
1011

や
自
治
体
、
警
察
に
苦
情
を
申
し
立
て
た

の
で
す
が
、
ど
こ
も
相
手
に
し
て
く
れ
な

い
。
そ
こ
で
私
の
と
こ
ろ
へ
相
談
に
来
ま

し
た
。

こ
れ
は
厳
密
に
は
騒
音
と
い
う
よ
り
も
、

当
事
者
の
心
理
的
な
要
素
が
主
原
因
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
私
の
造
語
な
の
で
す
が
、

音
量
が
さ
ほ
ど
大
き
く
な
く
て
も
、
相
手

と
の
人
間
関
係
や
自
分
の
心
理
状
態
に
よ

っ
て
う
る
さ
く
感
じ
て
し
ま
う
音
の
こ
と

を
「
煩は

ん
音お

ん
」
と
呼
ん
で
、
従
来
の
騒
音
と

は
区
別
し
て
い
ま
す
。

│
│
音
を
出
し
て
い
る
側
か
ら
す
れ
ば
大

し
た
音
量
じ
ゃ
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
、

聞
く
側
が
「
う
る
さ
い
」
と
感
じ
れ
ば
騒

音
に
な
る
と
。

そ
う
で
す
。
こ
う
な
る
と
、
音
を
小
さ

く
す
る
た
め
の
防
音
工
事
な
ど
は
あ
ま
り

意
味
を
な
さ
な
い
。
他
人
か
ら
し
た
ら
小

さ
い
音
で
も
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
「
気

に
な
る
音
」「
不
快
な
音
」
な
の
で
す
。

日
本
音
響
学
会
が
編
集
し
た
『
音
響
用

語
辞
典
』（
コ
ロ
ナ
社
）
に
、
騒
音
の
定
義

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
騒
音
と
は

「
望
ま
し
く
な
い
音
、
た
と
え
ば
、
音
声
、

音
楽
な
ど
の
聴
取
を
妨
害
し
た
り
、
生
活

に
障
害
、
苦
痛
を
与
え
た
り
す
る
音
。
い

か
な
る
音
で
も
、
聞
き
手
に
と
っ
て
不
快

な
音
、
邪
魔
な
音
と
受
け
止
め
ら
れ
る
と
、

そ
の
音
は
騒
音
と
な
る
。（
略
）」
と
あ
り

ま
す
。

だ
か
ら
工
事
現
場
の
よ
う
な
大
き
な
楽

器
の
音
だ
け
な
く
、
風
鈴
の
音
、
の
ぼ
り

が
風
で
は
た
め
く
音
で
す
ら
騒
音
と
な
り

え
る
。

│
│
の
ぼ
り
の
は
た
め
く
音
も
！

過
去
に
そ
う
い
う
事
例
が
あ
っ
た
ん
で

す
。
集
合
住
宅
を
取
り
壊
し
、
コ
イ
ン
パ

ー
キ
ン
グ
に
な
っ
た
場
所
の
隣
の
ア
パ
ー

ト
に
住
む
男
性
が
、「
駐
車
場
に
立
て
て

あ
る
の
ぼ
り
の
は
た
め
く
音
が
う
る
さ
く

て
気
に
な
る
」
と
、
駐
車
場
の
管
理
会
社

ま
し
て
や
江
戸
時
代
に
は
、
現
代
の
よ

う
な
騒
音
に
対
す
る
意
識
や
感
覚
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

長
屋
の
住
人
に
と
っ
て
は
、
隣
の
家
の
音

が
筒
抜
け
で
も
そ
れ
が
当
然
だ
っ
た
し
、

「
お
互
い
さ
ま
」
と
考
え
て
い
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

明
治
の
初
め
に
日
本
を
旅
し
て
『
日
本

奥
地
紀
行
』
を
記
し
た
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー

ド
も
、
日
光
へ
向
か
う
途
中
の
宿
屋
で
隣

の
部
屋
で
芸
者
を
あ
げ
て
琴
や
三
味
線
、

太
鼓
を
か
き
鳴
ら
し
て
朝
ま
で
騒
ぐ
隣
室

の
客
（
と
い
っ
て
も
襖
一
枚
隔
て
た
だ
け
で
す

が
）
を
、「
真
に
悪
魔
的
で
あ
る
」
と
書

い
て
い
ま
す
。

明
治
以
降
、
一
五
〇
年
ほ
ど
の
間
に
日

本
人
の
音
に
対
す
る
感
覚
は
大
き
く
変
わ

っ
て
き
た
よ
う
で
す
。
現
在
で
は
近
隣
騒

音
を
含
め
た
広
い
意
味
で
の
「
音
の
ト
ラ

ブ
ル
」
が
騒
音
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
悩
む
感
覚
を
理
解
し
て
い
た
夏
目

漱
石
の
著
作
に
も
「
音
響
」「
物
音
」「
雑

音
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、「
騒
音
」
と
い
う
言
葉
は
出

て
き
ま
せ
ん
。

森
鷗
外
の
『
普
請
中
』
に
も
、「
騒
が

し
い
物
音
が
す
る
」
と
は
書
か
れ
て
い
ま

す
が
、
同
様
で
す
。
幸
田
露
伴
、
二
葉
亭

四
迷
、
樋
口
一
葉
な
ど
の
作
品
に
も
見
つ

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

に
は
工
場
の
操
業
や
建
設
工
事
に
と
も
な

う
騒
音
な
ど
、
公
害
騒
音
と
い
わ
れ
る
も

の
で
す
。
昭
和
四
十
年
代
の
高
度
経
済
成

長
期
に
は
、
騒
音
と
い
え
ば
公
害
騒
音
の

こ
と
を
指
し
て
い
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
「
騒
音
」
と
い
う
言
葉
が
で

き
た
の
は
、
大
正
の
終
わ
り
か
ら
昭
和
の

頭
ぐ
ら
い
。
ど
う
や
ら
明
治
時
代
に
は
な

か
っ
た
言
葉
の
よ
う
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
留

学
時
代
に
騒
音
と
い
う
概
念
を
理
解
し
、

目
に
蓋
あ
れ
ど
、
耳
に
蓋
な
し

│
│
騒
音
問
題
は
、
音
の
大
き
さ
や
種
類
、

時
間
帯
（
早
朝
や
深
夜
な
ど
）
な
ど
で
問
題

と
な
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
の
か
、
と
漠

然
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

純
粋
に
騒
音
の
音
量
が
問
題
と
な
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。
飛
行
場
の
航
空
機
騒
音

や
新
幹
線
や
自
動
車
の
交
通
騒
音
、
さ
ら
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同
じ
音
を
聞
い
て
、 心
を
癒
さ
れ
る
人
も
い
れ
ば
、 う
る
さ
く
感
じ
る
人
も
い
る
。

音
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起
き
、 ど
う
解
決
へ
導
か
れ
る
の
か
。

建
築
学
や
音
響
工
学
、 心
理
学
な
ど
複
数
の
視
点
か
ら
音
の
問
題
を
考
え
る
、

騒
音
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
橋
本
典
久
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

た
か
が
音
、 さ
れ
ど
音

音
楽
は
人
を
癒
し
、 

騒
音
は
人
を
殺
す


