
特
集
・
都
市
行
政
の
主
体
性
②

都
市
経
営
論
と
自
治

田
村
　
明
<
横
浜
市
企
画
調
整
局
長
>

都
市
自
治
体
が
主
体
性
を
も
つ
「
自
治
」
と
し
て
都
市
行
政
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、

　
「
都
市
行
政
」
を
「
都
市
経
営
」
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
る
こ
と
が
大
き
な
意
味
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
自
治
体
が
地
域
経
営
の
主
体
と
な
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
、
そ
の
背
景
と
意
義
は
何
か
。
国
の
法
の
実
行
と
し
て
の
「
行
政
」
を

自
治
体
に
と
り
も
ど
し
、
市
民
が
主
体
と
な
る
都
市
経
営
論
を
提
起
す
る
。

一
―
限
界
に
き
た
国
の
法
律

　
従
来
の
「
都
市
行
政
」
を
「
都
市
経
営
」
と
い
う
概

念
で
と
ら
え
る
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
都
市
行
政
は
法
の
機
械
的
な

実
施
で
あ
り
、
国
の
法
を
下
請
的
に
実
施
す
る
こ
と
に

終
始
し
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
な

く
、
都
市
自
治
体
が
主
体
性
を
も
つ
「
自
治
」
と
し
て

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば

当
然
内
容
も
、
機
械
的
下
請
行
政
で
は
な
く
、
別
の
言

葉
で
表
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
「
都
市

経
営
」
と
い
う
視
点
が
取
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
都
市
行
政
は
限
界
を
生
じ
、
今
日
の
都

市
間
題
、
環
境
問
題
に
は
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
。
と
く
に
国
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
次
の
四
つ
の
限

界
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
第
一
に
法
律
は
新
し
い
問
題
に
対
応
す
る
弾
力
性
を

も
つ
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
一
つ
の
大
き
な
法
律
は
成

立
す
る
ま
で
に
だ
い
た
い
十
年
か
か
る
。
十
年
前
に
考

え
た
こ
と
が
十
年
後
に
実
現
し
た
頃
に
は
現
実
に
合
わ

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
少
く
な
い
。
今
の
よ
う
に
新

し
い
問
題
が
次
々
に
起
き
て
く
る
時
代
に
は
、
国
の
法

律
だ
け
で
は
都
市
行
政
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
第

二
に
国
の
法
律
は
各
地
の
実
情
を
と
ら
え
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
。
全
国
各
地
は
地
理
的
に
も
、
風
土
的
に
も
、

伝
統
的
に
も
、
歴
史
的
に
も
条
件
が
異
り
、
ひ
と
つ
の

問
題
で
も
そ
の
現
れ
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
中
央
に

い
て
そ
の
す
べ
て
を
知
る
こ
と
は
難
し
く
、
国
の
法
律

一
―
限
界
に
き
た
国
の
法
律

二
―
自
治
体
か
地
城
経
営
の
主
体
に

三
―
自
冶
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
市
民

は
実
情
か
ら
ず
れ
て
き
て
い
る
。
第
三
に
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
国
は
全
国
画
一
的
に
や
り
た
が
る
。
北

海
道
か
ら
沖
繩
ま
で
同
じ
法
律
で
や
る
こ
と
が
原
則
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
地
域
に
よ
っ
て
実
情
の
違

う
今
の
都
市
問
題
、
地
域
問
題
は
解
け
な
い
。
生
活
環

境
的
な
も
の
に
つ
い
て
全
国
一
律
的
な
意
味
を
も
つ
法

律
は
、
ひ
と
つ
の
「
め
や
す
」
の
役
割
で
あ
ろ
う
。
第

四
は
各
省
庁
の
繩
張
り
争
い
で
あ
る
。
各
省
は
繩
張
り

争
い
を
生
き
が
い
の
よ
う
に
し
て
一
事
務
官
一
法
律
と

い
う
形
で
法
律
を
つ
く
る
の
に
全
力
を
か
た
む
け
る

が
、
そ
れ
は
地
域
で
は
全
く
。
バ
ラ
バ
ラ
に
行
な
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
効
果
的
な
地
域
経
営
は
で
き
な
い
。

　
一
方
自
治
体
の
側
に
も
問
題
が
出
て
き
て
い
る
。
そ

の
第
一
は
都
市
問
題
の
複
雑
化
に
つ
れ
て
、
た
だ
国
の
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法
律
を
忠
実
に
実
施
す
る
″
役
場
″
に
お
さ
ま
っ
て
お

れ
な
く
な
っ
た
こ
と
だ
。
か
つ
て
は
都
市
問
題
と
い
っ

て
も
単
発
的
な
も
の
で
、
個
別
的
に
処
理
で
き
た
。
今

や
国
が
実
情
も
知
ら
ず
に
作
っ
た
時
期
後
れ
の
法
律
で

は
解
決
で
き
な
い
問
題
に
、
自
治
体
は
直
面
し
て
い

る
。
第
二
に
は
そ
う
い
う
法
律
の
硬
直
性
、
画
一
性
を

つ
き
崩
し
て
い
く
よ
う
な
市
民
要
求
が
出
て
き
た
。
そ

れ
は
良
く
も
悪
く
も
現
実
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
″
法
律
に
書
い
て

な
い
か
ら
で
き
ま
せ
ん
″
と
い
う
こ
と
で
は
、
も
は
や

す
ま
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
第
三
に
は
「
自
治
」
と

い
う
こ
と
が
も
う
い
ち
ど
見
直
さ
れ
て
き
た
。
自
ら
つ

く
り
上
げ
た
自
治
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
新
憲
法

が
施
行
さ
れ
て
約
三
十
年
、
そ
の
中
で
教
育
を
受
け
た

人
々
も
社
会
の
中
堅
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お

り
、
「
自
治
」
と
い
う
も
の
を
自
分
の
目
で
見
直
そ
う

と
い
う
気
運
が
生
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
国
家
だ
け
に
独
占
さ
れ
て

い
た
法
と
い
う
も
の
に
対
す
る
考
え
方
が
変
っ
て
こ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
て
お
り
、
内
外
と
も
に
本
当
の
自
治

体
が
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
が
熟
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
あ
い
か
わ
ら
ず
国
の
法

律
、
政
令
、
省
令
、
通
達
に
し
ば
ら
れ
て
、
自
主
性
の

な
い
旧
式
な
事
務
を
行
な
い
、
他
方
こ
れ
ら
の
権
限
を

す
べ
て
国
に
求
め
、
住
民
に
は
「
お
上
」
の
下
請
機
関

と
し
て
高
圧
的
に
の
ぞ
み
、
関
係
の
な
い
こ
と
は
拒
否

し
て
ゆ
く
と
い
う
体
質
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
当
然
、
自
治
体
と
し
て
の
改
革
で
、
自
治
の
革
新
が

必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
従
来
の
官
制

自
治
で
は
な
く
、
市
民
自
治
を
標
ぼ
う
し
て
革
新
自
治

体
が
生
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
た
ん
に
政
治
的

革
新
を
掲
げ
る
だ
け
で
は
真
の
自
治
体
改
革
に
な
ら
な

い
。
声
を
張
り
あ
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
の
実
現

性
に
お
い
て
も
、
自
主
性
の
下
に
創
意
と
工
夫
を
こ
ら

し
た
実
践
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
新
し
い
自
治

体
改
革
の
観
点
か
ら
「
都
市
経
営
」
（
自
治
体
経
営
と

い
っ
て
も
よ
い
）
と
い
う
概
念
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

二
―
自
治
体
が
地
域
経
営
の
主
体
に

　
経
営
論
は
戦
後
の
能
率
主
義
を
反
映
し
て
ア
メ
リ
カ

か
ら
輸
入
さ
れ
、
一
定
の
経
営
学
ブ
ー
ム
の
時
代
が
あ

っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
官
庁
で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を

導
入
、
組
織
機
構
改
革
、
近
代
的
な
事
務
処
理
、
組
織

管
理
が
採
用
さ
れ
て
き
た
。
国
で
も
、
昭
和
三
十
年
代

に
は
「
市
町
村
経
営
の
改
善
」
と
い
う
言
葉
で
、
経
営

と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。

　
戦
後
、
事
務
量
も
尨
大
に
な
り
、
新
し
い
こ
れ
ま
で

に
な
か
っ
た
各
種
行
政
も
必
要
に
な
っ
て
き
た
自
治
体

に
と
っ
て
、
も
と
よ
り
非
能
率
な
役
場
的
行
政
が
ゆ
る

さ
れ
る
は
ず
は
な
く
、
能
率
化
、
近
代
化
は
当
然
に
必

要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
法
令
や
通

達
、
解
釈
権
は
す
べ
て
中
央
で
留
保
し
、
そ
の
下
部
末

端
の
実
務
者
と
し
て
自
治
体
を
位
置
づ
け
て
近
代
化
を

計
る
う
と
す
る
色
あ
い
が
強
い
。
目
標
や
方
法
、
内
容

の
大
部
分
を
中
央
が
決
め
、
あ
と
は
そ
れ
を
効
率
的
に

実
践
す
る
と
い
う
の
で
は
、
先
に
の
べ
た
市
民
自
治
の

自
治
体
改
革
に
は
な
ら
な
い
。

　
自
治
体
を
経
営
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
る
に
は
、
初

め
か
ら
「
効
率
」
を
追
う
の
で
は
な
く
、
経
営
の
「
目

標
」
を
自
分
た
ち
で
き
め
、
「
他
治
体
」
で
は
な
く
「
自

治
体
」
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
央
の
末
端
機
関
で

は
な
く
、
市
民
に
主
体
を
お
く
真
の
自
治
体
に
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
真
の
意
味
の
自
治

体
が
成
立
し
た
と
き
に
、
初
め
て
第
二
の
意
味
で
そ
の

目
的
を
最
も
効
率
的
に
運
営
し
て
ゆ
く
た
め
の
、
民
間

な
り
中
央
官
庁
で
言
う
意
味
の
経
営
が
、
必
要
に
な
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
主
体
性
の
な
い
魂
の
な
い
形
骸
だ

け
の
経
営
だ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
自
治
体
を
つ
く
る
の
は
自
覚
あ
る
市
民
で
あ
る
。
日

常
生
活
を
守
り
維
持
し
、
よ
り
よ
き
地
域
社
会
の
発
展

を
ね
が
う
市
民
に
よ
っ
て
自
治
体
は
生
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
市
民
こ
そ
が
経
営
の
主
体
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
経
営
主
体
で
あ
る
市
民
は
、
も
ち
ろ
ん
強
い
要
求

を
も
つ
こ
と
は
当
然
だ
が
、
そ
れ
ら
多
く
の
異
な
る
要

求
を
ど
の
よ
う
に
よ
り
よ
く
調
整
し
な
が
ら
、
も
っ
と

も
よ
い
方
法
で
こ
れ
を
実
現
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
市
民
は
要
求
主
体
で
あ
る
と
同
時
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に
、
こ
れ
を
調
整
し
、
実
施
し
て
ゆ
く
責
任
主
体
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
市
民
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
な
ら

ば
、
自
治
体
と
い
う
組
織
は
、
中
央
の
指
令
の
ま
ま
に

「
お
上
」
と
し
て
市
民
に
の
ぞ
む
も
の
で
あ
る
は
ず
が

な
い
。
ま
た
市
民
が
自
治
体
を
中
央
の
出
先
視
し
て
一

方
的
に
拒
否
し
た
り
、
あ
る
い
は
何
で
も
よ
り
か
か
っ

て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
無
限
要
求
対
象
で
も
な
い
。
自

ら
が
主
体
と
し
て
、
自
ら
が
運
営
す
る
。
経
営
と
い
う

考
え
で
は
、
一
方
的
に
で
は
な
く
、
多
方
面
か
ら
の
価

値
観
を
考
え
、
種
々
の
制
約
条
件
を
考
慮
し
、
総
合
的

に
判
断
し
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
市
民
全
体
の
問
題

と
し
て
制
約
条
件
を
変
え
て
ゆ
く
行
動
も
必
要
で
あ

　
自
治
体
が
か
か
え
る
日
常
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
の
中
に

は
相
互
に
矛
盾
対
立
す
る
問
題
も
多
い
。
一
方
で
は
清

掃
業
務
の
問
題
化
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
焼
却

場
建
設
に
一
般
論
で
は
賛
成
だ
が
、
設
置
場
所
の
住
民

が
反
対
す
る
な
ど
は
、
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
都
市
と

は
濃
密
居
住
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
の
利
点
と
同
時

に
多
く
の
矛
盾
を
も
つ
。
そ
れ
ら
の
矛
盾
を
解
決
し
て

ゆ
く
の
も
都
市
経
営
の
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
「
都
市
経
営
」
と
い
う
の
は
、
一
面
か
ら
み

牡
ば
自
治
体
と
い
う
ひ
と
つ
の
組
織
の
経
営
で
あ
り
、

民
間
的
な
経
営
概
念
と
似
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

い
う
都
市
は
組
織
で
ぱ
な
く
、
一
定
の
土
地
と
市
民
を

か
か
え
た
ひ
と
つ
の
地
域
を
意
味
す
る
。
こ
こ
の
地
域

と
住
民
と
を
い
か
に
よ
り
よ
く
運
営
し
て
ゆ
く
か
と
い

う
地
域
経
営
の
観
点
に
立
た
ね
ば
な
ら
ず
、
た
ん
に
せ

ま
い
意
味
の
組
織
的
経
営
に
矮
少
化
し
て
は
な
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
の
地
域
経
営
を
実
現
す
る
た
め
の
組
織

と
し
て
自
治
体
組
織
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
都
市
経
営
と
は
、
都
市
地
域
経
営
で
あ
り
、
ま
た
都

市
自
治
体
組
織
経
営
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
両
者
を
つ
な

ぐ
た
め
の
経
営
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

三
―
自
治
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
市
民

　
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
都
市
経
営
」
と

は
従
来
国
に
独
占
さ
れ
て
い
た
法
と
そ
の
実
行
と
し
て

の
「
行
政
」
を
自
治
体
の
手
に
と
り
も
ど
し
、
本
当
に

市
民
が
そ
の
主
体
に
な
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
そ
れ

を
す
す
め
て
ゆ
く
意
義
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
は
総
合
性
で
あ
る
。
各
省
庁
別
、
各
法
律
別
、

各
事
業
別
に
バ
ラ
バ
ラ
に
降
り
て
く
る
国
の
行
政
を
、

自
治
体
レ
ベ
ル
で
総
合
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
横

浜
な
ら
横
浜
を
ど
う
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
各

省
庁
別
の
法
律
行
政
の
ワ
ク
内
で
は
対
処
で
き
な
い
。

第
二
は
自
主
性
で
あ
る
。
自
治
体
は
国
の
下
請
で
な
い

経
営
主
休
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
行
政
」

の
枠
組
か
ら
は
、
下
請
的
な
も
の
し
か
出
て
こ
な
い
。

「
経
営
」
と
把
え
る
巾
か
ら
経
営
主
体
性
と
い
う
意
味

で
自
主
性
を
追
求
し
た
い
。
そ
れ
は
市
民
福
祉
を
す
す

め
る
う
え
か
ら
も
必
要
で
あ
る
。
第
三
は
目
的
性
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
も
目
的
は
書
い
て
あ
る
が
、

そ
れ
は
互
い
に
無
関
係
に
で
き
て
い
る
。
我
々
が
自
治

体
で
あ
る
一
つ
の
施
策
を
す
る
と
き
に
は
、
法
律
が
あ

る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
目
的
を
確
認
し

て
、
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
四
の
意
義
は

新
し
い
ニ
ー
ド
へ
の
対
応
で
あ
る
。
新
し
い
時
代
の
中

で
新
し
い
い
ろ
い
ろ
な
ニ
ー
ド
が
出
て
く
る
が
、
法
律

だ
け
で
そ
れ
に
即
応
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
自
ら
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
創
意
、
工
夫
を
こ
ら
し
て
対
応
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
五
の
意
義
は
市
民
性
で
あ
る
。
「
行

政
」
と
い
う
中
で
は
、
ど
う
し
て
も
国
の
中
央
集
権
の

も
と
で
民
衆
を
支
配
す
る
と
い
う
″
お
上
思
想
″
が
中

心
に
な
る
。
行
政
は
市
民
に
上
か
ら
押
し
つ
け
る
も

の
、
市
民
は
反
対
す
る
も
の
と
い
う
感
じ
を
払
拭
す
る

意
味
で
も
、
市
民
自
ら
が
経
営
主
体
性
を
も
つ
自
治
体

径
営
論
が
必
要
で
あ
る
。

　
都
市
経
営
が
本
当
の
総
合
的
な
も
の
、
自
主
的
な
も

の
、
目
的
性
の
あ
る
も
の
、
新
し
い
時
代
に
対
応
で
き

る
も
の
、
市
民
性
の
あ
る
も
の
に
な
っ
た
場
合
に
は
、

極
め
て
合
理
的
、
あ
る
意
味
で
は
能
率
的
な
も
の
に
な

る
だ
ろ
う
。
自
治
と
は
言
葉
の
と
お
り
、
「
自
ら
治
め

る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
ら
治
め
る
自
治
を

成
立
た
せ
る
の
も
、
こ
れ
を
よ
り
よ
く
運
営
し
て
ゆ
く

の
も
、
市
民
自
体
な
の
で
あ
る
。
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