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「
事
業
仕
分
け
」
が
国
、
地
方
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

筆
者
が
当
時
民
社
党
政
審
事
務
局
時
代
、
国
会
議
員
か
ら
の
指
示

で
、
あ
る
公
団
出
資
の
株
式
会
社
組
織
の
調
査
が
思
う
よ
う
に
進
め

ら
れ
な
か
っ
た
時
代
か
ら
す
る
と
、
今
回
の
独
立
行
政
法
人
の
仕
分

け
は
、
与
党
（
予
算
査
定
で
き
る
立
場
）
が
公
開
の
場
で
査
定
す
る

と
い
う
強
み
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
と
も
す
る
と
「
審
議
会
」
が
、
官
僚
主
導
の
隠
れ
蓑
、

議
論
を
誘
導
と
指
摘
も
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
民
間
有
識
者

等
の
専
門
性
の
あ
る
知
識
、
経
験
、
能
力
は
有
用
で
す
。
ア
メ
リ
カ

の
上
・
下
院
、
自
治
体
の
議
会
で
は
、
民
間
の
知
識
人
等
を
公
述
人

と
し
て
参
考
意
見
等
を
聞
く
風
景
が
し
ば
し
ば
報
道
さ
れ
ま
す
。 

し
か
し
、
執
行
で
の
「
責
任
」
は
国
会
議
員
等
や
首
長
が
負
う
。

国
会
議
員
等
や
首
長
は
、
有
権
者
に
評
価
さ
れ
、
選
挙
で
篩
（
フ
ル

イ
）
に
か
け
ら
れ
る
。「
責
任
」
を
担
え
な
い
人
が
政
策
決
定
過
程
に

入
る
な
ら
ば
、
知
識
、
経
験
と
共
に
、
透
明
性
や
説
明
責
任
、
任
用

し
た
側
の
説
明
責
任
、
こ
の
評
価
基
準
の
確
立
も
必
要
で
し
ょ
う
。 

公
務
員
制
度
で
の
論
議
で
も
、
任
用
、
昇
進
、
降
格
で
の
評
価
基

準
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
英
国
や
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
ポ
ス
ト

ご
と
の
募
集
、
当
然
昇
進
し
た
け
れ
ば
空
き
ポ
ス
ト
の
公
募
へ
応
募

し
、
試
験
を
通
過
し
て
昇
進
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
客
観
性
に
近

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
導
入
の
是
非
は
さ
て
お
き
で
す
が
。 

【
地
方
自
治
法
の
改
正
・
・
・
】 

さ
て
、
国
会
に
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」、「
地

域
主
権
改
革
関
連
２
法
案
」（「
地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
」
と
「
国
と
地
方
の
協
議
の

場
に
関
す
る
法
律
案
」）
が
上
程
さ
れ
て
い
ま
す
。（
４
月
７
日
に
参

議
院
総
務
委
員
会
に
付
託
。） 

《
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
》 

主
に
、
①
議
員
定
数
の
上
限
数
の
撤
廃
、
②
議
決
事
件
の
範
囲
の

拡
大
、
自
③
行
政
機
関
等
の
共
同
設
置
に
関
す
る
事
項
、
④
地
方
分

権
推
進
計
画
に
基
づ
く
義
務
付
け
の
廃
止
に
関
す
る
事
項
、
⑤
直
接

請
求
の
代
表
者
の
制
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
中
で
、
議
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
既
に
各
自
治
体
の
議
会
は

減
数
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
要
は
法
律
の
縛
り
が
な
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
行
政
機
関
等
の
共
同
設
置
に
つ
い
て
は
、
制
度

を
き
ち
ん
と
つ
く
ら
な
い
と
、
各
委
員
・
委
員
会
の
下
に
一
つ
の
事

務
局
と
な
る
と
無
用
の
混
乱
を
来
し
か
ね
な
い
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。 

共
同
設
置
と
し
て
は
、
調
査
機
関
（
事
務
局
の
内
部
組
織
と
し
て

で
す
が
。）
の
共
同
設
置
、
例
え
ば
、
筆
者
と
し
て
思
い
つ
く
の
は
、

議
会
事
務
局
の
議
事
調
査
担
当
、
制
度
施
策
の
調
査
担
当
、
監
査
委

員
事
務
局
の
調
査
担
当
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

し
か
し
、
実
質
的
な
職
員
定
数
、
任
命
方
式
等
の
人
事
権
と
い
っ

た
制
度
の
細
部
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
実
際
に
共
同
設
置
の
効

果
が
出
る
の
か
、
詳
細
は
各
自
治
体
任
せ
な
の
か
、
具
体
的
な
検
討

が
必
要
と
な
る
と
考
え
ま
す
。 

ま
た
、
議
会
を
例
に
考
え
る
と
、
各
自
治
体
の
議
会
で
は
、
会
議



規
則
、
申
し
合
わ
せ
、
先
例
等
で
運
営
さ
れ
て
お
り
、
事
務
局
（
内

部
組
織
）
を
共
同
設
置
し
て
何
を
求
め
る
の
か
、
繰
り
返
し
に
な
り

ま
す
が
検
討
が
必
要
で
す
。 

《
地
域
主
権
改
革
関
連
２
法
案
》 

「
地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
案
」
で
の
義
務
付
け
・
枠
付
け
に
関
し
て
は
、
法
律
案
が

審
議
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
執
行
部
か
ら
は
、
明
確
な
答
弁
が
出
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
関
係
自
治
体
で
は
所
管
と
し
て
の

法
律
案
の
内
容
の
把
握
、
認
識
、
改
正
法
施
行
後
の
対
応
策
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。 

【「
子
ど
も
手
当
」
の
そ
の
後
・
・
・
】 

「
子
ど
も
手
当
」
の
交
付
事
務
が
ス
タ
ー
ト
。
５５４
人
分
を
申
請
し

た
事
例
が
報
道
さ
れ
る
等
早
く
も
問
題
点
が
具
体
化
し
ま
し
た
。 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
導
入
時
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
国
が
決
め

て
、
自
治
体
の
窓
口
が
混
乱
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
す
。
制
度
を

つ
く
る
と
き
に
は
、
相
応
の
「
課
題
点
発
見
作
業
」
と
対
応
策
の
策

定
が
な
け
れ
ば
、
自
治
体
が
困
惑
す
る
ば
か
り
で
す
。 

給
付
に
当
た
っ
て
の
問
題
点
の
確
認
、
改
善
点
の
検
討
と
国
へ
の

要
望
が
あ
れ
ば
、
執
行
部
が
国
へ
要
望
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
議
会
と
し
て
も
意
見
書
の
方
法
で
求
め
て
い
く
こ
と
は
、
自
治

体
の
議
会
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。 

ま
た
、
子
育
て
関
連
施
策
、
自
治
体
財
政
、
自
治
体
内
の
企
業
負

担
へ
の
影
響
、
制
度
の
内
容
が
具
体
的
に
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
注

視
し
て
、
改
善
を
求
め
る
必
要
が
あ
れ
ば
国
に
検
討
を
求
め
る
こ
と

も
ひ
と
つ
の
方
法
か
と
考
え
ま
す
。 

【
介
護
保
険
制
度
の
チ
ェ
ッ
ク
・
・
・
】 

第
４
期
介
護
保
険
の
中
間
年
で
す
。
総
務
省
行
政
評
価
局
で
は
、

「
介
護
保
険
事
業
等
に
関
す
る
行
政
評
価
・
監
視
」
に
つ
い
て
の
報

告
書
を
公
表
し
て
い
ま
す
。
介
護
予
防
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

昨
年
、
７５
歳
以
上
の
人
間
ド
ッ
グ
の
復
活
も
国
か
ら
自
治
体
へ
要
請

さ
れ
ま
し
た
。
復
活
さ
せ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

介
護
保
険
事
業
者
の
問
題
が
報
道
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
介
護

予
防
の
状
況
、
生
活
機
能
の
維
持
の
状
況
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
適
切

に
提
供
さ
れ
て
い
る
か
、
今
後
の
課
題
は
何
か
等
な
ど
改
め
て
確
認

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
し
ょ
う
。 

【
最
近
気
に
な
っ
た
こ
と
・
・
・
】 

学
校
用
地
の
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て
、
自
治
体
と
所
有
を
主
張
す
る

男
性
と
の
間
で
の
事
件
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

報
道
か
ら
だ
け
で
す
が
、
所
有
権
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
、

自
治
体
側
は
所
有
権
が
あ
る
と
主
張
、
一
方
、
自
治
体
は
男
性
に
対

し
固
定
資
産
税
を
課
税
、
男
性
は
支
払
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。 

自
治
体
内
部
で
の
情
報
の
共
有
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
市
内

部
で
の
対
処
が
ど
う
進
ん
で
き
て
い
た
の
か
。「
情
報
の
共
有
」、「
共

有
す
べ
き
情
報
の
選
択
」
が
大
切
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

ア
メ
リ
カ
の
自
治
体
の
中
に
は
、
法
律
専
門
の
部
署
の
設
置
、
専

門
家
が
複
数
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

分
権
が
進
み
、
制
度
が
複
雑
に
な
る
、
対
応
す
る
事
務
、
権
利
義

務
関
係
に
関
し
て
、
法
制
や
訴
務
に
つ
い
て
の
対
応
を
検
討
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
な
ど
共
同
設
置
で
の

対
応
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 


