
「憲法改正」
　

国
民
の
合
意
形
成
に
努
め
る
こ

と
が
政
治
の
要
諦
と
す
れ
ば
、国
民

の
声
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
姿
勢
、

異
な
る
意
見
に
も
真
摯
に
向
き
合

う
姿
勢
が
常
に
求
め
ら
れ
る
の
は

当
然
で
す
。

　
一
方
で
、国
家
の
あ
り
方
に
つ
い

て
自
ら
主
体
的
に
問
題
提
起
し
、

粘
り
強
く
理
解
を
求
め
て
い
く
姿

勢
な
く
し
て
政
治
家
た
り
え
な
い

と
も
考
え
ま
す
。今
回
は
、賛
否
の

分
か
れ
る
憲
法
改
正
に
つ
い
て
一
国

会
議
員
と
し
て
の
私
見
を
述
べ
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
憲
法
は
、国
の
あ
る
べ

き
姿
を
示
す
も
の
で
あ
り
、法
治

私
か
ら
の
問
題
提
起

41

❶幹部候補生学校卒業後の若い自衛官らの遠洋練習航海出国
行事で訓示❷小泉進次郎衆議院議員と共にハイランド米国臨時
代理大使と日米関係、東アジア情勢などについて意見交換❸各
国要人の表敬訪問を受け、国際情勢について意見交換（写真は
メルシエNATO変革連合最高司令官）❹衆議院の各委員会で防
衛大臣政務官として答弁に立ちました（写真は外務委員会）

15元千葉市議会
議長市原弘議員
の叙勲祝賀式16
千葉市で開催さ
れたエアレースの
主催者と17日本
ものづくりワール
ドに地元企業が
出展18週末は街
頭演説や各地の
行事に参加

国
家
に
お
け
る
最
高
法
規
で
も
あ

り
ま
す
。日
常
生
活
を
営
む
に
あ

た
っ
て
欠
か
せ
な
い
法
律
や
条
例

な
ど
、あ
ら
ゆ
る
社
会
の
ル
ー
ル
は

憲
法
の
内
容
や
精
神
に
則
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。社
会
の

安
定
の
観
点
か
ら
は
、憲
法
が
頻

繁
に
変
わ
り
過
ぎ
る
こ
と
は
適
当

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、

現
行
憲
法

の
施
行
か
ら

既
に
70
年
も

が
経
過
し
、

制
定
当
時
と

比
べ
、我
が

国
を
取
り

巻
く
国
際
情
勢
や
人
口
動
態
な
ど
、国
内
外
の
環
境
に
大

き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、憲
法
を
不
磨
の

大
典
の
如
く
扱
う
と
す
れ
ば
、逆
に
現
実
社
会
と
の
齟
齬

が
生
じ
、社
会
の
安
定
性
が
失
わ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。こ
の
節

目
の
年
に
、私
た
ち
は
憲
法
と
真
摯
に
向
き
合
い
、「
変
え
る

べ
き
は
変
え
、守
る
べ
き
は
守
る
」た
め
の
具
体
的
な
行
動
に

移
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。こ
れ
が
私
の
皆
様
に
対
す

る
問
題
提
起
で
す
。

　

私
は
、現
行
憲
法
が
長
年
に
亘
り
多
く
の
国
民
に
よ

り
遵
守
さ
れ
て
き
た
事
実
を
重
く
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

特
に
、国
民
主
権
、基
本
的
人
権
の
尊
重
及
び
平
和
主
義

と
い
っ
た
基
本
原
則
は
絶
対
に
変
更
し
得
な
い
も
の
と

考
え
ま
す
。そ
の
上
で
、現
行
憲
法
が
敗
戦
後
の
占
領
下

に
お
い
て
、我
が
国
が
主
権
を
十
分
に
行
使
し
得
な
い
状

況
下
で
制
定
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
。こ
の
史
実
に

起
因
す
る
課
題
の
克
服
を
目
指
し
て
い
く
必
要
性
を
感

じ
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、社
会
契
約
の
上
に
成
立
し
た
米
国
の
よ

う
な
人
工
的
国
家
と
は
異
な
り
、歴
史
、伝
統
、文
化
、そ

し
て
民
族
に
根
差
し
た
固
有
の
精
神
的
風
土
を
共
有
す

る
自
然
的
国
家
と
し
て
成
り
立
つ
我
が
国
の
国
柄
を
反

映
し
、か
つ
、時
代
の
趨
勢
に
適
応
す
る
の
み
な
ら
ず
、未

来
へ
の
展
望
に
立
っ
た
憲
法
、「
我
が
国
の
あ
る
べ
き
姿
」

を
不
断
に
追
求
し
て
い
く
必
要
性
で
す
。

　

永
田
町
に
お
い
て
は
、憲
法
改
正
に
向
け
た
機
運
が
高

ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。特
に
、自
民
党
内
に
お
い
て
は
、①

「
自
衛
隊
」の
憲
法
へ
の
明
記
、②
緊
急
事
態
条
項
、③
教

育
の
機
会
均
等
、そ
し
て
④
参
議
院
に
お
け
る
合
区
解

消
の
４
点
を
中
心
に
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。他
に

も
多
く
の
重
要
論
点
が
あ
り
ま
す
が
、一
度
も
改
正
し
た

体
験
の
な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
、検
討
項
目
を
絞
る
ア
プ

ロ
ー
チ
は
適
切
だ
と
考
え
ま
す
。

　

今
回
は
①
と
②
に
つ
い
て
、私
見
を
申
し
述
べ
ま
す
。

　

北
朝
鮮
に
よ
る
ミ
サ
イ
ル
発
射
や
中
国
の
拡
張
政
策

な
ど
、我
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
が
厳
し
さ

を
増
す
中
、平
和
安
全
法
制
の
施
行
に
よ
っ
て
、自
衛
隊

に
よ
る
柔
軟
な
対
応
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、

依
然
と
し
て
自
衛
隊
は
、国
際
法
上
は「
軍（
＝
戦
力
）」

と
見
做
さ
れ
る
一
方
、国
内
法
上
は「
軍
」で
は
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。こ
の
齟
齬
か
ら
生
じ
る
様
々
な
弊
害
が
現

場
の
自
衛
官
に
皺
寄
せ
さ
れ
て
い
る
事
実
を
受
け
止
め
る

べ
き
で
す
。

　

我
が
国
が
、独
立
と
平
和
を
保
ち
、国
民
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
に
は
、最
終
的
に
は
、侵
略
戦
争
の
放
棄
を

定
め
た
第
９
条
第
１
項
は
堅
守
し
つ
つ
、自
衛
隊
を
名
実

と
も
に（
あ
く
ま
で
も
）「
自
衛
の
た
め
の
戦
力
」と
し
て

位
置
付
け
る
こ
と
等
の
是
非
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
に

な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。そ
の
た
め
に
も
、ま
ず
は
平
和
安

全
法
制
を
運
用
し
て
い
く
中
で
、自
衛
隊
の
果
た
す
べ
き

役
割
等
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
着
実
に
得
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、国
民
の
９
割
以
上
が
自
衛
隊
を
評
価

し
て
い
な
が
ら
、い
ま
だ
に
一
定
の
憲
法
学
者
か
ら「
自
衛

隊
違
憲
論
」が
発
せ
ら
れ
る
現
状
が
あ
り
ま
す
。自
衛
官

が
誇
り
と
自
信
を
持
っ
て
国
防
の
任
務
を
遂
行
で
き
る

環
境
の
整
備
に
向
け
た
第
一
歩
と
し
て
、ま
ず
は
、憲
法

第
９
条
第
１
項
及
び
第
２
項
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、自

衛
隊
の
存
在
を
憲
法
に
明
記
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

　

戦
争
、内
乱（
大
規
模
テ
ロ
を
含
む
）、大
規
模
自
然
災

害
な
ど
、緊
急
事
態
が
生
じ
る
リ
ス
ク
は
確
実
に
存
在

し
ま
す
。し
か
し
現
行
憲
法
に
は
緊
急
事
態
を
想
定
し
た

規
定
が
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
。主
な
論
点
と
し
て
は
、①
行

政
府
の
長
へ
の一
時
的
な
権
力
の
集
中
、②
移
動
の
自
由

や
財
産
権
等
の一
定
の
人
権
に
対
す
る
平
時
以
上
の
制

約
、③
国
会
議
員
の
任
期
延
長
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

①
及
び
②
に
つ
い
て
は
、緊
急
事
態
に
お
い
て
も
、人
権

が
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。し
か
し
、国
民
の
生
命
等
の
人
権
を
守
る
た
め

に
、よ
り
小
さ
な
人
権
が
や
む
な
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
得
ま
す
。自
衛
隊
法
や
災
害
対
策
基
本
法
等
に
既

に
規
定
が
存
在
し
、対
応
可
能
で
あ
る
と
の
考
え
方
も
あ

り
ま
す
が
、東
日
本
大
震
災
時
の
経
験
に
照
ら
し
て
考
え

れ
ば
、自
治
体
が
訴
訟
リ
ス
ク
を
恐
れ
、権
限
の
行
使
を

躊
躇
し
う
る
ケ
ー
ス
な
ど
が
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

　

従
っ
て
、緊
急
時
に
国
や
自
治
体
が
行
使
し
う
る
権

限
を
、憲
法
上
明
記
す
べ
き
で
す
し
、ま
た
、そ
の
際
に

は
、権
限
濫
用
の
防
止
の
観
点
か
ら
も
具
体
的
内
容
を

規
定
し
た
基
本
法
と
セ
ッ
ト
で
提
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
考
え
ま
す
。た
だ
し
、こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
更
な

る
熟
議
が
必
要
で
す
の
で
、ま
ず
は
、各
政
党
の
意
見
が

集
約
し
つ
つ
あ
る
、③
国
会
議
員
の
任
期
延
長
等
に
関

す
る
特
例
を
設
け
、緊
急
事
態
時
に
立
法
府
が
機
能
す

る
よ
う
急
ぐ
べ
き
で
す
。

　

最
後
に
、国
会
議
員
に
で
き
る
の
は
憲
法
改
正
の
発

議
ま
で
で
あ
っ
て
、最
終
的
に
決
め
る
の
は
皆
様
で
す

（
図
を
参
照
）。国
会
議
員
の
一
人
と
し
て
、与
野
党
の
垣

根
を
越
え
て
可
能
な
限
り
多
く
の
方
が
賛
同
で
き
る
形

で
、ま
た
、何
よ
り
も
憲
法
制
定
権
者
で
あ
る
皆
様
の
理

解
が
得
ら
れ
る
形
で
意
見
を
集
約
し
て
い
け
る
よ
う
、汗

を
か
い
て
ま
い
り
ま
す
。皆
様
か
ら
も
ご
意
見
を
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

項　目 現　行 提言内容
重症病給付金の
支給対象期間
医療費等の
犯罪被害者の負担
軽減の在り方

被害者が医療機関に
一旦支払う
（後日、給付金支給）

1年（70％）※ 3 年（99％）※

仮給付の柔軟化

18歳未満の者が受給者となる
場合の特例措置を新設

若年者への給付金
被害時点における
被害者の収入日額と
生計維持関係遺族の
数を基礎として算出

遺児が18 歳になるまでの
年数分を満たすよう
遺族給付金を増額

親族間犯罪被害に
係る給付金

  ※  ： 全額支給対象になる被害者の割合
出典： 「犯罪被害者給付制度に関する有識者検討会提言」（平成29年7月14日発表）

被害者と加害者の
親族関係に応じて、
不支給または減額

親族関係が事実上
破綻している場合は全額支給

犯罪被害者への支援策。
ようやく実現へ

　故鳩山邦夫衆議院議員と二人三脚
で取りまとめ、提言した数々の施策が
ようやく形になります。特に、突如犯罪に
より親を失った子供たちへの支援が
手厚くなります。詳細については
右表のとおりです。
　社会的に弱い立場にある方々に
光を当てていくのも政治の責任。
これからも頑張ってまいります。

東京大学法学部卒業。ハーバード大学行政大学院修了。財務省課長補佐、
外交官を経て現在衆議院議員2期目。防衛大臣政務官（2016年8月就任）、
自民党青年局顧問等を務める。一女の父。

自民党千葉二区支部小林鷹之事務所発行
（千葉市花見川区・習志野市・八千代市）討議資料

衆 議 院 議 員 小林鷹之 国政報告

小林鷹之からの手紙
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八千代北部地区の２後援会合同
で、「小林鷹之からの手紙」の
ポスティングを手伝っています。
また、小林鷹之の国政報告会も
定期的に開催しています。

むつみ鷹の会と

八千代後援会阿蘇支部

「小林鷹之からの手紙」を

配っています
昨年の合同懇親会



　

国
民
の
合
意
形
成
に
努
め
る
こ

と
が
政
治
の
要
諦
と
す
れ
ば
、国
民

の
声
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
姿
勢
、

異
な
る
意
見
に
も
真
摯
に
向
き
合

う
姿
勢
が
常
に
求
め
ら
れ
る
の
は

当
然
で
す
。

　
一
方
で
、国
家
の
あ
り
方
に
つ
い

て
自
ら
主
体
的
に
問
題
提
起
し
、

粘
り
強
く
理
解
を
求
め
て
い
く
姿

勢
な
く
し
て
政
治
家
た
り
え
な
い

と
も
考
え
ま
す
。今
回
は
、賛
否
の

分
か
れ
る
憲
法
改
正
に
つ
い
て
一
国

会
議
員
と
し
て
の
私
見
を
述
べ
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
憲
法
は
、国
の
あ
る
べ

き
姿
を
示
す
も
の
で
あ
り
、法
治

平
成
二
十
九
年
八
月
吉
日

私
の
憲
法
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

「
自
衛
隊
」の
明
記

緊
急
事
態
下
に
お
け
る
国
会
議
員
の
任
期
延
長
な
ど

3 2

❺ソマリア・アデン湾海賊対処派遣
航空隊の帰国行事で訓示（鹿屋基
地）❻シンガポールのゴーチョクトン
前首相と❼熊本での「車座ふるさと
トーク」。災害支援を中心に、防衛省・
自衛隊に対するご意見を頂きました
❽航空自衛隊岐阜基地で先進技術
実証機の視察（写真はF2戦闘機）
❾自衛隊千葉地方協力本部で、自衛
官の募集や広報活動について現状を
伺いました10航空自衛隊入間基地視
察。入間基地では警備犬も活躍11成
田国際空港推進議連総会を開催し、
機能強化等について県や市町と協議
12官邸で政務官会議13自民党米づく
りプロジェクトの一員として青梅市で
の田植え14週末は街頭演説や各地の
行事に参加

国
家
に
お
け
る
最
高
法
規
で
も
あ

り
ま
す
。日
常
生
活
を
営
む
に
あ

た
っ
て
欠
か
せ
な
い
法
律
や
条
例

な
ど
、あ
ら
ゆ
る
社
会
の
ル
ー
ル
は

憲
法
の
内
容
や
精
神
に
則
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。社
会
の

安
定
の
観
点
か
ら
は
、憲
法
が
頻

繁
に
変
わ
り
過
ぎ
る
こ
と
は
適
当

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、

現
行
憲
法

の
施
行
か
ら

既
に
70
年
も

が
経
過
し
、

制
定
当
時
と

比
べ
、我
が

国
を
取
り

巻
く
国
際
情
勢
や
人
口
動
態
な
ど
、国
内
外
の
環
境
に
大

き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、憲
法
を
不
磨
の

大
典
の
如
く
扱
う
と
す
れ
ば
、逆
に
現
実
社
会
と
の
齟
齬

が
生
じ
、社
会
の
安
定
性
が
失
わ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。こ
の
節

目
の
年
に
、私
た
ち
は
憲
法
と
真
摯
に
向
き
合
い
、「
変
え
る

べ
き
は
変
え
、守
る
べ
き
は
守
る
」た
め
の
具
体
的
な
行
動
に

移
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。こ
れ
が
私
の
皆
様
に
対
す

る
問
題
提
起
で
す
。

　

私
は
、現
行
憲
法
が
長
年
に
亘
り
多
く
の
国
民
に
よ

り
遵
守
さ
れ
て
き
た
事
実
を
重
く
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

特
に
、国
民
主
権
、基
本
的
人
権
の
尊
重
及
び
平
和
主
義

と
い
っ
た
基
本
原
則
は
絶
対
に
変
更
し
得
な
い
も
の
と

考
え
ま
す
。そ
の
上
で
、現
行
憲
法
が
敗
戦
後
の
占
領
下

に
お
い
て
、我
が
国
が
主
権
を
十
分
に
行
使
し
得
な
い
状

況
下
で
制
定
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
。こ
の
史
実
に

起
因
す
る
課
題
の
克
服
を
目
指
し
て
い
く
必
要
性
を
感

じ
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、社
会
契
約
の
上
に
成
立
し
た
米
国
の
よ

う
な
人
工
的
国
家
と
は
異
な
り
、歴
史
、伝
統
、文
化
、そ

し
て
民
族
に
根
差
し
た
固
有
の
精
神
的
風
土
を
共
有
す

る
自
然
的
国
家
と
し
て
成
り
立
つ
我
が
国
の
国
柄
を
反

映
し
、か
つ
、時
代
の
趨
勢
に
適
応
す
る
の
み
な
ら
ず
、未

来
へ
の
展
望
に
立
っ
た
憲
法
、「
我
が
国
の
あ
る
べ
き
姿
」

を
不
断
に
追
求
し
て
い
く
必
要
性
で
す
。

　

永
田
町
に
お
い
て
は
、憲
法
改
正
に
向
け
た
機
運
が
高

ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。特
に
、自
民
党
内
に
お
い
て
は
、①

「
自
衛
隊
」の
憲
法
へ
の
明
記
、②
緊
急
事
態
条
項
、③
教

育
の
機
会
均
等
、そ
し
て
④
参
議
院
に
お
け
る
合
区
解

消
の
４
点
を
中
心
に
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。他
に

も
多
く
の
重
要
論
点
が
あ
り
ま
す
が
、一
度
も
改
正
し
た

体
験
の
な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
、検
討
項
目
を
絞
る
ア
プ

ロ
ー
チ
は
適
切
だ
と
考
え
ま
す
。

　

今
回
は
①
と
②
に
つ
い
て
、私
見
を
申
し
述
べ
ま
す
。

　

北
朝
鮮
に
よ
る
ミ
サ
イ
ル
発
射
や
中
国
の
拡
張
政
策

な
ど
、我
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
が
厳
し
さ

を
増
す
中
、平
和
安
全
法
制
の
施
行
に
よ
っ
て
、自
衛
隊

に
よ
る
柔
軟
な
対
応
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、

依
然
と
し
て
自
衛
隊
は
、国
際
法
上
は「
軍（
＝
戦
力
）」

と
見
做
さ
れ
る
一
方
、国
内
法
上
は「
軍
」で
は
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。こ
の
齟
齬
か
ら
生
じ
る
様
々
な
弊
害
が
現

場
の
自
衛
官
に
皺
寄
せ
さ
れ
て
い
る
事
実
を
受
け
止
め
る

べ
き
で
す
。

　

我
が
国
が
、独
立
と
平
和
を
保
ち
、国
民
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
に
は
、最
終
的
に
は
、侵
略
戦
争
の
放
棄
を

定
め
た
第
９
条
第
１
項
は
堅
守
し
つ
つ
、自
衛
隊
を
名
実

と
も
に（
あ
く
ま
で
も
）「
自
衛
の
た
め
の
戦
力
」と
し
て

位
置
付
け
る
こ
と
等
の
是
非
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
に

な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。そ
の
た
め
に
も
、ま
ず
は
平
和
安

全
法
制
を
運
用
し
て
い
く
中
で
、自
衛
隊
の
果
た
す
べ
き

役
割
等
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
着
実
に
得
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、国
民
の
９
割
以
上
が
自
衛
隊
を
評
価

し
て
い
な
が
ら
、い
ま
だ
に
一
定
の
憲
法
学
者
か
ら「
自
衛

隊
違
憲
論
」が
発
せ
ら
れ
る
現
状
が
あ
り
ま
す
。自
衛
官

が
誇
り
と
自
信
を
持
っ
て
国
防
の
任
務
を
遂
行
で
き
る

環
境
の
整
備
に
向
け
た
第
一
歩
と
し
て
、ま
ず
は
、憲
法

第
９
条
第
１
項
及
び
第
２
項
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、自

衛
隊
の
存
在
を
憲
法
に
明
記
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

　

戦
争
、内
乱（
大
規
模
テ
ロ
を
含
む
）、大
規
模
自
然
災

害
な
ど
、緊
急
事
態
が
生
じ
る
リ
ス
ク
は
確
実
に
存
在

し
ま
す
。し
か
し
現
行
憲
法
に
は
緊
急
事
態
を
想
定
し
た

規
定
が
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
。主
な
論
点
と
し
て
は
、①
行

政
府
の
長
へ
の一
時
的
な
権
力
の
集
中
、②
移
動
の
自
由

や
財
産
権
等
の一
定
の
人
権
に
対
す
る
平
時
以
上
の
制

約
、③
国
会
議
員
の
任
期
延
長
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

①
及
び
②
に
つ
い
て
は
、緊
急
事
態
に
お
い
て
も
、人
権

が
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。し
か
し
、国
民
の
生
命
等
の
人
権
を
守
る
た
め

に
、よ
り
小
さ
な
人
権
が
や
む
な
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
得
ま
す
。自
衛
隊
法
や
災
害
対
策
基
本
法
等
に
既

に
規
定
が
存
在
し
、対
応
可
能
で
あ
る
と
の
考
え
方
も
あ

り
ま
す
が
、東
日
本
大
震
災
時
の
経
験
に
照
ら
し
て
考
え

れ
ば
、自
治
体
が
訴
訟
リ
ス
ク
を
恐
れ
、権
限
の
行
使
を

躊
躇
し
う
る
ケ
ー
ス
な
ど
が
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

　

従
っ
て
、緊
急
時
に
国
や
自
治
体
が
行
使
し
う
る
権

限
を
、憲
法
上
明
記
す
べ
き
で
す
し
、ま
た
、そ
の
際
に

は
、権
限
濫
用
の
防
止
の
観
点
か
ら
も
具
体
的
内
容
を

規
定
し
た
基
本
法
と
セ
ッ
ト
で
提
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
考
え
ま
す
。た
だ
し
、こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
更
な

る
熟
議
が
必
要
で
す
の
で
、ま
ず
は
、各
政
党
の
意
見
が

集
約
し
つ
つ
あ
る
、③
国
会
議
員
の
任
期
延
長
等
に
関

す
る
特
例
を
設
け
、緊
急
事
態
時
に
立
法
府
が
機
能
す

る
よ
う
急
ぐ
べ
き
で
す
。

　

最
後
に
、国
会
議
員
に
で
き
る
の
は
憲
法
改
正
の
発

議
ま
で
で
あ
っ
て
、最
終
的
に
決
め
る
の
は
皆
様
で
す

（
図
を
参
照
）。国
会
議
員
の
一
人
と
し
て
、与
野
党
の
垣

根
を
越
え
て
可
能
な
限
り
多
く
の
方
が
賛
同
で
き
る
形

で
、ま
た
、何
よ
り
も
憲
法
制
定
権
者
で
あ
る
皆
様
の
理

解
が
得
ら
れ
る
形
で
意
見
を
集
約
し
て
い
け
る
よ
う
、汗

を
か
い
て
ま
い
り
ま
す
。皆
様
か
ら
も
ご
意
見
を
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

ご
う
く

す
う
せ
い

し
わ
よ

そ
ご
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