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自治基本条例
　

自
治
基
本
条
例
の
骨
子
を
作
成
し
、

先
月
（
８
月
）
号
に
折
り
込
み
し
て
全

戸
配
布
し
ま
し
た
。

　

そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
で
説

明
し
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ

い
。

Ｑ
① 

日
吉
津
村
自
治
基
本
条
例
は
、
何

を
定
め
る
の
で
す
か
？

Ａ　

今
後
の
日
吉
津
村
を
ど
の
よ
う
に

運
営
し
て
い
く
の
か
、
村
の
自
治
の
基

本
原
則
や
村
民
の
権
利
・
責
務
、
議
会

や
村
長
・
行
政
の
役
割
や
責
務
な
ど
を
、

村
の
実
情
に
合
わ
せ
定
め
ま
す
。

Ｑ
② 

こ
の
条
例
が
で
き
る
と
、
急
に
何

か
が
変
わ
る
の
で
す
か
？

Ａ　

こ
の
条
例
が
で
き
た
か
ら
と
い
っ

て
、
す
ぐ
に
村
民
の
暮
ら
し
な
ど
が
変

わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
村
の
総
合
計
画
や
条
例
づ

く
り
、
審
議
会
等
村
政
の
様
々
な
場
面

で
、
村
民
の
み
な
さ
ん
が
参
加
す
る
た

め
の
仕
組
み
が
整
え
ら
れ
た
り
、
そ
の

た
め
に
必
要
な
村
政
の
情
報
提
供
な
ど

が
行
政
に
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

Ｑ
③ 

こ
の
条
例
が
で
き
る
と
、
村
づ
く

り
に
ど
ん
な
こ
と
が
期
待
で
き
る

の
？

Ａ　

こ
れ
か
ら
の
村
づ
く
り
は
、
村
民

皆
さ
ん
の
力
が
必
要
で
す
。

　

条
例
に
よ
り
、
村
民
と
行
政
の
役
割

や
責
務
な
ど
が
明
ら
か
に
な
り
、
村
民

の
皆
さ
ん
の
村
政
へ
の
積
極
的
な
参
画

が
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
村
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ

た
開
か
れ
た
行
政
運
営
を
進
め
る
こ
と

が
期
待
で
き
ま
す
。

　

村
民
と
行
政
が
と
も
に
協
力
し
て
、

こ
の
条
例
を
活
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
④ 

こ
の
条
例
は
、
自
治
体
の
憲
法
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、「
最
高
規

範
性
」
と
は
？

Ａ　

日
吉
津
村
の
す
べ
て
の
条
例
は
、

効
力
と
し
て
は
同
じ
で
あ
り
、
上
下
関

係
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
他
の
条
例
や
規
則
等
の
制

定
、
改
正
、
廃
止
に
あ
た
っ
て
は
、
こ

の
自
治
基
本
条
例
の
内
容
を
最
大
限
尊

重
し
、
遵
守
す
る
と
定
め
、
本
村
の
す

べ
て
の
条
例
の
最
高
規
範
性
を
担
保
し

て
い
ま
す
。

Ｑ
⑤ 

村
長
の
ロ
ー
カ
ル
・
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
と
は
？

Ａ　

村
長
選
挙
の
際
に
は
、
候
補
者
は

ロ
ー
カ
ル
・
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
公
表
す
る

と
し
て
い
ま
す
が
、ロ
ー
カ
ル
・
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
と
は
、
自
治
体
の
首
長
選
挙
に
お

い
て
発
表
す
る
事
後
検
証
が
可
能
な
公

約
の
こ
と
で
す
。

　

従
来
の
選
挙
公
約
と
の
大
き
な
違
い

は
、
候
補
者
が
考
え
た
地
域
の
目
指
す

姿
を
掲
げ
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
「
政

策
目
標
」、「
財
源
」、「
達
成
期
限
」
に

つ
い
て
数
値
目
標
を
含
め
て
、
具
体
的

に
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

身
近
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
た
め
、

住
民
が
関
心
を
持
ち
や
す
く
、
就
任
後

は
、
そ
の
約
束
が
守
ら
れ
て
い
る
か
住

民
の
検
証
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
⑥ 

住
民
投
票
は
必
要
な
の
で
す
か
？

Ａ　

本
村
は
、
平
成
一
五
年
に
「
合
併

の
是
非
を
問
う
住
民
投
票
」
を
実
施
し
、

そ
の
結
果
を
も
と
に
、
合
併
の
是
非
を

決
め
て
き
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
条
例
に
規
定
す
る
住
民
投
票
は
、

将
来
に
わ
た
る
村
づ
く
り
の
重
要
な
課

題
に
つ
い
て
で
あ
り
、
本
村
の
権
限
の

及
ば
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
対
象
と

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

住
民
投
票
の
投
票
資
格
の
要
件
な
ど

は
別
に
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
が
、
村
民
、
議
会
及
び
村
長
は
、

住
民
投
票
の
結
果
を
尊
重
す
る
こ
と
と

規
定
し
て
い
ま
す
。
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