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第
１　

は
じ
め
に

地
方
公
共
団
体
の
「
公
金
の
支
出
」（
地
方
自
治

法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
２
４
２
条
１
項
）
は
、

支
出
負
担
行
為
→
長
の
支
出
命
令
→
会
計
管
理
者
の

支
出
か
ら
な
っ
て
お
り
（
最
高
裁
平
成
14
年
７
月
16

日
判
決
（
判
例
時
報
１
７
９
６
号
83
頁
）
参
照
）、

法
は
、
支
出
負
担
行
為
に
つ
い
て
「
法
令
又
は
予
算

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」（
２
３
２
条
の
３
）
と
定
め
、
支
出
に
つ

い
て
「
支
出
負
担
行
為
が
法
令
又
は
予
算
に
違
反
し

て
い
な
い
こ
と
…
…
を
確
認
し
た
う
え
で
な
け
れ

ば
」（
２
３
２
条
の
４
第
２
項
）
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
定
め
て
い
る
。
支
出
命
令
に
つ
い
て
は
、
こ

の
よ
う
な
個
別
規
定
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
が
支
出

負
担
行
為
を
受
け
、
支
出
の
前
提
と
し
て
す
る
も
の

で
あ
る
以
上
、
法
令
及
び
予
算
に
違
反
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
（
法
２
４
３
条
の
２
第

１
項
２
号
参
照
）。

住
民
訴
訟
の
４
号
請
求
で
は
、
制
度
上
は
、
支
出

が
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
長
が
会
計
管
理
者
に
対
し

て
賠
償
の
命
令
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
（
法

２
４
２
条
の
２
第
１
項
４
号
但
書
）
も
可
能
で
あ
る

が
、
実
務
上
は
、
支
出
負
担
行
為
な
い
し
支
出
命
令

が
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
執
行
機
関
と
し
て
の
長
が

個
人
と
し
て
の
長
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
請
求
を
す

る
こ
と
を
求
め
る
請
求
（
同
号
本
文
）
が
主
流
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

後
者
の
請
求
の
場
合
、
請
求
原
因
の
要
件
事
実
は

概
ね
、
①
公
金
の
支
出
（
支
出
負
担
行
為
な
い
し
支

出
命
令
）
の
特
定
、
②
公
金
の
支
出
が
違
法
で
あ
る

こ
と
、
③
地
方
公
共
団
体
に
損
害
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
及
び
そ
の
額
、
④
違
法
な
公
金
の
支
出
と
損
害

の
発
生
に
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
、
⑤
長
に
故
意
ま

た
は
過
失
が
あ
る
こ
と
、で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が（
な

お
、
訴
訟
要
件
と
し
て
、
⑥
原
告
適
格
、
⑦
被
告
適

格
、
⑧
監
査
請
求
前
置
、
⑨
出
訴
期
間
の
遵
守
が
あ

る
。）、
職
員
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
別
途
、

法
２
４
３
条
の
２
が
存
在
し
、
そ
の
１
項
但
書
１
号

及
び
２
号
は
、「
支
出
負
担
行
為
」
な
い
し
「
第

二
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
命
令
」「
を
す
る
権

限
を
有
す
る
職
員
又
は
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を

直
接
補
助
す
る
職
員
で
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則

で
指
定
し
た
も
の
が
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り

法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
行
為
を
し
た
こ
と
又

は
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
に
損
害

を
与
え
た
と
き
」
は
「
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害

を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
、
同
条
２

項
は
、「
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
が
二

人
以
上
の
職
員
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
に
応

じ
、
か
つ
、
当
該
行
為
が
当
該
損
害
の
発
生
の
原
因

と
な
っ
た
程
度
に
応
じ
て
賠
償
の
責
め
に
任
ず
る
も

の
と
す
る
」
と
定
め
、
さ
ら
に
、
同
条
３
項
は
、「
普

支
出
負
担
行
為
と
支
出
命
令
に
関
す
る
長
の
損
害
賠
償

責
任
と
職
員
の
損
害
賠
償
責
任

弁
護
士

羽
根
　
一
成

市
川
市
長
接
待
費
住
民
訴
訟
事
件

最
高
裁
昭
和
61
年
２
月
27
日
判
決
（
判
例
時
報
１
１
８
６
号
３
頁
）

重
要
判
例
に
学
ぶ

地
方
自
治
の
知
識
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通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
一
項
の
職
員
が
同
項

に
規
定
す
る
行
為
に
よ
っ
て
当
該
普
通
地
方
公
共
団

体
に
損
害
を
与
え
た
と
認
め
る
と
き
は
、
監
査
委
員

に
対
し
、
そ
の
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
を
監
査
し
、

賠
償
責
任
の
有
無
及
び
賠
償
額
を
決
定
す
る
こ
と
を

求
め
、
そ
の
決
定
に
基
づ
き
、
期
限
を
定
め
て
賠
償

を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
法
２
４
３
条
の
２
に
関
す
る
最
高
裁

判
決
を
通
じ
て
、
基
本
的
で
あ
る
が
普
段
あ
ま
り
意

識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
長
の
損
害
賠
償
責
任
と
職

員
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
―
場
面
を
支
出
負
担

行
為
と
支
出
命
令
に
限
定
し
て
―
検
討
し
た
い
。

第
２　

最
高
裁
昭
和
61
年
２
月
27
日
判

決１　

事
案
の
概
要
（
請
求
原
因
の
要
件
事
実
）

本
件
の
事
案
は
、
官
官
接
待
に
供
し
た
市
長
交
際

費
の
支
出
（
公
金
の
支
出
）
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
、

法
２
４
２
条
の
２
第
１
項
４
号
（
た
だ
し
、
平
成
14

年
改
正
前
の
も
の
）
に
基
づ
き
、
住
民
が
、
市
に
代

位
し
て
、
市
長
に
対
し
、
損
害
金
及
び
遅
延
損
害
金

を
市
に
支
払
う
べ
き
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

原
判
決（
東
京
高
裁
昭
和
58
年
８
月
30
日
判
決（
判

例
時
報
１
０
９
０
号
１
０
９
頁
））
で
摘
示
さ
れ
た

請
求
原
因
を
前
記
要
件
事
実
に
沿
っ
て
整
理
す
る

と
、
要
旨
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴
公
金
の
支
出
（
支
出
負
担
行
為
な
い
し
支
出
命

令
）
の
特
定
（
請
求
原
因
①
）

市
川
市
長
は
、
市
川
市
助
役
、
市
川
市
職
員
ら
と

と
も
に
、
料
亭
に
千
葉
県
職
員
ら
を
招
き
、
懇
談
会

と
称
す
る
宴
席
を
設
け
て
接
待
を
し
、
そ
の
経
費
と

し
て
交
際
費
か
ら
21
万
９
９
７
０
円
を
支
出
し
た
。

さ
ら
に
、
市
川
市
長
は
、
市
川
市
助
役
、
市
川
市

職
員
ら
と
と
も
に
、
ホ
テ
ル
に
千
葉
県
出
納
長
、
千

葉
県
職
員
ら
を
招
き
、
懇
談
会
と
称
す
る
宴
席
を
設

け
て
接
待
を
し
、
そ
の
経
費
と
し
て
交
際
費
か
ら

16
万
４
８
０
６
円
を
支
出
し
た
。

⑵　

公
金
の
支
出
が
違
法
で
あ
る
こ
と
（
請
求
原

因
②
）

地
方
公
共
団
体
の
経
費
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
の
必
要
且
つ
最
少
の
限
度
を
超
え
て
支
出
し

て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
（
地
方
財
政
法
４
条
１

項
）、
ま
た
、
官
公
庁
間
の
接
待
及
び
贈
答
品
の
授

受
は
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
の
は
も
と
よ

り
、
官
公
庁
間
の
会
議
等
に
お
け
る
会
食
に
つ
い
て

も
必
要
最
少
限
度
に
止
ど
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
（
昭
和
54
年
11
月
26
日
自
治
公
一
第
46
号
各
都
道

府
県
知
事
あ
て
自
治
事
務
次
官
通
知
）。

と
こ
ろ
が
、
前
記
各
交
際
費
の
支
出
は
、
一
人
当

た
り
の
料
理
代
も
高
額
で
あ
る
う
え
に
、
ア
ル
コ
ー

ル
飲
料
代
、
た
ば
こ
代
、
土
産
品
代
、
タ
ク
シ
ー
代

等
を
も
含
み
、
こ
れ
ら
に
よ
る
前
記
各
接
待
は
、
社

会
通
念
上
夕
食
と
さ
れ
る
域
を
大
き
く
超
え
て
「
酒

宴
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
い
か
に
交
際

費
の
支
出
が
裁
量
行
為
に
属
す
る
と
し
て
も
、
そ
の

範
囲
を
超
え
た
違
法
な
も
の
で
あ
る
。

⑶　

地
方
公
共
団
体
に
損
害
が
発
生
し
て
い
る
こ

と
及
び
そ
の
額
（
請
求
原
因
③
）、
違
法
な
公

金
の
支
出
と
損
害
の
発
生
に
因
果
関
係
が
あ
る

こ
と
（
請
求
原
因
④
）

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
公
務
員
間
に
お
い
て
す
る

飲
食
の
必
要
最
少
限
度
の
範
囲
と
し
て
は
、
実
費
弁

償
的
な
公
務
の
た
め
の
旅
費
等
の
範
囲
に
止
め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
前
記
各
交
際
費
の
支
出
の
う

ち
、「
市
川
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
旅
費
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
及
び
「
市
川
市
職
員
旅

費
支
給
条
例
」
の
各
規
定
に
よ
る
食
卓
料
、
旅
費
等

に
準
拠
し
て
算
出
し
た
額
を
超
え
る
部
分
の
合
計

13
万
６
９
０
６
円
の
支
出
は
、
違
法
な
公
金
の
支
出

で
あ
る
。（
な
お
、
違
法
な
公
金
の
支
出
及
び
損
害

の
発
生
に
つ
い
て
主
張
が
あ
る
と
き
は
、
因
果
関
係

は
黙
示
的
に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。）

⑷　

長
に
故
意
ま
た
は
過
失
が
あ
る
こ
と
（
請
求

原
因
⑤
）

市
川
市
長
は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
前
記
違
法

な
公
金
の
支
出
を
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
市
川
市

に
対
し
て
13
万
６
９
０
６
円
の
損
害
を
賠
償
す
べ
き

責
任
が
あ
る
。
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２　

争
点

①　

職
員
の
損
害
賠
償
責
任
は
法
２
４
３
条
の
２
第

３
項
の
賠
償
命
令
に
よ
っ
て
初
め
て
発
生
す
る
の

か
②　

長
は
法
２
４
３
条
の
２
第
１
項
の
「
職
員
」
に

含
ま
れ
る
の
か

３　

原
判
決
（
訴
え
却
下
）

⑴　

職
員
の
損
害
賠
償
責
任
は
法
２
４
３
条
の
２

第
３
項
の
賠
償
命
令
に
よ
っ
て
初
め
て
発
生
す

る
の
か
（
争
点
①
）

法
２
４
３
条
の
２
は
、
一
定
の
職
員
の
し
た
一
定

の
行
為
に
よ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
賠
償

責
任
に
関
し
て
、
実
体
法
的
に
も
、
手
続
的
に
も
特

則
を
規
定
し
て
い
る
。

「
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
特
則
を
設
け
て
い
る
同

条
の
規
定
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
同
条
１
項
所

定
の
職
員
の
職
務
又
は
同
項
に
掲
げ
る
各
行
為
の
特

殊
性
に
鑑
み
て
、
同
項
所
定
の
行
為
に
よ
る
こ
れ
ら

の
職
員
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
私
法
上

の
債
務
不
履
行
責
任
又
は
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠

償
責
任
と
は
別
の
公
法
上
の
特
殊
責
任
と
し
、
責
任

が
苛
酷
と
な
ら
な
い
よ
う
職
務
の
特
殊
性
に
相
応
し

た
責
任
を
負
わ
せ
る
よ
う
に
配
慮
し
、
こ
れ
ら
の
職

員
が
畏
縮
し
消
極
的
と
な
る
こ
と
な
く
、
積
極
的
に

職
務
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と

も
に
（
こ
の
点
は
、
国
家
賠
償
法
１
条
２
項
に
お
い

て
、
国
又
は
公
共
団
体
は
、
公
権
力
の
行
使
に
当
た

る
公
務
員
が
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
場
合

に
の
み
、
求
償
権
を
有
す
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
も

の
で
あ
る
。）、
違
法
な
会
計
事
務
等
の
是
正
を
当
該

普
通
地
方
公
共
団
体
の
実
情
に
即
し
て
簡
易
迅
速
な

内
部
的
手
続
に
よ
り
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
２
４
３
条
の
２
第
１
項
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
で
あ
る
以
上
、
賠
償
責
任

に
関
す
る
民
法
の
規
定
は
適
用
を
排
除
さ
れ
（
現
行

法
の
同
条
14
項
）、
ま
た
、
賠
償
責
任
の
存
否
、
範

囲
も
右
賠
償
命
令
（
行
政
処
分
）
に
よ
っ
て
始
め
て

確
定
さ
れ
て
具
体
的
な
義
務
と
な
る
に
至
り
、
そ
の

責
任
の
実
現
も
専
ら
自
己
完
結
的
な
同
条
所
定
の
手

続
に
よ
っ
て
の
み
図
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

民
事
訴
訟
に
よ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
。
然
ら
ず
し
て
、
若
し
同
条
の

規
定
と
賠
償
責
任
に
関
す
る
民
法
の
規
定
と
が
重
畳

的
に
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
彼
此
い
ず
れ

に
よ
る
か
に
よ
っ
て
賠
償
責
任
の
存
否
、
範
囲
等
に

相
当
の
差
異
を
生
じ
て
合
理
性
を
失
し
、
妥
当
を
欠

く
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
右
両
手
続
を

並
行
し
て
進
行
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
も
の
と
す

れ
ば
、
そ
の
間
の
調
整
に
つ
き
何
等
の
定
め
の
な
い

現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
は
、
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る

混
乱
が
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
仮
に
、
同

条
１
項
に
規
定
す
る
要
件
を
充
た
す
と
き
に
は
、
同

条
３
項
の
規
定
に
よ
る
賠
償
命
令
（
行
政
処
分
）
を

ま
た
ず
し
て
公
法
上
の
賠
償
責
任
が
当
然
に
生
ず
る

と
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
場
合
に
お

い
て
も
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
同
条
所
定
の

手
続
に
従
っ
て
賠
償
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
義
務
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
別
異
に
、
地

方
公
共
団
体
の
代
表
者
と
し
て
、
当
該
職
員
に
賠
償

を
請
求
し
、
こ
れ
に
応
ず
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
、
応

じ
な
け
れ
ば
民
事
訴
訟
に
よ
っ
て
賠
償
請
求
権
を
実

現
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
許
さ
れ
て
い
な
い
も
の

と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
同

条
の
規
定
の
存
在
理
由
は
、
遂
に
見
出
し
得
な
い
で

あ
ろ
う
。）、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
な
し
得
な
い
賠

償
請
求
訴
訟
を
住
民
が
こ
れ
に
代
位
し
て
提
起
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。」（
読
み
や
す

く
す
る
限
り
で
、一
部
改
変
し
て
引
用
。以
下
同
じ
。）

⑵　

長
は
法
２
４
３
条
の
２
第
１
項
の
「
職
員
」

に
含
ま
れ
る
の
か
（
争
点
②
）

「
法
２
４
３
条
の
２
の
規
定
は
、
同
条
１
項
２
号

に
お
い
て
法
２
３
２
条
の
４
第
１
項
の
命
令
（
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
の
命
令
）
を
掲
げ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
も
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
賠
償
責
任

に
つ
い
て
も
等
し
く
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
そ
の
資
格
に
基
づ
い
て
そ

の
職
に
あ
る
私
人
た
る
自
己
に
あ
て
て
賠
償
命
令
を

発
す
る
と
い
う
こ
と
も
法
理
上
は
も
と
よ
り
可
能
で

あ
り
、
実
際
的
に
も
、
賠
償
命
令
は
、
監
査
委
員
の

監
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
公

正
な
運
用
が
制
度
上
担
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
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ら
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
に
あ
る
者
自
身

が
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
場
合
に
つ
い
て
も
、
以
上

に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
別
異
に
解
す
べ
き
理
由
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
訴
請
求
が
市
川
市
長
が
関
係
法

令
に
違
反
し
て
違
法
に
本
件
各
交
際
費
の
支
出
に
か

か
る
支
出
負
担
行
為
（
法
２
３
２
条
の
３
）
又
は
支

出
命
令
（
法
２
３
２
条
の
４
第
１
項
）
を
し
た
と
し

て
、
市
川
市
長
の
市
川
市
に
対
す
る
賠
償
義
務
の
履

行
を
代
位
請
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
賠

償
責
任
の
存
否
若
し
く
は
範
囲
の
決
定
又
は
そ
の
責

任
の
実
現
は
、
専
ら
右
に
み
た
法
２
４
３
条
の
２
所

定
の
手
続
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
と
は
別
に
、
住
民
が
法
２
４
２
条
の
２
第

１
項
４
号
の
規
定
に
基
づ
き
市
川
市
に
代
位
し
て
市

川
市
長
に
対
し
て
市
川
市
が
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を

求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、本
件
訴
え
は
、不
適
法
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。」

４　

判
旨
（
破
棄
差
戻
）

⑴　

職
員
の
損
害
賠
償
責
任
は
法
２
４
３
条
の
２

第
３
項
の
賠
償
命
令
に
よ
っ
て
初
め
て
発
生
す

る
の
か
（
争
点
①
）

法
２
４
３
条
の
２
は
、
１
項
、
２
項
、
３
項
な
ど
、

同
条
１
項
所
定
の
職
員
の
賠
償
責
任
に
関
す
る
特
則

を
定
め
て
い
る
（
現
行
法
の
同
条
14
項
参
照
）。

「
と
こ
ろ
で
、
同
条
の
沿
革
に
つ
い
て
見
る
に
、

昭
和
22
年
法
律
第
67
号
に
よ
る
法
制
定
に
際
し
て

は
、
旧
法
制
に
お
い
て
存
し
た
吏
員
の
地
方
団
体
に

対
す
る
公
法
上
の
賠
償
責
任
の
制
度
を
採
用
せ
ず
、

普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
賠
償
責
任
に
つ
い
て

は
す
べ
て
民
法
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
し

て
、
こ
れ
に
関
す
る
特
別
の
規
定
を
設
け
な
か
つ
た

と
こ
ろ
、
そ
の
後
、
公
金
亡
失
等
の
事
故
の
増
加
に

対
処
す
る
た
め
、
前
記
住
民
訴
訟
の
制
度
と
は
全
く

別
個
に
、
簡
易
な
手
続
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
損

害
補
て
ん
を
図
る
目
的
を
も
つ
て
、
昭
和
25
年
法
律

第
１
４
３
号
に
よ
る
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
出
納

長
又
は
収
入
役
そ
の
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職

員
が
法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
保
管
す
る
現
金
又
は

物
品
を
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
怠
り
亡
失
又
は
き

損
し
た
場
合
に
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
は
監

査
委
員
の
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
期
限
を
定
め
て
そ

の
損
害
を
賠
償
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
規
定
（
旧
２
４
４
条
の
２
）
が
法
に
新
設
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。」そ
し
て
、右
規
定
は
、

２
度
の
改
正
を
経
て
平
成
14
年
改
正
前
の
法
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。

「
以
上
の
よ
う
な
法
に
お
け
る
職
員
の
賠
償
責
任

に
関
す
る
制
度
の
制
定
、
改
正
の
経
緯
に
現
行

２
４
３
条
の
２
の
規
定
内
容
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、

同
条
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
同
条
１
項
所
定
の

職
員
の
職
務
の
特
殊
性
に
鑑
み
て
、
同
項
所
定
の
行

為
に
起
因
す
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
損
害
に
対
す

る
右
職
員
の
賠
償
責
任
に
関
し
て
は
、
民
法
上
の
債

務
不
履
行
又
は
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
よ

り
も
責
任
発
生
の
要
件
及
び
責
任
の
範
囲
を
限
定
し

て
、
こ
れ
ら
職
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
あ
た
り
畏

縮
し
消
極
的
と
な
る
こ
と
な
く
、
積
極
的
に
職
務
を

遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も

に
、
右
職
員
の
行
為
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
損
害

を
被
っ
た
場
合
に
は
、
簡
便
、
か
つ
、
迅
速
に
そ
の

損
害
の
補
て
ん
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
該
地
方
公

共
団
体
を
統
轄
す
る
長
に
対
し
、
賠
償
命
令
の
権
限

を
付
与
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

し
て
み
れ
ば
、
法
２
４
３
条
の
２
の
規
定
は
、
同

条
１
項
所
定
の
職
員
の
行
為
に
関
す
る
限
り
そ
の
損

害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
民
法
の
規
定
を
排
除
し
、

そ
の
責
任
の
有
無
又
は
範
囲
は
専
ら
同
条
１
、２
項

の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
右
職
員
の
行
為

に
よ
り
当
該
地
方
公
共
団
体
が
損
害
を
被
っ
た
場
合

に
、
賠
償
命
令
と
い
う
地
方
公
共
団
体
内
部
に
お
け

る
簡
便
な
責
任
追
及
の
方
法
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
損
害
の
補
て
ん
を
容
易
に
し
よ
う
と
し
た
点
に
そ

の
特
殊
性
を
有
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
当
該
地
方
公

共
団
体
の
右
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、

同
条
１
項
所
定
の
要
件
を
充
た
す
事
実
が
あ
れ
ば
こ

れ
に
よ
っ
て
実
体
法
上
直
ち
に
発
生
す
る
も
の
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
同
条
３
項
に
規
定
す
る
長

の
賠
償
命
令
を
ま
っ
て
初
め
て
そ
の
請
求
権
が
発
生

す
る
と
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。な
お
、

法
２
４
３
条
の
２
第
３
項
以
下
の
規
定
に
よ
れ
ば
、

同
条
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
発
す
る
賠
償

命
令
に
つ
き
、
不
服
申
立
手
続
を
規
定
し
、
か
つ
、

３
年
間
の
除
斥
期
間
を
設
け
て
い
る
（
現
行
法
で
は
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削
除
）
が
、
こ
の
ゆ
え
に
、
同
条
が
同
条
１
項
所
定

の
職
員
の
行
為
に
つ
い
て
同
条
３
項
に
規
定
す
る
賠

償
命
令
に
よ
る
以
外
に
そ
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
こ
と
ま
で
を
も
保
障
し
た
趣
旨
の
も
の
で

あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
条
１
項
所
定

の
職
員
の
行
為
に
よ
り
生
じ
た
当
該
地
方
公
共
団
体

の
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
上
、

賠
償
命
令
の
除
斥
期
間
（
現
行
法
で
は
削
除
）
と
は

別
に
、
法
２
３
６
条
の
債
権
の
消
滅
時
効
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。）。」

⑵　

長
は
法
２
４
３
条
の
２
第
１
項
の
「
職
員
」

に
含
ま
れ
る
の
か
（
争
点
②
）

「
そ
し
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
当
該

地
方
公
共
団
体
の
条
例
、
予
算
そ
の
他
の
議
会
の
議

決
に
基
づ
く
事
務
そ
の
他
公
共
団
体
の
事
務
を
自
ら

の
判
断
と
責
任
に
お
い
て
誠
実
に
管
理
し
及
び
執
行

す
る
義
務
を
負
い
（
法
１
３
８
条
の
２
）、
予
算
に

つ
い
て
そ
の
調
製
権
、
議
会
提
出
権
、
付
再
議
権
、

原
案
執
行
権
及
び
執
行
状
況
調
査
権
等
広
範
な
権
限

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
（
法
１
７
６
条
、
１
７
７

条
、
２
１
１
条
、
２
１
８
条
、
２
２
１
条
）、
そ
の

職
責
に
鑑
み
る
と
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
行

為
に
よ
る
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、
他
の
職
員
と
異

な
る
取
扱
を
さ
れ
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
も
の
で

あ
り
、
右
の
よ
う
な
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職

責
並
び
に
前
述
の
よ
う
な
法
２
４
３
条
の
２
の
規
定

の
趣
旨
及
び
内
容
に
照
ら
せ
ば
、
同
条
１
項
所
定
の

職
員
に
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
は
含
ま
れ
ず
、

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
当
該
地
方
公
共
団
体
に

対
す
る
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
民
法
の
規
定
に
よ
る

も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
法
２
４
２
条
の
２
第
１
項
４
号
の

規
定
に
基
づ
く
損
害
補
て
ん
の
代
位
請
求
訴
訟
に
お

い
て
は
、
当
該
訴
訟
が
法
２
４
３
条
の
２
第
１
項
所

定
の
職
員
に
対
し
同
項
所
定
の
行
為
を
理
由
と
し
て

損
害
の
補
て
ん
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に

よ
っ
て
訴
え
の
適
否
が
左
右
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ

き
理
由
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
当
該
訴
訟
が
当
該
地

方
公
共
団
体
の
長
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
補
て
ん
を

求
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
実
体
法
的
に
も
法

２
４
３
条
の
２
の
規
定
を
顧
慮
す
る
必
要
は
な
い
も

の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

第
３　

検
討

１　

職
員
の
損
害
賠
償
責
任

⑴　

最
高
裁
に
よ
れ
ば
、「
当
該
地
方
公
共
団
体

の
右
職
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
同
条
１

項
所
定
の
要
件
を
充
た
す
事
実
が
あ
れ
ば
こ
れ
に

よ
っ
て
実
体
法
上
直
ち
に
発
生
す
る
も
の
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
り
、
同
条
３
項
に
規
定
す
る
長
の
賠

償
命
令
を
ま
っ
て
初
め
て
そ
の
請
求
権
が
発
生
す
る

と
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
」
の
で
あ
る

か
ら
、
職
員
の
損
害
賠
償
責
任
の
実
体
法
上
の
根
拠

は
、
法
２
４
３
条
の
２
第
３
項
の
賠
償
命
令
（
こ
れ

に
よ
り
公
金
を
賦
課
す
る
行
政
処
分
）
で
は
な
く
、

同
条
１
項
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

民
法
の
債
務
不
履
行
責
任
な
い
し
不
法
行
為
責
任

と
比
較
す
る
と
、
故
意
ま
た
は
重
過
失
に
要
件
が
限

定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
責
任
の
内
容
が
、
同
条
２
項

に
よ
り
、特
殊
な
分
割
債
務
（
民
法
４
２
７
条
参
照
）

と
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、「
法
２
３
６
条
の
債
権

の
消
滅
時
効
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
」こ
と
に
よ
り
、

消
滅
時
効
の
期
間
が
５
年
間
と
さ
れ
る
こ
と
が
特
徴

と
な
る
。

⑵　

ま
た
、「
同
条
３
項
に
規
定
す
る
賠
償
命
令

に
よ
る
以
外
に
そ
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
こ
と
ま
で
を
も
保
障
し
た
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
と

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
地
方

公
共
団
体
は
、
賠
償
命
令
を
せ
ず
に
、
民
事
訴
訟
に

よ
っ
て
、
職
員
の
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
こ
と

も
で
き
る
。

も
っ
と
も
、「
民
法
の
規
定
を
排
除
し
、
そ
の
責

任
の
有
無
又
は
範
囲
は
専
ら
同
条
１
、２
項
の
規
定

に
よ
る
も
の
と
し
」
と
い
う
趣
旨
が
、
民
法
の
特
則

で
あ
る
と
い
う
の
か
、原
判
決
の
い
う
と
こ
ろ
の「
公

法
上
の
特
殊
責
任
」
で
あ
る
と
い
う
の
か
は
明
ら
か

で
な
く
、
仮
に
後
者
の
趣
旨
で
あ
る
な
ら
ば
、
民
事

訴
訟
で
は
な
く
、
一
種
の
実
質
的
当
事
者
訴
訟
（
行

訴
法
４
条
後
段
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
と
も
と

「
民
法
の
規
定
に
よ
り
処
理
」
し
て
い
た
と
い
う
沿

革
、「
賠
償
命
令
と
い
う
地
方
公
共
団
体
内
部
に
お

け
る
簡
便
な
責
任
追
及
の
方
法
を
設
け
る
こ
と
に
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よ
っ
て
損
害
の
補
て
ん
を
容
易
に
し
よ
う
と
し
た
」

も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
前
者
の
趣

旨
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
し
、
職
員
の
損
害
賠

償
責
任
に
は
「
法
２
３
６
条
の
債
権
の
消
滅
時
効
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
、公
法
関
係
（
公

法
上
の
法
律
関
係
）
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
ら
（
最
高
裁
平
成
17
年
11
月
21
日
判

決
（
判
例
時
報
１
９
２
２
号
78
頁
）
参
照
）、
こ
の

こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
後
者
の
趣
旨
で
あ
る
よ
う
に

も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
住
民
訴
訟
は
客
観
訴
訟
で
あ
る
と
こ
ろ
、

法
２
４
２
条
の
２
第
１
項
但
書
は
、「
当
該
職
員
又

は
当
該
行
為
若
し
く
は
怠
る
事
実
に
係
る
相
手
方
が

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
賠
償

の
命
令
の
対
象
と
な
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、当
該
賠
償
の
命
令
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
」

と
定
め
て
お
り
、
住
民
訴
訟
の
４
号
請
求
で
は
、
賠

償
命
令
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
に
限
ら
れ
、
損

害
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
を
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

２　

長
の
損
害
賠
償
責
任

⑴　

最
高
裁
に
よ
れ
ば
、「
同
条
１
項
所
定
の
職

員
に
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
は
含
ま
れ
ず
」「
民

法
の
規
定
に
よ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
長
の

損
害
賠
償
責
任
の
実
体
法
上
の
根
拠
は
、
法
２
４
３

条
の
２
第
３
項
の
賠
償
命
令
で
も
、
同
条
第
１
項
で

も
な
く
、民
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、

「
民
法
上
の
債
務
不
履
行
又
は
不
法
行
為
に
よ
る
損

害
賠
償
責
任
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
民
法

４
１
５
条
ま
た
は
民
法
７
０
９
条
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
前
者
の
債
務
と
し
て
は
、
受
任
者
の
善
管
注

意
義
務
（
民
法
６
４
４
条
、
法
１
３
８
条
の
２
）
で

あ
る
と
解
さ
れ
る
（
大
審
院
昭
和
13
年
２
月
８
日
判

決
（
民
集
17
巻
１
０
０
頁
）
及
び
会
社
法
３
３
０
条

参
照
）。

民
法
の
債
務
不
履
行
責
任
及
び
不
法
行
為
責
任

は
、
い
ず
れ
も
故
意
ま
た
は
過
失
が
要
件
で
あ
り
、

債
務
者
（
西
原
信
雄
編
「
注
釈
民
法
⑾
」
42
・
65
頁
）

な
い
し
加
害
者
（
最
高
裁
昭
和
57
年
３
月
４
日
判
決

（
判
例
時
報
１
０
４
２
号
87
頁
））
が
複
数
の
場
合
の

損
害
賠
償
責
任
は
、
い
ず
れ
も
不
真
性
連
帯
債
務
で

あ
る
。
消
滅
時
効
の
期
間
は
、
債
務
不
履
行
責
任
で

あ
れ
ば
10
年
間
（
民
法
１
６
７
条
１
項
）
で
あ
り
、

不
法
行
為
責
任
で
あ
れ
ば
３
年
間
（
除
斥
期
間
は
20

年
間
）（
民
法
７
２
４
条
）
で
あ
る
。

な
お
、
不
法
行
為
責
任
で
は
、
故
意
ま
た
は
過
失

が
請
求
原
因
と
さ
れ
る
が
、債
務
不
履
行
責
任
で
は
、

帰
責
性
（
故
意
ま
た
は
過
失
）
が
な
い
こ
と
が
抗
弁

と
さ
れ
て
い
る
（
最
高
裁
昭
和
34
年
９
月
17
日
判
決

（
判
例
時
報
２
０
４
号
21
頁
））。
こ
の
た
め
、
住
民

訴
訟
の
４
号
請
求
と
し
て
、
執
行
機
関
と
し
て
の
長

が
個
人
と
し
て
の
長
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
請
求
を

す
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
を
す
る
場
合
で
、
長
の
損

害
賠
償
責
任
の
実
定
法
上
の
根
拠
が
民
法
４
１
５
条

で
あ
る
と
き
は
、
長
に
故
意
ま
た
は
過
失
が
あ
る
こ

と
（
請
求
原
因
⑤
）
が
請
求
原
因
に
な
る
の
で
は
な

く
、
長
に
故
意
ま
た
は
過
失
が
な
い
こ
と
が
抗
弁
に

な
る
と
解
さ
れ
る
。

⑵　

ま
た
、「
同
条
１
項
所
定
の
職
員
に
は
当
該

地
方
公
共
団
体
の
長
は
含
ま
れ
ず
」
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
同
条
３
項
の
賠

償
命
令
の
対
象
に
も
な
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
は
、

専
ら
民
事
訴
訟
に
よ
っ
て
、
長
の
損
害
賠
償
責
任
を

追
及
す
る
こ
と
に
な
る
。

３　

長
の
損
害
賠
償
責
任
と
職
員
の
損
害
賠
償
責

任
（
ま
と
め
）

⑴　

法
２
４
３
条
の
２
第
１
項
の
損
害
賠
償
責
任

ア　

対
象
者

①　

法
１
５
３
条
、
法
１
８
０
条
の
２
（
委
任
）
ま

た
は
事
務
決
裁
規
程
等
（
専
決
、
代
決
）
に
よ
り

支
出
負
担
行
為
な
い
し
支
出
命
令
を
す
る
権
限
を

有
す
る
職
員
（
部
長
、
課
長
等
）

②　

①
を
直
接
補
助
す
る
職
員
で
、
規
則
で
指
定
し

た
者

　

な
お
、
①
は
権
限
を
委
任
さ
れ
た
職
員
の
こ
と

で
あ
り
、
専
決
、
代
決
権
限
を
有
す
る
職
員
は
②

で
あ
る
と
す
る
古
い
行
政
実
例
（
行
実
昭
和
39
年

10
月
19
日
）
が
あ
る
が
、
①
に
長
は
含
ま
れ
ず
、

地
方
公
共
団
体
で
委
任
の
例
は
多
く
な
い
こ
と
か

ら
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
①
は
あ
ま
り
意
味

の
な
い
規
定
と
な
る
。
専
決
、
代
決
権
限
を
有
す
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る
職
員
も
決
裁
し
た
者
（
現
実
に
意
思
決
定
を
し

た
者
）
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
で
指
定
し
な
い
こ
と

に
よ
り
、
責
め
を
免
れ
得
る
と
す
る
理
由
は
な
い

（
園
部
逸
夫
編
「
地
方
自
治
法
講
座
４　

住
民
訴

訟
」
25
頁
参
照
）。
最
高
裁
も
、
近
時
、
専
決
権

限
を
有
す
る
財
務
課
長
を
①
と
し
、
財
務
課
長
の

権
限
に
属
す
る
事
務
を
直
接
補
助
す
る
教
育
予
算

班
経
理
担
当
副
主
任
を
②
と
し
て
い
る
（
最
高
裁

平
成
20
年
11
月
27
日
判
決
（
判
例
時
報
２
０
２
８

号
26
頁
））。

イ　

要
件
等

①　

要
件　

故
意
ま
た
は
重
過
失

②　

責
任
態
様　

特
殊
な
分
割
債
務

③　

消
滅
時
効　

５
年
間

ウ　

訴
訟
等

①　

責
任
追
及　

民
事
訴
訟
ま
た
は
賠
償
命
令

②　

住
民
訴
訟　

賠
償
の
命
令
を
す
る
こ
と
を
求
め

る
請
求

⑵　

民
法
上
の
損
害
賠
償
責
任

ア　

対
象
者

①　

長

②　

地
方
公
営
企
業
の
管
理
者
（
最
高
裁
平
成
３
年

12
月
20
日
判
決
（
判
例
時
報
１
４
１
１
号
27
号
））

（
③
）　

職
員
で
、
法
２
４
３
条
の
２
第
１
項
の
職
員

に
該
当
し
な
い
者
（
予
算
執
行
職
員
等
に
該
当
し

な
い
職
員
）

イ　

要
件
等

①　

要
件　

故
意
ま
た
は
過
失

　

な
お
、
支
出
負
担
行
為
な
い
し
支
出
命
令
を
す

る
権
限
を
有
す
る
職
員
が
支
出
負
担
行
為
な
い
し

支
出
命
令
を
し
た
場
合
の
長
は
、
指
揮
監
督
上
の

義
務
違
反
に
つ
い
て
故
意
ま
た
は
過
失
（
最
高
裁

平
成
９
年
４
月
２
日
判
決
（
判
例
時
報
１
６
０
１

号
47
頁
））

②　

責
任
態
様　

不
真
性
連
帯
債
務

③　

消
滅
時
効　

債
務
不
履
行
責
任
で
あ
れ
ば
10
年

間
、
不
法
行
為
責
任
で
あ
れ
ば
３
年
間
（
除
斥
期

間
は
20
年
間
）

ウ　

訴
訟
等

①　

責
任
追
及　

民
事
訴
訟

②　

住
民
訴
訟　

損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
を

求
め
る
請
求

第
４　

最
高
裁
平
成
６
年
11
月
８
日
判

決
民
集
１
７
３
号
２
７
５
頁

１　

法
２
４
３
条
の
２
の
立
法
趣
旨
の
理
解
に
つ
い

て
は
、
原
判
決
、
最
高
裁
判
決
と
も
共
通
し
て
お
り

（
前
記
第
２
の
３
及
び
４
の
傍
線
部
参
照
）、
そ
こ
か

ら
特
定
の
結
論
を
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
原

判
決
は
、
条
文
を
緻
密
に
検
討
し
て
結
論
を
導
い
た

の
に
対
し
て
、
最
高
裁
判
決
は
、
同
条
の
沿
革
を
重

視
し
て
結
論
を
導
い
て
い
る
。

よ
り
実
質
的
な
価
値
判
断
（
結
論
の
妥
当
性
）
と

し
て
、
最
高
裁
は
、
原
判
決
の
よ
う
に
解
す
る
と
、

住
民
訴
訟
の
意
義（
最
高
裁
昭
和
53
年
３
月
30
日（
判

例
時
報
８
８
４
同
22
頁
））
が
骨
抜
き
に
な
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

原
判
決
の
よ
う
に
解
し
て
も
、
賠
償
命
令
を
怠
っ
て

い
れ
ば
、そ
れ
を
「
公
金
の
賦
課
…
…
を
怠
る
事
実
」

（
法
２
４
２
条
１
項
）
と
し
て
、「
違
法
の
確
認
の
請

求
」（
法
２
４
２
条
の
２
第
１
項
３
号
）
を
す
る
こ

と
が
で
き
、
万
一
、５
年
の
経
過
に
よ
り
時
効
消
滅

さ
せ
れ
ば
、そ
れ
を「
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
」（
法

２
４
２
条
１
項
）
と
し
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ

と
を
求
め
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

か
ら
、
迂
遠
で
は
あ
る
も
の
の
、
住
民
訴
訟
制
度
の

意
義
が
骨
抜
き
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
条
と
住
民
訴
訟
の
４
号
請
求

の
関
係
が
問
題
と
な
り
得
る
事
案
に
お
い
て
、
従
前

は
そ
れ
が
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯

を
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
も
あ
れ
、
最
高
裁
判
決
に
対
し
て
は
、
地
方
公

共
団
体
も
法
人
で
あ
り
（
法
２
条
１
項
）、
長
は
法

人
の
理
事
な
い
し
株
式
会
社
の
取
締
役
と
同
様
の
地

位
に
あ
る
と
は
い
え
て
も
、
長
と
地
方
公
共
団
体
の

間
に
、
い
つ
、
い
か
な
る
行
為
を
も
っ
て
契
約
関
係

が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
の
か
（
民
法
６
４
４
条
の

適
用
な
い
し
準
用
の
基
礎
は
何
か
）
と
い
う
理
論
的

な
疑
問
と
と
も
に
（
あ
る
い
は
、
債
務
不
履
行
と
い

う
の
は
、
公
法
・
私
法
を
問
わ
ず
お
よ
そ
法
律
関
係

に
妥
当
す
る
信
義
則
上
の
義
務
の
不
履
行
を
意
味
し

て
い
る
の
か
。）、
賠
償
命
令
と
（
た
と
え
ば
、
賠
償
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命
令
の
額
が
過
少
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
怠

る
事
実
の
違
法
確
認
の
請
求
や
、
執
行
機
関
と
し
て

の
長
が
個
人
と
し
て
の
長
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
請

求
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
）
住
民
訴
訟
の
調
整

は
ど
の
よ
う
に
し
て
図
ら
れ
る
の
か
と
い
う
現
実
的

な
疑
問
が
あ
る
が
、
後
者
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
最

高
裁
平
成
６
年
11
月
８
日
判
決
（
裁
判
集
民
１
７
３

号
２
７
５
頁
）
が
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

２　

最
高
裁
平
成
６
年
11
月
８
日
判
決
は
、「
原
審

の
適
法
に
確
定
し
た
事
実
関
係
の
下
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古里さんはその名の通り、ふるさと催事係の係長である。
山間の小さな市にはさしたる産業がない。霊験あらたかと
の世評が高い観音様ぐらいしか特筆すべきものもない。だ
から、その門前町を中心とした観光業が頼りであった。当
然、集客のために折に触れてイベントを行う必要がある。
それも、市長の言を借りれば、最低コストで最大効果をあ
げるものだ。
ところが、行政マンにはこの手の仕事が苦手な人が多い。

ましてや、この寒村である。条例や規則、マニュアルに沿っ
てさまざまな書類をきちんとチェックする。行政にとって
最も基本的なことができる人材だとて、そうざらにはいな
い。それなのに、イベントをうまく仕切る職員など、そも
そも望むことすらおこがましい。
そんな状況なのに、なんの因果か、イベントにうってつ

けの人材が古里係長であった。だから、およそ催事と言え
ば、何でもかんでも彼が関わる。それも、いわゆる「仕切
る」のである。彼はそれを好きでもなければ望んでもいな
いが、いつの間にやら彼が仕切っているのである。
一口に催事と言っても、関わる部や課は多い。式典等を

具体的に進める主管課だけでも、産業課、市民課、観光課、
建設課、総務課から行政委員会、教育委員会まで市役所中
にある。古里から見ると、判で押したように内容や儀式の
形にこだわる担当者ばかりが目立つ。
古里はひそかに彼らをサブ屋と呼んでいる。サブスタン

シャル（中身）にこだわる人の意味である。確かに、内容
や式典の見栄えはそのイベントの直接的な評価につなが
る。加えて、どうも行政に長く携わっていると、そっちが
気になるらしい。
花火大会にしても、大会の意義や今年の意味合いとはな

にか、花火の一つひとつは何を象徴していて市の振興にど
う結びつくのか、あるいは、どういった効果を市にもたら
すのか、などについて日がな一日議論していて飽きない。
また、来賓のあいさつの順番をどうする、乾杯はどのタイ
ミングで、主催者代表はだれで、何を言わせるのかなどに
もすったもんだで果てがない。
誰も、準備をいつからどう進めるか、関係者への根回し

は、防火関連の態勢や許可は、寄附はどこからどのタイミ
ングで集めるか、進行日程のクリティカルパスは、いわゆ
るロジスティック（兵站）には無頓着だ。だから、古里が
徹底したロジ屋に回るしかない。

催事の実行部隊である業者では、このサブとロジは車の
両輪でどちらが欠けてもうまくいかないことが常識であ
る。しかし、彼らでも、その両方をうまくこなす人は少な
い。極めて綿密にロジから入ってきてサブは主催者が考え
てくださいというプロが偶にいて、そういう時は古里も仕
事が楽だ。ふつうは、行政側も業者側もロジ部分は相手の
役目だと勝手に思っている。
古里とて、最初からロジの人であったわけではない。採
用当時の上司、坂本総務課長がロジの人であった。人呼ん
で「めし休みの坂本」。現場に来るといつも、「飯は食った
か？」、「休みは取ったか？」というのが口癖で、スケジュー
ルの鬼、工程おバカとも揶揄された。
「誰でもサブの方が面白い。陳腐な内容でもそこそこの
催事にはなる。手柄もわかりやすいし目立つ。それに対し
てロジは常に縁の下の力持ちならぬ人柱だ。成功しても功
績は忘れられる。失敗すればロジが全責任を被る。損な役
目である。だから、わたしがやる」。古里はそんな坂本に
仕込まれてしまった。
坂本は、イベントが始まると事務局に張り付いて全体の
進行の指揮を取った。会場にはいかなかった。そして、突
発的な出来事に間髪いれずに対応した。たとえ市長の伝令
であろうとも会場内の幹部のその場の思いつきは無視し
た。モニターテレビがあると喜んだが、無くても見に行か
なかった。裏方に徹した。終わった後ほめられるより怒ら
れる方が多かった。それでも、愚痴一つこぼさなかった。
古里は、万年係長でさまざまな部署に異動したが、どこ
にいても催事の縁の下の力持ちだった。性にあっていたの
かもしれなかったが、坂本課長あってのイベントだったこ
とを誰よりもよく知っていて、坂本が総務部長で退職して
から後を継ぐ人がいなかったからである。結局、それがそ
のまま仕事になってふるさと催事係長となった。
古里は最後の片付けが終わった後、いつも一人で鏡を見
る。自分がかつての坂本のように晴れ晴れとした顔をして
いると、心底嬉しい。
古里は食いしん坊で、腹が減っていると力が出ないから、
いつも裏方の昼飯の心配をしている。それで、みんなから
「めしの古里」と呼ばれている。「休んだか？」って訊かな
くちゃあな、そう思いながらも、今日も事務局に陣取って
飯の心配をしている。
	 （新戸　拓）
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