
２
１

市
民
の
行
政
へ
の
距
離
　
－
発
言
と
沈
黙
－

市
役
所
へ
の
接
触

ど
、
も
と
も
と
弱
か
っ
た
市
民
福
祉
諸
部
門
の
弱
さ
が
い
っ
そ

う
あ
ら
わ
に
な
り
、
こ
れ
に
対
す
る
市
民
の
不
安
と
悩
み
は
急

速
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
昭
和
四
十
八
年
度
は
「
市
長
へ
の

市
民
の
行
政
へ
の
距
離

手
紙
」
の
問
題
別
件
数
で
、
上
位
に
「
消
費
経
済
」
「
老
人
福

祉
」
と
い
う
部
門
が
は
じ
め
て
登
場
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す

で
に
ふ
れ
た
。
「
市
長
へ
の
手
紙
」
の
制
度
が
は
じ
ま
っ
た
三

十
八
年
以
来
、
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
市
役
所
に
訴
え
ら
れ
た

問
題
で
は
、
道
路
舗
装
、
下
水
道
整
備
、
し
尿
処
理
な
ど
、
身

の
ま
わ
り
の
生
活
環
境
の
こ
と
が
終
始
、
上
位
を
占
め
て
き
た

の
に
、
そ
れ
が
四
十
八
年
度
に
は
、
物
価
と
福
祉
に
席
を
ゆ
ず

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
何
も
「
市
長
へ
の
手

紙
」
に
限
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
も
前
述
し
た
が
、
い

市
民
福
祉
へ
の

潜
在
的
な
要
望

「
１
　
市
民
の
暮
ら
し
と
気
持
ち
」
で
み
て

き
た
よ
う
に
、
イ
ン
フ
レ
と
い
う
要
因
に
よ

り
、
家
計
、
老
人
福
祉
、
医
療
、
住
宅
な
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く
つ
か
の
調
査
で
み
て
も
、
市
役
所
に
対
し
て
と
く
に
市
民
福

祉
の
施
策
を
求
め
る
潜
在
的
な
要
望
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る

こ
と
は
、
き
わ
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
物
価
、
福
祉
、
医
療
、
住
宅
－
ど
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、

そ
れ
は
本
来
、
国
政
の
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
に

異
論
は
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
の
政
策
に
転
換
が
み

ら
れ
な
い
限
り
、
抜
本
的
な
解
決
は
期
待
で
き
に
く
い
問
題
ば

か
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る

問
題
を
、
市
民
は
市
役
所
に
対
し
て
も
強
く
求
め
よ
う
と
し
て

い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
市
民
生
活
が
追
い
つ
め
ら

れ
て
き
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
し
、
ま
た
、
そ
の
故
に
、

市
役
所
の
仕
事
に
対
す
る
市
民
の
期
待
が
、
身
の
ま
わ
り
の
生

活
環
境
の
整
備
を
主
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
も
の
か
ら
、
市
民
福

祉
の
基
礎
的
な
問
題
に
ま
で
大
幅
に
広
が
っ
て
き
て
い
る
と
み

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
市
民
は
、

現
実
に
、
自
分
の
意
見
を
行
政
や
政
治
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
陳
情
・
請
願
、
「
市
長
へ
の
手
紙
」
、
地
域
ご
と
の
「
住

民
集
会
」
あ
る
い
は
「
市
民
・
区
民
相
談
室
」
な
ど
だ
が
、
こ

れ
ら
を
使
っ
て
実
際
に
市
役
所
に
訴
え
る
人
は
、
有
権
者
の
約

三
割
で
、
残
る
七
割
前
後
の
人
た
ち
は
要
求
を
し
た
こ
と
が
な

い
（
表
1
2
）
。
し
か
も
、
全
体
で
四
割
強
の
人
た
ぢ
は
、
不
満
を

も
ち
つ
つ
も
解
決
を
要
求
す
る
こ
と
な
く
暮
ら
し
て
い
る
。
こ

の
行
政
へ
の
接
触
を
軸
に
し
て
市
民
の
気
持
ち
を
み
る
と
、
簡

単
に
い
え
ば
、
一
方
に
は
行
政
の
設
け
た
ど
の
よ
う
な
窓
口
に

も
あ
ま
り
関
心
を
も
て
な
い
人
た
ち
が
あ
り
、
他
方
の
極
に
は

行
政
を
鋭
く
告
発
す
る
住
民
運
動
を
す
す
め
る
人
た
ち
が
あ

る
。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
、
現
実
に
要
求
を
も
ち
だ
し

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
市
役
所
に
不
満
や
要
求
を
訴
え
た
人
の
七
割
は
持
家
層
で
、

居
住
年
数
が
比
較
的
長
く
、
地
域
に
あ
る
程
度
定
着
し
た
、
ど
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し
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や
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情

・
要
求
な
ど
を
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こ
な
う
た
め
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る
手
段
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所
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言
葉
で
は
広
聴
手
段
）
、
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ち
ち
か
ど
い
え
ば
生
活
の
上
で
ゆ
と
り
の
あ
る
人
た
ち
か
ら
要

求
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
広
聴
手
段
を
使
っ
て
発
言
し
て
い
る
人

の
三
分
の
一
は
三
〇
代
・
四
〇
代
の
主
婦
で
あ
る
が
、
男
性
で

は
四
〇
代
と
五
〇
代
の
自
営
業
・
経
営
管
理
職
・
専
門
技
術

職
、
そ
れ
と
自
治
会
や
町
内
会
の
役
員
に
多
い
。
ま
た
、
一
ヵ

月
の
世
帯
収
入
が
高
く
な
る
ほ
ど
広
聴
手
段
の
利
用
率
は
高
ま

る
が
、
利
用
者
全
体
で
は
月
収
一
五
万
円
前
後
の
世
帯
が
い
ち

ば
ん
多
い
。

発
言
少
な
い

住
宅
困
窮
層

こ
れ
に
対
し
て
、
市
役
所
へ
の
接
触
も
少
な

く
、
要
求
を
だ
さ
な
い
人
た
ち
は
、
生
活
に
満

足
し
て
い
る
人
を
別
と
す
れ
ば
、
四
十
五
年
以

降
に
転
入
し
た
新
住
市
民
に
多
く
、
民
間
ア
パ
ー
ト
・
間
借
り

・
一
戸
建
借
家
な
ど
住
宅
事
情
に
つ
い
て
も
不
安
定
で
、
住
宅

に
困
っ
て
い
る
層
で
あ
る
。
年
齢
で
は
男
女
と
も
二
〇
代
と
男

性
の
三
〇
代
、
職
業
別
に
み
る
と
産
業
労
働
者
や
販
売
サ
ー
ビ

ス
従
事
者
と
事
務
職
で
そ
の
割
合
が
高
い
。

　
こ
う
し
た
新
住
市
民
と
か
民
間
ア
パ
ー
ト
な
ど
で
不
満
を
も

表-13
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ち
つ
つ
沈
黙
し
て
い
る
人
た
ち
は
、
地
域
の
生
活
環
境
の
問
題

に
つ
い
て
近
隣
の
人
た
ち
と
話
し
あ
う
機
会
も
少
な
く
、
住
民

ど
お
し
の
横
の
つ
な
が
り
も
少
な
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ご
く
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
は
、
市

役
所
に
接
触
す
る
の
は
比
較
的
「
ゆ
と
り
の
あ
る
」
人
た
ち
で

あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
生
活
の
不
安
や
悩
み
を
多
く
も
っ
て
い

る
層
は
、
市
役
所
に
あ
ま
り
要
求
も
発
言
も
し
な
い
、
い
わ
ば

行
政
か
ら
い
ち
ば
ん
遠
い
距
離
に
い
る
沈
黙
層
と
い
う
こ
と
が

で
き
そ
う
だ
。

　
こ
の
後
者
の
人
た
ち
の
生
活
を
つ
つ
ん
で
い
る
気
持
ち
は
、

い
く
ら
働
い
て
も
生
活
が
よ
く
な
ら
な
い
、
環
境
の
悪
い
二
間

の
ア
パ
ー
ト
か
ら
ぬ
け
だ
す
目
処
が
た
た
な
い
と
い
っ
た
諦
ら

め
や
い
ら
だ
ち
で
あ
る
。
表
1
2
で
「
不
満
は
あ
る
が
ど
れ
も
利

用
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
人
に
、
な
ぜ
要
求
を
だ
さ
な
い

の
か
と
き
い
て
み
る
と
、
「
ど
う
せ
す
ぐ
に
は
解
決
し
な
い
と

思
う
か
ら
」
と
答
え
る
人
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
生
活
の
上
の
問
題
と
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
も
っ

た
人
た
ち
が
、
行
政
側
の
用
意
し
た
現
在
の
広
聴
制
度
に
簡
単

に
の
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
十
分
に
理
由
の
あ
る
こ
と
だ

と
も
思
わ
れ
る
。

２
　
市
役
所
と
の
話
し
あ
い

六
割
は
話
し

あ
う
気
持
ち

生
活
環
境
や
公
共
施
設
の
問
題
で
、
実
際
に
市

民
と
市
役
所
が
話
し
あ
う
機
会
が
あ
っ
た
ら
、

参
加
す
る
気
持
ち
が
あ
る
か
ど
う
か
（
表
1
4
）
。

「
進
ん
で
参
加
す
る
」
と
い
う
人
と
「
参
加
し
な
い
」
と
い
う

人
は
そ
れ
ぞ
れ
約
二
割
程
度
で
、
ほ
ぼ
同
率
と
み
ら
れ
る
。
し

か
し
「
都
合
が
つ
け
ば
参
加
す
る
」
を
ふ
く
め
れ
ば
、
参
加
し

て
も
よ
い
と
い
う
人
は
六
割
を
こ
し
て
い
る
。

　
　
「
参
加
す
る
」
と
い
う
人
は
、
三
〇
～
五
〇
代
の
人
で
、
持

家
や
公
営
団
地
に
住
む
人
が
多
い
。
ま
た
、
「
参
加
し
な
い
」

と
い
う
人
は
二
〇
代
の
若
者
お
よ
び
六
〇
歳
以
上
の
老
齢
者
と

民
間
ア
パ
ー
ト
や
一
戸
建
借
家
な
ど
の
民
営
借
家
層
に
多
か
っ

た
。

141

市
民
の
行
政
へ
の
距
離


