
95■ 特集・政策五十年史

に
と
っ
て
も
大
き
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。
歴
史
的
に
み
て
日
本
で

は
、
中
世
・
近
世
の
城
下
町
、
明

治
期
の
帝
都
・
東
京
の
建
設
、
戦

後
の
企
業
城
下
町
ま
で
、
権
力
や

軍
事
・
産
業
の
拠
点
は
築
か
れ
て

も
、
市
民
に
よ
る
〈
自
治
〉
に
ふ

さ
わ
し
い
都
市
は
存
在
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
自
治
都
市
に
ふ
さ
わ
し

い
都
市
づ
く
り
が
本
格
的
に
開
始

さ
れ
た
の
は
１
９
６
０
年
代
か
ら

で
あ
り
、
そ
の
先
陣
を
切
っ
た
の

が
横
浜
市
で
し
た
。

　
〈
都
市
〉
と
は
、
都
市
市
民
の

自
治
力
を
結
集
し
て
創
る
も
の
だ

と
い
う
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
掲

げ
、
飛
鳥
田
・
横
浜
市
政
が
１
９

６
３
年
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。「
調

査
季
報
」
も
同
年
に
創
刊
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
時
期
か
ら
日
本

の
自
治
体
は
、
自
治
の
思
想
を
起

点
に
、
国
の
法
制
・
開
発
の
下
請

け
を
脱
し
、
独
自
の
創
造
的
な
政

策
づ
く
り
の
き
っ
か
け
を
発
見
し

て
い
き
ま
す
。
今
日
に
い
た
る
横

浜
市
の
都
市
と
し
て
の
骨
格
を
つ

く
っ
た
都
市
改
造
＝
六
大
事
業
計

画
が
そ
う
で
し
た
。

　

高
度
経
済
成
長
時
代
に
構
想
さ

れ
た
六
大
事
業
は
、
当
時
横
浜
市

が
抱
え
て
い
た
緊
急
課
題
（
戦
後

戦
災
復
興
の
立
ち
遅
れ
、
年
間
10

万
人
単
位
の
人
口
急
増
に
よ
る
都

市
の
ス
プ
ロ
ー
ル
化
）
を
解
決

し
、
新
生
横
浜
市
を
構
築
す
る
た

め
の
長
期
戦
略
計
画
で
あ
り
、
単

な
る
開
発
至
上
の
公
共
土
木
事
業

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時

の
「
調
査
季
報
」
を
読
め
ば
、
無

秩
序
な
都
市
膨
張
の
な
か
、
土

地
、
水
、
交
通
、
住
宅
、
公
害
な

ど
深
刻
化
す
る
現
代
都
市
問
題
に

精
力
的
に
立
ち
向
か
い
、大
都
市
・

横
浜
を
い
か
に
制
御
す
る
か
、
内

外
の
困
難
、
壁
に
抗
し
つ
つ
、
創

意
工
夫
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
施

策
・
行
政
技
術
が
数
多
く
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
「
調
査
季
報
」
の
最
大
の
特
徴

は
、
外
部
研
究
者
の
寄
稿
だ
け
に

頼
ら
ず
、
行
政
の
現
場
に
即
し
な

が
ら
、
職
員
個
人
（
一
部
市
民
を

含
む
）の
自
由
で
創
造
的
な
発
想
・

提
案
を
尊
重
し
た
政
策
研
究
、
地

域
社
会
や
市
民
ニ
ー
ズ
を
的
確
に

把
握
す
る
調
査
（
情
報
整
理
）
に

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
編
集
方
針
は

こ
の
50
年
、
変
わ
る
こ
と
な
く
引

き
継
が
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
さ
に

こ
の
編
集
方
針
に
こ
そ
、
自
治
体

発
「
政
策
情
報
誌
」
な
ら
で
は
の

意
義
が
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
方
針
を
基
礎
に
公
認

の
政
策
情
報
誌
を
も
つ
こ
と
の
効

果
は
、
縦
割
り
所
管
の
壁
に
引
き

こ
も
っ
た
職
員
の
思
考
行
動
を
変

え
、
わ
が
都
市
・
自
治
体
の
政
策

課
題
を
庁
内
・
市
民
間
で
共
有
す

る
可
能
性
を
広
げ
ま
す
。
く
わ
え

て
自
由
か
つ
創
造
的
な
政
策
研

究
・
提
言
の
掲
載
は
、
組
織
内
部

で
正
式
決
定
さ
れ
て
な
い
意
見
を

含
め
た
「
生
き
た
政
策
史
」
の
蓄

積
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
50
年
、
横
浜
市
は
5
人
の

市
長
交
代
が
あ
り
ま
し
た
。
ト
ッ

プ
の
交
代
に
よ
る
政
治
的
思
惑
や

葛
藤
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
半
世
紀
に
わ
た

り
職
員
の
自
由
な
発
言
・
政
策
研

究
の
場
を
確
保
し
て
き
た
横
浜
市

の
見
識
は
た
か
く
評
価
さ
れ
る
べ

き
で
す
。

　
「
調
査
季
報
」
が
出
発
し
た
当

時
に
く
ら
べ
、
自
治
体
職
員
の
政

策
形
成
能
力
は
全
国
的
に
大
き
く

厚
み
を
増
し
て
き
て
い
ま
す
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
都
市
・
自

治
体
は
単
独
な
い
し
は
連
合
で
政

策
情
報
誌
を
も
っ
て
も
お
か
し
く

な
い
は
ず
で
す
が
、
残
念
な
が

ら
、
そ
の
意
義
は
い
ま
だ
広
く
理

解
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
引
き
続
き
、
自
治
体
発
の
政

策
情
報
誌
の
典
型
を
照
ら
し
続
け

て
き
た
「
調
査
季
報
」
に
期
待
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

１
９
６
３
年
11
月
発
行
、
記
念

す
べ
き
第
１
号
の
特
集
は
「
横
浜

市
の
未
来
像
」
で
あ
り
、
そ
の
中

で
富
田
富
士
雄
は
、
地
域
社
会
を

「
共
同
体
」（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
と

見
る
考
え
方
か
ら
、
横
浜
市
の
抱

え
る
問
題
点
と
し
て
、
１
．
職
業

を
も
つ
こ
と
、
２
．
生
活
必
需
品

を
得
る
こ
と
、
３
．
教
育
、
文
化

的
要
求
を
み
た
す
こ
と
、
を
挙
げ

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
の
一

部
分
は
解
決
さ
れ
た
が
、
多
く
は

今
で
も
継
続
的
に
議
論
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

　

問
題
は
一
時
的
に
解
決
さ
れ
て

も
、
形
を
変
え
て
、
新
し
い
問
題

を
生
み
出
す
。
富
田
は
横
浜
市
の

取
組
を
「
た
た
か
い
」
と
表
現
し

て
い
る
が
、
こ
の
50
年
を
「
た
た

か
い
の
歴
史
」
と
み
な
し
、
こ
の

調
査
季
報
を
「
戦
史
」
と
み
な
す

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
私
は
こ
の
調
査
季
報

は
「
恋
文
」
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

50
年
に
も
渡
っ
て
、
横
浜
を
愛

す
る
職
員
た
ち
は
、
そ
の
時
そ
の

時
の
横
浜
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に

解
決
で
き
る
か
を
生
々
し
く
書
き

綴
っ
て
い
る
。
何
を
理
想
と
し
、

何
を
目
指
し
て
職
務
に
臨
ん
で
い

た
の
か
、
そ
ん
な
様
子
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
考
え
て

読
む
と
、
人
の
恋
文
を
覗
き
み
る

よ
う
な
、
な
ん
と
も
特
別
な
感
覚

を
も
た
ら
す
。

　

１
９
６
３
年
は
、「
私
に
は
夢

が
あ
る
」
と
キ
ン
グ
牧
師
が
歴
史

的
な
演
説
を
行
っ
た
年
で
あ
る
。

こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
、
い
く
つ
も

の
論
考
は
、
そ
れ
ぞ
れ
横
浜
市
の

未
来
に
向
け
て
の
恋
文
で
あ
り
、

夢
の
塊
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る

横
浜
市
職
員
が
「
理
想
の
な
い
と

こ
ろ
に
未
来
は
な
い
」
と
語
っ
た

こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
思

い
を
持
ち
、
日
々
働
く
横
浜
市
職

員
た
ち
が
多
く
い
る
こ
と
を
、
私

は
横
浜
市
に
住
み
、
暮
ら
し
て
い

る
一
市
民
と
し
て
誇
り
に
思
い
、

ま
た
、
未
来
の
横
浜
市
が
す
こ
し

で
も
よ
り
よ
い
ま
ち
と
し
て
あ
る

よ
う
に
共
に
学
び
、
働
い
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

さ
て
、
私
が
執
筆
し
た
２
つ
の

論
考
（
１
６
７
号
、
１
７
０
号
）

で
は
、
Ｙ
１
５
０
ヒ
ル
サ
イ
ド
で

の
市
民
創
発
の
試
み
や
泉
区
で
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
を
通
し
て
、
つ
な
が

り
、
活
動
し
た
市
民
や
行
政
、
企

業
の
参
加
者
が
、
そ
こ
か
ら
何
を

得
た
の
か
を
論
じ
た
。
内
容
を
一

言
で
ま
と
め
て
し
ま
え
ば
、
イ
ベ

ン
ト
を
通
じ
て
「
種
」
は
巻
か
れ
、

育
ち
、
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や

活
動
を
形
成
、
展
開
し
つ
つ
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
を
隠
そ

う
、
私
が
２
０
１
２
年
か
ら
旭
区

に
住
ま
い
、
ま
ち
づ
く
り
を
展
開

す
る
の
も
そ
う
し
た
文
脈
に
あ
る

の
だ
。
そ
の
成
果
と
し
て
の
後
日

譚
も
、
ま
た
調
査
季
報
で
論
じ
た

い
と
思
う
。

戦
史
、
そ
し
て
、
恋
文
と
し
て
の

調
査
季
報
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