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両
者
の
違
い
を
、
経
験
や
人
伝

え
に
理
解
し
て
い
る
方
も
多
い
と

思
い
ま
す
が
、
違
い
を
大
き
く
分

け
る
と
、

・「
目
的
」

・「
慣
習
」

・「
リ
ソ
ー
ス
」

と
い
う
３
分
野
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
図
１
）。

●
「
目
的
」
の
違
い
を
理
解
す
る

　

民
間
企
業
の
目
的
を
簡
潔
に
説

明
す
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、「
社

会
の
役
に
立
つ
製
品
や
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
お
客

様
に
喜
ん
で
頂
い
た
報
酬
と
し
て

お
互
い
の
慣
習
・
目
的
・

リ
ソ
ー
ス
の
違
い
を
理
解
す
る

　

地
方
自
治
体
と
民
間
企
業
と
で
は
、

そ
の
資
質
や
活
動
に
お
い
て
大
き
な
違

い
が
あ
る
こ
と
を
再
認
識
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
資
質
の
違
う
両
者
が
一
緒

に
活
動
す
る
た
め
に
は
、
お
互
い
が
お

互
い
の
こ
と
を
理
解
し
、
尊
重
し
あ
え

る
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
須
と
な

り
ま
す
。

　

し
か
し
、
往
々
に
し
て
相
手
組
織
や

立
場
を
理
解
し
な
い
ま
ま
、
自
分
の
権

利
や
希
望
、
道
理
を
無
理
や
り
押
し
通

そ
う
と
し
て
し
ま
う
事
例
が
多
く
、
こ

れ
で
は
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
上

に
、
前
向
き
な
協
力
を
得
る
こ
と
も
不
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地
方
自
治
体
と
の

信
頼
関
係
の
築
き
方
と

協
働
の
た
め
の
留
意
点

　一般的な企業では、指定管理事業や各種の業務委託
を除き、地方自治体と仕事をする機会は少ないと思い
ます。地方創生において、官民連携が必須とされてい
る中、企業も地方自治体も、互いにどのように付き合
えばいいのかという課題を持ち続けているのが現状で
す。数多くの地域で官民連携を推進してきた筆者の経
験をもとに、そのヒントを紹介します。

地方自治体との信頼関係の築き方と協働の為の留意点

相互理解と尊重による信頼関係

それぞれの違いをお互いに理解した上で知恵を出し合い協働で活動

■
地
方
自
治
体 

等

■
民
間
事
業
者 

等

政策と手段によっては一部同じ目的の設定可能

両者の知恵 ・ 経験を活かせる分野は多い

協働により効率的かつ最大効果を発揮する取組リソース

目　的

慣　習

リソース

目　的

慣　習

図1　官民連携の考え方
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こ
の
よ
う
な
人
事
制
度
を
持
っ
た
組

織
と
連
携
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
一
般

的
な
ビ
ジ
ネ
ス
感
覚
で
は
な
い
、
知
恵

と
工
夫
が
必
要
で
す
。
無
論
、
民
間
企

業
側
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。

地
方
自
治
体
の
「
年
度
予
算
」

そ
の
考
え
方
を
理
解
す
る

　

民
間
企
業
の
場
合
、
年
間
予
算
を
決

め
た
事
業
を
し
て
い
る
途
中
で
も
、
臨

機
応
変
に
予
算
を
修
正
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
し
か
し
、
地
方
自
治
体
の
場

合
は
、
年
度
予
算
を
確
定
し
た
後
は
、

基
本
的
に
そ
の
枠
組
み
で
執
行
す
る
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
突
発
的
な
事
象
や
対

応
が
必
要
な
と
き
に
は
補
正
予
算
を
組

み
ま
す
が
、
こ
の
手
続
き
も
簡
単
で
は

な
く
職
員
に
は
大
き
な
労
力
負
担
に
な

り
ま
す
。

　

予
算
に
関
し
て
は
地
方
自
治
体
が
予

算
案
を
作
成
し
た
後
、
議
会
の
承
認
を

得
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
説
明
責
任
を

果
た
さ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
議
会

は
地
方
自
治
体
運
営
の
牽
制
機
能
を
有

し
て
い
る
の
で
「
な
ぜ
や
ら
な
く
て
は

い
け
な
い
の
か
」「
な
ぜ
今
な
の
か
」「
費

地
方
自
治
体
の
場
合
、
一
度
配
置
さ
れ

た
人
事
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
配

属
期
間
中
に
一
時
的
な
部
署
移
動
や
部

署
を
跨
い
だ
業
務
へ
の
着
手
は
、
ほ
ぼ

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
（
縦
割
り
組
織
の

た
め
、
都
度
、
上
長
同
士
の
理
解
と
承

認
が
必
要
）。

　

民
間
企
業
の
場
合
は
、
臨
機
応
変
に

配
置
換
え
や
組
織
再
編
を
し
ま
す
が
、

地
方
自
治
体
の
組
織
体
制
の
中
で
、
同

様
の
こ
と
を
行
う
こ
と
は
、
ほ
ぼ
不
可

能
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
も
、
地
方
自
治
体
の
人
事
異
動

は
約
３
年
、
業
務
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の

考
え
方
か
ら
、
全
然
違
う
部
署
へ
移
動

す
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。
担
当
者

レ
ベ
ル
で
関
係
性
を
構
築
し
て
も
、
そ

の
「
人
」
が
替
わ
っ
た
段
階
で
、
ゼ
ロ

か
ら
の
ス
タ
ー
ト
と
な
る
恐
れ
も
あ

り
、
も
し
後
任
者
が
消
極
的
な
担
当
者

で
あ
れ
ば
推
進
活
動
も
減
速
し
て
し
ま

い
ま
す
。

　

市
長
や
町
長
と
い
っ
た
首
長
自
身
に

お
い
て
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
選

挙
に
よ
っ
て
住
民
の
信
託
を
得
て
首
長

に
選
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
ご
存
知

の
通
り
首
長
の
任
期
は
４
年
間
で
す
。

の
で
す
。

　

例
え
効
率
化
を
目
指
し
た
変
更
で

も
、
万
人
が
評
価
す
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
住
民
の
方
々
に
は
様
々
な
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
存
在
し
て
お
り
、
フ

ァ
ミ
リ
ー
層
だ
け
で
な
く
、
若
者
世
代

や
高
齢
者
世
代
に
も
納
得
し
て
も
ら
え

る
内
容
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

単
な
る
効
率
化
や
コ
ス
ト
削
減
の
た
め

だ
け
の
施
策
で
は
、
住
民
の
評
価
が
分

か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

民
間
企
業
で
あ
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ

ん
が
、
公
平
性
と
中
立
性
の
原
則
の
も

と
活
動
し
て
い
る
地
方
自
治
体
の
場
合

は
、
か
な
り
シ
ビ
ア
な
問
題
で
も
あ
り

ま
す
。

●
「
リ
ソ
ー
ス
」
の
違
い
を
理
解
す
る

　

リ
ソ
ー
ス
に
は
多
く
の
対
象
物
が
存

在
し
ま
す
が
、
今
回
は
一
番
大
切
な

「
人
」
に
着
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
民

間
企
業
の
場
合
、
適
材
適
所
の
配
置
で

業
務
効
率
化
を
目
指
す
と
共
に
、
長
期

的
視
野
に
基
づ
い
た
人
財
育
成
も
兼
ね

備
え
た
人
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
は
地
方
自
治
体
も

同
じ
考
え
方
で
す
が
、
大
き
な
違
い
は

対
価
を
頂
き
、
お
客
様
の
ラ
イ
フ
ワ
ー

ク
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
変
化
に
合
わ
せ
た

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
続
け
る
こ

と
」「
新
し
い
価
値
の
創
造
を
繰
り
返

す
こ
と
で
、
信
頼
を
築
き
、
事
業
を
拡

大
し
て
い
く
こ
と
」
と
い
う
、
表
現
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
地
方
自
治
体
の
目
的
を
簡
潔

に
説
明
す
る
の
も
難
し
い
の
で
す
が
、

「
地
域
住
民
の
生
活
に
関
し
て
必
要
と

さ
れ
る
各
種
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
〝
公

平
・
中
立
〟
に
提
供
し
続
け
る
こ
と
」

と
言
え
ま
す
。

●
「
慣
習
」
の
違
い
を
理
解
す
る

　

民
間
企
業
の
場
合
に
は
比
較
的
、
自

由
な
発
想
で
、
過
去
か
ら
の
慣
習
を
見

直
し
、
時
代
に
適
し
た
形
に
修
正
で
き

ま
す
が
、
地
方
自
治
体
の
場
合
に
は
、

簡
単
に
過
去
か
ら
の
慣
習
や
仕
組
み
を

変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

い
わ
ゆ
る
「
お
役
所
仕
事
」
と
批
判

さ
れ
が
ち
な
、
手
続
き
や
対
応
、
組
織
、

運
用
な
ど
は
、
過
去
か
ら
の
画
一
化
さ

れ
た
仕
組
み
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
の

が
事
実
で
す
。
縦
割
り
組
織
特
有
の
事

情
も
あ
り
、
簡
単
に
は
改
革
で
き
な
い
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い
る
○
○
く
ん
、
頑
張
っ
て
い
る
ら
し

い
ね
」
と
話
を
し
ま
す
。
言
わ
れ
た
責

任
者
も
、
市
長
や
町
長
か
ら
そ
う
言
わ

れ
る
と
誇
ら
し
げ
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
担
当
者
が
さ
ら
に
動
き

や
す
く
な
る
と
い
う
好
循
環
を
生
み
出

し
て
い
き
ま
す
。

　

民
間
企
業
も
同
じ
よ
う
な
も
の
で
す

が
、
内
部
者
か
ら
の
評
価
よ
り
も
外
部

者
か
ら
の
評
価
の
方
が
高
評
価
と
な
る

道
理
を
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。
筆
者
も

こ
れ
を
心
掛
け
て
、
多
く
の
地
域
で
い

い
お
付
き
合
い
を
し
て
い
ま
す
。

●
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
壁
や
問
題
が

　

発
生
し
た
と
き
が
最
大
の
チ
ャ
ン
ス

　

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
や
問
題
が
発
生
し

て
、
予
想
外
の
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
そ
ん

な
と
き
は
、
相
手
側
の
範
疇
の
問
題
で

も
、
一
方
的
に
す
べ
て
を
押
し
付
け
る

の
で
は
な
く
「
自
分
側
も
、
こ
こ
ま
で

や
る
か
ら
か
ら
、
あ
な
た
も
こ
こ
ま
で

は
頑
張
っ
て
ほ
し
い
」
と
、
本
音
を
相

談
す
れ
ば
い
い
の
で
す
。
共
同
責
任
で

一
緒
に
問
題
を
解
決
し
て
い
く
と
い
う

考
え
方
が
大
切
で
す
。
結
果
、
一
緒
に

●
職
員
の
活
躍
や
成
果
は
、
職
員
の

　

上
司
や
首
長
（
市
長
・
町
長
）
に

　
「
礼
」
と
共
に
報
告
す
る

　

例
え
ば
、
担
当
者
と
や
り
取
り
し
て

い
る
中
で
、
想
像
以
上
の
活
躍
や
、
難

易
度
の
高
い
調
整
や
苦
労
を
し
て
く
れ

た
場
合
、
本
人
に
お
礼
を
言
う
の
に
加

え
、
地
方
自
治
体
な
ら
で
は
の
配
慮
を

す
る
こ
と
で
、
よ
り
有
効
的
な
結
果
を

得
ら
れ
る
手
立
て
が
あ
り
ま
す
。

　

普
段
か
ら
地
方
自
治
体
職
員
は
「
や

っ
て
当
然
」
で
、
失
敗
は
マ
イ
ナ
ス
評

価
と
い
う
評
価
制
度
の
も
と
で
仕
事
を

し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
住
民
か
ら

も
上
司
か
ら
も
高
い
評
価
を
も
ら
う
こ

と
は
至
難
の
業
な
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
市
長
や
町
長
に
直
接
「
□

□
部
の
○
○
さ
ん
、
す
ご
く
頑
張
っ
て

い
ま
す
。
自
走
式
で
取
り
組
ん
で
お
ら

れ
、
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
彼
の
努

力
で
ま
た
一
歩
進
み
ま
し
た
！
」
と
、

お
礼
と
お
褒
め
の
言
葉
を
伝
え
る
こ
と

を
し
ま
す
。

　

市
長
や
町
長
は
、
担
当
者
の
名
前
も

知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
そ

の
情
報
は
記
憶
に
残
り
ま
す
の
で
、
担

当
部
署
の
責
任
者
に
「
君
の
と
こ
ろ
に

リ
ン
グ
が
行
わ
れ
ま
す
。
翌
年
１
月
頃

に
は
財
政
部
門
責
任
者
に
よ
る
査
定
が

あ
り
、
２
月
頃
に
首
長
に
よ
る
査
定
と

予
算
案
の
確
定
を
し
ま
す
。
３
月
の
議

会
で
審
議
を
諮
り
、
決
議
が
取
れ
れ
ば

４
月
か
ら
予
算
執
行
と
な
り
ま
す
。

信
頼
を
構
築
す
る
た
め
の

手
法
事
例

　

お
互
い
の
立
場
や
組
織
、
考
え
方
の

違
い
を
認
め
る
、
決
し
て
相
手
を
批
難

し
な
い
、
つ
ま
り
、
相
互
理
解
が
重
要

で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
で
は
、
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
に

信
頼
関
係
を
構
築
す
る
の
か
に
つ
い

て
、
事
例
を
交
え
て
紹
介
し
て
み
ま
し

ょ
う
。

　

組
織
や
業
態
は
違
え
ど
も
「
人
」
と

の
付
き
合
い
方
は
、
基
本
ど
の
場
面
で

も
同
じ
で
す
。
ど
う
す
れ
ば
「
相
手
が

気
持
ち
よ
く
」
そ
し
て
「
積
極
的
に
動

い
て
も
ら
え
る
か
」「
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
あ
げ
ら
れ
る
か
」
を
考
え
れ
ば
い

い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
前
述
の
と
お
り

相
手
の
立
場
に
立
っ
た
考
え
方
が
で
き

る
か
に
な
り
ま
す
。

用
対
効
果
は
ど
う
な
の
か
」「
失
敗
し

た
と
き
の
リ
ス
ク
対
策
は
」「
誰
が
や

る
の
か
」
な
ど
、
住
民
の
税
金
を
公
平

か
つ
、
効
率
的
に
使
っ
て
い
る
の
か
を

厳
し
く
追
及
さ
れ
ま
す
。
当
然
、
そ
れ

ら
を
す
べ
て
ク
リ
ア
し
な
く
て
は
い
け

ま
せ
ん
。

　

担
当
者
レ
ベ
ル
で
考
え
た
場
合
、
越

え
な
く
て
は
い
け
な
い
ハ
ー
ド
ル
は
議

会
対
策
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
部

門
の
責
任
者
が
作
成
す
る
予
算
要
求
書

は
、
ま
ず
、
地
方
自
治
体
内
の
財
政
部

門
に
集
約
さ
れ
、
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
が
行
わ

れ
た
後
、
他
部
署
と
の
関
連
性
や
調
整

を
行
い
責
任
者
が
査
定
し
ま
す
。
そ
の

次
が
首
長
査
定
、
そ
し
て
予
算
案
を
確

定
さ
せ
て
議
会
提
出
・
審
議
と
な
り
ま

す
の
で
、
こ
の
仕
組
み
や
事
情
を
理
解

し
て
な
い
と
連
携
し
た
事
業
は
で
き
ま

せ
ん
。

　

ち
な
み
に
予
算
編
成
に
つ
い
て
、
新

年
度
４
月
か
ら
の
予
算
が
決
ま
る
ス
テ

ッ
プ
の
概
要
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
次

の
よ
う
な
流
れ
に
な
り
ま
す
。

　

前
年
の
10
月
頃
か
ら
12
月
頃
に
、
各

部
署
が
、
自
部
門
に
お
け
る
予
算
要
求

を
財
政
部
門
に
提
出
し
、
担
当
者
ヒ
ヤ
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●
不
平
・
不
満
を
言
う
前
に

　

人
材
育
成
の
一
環
と
考
え
る

　

地
方
自
治
体
職
員
は
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
験
不
足
か
ら
く

る
言
動
や
行
動
で
、
不
満
や
不
安
が
よ

ぎ
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
経
験
が
な
く
、
そ
の
教
育
を
受
け

て
い
な
い
の
で
当
然
の
こ
と
と
理
解
し

て
、
地
域
の
職
員
の
人
材
育
成
に
一
役

買
っ
て
い
る
と
い
う
大
き
な
心
持
ち
で

接
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
地
域

で
お
互
い
の
足
り
な
い
部
分
を
賄
い
合

え
ば
い
い
の
で
す
。

●
お
互
い
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

　

共
同
利
用
す
る

　

お
互
い
に
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

有
効
利
用
す
る
の
は
当
然
で
す
が
、
協

働
事
業
に
よ
り
、
相
手
側
の
人
脈
や
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
こ
と
も
可
能

と
な
り
ま
す
。
新
し
い
参
加
者
を
巻
き

込
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
将
来
に
対
す

る
推
進
力
を
補
完
す
る
こ
と
に
も
な
り

ま
す
し
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
や
知
恵
が

生
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
民
間

主
導
で
地
方
自
治
体
同
士
の
連
携
が
始

ま
る
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。

協
働
に
よ
る
事
業
で

多
角
的
な
地
域
活
性
化
を
実
現

　

地
方
自
治
体
と
の
付
き
合
い
方
は
、

指
定
管
理
業
務
や
様
々
な
業
務
委
託
の

受
託
だ
け
が
連
携
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
に
契
約
が
な
く
て
も
、
相
互
が
目

指
す
方
向
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
そ
の
目

的
の
た
め
に
共
に
事
業
を
進
め
れ
ば
い

い
の
で
す
。
単
独
で
や
る
よ
り
も
早
く
、

ま
た
、
よ
り
大
き
な
成
果
を
出
す
た
め

に
ベ
ク
ト
ル
を
合
わ
せ
て
協
働
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

●
ま
ず
は
、
や
り
た
い
こ
と
を

　

具
体
的
に
共
有
す
る

　

地
方
自
治
体
が
や
り
た
い
こ
と
、
取

り
組
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
理

解
し
、
最
終
的
な
目
的
が
同
じ
で
あ
る

こ
と
の
共
有
が
で
き
れ
ば
、
後
は
、
お

互
い
が
お
互
い
の
立
場
で
、
や
れ
る
こ

と
を
相
互
認
識
し
て
情
報
を
共
有
し
な

が
ら
進
め
る
だ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
民

間
事
業
の
成
果
が
結
果
的
に
は
地
域
貢

献
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方

に
な
り
ま
す
。

任
に
耐
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
、
普
段
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
は
必
須
事
項
と
な
り
ま
す
。

お
互
い
に
、
自
分
の
後
ろ
に
背
負
っ
て

い
る
組
織
や
必
要
と
さ
れ
る
対
応
が
違

う
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、
早
め
の
対

応
を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

●
達
成
感
の
共
有
が

　

強
固
な
関
係
を
構
築
す
る

　

協
働
で
実
施
し
た
事
業
が
完
遂
し
た

と
き
、
そ
れ
は
契
約
だ
か
ら
と
冷
や
や

か
な
対
応
を
す
る
の
で
は
な
く
、
一
緒

に
努
力
し
た
こ
と
を
相
互
で
認
め
合
っ

て
、
感
謝
の
気
持
を
示
し
、
喜
び
を
分

か
ち
合
い
ま
し
ょ
う
。

　

ど
ん
な
に
小
さ
な
協
働
事
業
も
、
相

手
側
に
は
分
か
ら
な
い
自
分
側
の
事
情

や
解
決
対
応
策
を
重
ね
て
い
ま
す
。
相

手
側
に
は
見
え
な
い
、
あ
る
い
は
相
手

に
言
え
な
い
、
根
回
し
や
調
整
を
お
互

い
が
や
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

民
間
同
士
の
協
業
も
社
員
同
士
の

「
達
成
感
の
共
有
」
が
、
信
頼
関
係
を

深
め
る
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

地
方
自
治
体
と
の
協
働
事
業
に
お
い
て

も
、
そ
れ
は
同
様
で
す
。

危
機
を
乗
り
越
え
た
と
い
う
達
成
感
と

責
任
感
が
一
体
感
を
醸
成
し
て
く
れ
る

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
と
き
こ
そ
、

勇
気
を
出
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
将
来

に
お
け
る
信
頼
を
得
る
き
っ
か
け
に
な

り
ま
す
。

●
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
捗
は

　

こ
ま
め
に
報
告
・
共
有
を
す
る

　

民
間
企
業
の
場
合
、
活
動
方
針
の
間

違
い
に
気
付
い
た
と
き
は
自
己
責
任
に

お
い
て
容
易
に
修
正
す
る
こ
と
が
可
能

で
す
。
し
か
し
、
地
方
自
治
体
の
場
合

は
、
一
度
決
め
た
こ
と
を
方
向
修
正
す

る
の
は
対
外
的
な
説
明
責
任
が
あ
る
た

め
容
易
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
過

去
の
動
き
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
状

況
を
分
析
し
、
将
来
に
向
け
た
検
討
を

重
ね
た
結
果
、
修
正
を
し
た
い
と
い
う

旨
の
説
明
を
、
住
民
や
関
係
者
に
向
け

て
用
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
過
程
に
お
い

て
は
、
常
に
、
状
況
報
告
や
課
題
共
有

を
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
状
況

が
悪
化
し
た
後
に
共
有
し
て
も
理
路
整

然
と
し
た
説
明
は
不
可
能
で
あ
り
、
責


