
特
集
・
大
都
市
自
治
体
改
革
の
展
望
－
成
熟
社
会
の
自
治
体
運
営
を
考
え
る
③

①
１
４
９
冊
の
調
査
季
報
で
振
り
返
る
横
浜
コ
ミ
ュ

　
ニ
テ
ィ
行
政
の
軌
跡

②
「
地
域
社
会
の
変
容
と
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
型
行
政
」

　
座
談
会

③
こ
れ
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
行
政
と
新
し
い
公
共

孤
立
す
る
新
市
民
と
開
か
れ
た
参
加
の
チ
ャ
ン

ネ
ル

住
民
自
治
と
問
わ
れ
る
公
共
性

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
行
政
の
誕
生
と
住
民
に
よ
る
地

域
資
源
の
再
評
価
と
保
全
活
動

‐
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
勃
興
と
中
間
的
な
仕
組
み
づ
く
り

（
注
１
）
　
当
時
の
港
北
区
は
、
現
在
の
緑
区
、
都

筑
区
、
青
葉
区
を
包
含
し
て
お
り
、
「
平
成
1
3
年
度

市
民
生
活
自
書
　
よ
こ
は
ま
の
暮
ら
し
や
す
さ
」
で

示
し
た
北
部
郊
外
の
エ
リ
ア
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い

る
。

（
注
２
）
例
え
ば
、
「
困
っ
た
問
題
の
解
決
方
法
」
を

見
る
と
西
区
民
で
は
、
『
町
内
会
を
通
じ
て
市
や
区

へ
』
（
4
5
・
６
％
）
、
『
市
会
議
員
に
頼
む
』
（
１
１
一
・

７
％
）
、
『
有
力
者
に
頼
む
』
（
３
・
２
％
）
と
い
っ

た
地
縁
に
よ
る
解
決
方
法
が
６
割
を
超
え
、
そ
の
反

面
、
『
個
人
で
直
接
市
や
区
へ
』
と
い
う
回
答
は

1
6
・
0
％
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
港
北
区
民

の
回
答
を
見
る
と
「
自
治
会
・
町
内
会
」
、
「
市
会
議

員
」
、
「
地
元
有
力
者
」
な
ど
地
縁
ル
ー
ト
は
、
あ
わ

せ
て
も
1
4
・
６
％
に
過
ぎ
ず
、
『
個
人
で
市
や
区
に

伝
え
る
』
は
、
逆
に
3
9
・
0
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
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調
査
季
報
と
は
、
そ
の
時
々
の
市
職
員
や
市
民
が

そ
れ
ぞ
れ
の
知
恵
と
知
識
を
持
ち
寄
っ
て
形
成
し

た
、
他
の
自
治
体
に
類
を
見
な
い
横
浜
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
都
市
政
策
の
デ
ー
タ
ー
・
バ
ン
ク
で
あ
る
。
こ
の

政
策
研
究
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
開
く
こ
と
で
、

私
達
は
、
今
抱
え
て
い
る
都
市
・
横
浜
の
課
題
の
ル

ー
ツ
と
そ
の
処
方
能
を
、
先
人
達
に
、
問
い
た
だ
し
、

訪
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
発
行
さ
れ
て
き
た
１
４
９

冊
の
調
査
季
報
を
参
照
し
な
が
ら
、
飛
鳥
田
市
政
以

来
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
「
市
民
参
加
と
協
働
」

の
あ
り
方
が
、
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
、
ど
の
よ
う
に

変
わ
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
行
政
と
市
民

（
住
民
）
活
動
の
両
方
の
視
点
か
ら
概
観
し
て
み
よ
う
。

１
一
孤
立
す
る
新
市
民
と

　
　
開
か
れ
た
参
加
の
チ
ャ
ン
ネ
ル

前
期
飛
島
田
市
政
期
（
1
9
6
3
～
1
9
6
9
年
）

　
1
9
6
3
年
の
横
浜
市
長
選
で
、
「
市
民
本
位
の

市
政
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
立
候
補
し
た
飛
鳥
田
一
雄

は
、
そ
の
回
想
録
で
語
っ
て
い
る
い
る
よ
う
に
、
他

の
地
域
で
は
劣
勢
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
港

北
区
（
注
古
の
票
が
開
い
た
こ
と
で
逆
転
当
選
す

る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
象
徴
す
る
よ
う
に
飛
鳥
田

市
政
と
は
、
郊
外
の
、
特
に
北
部
郊
外
の
市
民
に
押

し
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
成
立
し
、
彼
ら
と
と
も

に
成
長
し
、
歩
ん
だ
市
政
で
あ
る
。

　
飛
鳥
田
市
政
が
、
誕
生
し
、
そ
の
歩
み
を
始
め
た

1
9
6
0
年
代
は
、
横
浜
市
に
と
っ
て
都
市
膨
張
期

で
あ
り
、
大
量
の
新
市
民
が
当
時
農
村
で
あ
っ
た
横

浜
の
郊
外
部
に
流
入
し
始
め
て
い
た
時
期
に
あ
た

る
。
こ
の
時
期
の
横
浜
周
辺
部
に
住
み
始
め
た
新
市

民
は
、
「
大
家
族
」
（
血
縁
）
と
「
地
域
共
同
体
」

（
地
縁
）
に
依
る
暮
ら
し
と
は
無
縁
な
状
態
で
、
そ

れ
だ
け
に
身
近
な
生
活
環
境
に
つ
い
て
、
要
求
や
不

満
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
地
域
社
会
の
課
題

と
し
て
共
有
化
し
、
解
決
に
向
け
て
行
動
し
て
行
く

た
め
の
人
間
関
係
や
組
織
・
集
団
を
持
た
ず
に
、
い

わ
ば
政
治
的
に
孤
立
し
た
ま
ま
存
在
し
て
い
た
。
調

査
季
報
1
3
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
地
域
組
織
に
み
る
新

し
い
市
民
意
識
」
と
題
さ
れ
た
論
考
で
は
、
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
の
結
果
を
も
と
に
こ
の
よ
う
に
地
域
の
中

で
孤
立
す
る
郊
外
の
新
市
民
の
政
治
意
識
と
行
動

を
、
都
心
部
の
既
成
市
街
地
に
住
む
旧
市
民
と
比
較

し
な
が
ら
、
実
証
的
に
分
析
し
て
い
る
。
（
注
２
）

　
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
飛
鳥
田
市
政
が
最
初
に
打

ち
出
し
た
市
民
参
加
の
手
法
が
、
地
域
の
中
間
集
団

を
介
さ
ず
に
、
行
政
（
市
長
）
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
、

個
々
の
市
民
に
対
し
て
意
見
や
要
望
を
聴
く
ス
タ
イ

ル
ー
例
え
ば
「
区
民
相
談
室
の
設
置
」
や
「
市
長
へ

の
手
紙
旬
間
の
設
定
」
、
「
地
域
集
会
・
１
万
人
市
民

参
加
か
ら
協
働
へ

４　　３　２　　１

①
横
浜
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
行
政
と
市
民
活
動
の
軌
跡
ｌ
1
4
9
冊
の
調
査
季
報
で
振
り
返
る

編
集
部



集
会
の
開
催
」
（
注
３
）
な
ど
ｌ
で
あ
っ
た
こ
と
が

理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
参
加
の
手
法
は
、
十
日
市

場
団
地
で
開
か
れ
た
最
初
の
地
域
集
会
で
市
民
が

「
市
長
と
直
接
会
え
る
な
ん
て
」
と
感
激
し
た
よ
う

に
、
政
治
的
に
孤
立
す
る
新
市
民
に
対
し
て
「
開
か

れ
た
市
政
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
政
治
的
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
と
し
て
、
ま
ず
は
有
効
に
機
能
し
た
筈
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
留
ま
ら
ず
、
こ
の

政
権
が
ど
れ
だ
け
本
気
で
、
市
民
の
声
を
市
政
に
反

映
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
か
は
、
「
市
長
の
手
紙
」

一
つ
と
っ
て
も
、
そ
の
傾
向
を
折
り
に
触
れ
て
大
量

解
析
し
、
マ
ク
ロ
と
し
て
の
市
民
の
意
識
や
ニ
ー

ズ
を
構
造
的
に
抽
出
す
る
社
会
科
学
的
な
視
点
と
、

投
稿
者
が
手
紙
を
出
す
に
至
っ
た
生
活
背
景
や
心
情

に
ま
で
踏
み
込
ん
で
追
跡
調
査
す
る
過
剰
な
ま
で
の

浪
漫
主
義
を
併
せ
持
つ
自
治
体
と
し
て
は
先
駆
的
な

調
査
広
聴
の
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
一
事

だ
け
で
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
注
４
）

　
た
だ
し
、
本
来
、
地
域
社
会
の
中
に
自
治
的
な
中

間
集
団
が
し
っ
か
り
機
能
し
て
さ
え
す
れ
ば
、
そ
こ

で
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
区
民
相
談
室
仁
そ
の
ま

ま
持
ち
込
ま
れ
た
り
、
１
万
人
市
民
集
会
で
、
野
毛

山
動
物
園
に
歩
道
橋
を
か
け
て
欲
し
い
と
い
う
子
ど

も
の
発
言
に
市
長
が
そ
の
場
で
執
行
を
約
束
し
て
し

ま
う
な
ど
、
議
会
軽
視
で
あ
る
と
い
う
批
判
と
共
に
、

「
啓
蒙
専
制
君
主
」
の
も
と
で
の
陳
情
対
応
型
の
公

聴
制
度
と
い
う
性
格
を
抱
え
た
限
定
的
な
参
加
の
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
当
時
か
ら
あ
っ
た
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
（
注
５
）

２
住
民
自
治
と
問
わ
れ
る
公
共
性

後
期
飛
烏
田
市
政
期
（
１
９
６
９
～
1
9
7
8
年
）

　
7
0
年
代
に
お
け
る
後
期
飛
島
田
市
政
が
、
初
期
の

行
政
主
導
の
個
別
的
な
公
聴
制
度
か
ら
市
民
自
治
的

な
参
加
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
転
換
を
目
指
し
て
導
入
し

た
の
が
、
イ
タ
リ
ア
の
地
域
評
議
会
を
な
ぞ
ら
え
た

区
民
会
議
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
住
民
の
自
発

的
運
動
を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
の

制
度
も
、
4
9
号
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
受
け

皿
に
な
る
区
役
所
機
能
の
脆
弱
さ
や
一
般
区
民
の
無

関
心
さ
な
ど
の
課
題
が
発
足
当
初
か
ら
指
摘
さ
れ
て

い
た
。

　
市
民
自
治
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
後
期
飛
鳥
田

市
政
に
お
い
て
、
む
し
ろ
着
目
す
べ
き
は
、
郊
外
部

の
団
地
に
お
け
る
新
し
い
自
治
会
活
動
の
動
き
で
あ

ろ
う
。
2
9
号
で
は
、
旭
区
左
近
山
団
地
の
例
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
団
地
の
生
活
環
境
の
未
整
備
卜
道
路
や

学
校
や
保
育
所
、
商
店
街
、
バ
ス
な
ど
の
問
題
－
か

ら
権
利
と
連
帯
の
意
識
と
が
芽
生
え
、
住
宅
公
団
や

横
浜
市
を
課
題
解
決
の
交
渉
相
手
と
す
る
た
め
に
自

治
会
が
結
成
さ
れ
、
遂
に
は
連
合
自
治
会
に
ま
で
発

展
す
る
経
緯
が
郊
外
に
お
け
る
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ

イ
づ
く
り
の
動
き
と
し
て
住
民
自
身
の
手
に
よ
っ
て

書
き
記
さ
れ
て
い
る
。

　
従
来
ま
で
は
行
政
の
下
請
け
機
関
的
な
側
面
も
強

か
っ
た
町
内
会
と
は
異
な
る
、
郊
外
で
新
た
に
誕
生

し
た
「
要
求
・
要
望
」
型
の
新
市
民
の
自
治
会
活
動

に
対
し
て
、
当
時
の
横
浜
市
は
、
住
民
集
会
を
共
催

し
、
市
長
自
ら
出
向
く
な
ど
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
声
に
真
摯
に
耳
を
傾
け
よ
う

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
要
求
・
要
望
」
型

の
自
治
会
活
動
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
新
市
民
の
新
し

い
地
域
共
同
化
の
論
理
が
、
海
岸
線
の
埋
め
立
て
や

高
速
道
路
建
設
な
ど
大
規
模
公
共
事
業
に
対
す
る
絶

対
反
対
型
の
住
民
運
動
と
し
て
表
出
さ
れ
た
時
に

は
、
飛
鳥
田
市
政
が
掲
げ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
市
民

参
加
の
枠
組
み
で
は
対
応
し
切
れ
な
い
事
態
に
陥
っ

て
し
ま
う
。

　
本
来
、
公
共
事
業
と
は
、
都
市
全
体
（
市
民
）
の

公
益
の
た
め
に
執
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

都
市
全
体
（
市
民
）
の
公
共
性
が
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
（
住
民
）
の
公
共
性
と
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
、

鋭
く
対
立
し
て
し
ま
う
の
が
大
都
市
自
治
体
の
宿
命

だ
。
そ
の
際
に
公
益
に
反
対
す
る
住
民
運
動
を
「
地

域
エ
ゴ
」
と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
は
容
易

い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
「
公
共
性
」
と
は
、
一

人
、
ひ
と
り
の
エ
ゴ
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
は
な
い

か
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
横
浜
市
全
体
の
公

共
性
が
形
成
さ
れ
る
う
え
で
の
、
立
場
の
異
な
る
住

民
相
互
の
、
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
相
互
の
、
そ
し
て

住
民
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
と
行
政
の
間
で
の
合
意
形

成
と
意
志
決
定
の
主
体
が
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。

　
6
0
年
代
後
半
か
ら
7
0
年
代
に
か
け
て
の
市
内
最
大

の
住
民
運
動
卜
「
横
浜
新
貨
物
線
反
対
運
動
」
の
リ

ー
ダ
ー
が
「
向
こ
う
３
軒
両
隣
の
公
共
性
」
の
論
理

や
「
橋
を
我
が
物
に
す
る
」
思
想
に
よ
っ
て
、
当
時

の
飛
鳥
田
市
政
に
鋭
く
投
げ
か
け
た
の
は
、
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
「
公
共
性
」
形
成
の
た
め
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
を
、
「
参
加
」
と
い
う
緩
衝
財
に
よ
っ
て
、
見

え
に
く
く
し
、
結
局
、
行
政
が
全
て
担
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
っ

た
。
（
注
６
）

　
都
市
・
横
浜
が
ま
だ
若
く
て
、
元
気
で
あ
っ
た
飛

島
田
市
政
の
1
5
年
が
、
私
た
ち
に
大
変
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
に
映
る
の
は
、
市
政
へ
の
市
民
参
加
一
つ
と
っ
て

も
、
こ
の
よ
う
な
時
代
と
場
所
を
超
え
た
普
遍
的
な

「
問
い
」
を
そ
の
内
奥
に
い
く
つ
も
抱
え
て
い
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。

一
　
特
集
・
大
都
市
自
治
体
改
革
の
展
望
－
成
熟
社
会
の
自
治
体
運
営
を
考
え
る
③
参
加
か
ら
協
働
へ

（
注
３
）
　
「
市
長
へ
の
手
紙
旬
間
」
に
つ
い
て
は
、

２
号
の
『
〈
市
長
へ
の
手
紙
〉
か
ら
』
（
能
登
久
喜
）
、

ま
た
「
区
民
相
談
室
の
設
置
」
に
つ
い
て
は
、
1
0
号

の
『
区
民
相
談
室
の
そ
の
後
』
（
能
登
久
喜
）
の
そ

れ
ぞ
れ
の
論
考
に
よ
っ
て
、
当
時
の
横
浜
市
に
と
っ

て
、
こ
れ
ら
の
参
加
の
制
度
の
持
つ
意
味
と
実
際
に

市
民
に
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
注
４
）
　
６
号
の
『
お
役
所
仕
事
を
批
判
す
る
』
。

９
号
の
『
横
浜
市
を
め
ぐ
る
人
口
移
動
の
地
域
的
構

造
』
　
（
田
添
京
二
）
　
や
９
号
、
1
3
号
、
1
4
号
、
1
5
号

に
連
載
さ
れ
た
『
横
浜
の
変
貌
と
新
住
民
の
自
治
意

識
』
（
横
山
桂
次
）
、
1
8
号
の
『
人
口
急
増
に
伴
う
市

民
の
変
化
一
市
民
意
識
調
査
か
ら
』
（
山
口
辰
夫
）

な
ど
か
ら
当
時
の
調
査
公
聴
の
充
実
ぶ
り
の
一
端
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
注
５
）
　
歴
代
の
調
査
季
報
に
は
、
飛
島
田
市
政
の

問
題
点
を
鋭
く
挟
る
よ
う
な
論
考
も
こ
だ
わ
り
な
く

数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
政
策
研

究
誌
の
持
つ
「
単
な
る
市
政
の
御
用
雑
誌
に
は
な
ら

な
い
ぞ
」
と
い
う
心
意
気
と
こ
の
時
代
の
自
由
間
達

な
雰
囲
気
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ

け
秀
逸
な
論
考
と
し
て
、
９
号
『
「
横
浜
の
都
市
づ

く
り
」
を
読
ん
で
』
（
小
此
木
彦
三
郎
）
と
5
0
号

『
私
見
・
横
浜
市
政
の
自
立
度
を
み
る
』
の
二
本
を

挙
げ
た
い
。

（
注
６
）
　
調
査
季
報
で
は
「
横
浜
新
貨
物
線
反
対
運

動
」
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
た

だ
、
戦
後
の
社
会
運
動
の
歴
史
を
画
し
た
こ
の
運
動

の
全
貌
に
つ
い
て
は
、
『
い
ま
、
公
共
性
を
撃
つ
Ｉ

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
横
浜
新
貨
物
線
反
対
運
動
』
（
宮
崎

省
吾
著
・
新
泉
社
）
な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
。
特
に
こ
の
運
動
が
最
後
に
行
き
つ
い
た
横
浜

市
か
ら
の
分
離
独
立
に
関
す
る
極
め
て
現
実
的
な
青

写
真
は
、
そ
の
当
時
の
郊
外
型
地
域
社
会
に
お
け
る

住
民
自
治
の
一
つ
の
到
達
点
を
、
ま
が
り
な
り
に
も

示
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
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