
っ

地
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善
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会
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ら
し
て
妥
当
性
を
欠
く
内
容
が
包
含
さ
れ
て

い
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て

二
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
少
数
事
例
に
も
と

づ
く
一
般
化
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
是
非

に
つ
い
て

な
お
、
意
見
は
、
協
議
会
の
意
見
に
ふ
さ
わ
し

い
格
調
の
高
い
も
の
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
。

② 私
は
、
多
数
意
見
に
反
対
す
る
。
そ
の
理
由

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
域
改
善
対
策
協
議
会
（
以
下
単
に
「
地
対

協
」
と
い
う
）
の
所
掌
事
務
は
、
総
務
庁
組
織

令
第
四
○
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
「
地
域
改
善

対
策
特
別
措
置
法
第
一
条
に
規
定
す
る
対
象
地

域
の
地
域
改
善
対
策
と
し
て
推
進
す
べ
き
施
策

で
関
係
行
政
機
関
相
互
の
緊
密
な
連
絡
を
要
す

て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
同
和
問
題
を

解
決
す
る
た
め
に
は
、
確
認
糾
弾
行
為
の
廃

絶
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
多
数

意
見
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
確
認
糾
弾
行
為
に
は
、

そ
れ
な
り
の
よ
っ
て
来
る
理
由
が
あ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
廃
絶
を
図
ろ
た
め
に
は
、

所
要
の
前
提
条
件
を
み
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
第
一
は
、
部
落
民
に
対
す
る

他
者
の
侮
辱
に
対
す
る
処
罰
で
あ
り
、
そ
の

第
二
は
、
就
職
差
別
を
受
け
た
部
落
民
の
救

済
で
あ
る
。

ｈ
ま
ず
侮
辱
に
対
す
る
処
罰
で
あ
る
が
、

こ
の
処
罰
を
仮
に
「
特
別
侮
辱
罪
」
と
呼

ん
で
お
こ
う
。
運
動
団
体
の
確
認
糾
弾
行

為
の
ね
ら
い
の
一
つ
は
、
侮
辱
に
対
し
、

み
ず
か
ら
の
名
誉
を
守
る
た
め
の
反
撃
で

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
特
別
侮
辱
罪
」

の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
部

落
民
が
確
認
糾
弾
行
為
に
た
よ
ら
ざ
る
を

得
な
い
の
は
、
事
理
の
当
然
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
私
は
、
確
認
糾
弾
行
為
の
廃

絶
を
図
る
た
め
に
は
、
「
特
別
侮
辱
罪
」

を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の

山
内
委
員
の
少
数
意
見

る
も
の
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
調
査
審
議

し
、
及
び
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
内
閣
総
理
大

臣
又
は
関
係
各
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
に
い
う
と
こ
ろ

の
「
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る

対
象
地
域
の
地
域
改
善
対
策
と
し
て
推
進
す
べ

き
施
策
」
な
る
も
の
が
地
域
改
善
対
策
特
別
措

置
法
（
以
下
単
に
「
措
置
法
」
と
い
う
）
が
現

に
有
効
に
施
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
観
念
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
明
文
か
ら
し

て
、
多
言
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
協
議
会
は
措
置
法
の
実
施
機
関
に
過

ぎ
ず
、
措
置
法
失
効
後
の
同
和
対
策
に
つ
い
て

意
見
を
具
申
す
る
こ
と
は
、
協
議
会
の
所
掌
事

務
に
は
属
さ
な
い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
協
議
会
の
存
続
期
間
が
措

置
法
の
有
効
期
間
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
ま
た
、
多
く
の
行
政
機
関
が
協
議
会
の
構

成
員
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
が
、
多
数
意
見
は
、
そ
の
立
法
に

反
対
す
る
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ

は
、
い
く
つ
か
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
首
肯
し
が
た
い
。

Ⅲ
多
数
意
見
は
、
特
別
侮
辱
罪
を
設
け
な

く
て
も
、
現
行
刑
法
の
名
誉
段
損
で
十
分

に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
部
落
民
に
対
す
る
侮
辱
は

個
々
の
部
落
民
に
対
す
る
侮
辱
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
部
落
民
集
団
に
対
す
る
侮
辱

を
意
味
し
、
現
行
刑
法
の
名
誉
殴
損
と

は
、
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
を
も
っ
て
し
て
は
十
分
に
対
処

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
に
部
落
民
に

対
す
る
侮
辱
が
起
訴
又
は
処
罰
の
対
象
に

な
っ
た
事
例
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
不
幸

に
し
て
、
私
は
こ
れ
を
知
ら
な
い
。

②
ま
た
、
多
数
意
見
は
次
の
よ
う
に
い

》
っ
。

「
①
差
別
を
根
絶
す
る
た
め
に
は
、
差
別

を
生
み
出
し
て
い
る
心
理
的
土
壊
を
改

め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
啓
発
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で

あ
っ
て
、
刑
罰
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
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そ
う
な
る
だ
け
の
話
で
あ
っ
て
そ
の
に
ら

み
を
欠
け
ば
、
必
ず
や
そ
の
一
般
的
実
効

性
は
、
た
ち
ま
ち
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
救
済
命
令
の
制
度
を

否
定
す
る
こ
と
は
、
確
認
糾
弾
行
為
の
機

能
を
肯
定
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
特
別
侮
辱
罪
及
び

救
済
命
令
の
制
度
を
設
け
る
と
す
る
な
ら

ば
、
運
動
団
体
は
、
国
家
機
関
に
そ
の
権

利
利
益
の
擁
護
を
託
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
か
ら
、
確
認
糾
弾
行
為
を
あ
え

て
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

口
協
議
会
の
役
割
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
内

閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
に
意
見
を
述

べ
る
こ
と
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
数

意
見
は
、
第
三
者
で
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

及
び
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
批
判
又
は

注
文
の
言
辞
を
述
べ
て
い
る
。

㈲
第
一
に
、
多
数
意
見
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
に
対
し
て
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お

い
て
は
、
同
和
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
な

い
こ
と
が
賢
明
と
い
う
固
定
観
念
が
形
成

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
」
「

も
の
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
刑
罰
を

課
す
る
こ
と
は
差
別
意
識
の
潜
在
化
固

定
化
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

②
仮
に
立
法
す
る
に
し
て
も
、
量
刑

は
、
罰
金
等
軽
度
な
も
の
に
な
ら
ざ
る

を
得
ず
、
差
別
行
為
に
対
す
る
抑
止
力

と
し
て
は
疑
問
が
あ
る
。

③
告
訴
、
起
訴
等
に
よ
っ
て
、
差
別
者

が
刑
事
手
続
の
対
象
と
な
れ
ば
、
司
法

権
尊
重
の
立
場
等
か
ら
、
そ
の
間
、
人

権
擁
護
機
関
と
し
て
啓
発
は
抑
制
せ
ざ

る
を
得
ず
、
ま
た
、
不
起
訴
に
終
っ
た

場
合
あ
る
い
は
、
刑
の
執
行
が
終
っ
た

場
合
は
、
免
責
感
あ
る
い
は
、
續
罪
済

み
の
感
覚
を
与
え
、
有
効
な
啓
発
の
実

施
が
困
難
と
な
る
。
」

し
か
し
な
が
ら
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、

い
ず
れ
も
正
当
で
は
な
い
。

①
に
つ
い
て
い
え
ば
、
多
数
意
見
は
、

刑
罰
の
教
育
的
効
果
を
忘
れ
て
い
る
。

②
に
つ
い
て
い
え
ば
、
量
刑
は
、
罰
金

等
軽
度
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と

い
う
の
も
独
断
で
あ
っ
て
、
何
も
そ
の
よ

う
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

に
足
り
る
根
拠
は
な
い
。

③
に
つ
い
て
い
え
ば
、
不
起
訴
に
終
っ

た
場
合
あ
る
い
は
刑
の
執
行
が
終
っ
た
場

合
に
お
い
て
も
本
人
の
自
覚
な
り
悔
悟
な

り
が
不
十
分
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
啓

発
の
対
象
と
し
て
な
ん
ら
差
し
支
え
な

い
。な
お
、
部
落
民
に
対
す
る
侮
辱
に
は
定

型
性
が
あ
り
、
構
成
要
件
の
規
定
に
さ
ほ

ど
の
困
難
が
あ
ろ
う
と
は
思
え
な
い
。

Ⅶ
次
に
、
い
わ
ゆ
る
就
職
差
別
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
救
済
命

令
の
制
度
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

の
が
私
の
意
見
で
あ
る
が
、
多
数
意
見
は

こ
れ
に
反
対
す
る
。
「
就
職
差
別
を
直
接

処
罰
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
行
労
働

法
体
系
は
、
企
業
に
対
し
て
採
用
時
に
お

け
る
契
約
の
自
由
を
認
め
て
お
り
、
求
職

者
の
採
否
は
、
企
業
が
そ
の
者
の
全
人
格

を
総
合
的
に
判
断
し
て
き
め
る
も
の
な
の

で
、
採
用
拒
否
が
同
和
関
係
者
に
対
す
る

差
別
だ
け
に
よ
る
も
の
と
断
定
し
て
法
を

適
用
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
と
考
え

ら
れ
る
。
」
と
い
う
の
が
そ
の
反
対
の
論
理

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
こ
の
問
題
を
避
け
て

通
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
の
使
命
と
い
う
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
自
体
に
も
問
題

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
批
判
を

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
操
作
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲

法
の
保
障
す
る
言
論
の
自
由
に
対
す
る
不

当
な
干
渉
で
あ
る
。
も
っ
と
も
多
数
意
見

は
「
今
後
、
行
政
機
関
が
同
和
問
題
に
関

す
る
論
議
や
情
報
、
資
料
を
で
き
る
だ
け

公
開
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
提
供
し
て

い
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
固
定
観
念
も
次
第
に
払
拭
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
行
政
機
関
が
今
日
ま
で
公
開
の
義
務

を
な
お
ざ
り
に
し
て
お
き
な
が
ら
、
か

つ
、
ま
た
、
そ
の
固
定
観
念
な
る
も
の
に

つ
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
側
の
意
見
を

一
言
も
聴
取
し
な
い
ま
ま
に
、
か
か
る
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
固
定
観
念
を
指
摘
し
、

非
難
す
る
の
は
軽
率
で
あ
り
、
非
礼
で
あ

る
と
の
そ
し
り
を
免
が
れ
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

川
多
数
意
見
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
に
制

定
さ
れ
た
「
大
阪
府
部
落
差
別
事
象
に
係

る
調
査
等
の
規
制
等
に
関
す
る
条
例
」
に

よ
る
刑
罰
制
度
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
同
条
例
は
大
阪
府
の
議
会
が

し
か
る
べ
き
審
議
を
行
っ
て
制
定
し
た
自

主
立
法
で
あ
る
か
ら
、
協
議
会
が
そ
の
施

行
の
実
績
を
も
精
査
せ
ず
、
か
つ
、
大
阪

府
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
も
な
く
、
所

論
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
る
こ
と
は
、
憲

法
の
保
障
す
る
地
方
自
治
の
本
旨
を
没
却

す
る
と
の
感
を
禁
じ
え
な
い
。

③
多
数
意
見
は
、
「
そ
の
た
め
の
ひ
と
つ
の

方
法
と
し
て
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
民

間
企
業
等
が
参
画
し
た
公
益
法
人
」
の
設
立

を
提
唱
し
て
い
る
が
、
人
材
難
か
ら
い
っ
て

も
、
そ
の
非
権
力
的
性
格
か
ら
い
っ
て
も
、

こ
の
よ
う
な
公
益
法
人
が
有
用
な
機
能
を
発

揮
す
る
と
は
到
底
思
え
ず
、
現
下
緊
要
の
行

革
路
線
に
反
す
る
。

で
あ
る
。
私
は
、
救
済
命
令
の
制
度
の
創

設
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
直
罰
主

義
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
が
、
そ

れ
に
し
て
も
、
前
記
の
文
章
は
「
現
行
労

働
法
体
系
」
の
内
容
を
い
っ
て
い
る
だ
け

で
立
法
措
置
の
違
憲
性
又
は
不
当
性
を
論

証
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
意
味
が

な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
就
職
差
別
に
対
す
る
救
済
命
令

の
制
度
は
、
多
く
の
外
国
に
立
法
例
が
あ

る
の
で
あ
る
か
ら
少
し
は
そ
の
立
法
例
を

調
査
し
て
立
論
を
展
開
し
て
ほ
し
い
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
就
職
差
別
の
是
正
は
、

非
権
力
的
行
為
と
し
て
の
行
政
指
導
を
も

っ
て
な
し
う
る
し
、
な
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
救
済
命
令
の
制
度
は
設
け
る
必
要
は

な
い
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
た
し
か
に
、

そ
の
行
政
指
導
は
、
一
般
的
実
効
性
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
当

局
の
説
明
に
よ
る
と
、
現
実
に
生
ず
る
就

職
差
別
は
、
年
に
一
、
二
件
程
度
に
過
ぎ

な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
は
、
運
動
団
体
の
確
認
糾
弾
行

為
と
い
う
〃
に
ら
み
〃
が
あ
る
か
ら
こ
そ




