
特
集
・
横
浜
市
財
政
と
行
政
①

地
方
財
政
の
現
状
と
課
題

林
　
正
寿

が
、
将
来
に
お
い
て
は
国
鉄
の
よ
う
な
財
政
破

綻
状
態
が
、
国
全
体
に
拡
大
ナ
る
の
で
あ
る
。

　
社
会
全
体
の
将
来
の
動
向
が
も
っ
と
も
明
白

に
表
わ
れ
る
の
は
、
財
政
現
象
に
お
い
て
で
あ

ろ
う
。
財
政
に
お
い
て
は
も
っ
と
も
赤
裸
々
に

計
数
的
に
す
ベ
て
が
表
現
さ
れ
る
か
ら
、
い
か

な
る
美
辞
麗
句
を
並
べ
立
て
よ
う
が
誤
魔
化
し

よ
う
が
な
い
。
こ
の
小
論
文
に
お
い
て
は
我
が

国
の
地
方
財
政
の
動
向
を
展
望
し
な
が
ら
、
こ

れ
か
ら
直
面
す
る
諸
問
題
や
そ
れ
ら
の
対
策
を

検
討
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
と
の
関
係

に
お
い
て
。
臨
調
答
申
に
つ
い
て
も
論
評
す
る
。

公
共
部
門
と
民
間
部
門

に
国
や
地
方
自
治
体
の
責
任
だ
と
か
義
務
だ
と

か
を
口
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
に
国
と

は
実
は
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
他

人
に
依
存
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
図
―

１
に
は
我
が
国
も
ふ
く
め
た
先
進
七
ケ
国
と
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
全
体
の
、
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九

八
〇
年
ま
で
の
二
十
一
年
間
に
わ
た
る
。
一
般

政
府
総
支
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
比

を
示
し
て
あ
る
。

　
図
―
１
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
九
六
〇

年
以
降
に
お
い
て
も
極
め
て
顕
著
に
上
昇
し
て

い
る
。
西
側
先
進
諸
国
の
戦
後
の
ほ
ぽ
共
通
の

傾
向
は
福
祉
国
家
の
建
設
で
あ
っ
た
が
、
ど
の

国
も
こ
の
福
祉
国
家
建
設
と
い
う
バ
ス
に
乗
り

遅
れ
な
い
よ
う
に
全
速
力
で
走
り
、
い
ま
や
そ

の
結
果
と
し
て
生
じ
た
財
政
負
祖
の
重
圧
の
も

今
日
の
憂
慮
す
べ
き
風
潮
は
、
極
め
て
安
易

・
は
じ
め
に

・
公
共
部
門
と
民
間
部
門

由
と
地
方

地
方
歳
出
構
造

公
債
の
意
義
と
危
険

良
生
費

・
地
方
歳
入

―
受
益
者
負
担
の
原
則

地
方
税
の
動
向

臨
調
答
申
の
重
要
性

と
で
あ
え
ぎ
、
行
き
過
ぎ
の
是
正
に
苦
慮
し
て

い
る
と
言
う
の
が
今
日
の
実
情
で
あ
ろ
う
。

　
財
政
学
に
は
「
ワ
グ
ナ
ー
の
法
則
」
、
(
別
名

「
経
費
膨
張
の
法
則
」
)
呼
ば
れ
る
有
名
な
法
則

が
あ
る
が
、
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
に
も
極
め

て
よ
く
当
て
は
ま
っ
て
い
る
。
ス
エ
ー
デ
ン
で

は
、
一
九
六
〇
年
の
三
一
・
一
％
か
ら
一
九
八

〇
年
の
六
五
・
七
％
ま
で
ほ
ぽ
一
貫
し
て
、
一

般
政
府
の
割
合
は
上
昇
し
た
。
我
が
国
の
状
況

は
、
た
し
か
に
先
進
諸
国
の
な
か
で
は
も
っ
と

も
公
共
部
門
の
小
さ
い
方
に
属
す
る
が
、
七
〇

年
代
に
お
け
る
急
速
な
公
共
部
門
の
拡
大
に
注

目
し
て
ほ
し
い
。
我
が
国
に
お
け
る
公
共
部
門

の
割
合
は
、
六
〇
年
代
に
は
む
し
ろ
低
下
傾
向

を
示
し
た
く
ら
い
で
あ
り
、
一
九
六
〇
年
に
は

二
〇
・
七
％
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
七
〇
年
に
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こ
れ
か
ら
我
が
国
の
直
面
す
る
深
刻
な
問
題

を
、
筆
者
は
人
口
の
高
齢
化
、
国
際
化
へ
の
対

応
、
国
民
の
規
律
の
低
下
の
三
つ
に
要
約
ナ
る

こ
と
に
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
よ
ほ
ど
の
覚

悟
で
と
り
く
ま
ね
ば
対
応
で
き
る
問
題
で
は
な

い
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
将
来
を
待
た
ず
し
て

す
で
に
顕
在
化
し
て
お
り
、
恐
る
べ
き
ペ
ー
ス

で
増
大
し
て
い
る
医
療
費
や
老
人
福
祉
費
は
す

で
に
深
刻
な
問
題
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る

が
、
年
金
が
成
熟
し
て
く
れ
ば
、
国
鉄
の
年

金
制
度
の
よ
う
に
、
制
度
自
体
は
立
派
だ
が
財

ニ

政
的
に
は
ま
っ
た
く
破
綻
し
て
し
ま
う
の
は
明

ら
か
で
あ
る
。
国
鉄
の
場
合
に
は
、
幸
い
に
し

て
国
が
肩
代
わ
り
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い

は
じ
め
に

一

十 九 八 七 六 五 四 三 二 一



は
、
一
九
・
三
％
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
極
め
て
急
速
に
上
昇

し
て
お
り
、
一
九
八
〇
年
に
は
三
二
・
七
％
に

ま
で
到
達
し
た
。

　
資
源
の
希
少
性
の
支
配
す
る
現
実
の
世
界
に

お
け
る
こ
の
よ
う
な
公
共
部
門
の
拡
大
は
、
民

間
部
門
で
の
資
源
利
用
量
の
減
少
と
い
う
犠
牲

を
伴
う
が
、
直
接
的
に
は
、
租
税
や
社
会
保
障

負
担
金
の
増
大
と
い
う
形
を
と
る
。
我
が
国
の

社
会
保
障
負
担
と
の
合
計
が
一
般
政
府
総
支
出

額
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
公
債
は
将

来
の
税
収
の
先
取
り
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
民
間
部
門
は
租
税
と
い
う
形
で
の
犠

牲
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
公
共
部
門

の
こ
の
よ
う
な
拡
大
が
、
負
担
も
十
分
に
考
慮

し
た
合
理
的
な
選
択
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ

る
。

み
な
ら
ず
、
ナ
ベ
て
の
先
進
諸
国
が
公
債
に
大

幅
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
、
各
年
度
の
租
税
と

図一１　一般政府総支出の対国内総生産費

図一２　国と地方との租税配分

　
国
の
歳
出
統
計
の
対
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
は
、
一
九
六

〇
年
の
六
・
〇
％
か
ら
一
九
七
〇
年
の
六
・
一

％
、
一
九
八
〇
年
の
一
一
・
二
％
へ
と
、
地
方

の
歳
出
統
計
の
対
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
は
各
々
一
一
・
七

％
、
一
二
・
八
％
、
一
八
・
八
％
へ
と
上
昇
し

て
い
る
。
国
と
地
方
の
純
計
合
計
の
場
合
に
は

各
々
一
七
・
七
％
、
一
九
・
〇
％
、
三
〇
・
〇

％
に
な
っ
て
い
る
。
国
の
場
合
に
も
地
方
の
場

合
に
も
七
〇
年
代
に
は
い
っ
て
か
ら
の
急
速
な

上
昇
が
注
目
さ
れ
る
。

　
歳
出
総
額
の
場
合
で
も
純
計
の
場
合
で
も
、

一
九
七
〇
年
頃
ま
で
は
地
方
の
ほ
う
が
相
対
的

に
急
速
に
拡
大
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る

が
、
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
は
国
の
方
が
急
速

に
拡
大
す
る
傾
向
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
国
を

分
母
に
地
方
を
分
子
に
と
り
指
数
表
示
す
る
と

歳
出
総
額
の
場
合
に
は
一
九
七
一
年
の
値
が
一

一
七
・
二
で
、
一
九
八
一
年
に
は
Ｉ
〇
〇
・
四

％
に
ま
で
、
ま
た
純
計
の
場
合
に
は
一
九
七
二

年
の
二
二
〇
・
七
％
か
ら
一
九
八
一
年
の
一
六

八
・
九
％
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
。
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三

国
と
地
方

４

二
％
、
一
九
七
〇
年
に
は
三
二
・
五
％
で
あ
っ

た
が
、
一
九
八
一
年
に
は
三
六
・
三
％
に
ま
で

上
昇
し
て
い
る
。
ま
た
、
実
質
配
分
面
に
お
い

て
も
。
一
九
六
〇
年
の
六
〇
・
五
％
、
一
九
七

〇
年
の
六
六
・
二
％
か
ら
、
一
九
八
一
年
に
は

七
七
・
一
％
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。

　
一
度
、
基
本
的
租
税
体
系
が
決
定
さ
れ
地
方

自
治
体
に
適
当
な
税
目
が
あ
た
え
ら
れ
、
か
つ

税
源
の
偏
在
に
対
応
す
る
た
め
に
財
源
調
整
が

　
と
こ
ろ
が
、
歳
出
面
か
ら
み
て
地
方
の
比
重

が
低
下
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
租
税
収

入
の
配
分
に
お
い
て
も
地
方
の
比
重
が
低
下
し

つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
ナ
る
わ
け
で
は

な
い
。
図
１
２
に
は
租
税
徴
収
額
と
実
質
配
分

額
に
お
け
る
国
と
地
方
の
比
重
の
変
遷
が
表
わ

さ
れ
て
い
る
が
、
徴
収
額
に
お
い
て
も
実
質
配

分
額
に
お
い
て
も
、
歳
出
の
場
合
と
は
逆
に
、

七
〇
年
代
に
な
っ
て
地
方
の
比
重
が
明
確
に
上

昇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
方
の
租
税
徴
収
額

に
占
め
る
割
合
は
、
一
九
六
〇
年
に
は
二
九
・



道
府
県
で
は
昭
和
四
十
一
年
の
一
〇
〇
か
ら
昭

和
五
十
六
年
の
四
、
八
三
九
に
ま
で
五
〇
倍
近

く
ま
で
増
大
し
て
い
る
し
、
市
町
村
で
は
六
、

九
一
八
ま
で
ほ
ぼ
七
〇
倍
に
な
っ
て
い
る
。
災

害
救
助
は
そ
の
性
質
上
、
年
度
間
に
変
動
が
あ

る
が
、
社
会
福
祉
費
、
児
童
福
祉
費
、
生
活
保

護
費
な
ど
一
貫
し
て
増
大
し
て
い
る
。
と
り
わ

け
老
人
福
祉
費
の
急
増
は
、
史
上
か
つ
て
ど
の

国
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
恐
る
べ
き
超

高
齢
化
社
会
に
突
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
我
が

国
の
動
向
を
、
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
高
齢
者
の
世
話
よ
せ
に
児
童
の
養
育
に
せ

よ
、
問
題
は
誰
が
し
た
ら
一
番
望
ま
し
い
か
で

あ
り
、
国
と
か
地
方
自
治
体
の
責
任
に
し
た
か

三
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
大
き
い
項
目
は
地
方
税

一
、
〇
二
六
、
そ
の
他
一
、
〇
〇
五
、
分
担
金

・
負
担
金
九
六
七
な
ど
で
あ
る
。
地
方
債
以
外

に
は
特
に
際
立
っ
て
伸
び
た
財
源
は
な
い
。
参

町
村
の
場
合
に
は
分
担
金
・
負
担
金
の
伸
率
が

一
、
六
九
五
と
著
し
い
。
歳
入
合
計
の
昭
和
五

十
六
年
の
指
数
は
一
、
三
八
四
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
上
回
る
伸
率
を
し
め
し
た
の
は
地
方
交

付
税
一
、
五
五
一
、
国
庫
支
出
金
一
、
五
四
〇
、

都
道
府
県
支
出
金
一
、
五
三
四
と
な
っ
て
い

る
。

八

ら
と
い
っ
て
、
社
会
全
体
で
そ
の
義
務
が
消
滅

し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
図
―
３
に
は
市

町
村
民
生
費
の
構
成
項
目
の
推
移
が
描
か
れ
て

い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
歳
出
の
動
向
に
た
い
し

て
、
歳
入
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
き
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。
都
道
府
県
の
場
合
に
も
市
町
村

の
場
合
に
も
、
地
方
債
収
入
の
伸
び
が
際
立
っ

て
い
る
。
基
準
年
度
の
昭
和
四
十
年
を
一
〇
〇

と
す
る
と
、
昭
和
五
十
六
年
に
は
都
道
府
県
の

地
方
債
収
入
は
一
、
四
九
七
に
、
市
町
村
の
そ

れ
は
一
、
六
二
二
に
ま
で
増
大
し
て
い
る
。
都

道
府
県
の
場
合
に
は
歳
入
合
計
の
指
数
は
九
六

受
益
者
負
担
の
原
則
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な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
各
地
方
自
治
体
は
自
ら
の

努
力
に
よ
り
財
源
を
調
達
す
べ
き
で
あ
り
、
一

方
で
住
民
に
人
気
の
あ
る
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス

を
よ
り
多
く
供
給
し
た
い
な
ら
ば
、
他
方
で

は
、
住
民
に
き
わ
め
て
不
人
気
な
負
担
の
増
大

も
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
住
民
に
要
請
す
べ

き
で
あ
る
。

地
方
歳
出
構
造

　
公
債
と
い
う
の
は
極
め
て
便
利
な
財
源
で
あ

り
、
と
り
わ
け
天
災
と
か
戦
争
と
か
の
偶
発
的

な
支
出
に
対
応
す
る
に
は
、
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
便
益
の

フ
ロ
ー
が
将
来
に
わ
た
っ
て
長
く
生
ず
る
資
本

財
の
供
給
の
た
め
の
資
金
調
達
は
、
租
税
に
よ

る
よ
り
も
公
債
に
よ
る
ほ
う
が
合
理
的
と
も
い

え
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
我
が
国
の
財
政
法

で
も
容
認
さ
れ
て
い
る
建
設
国
債
の
場
合
に
対

応
し
、
供
給
さ
れ
る
資
本
財
か
ら
便
益
を
享
受

す
る
将
来
世
代
が
、
享
受
す
る
便
益
の
大
き
さ

に
対
応
し
て
租
税
あ
る
い
は
料
金
と
い
う
形
で

負
担
す
る
の
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
の
場
合
に

は
、
財
政
再
建
団
体
に
で
も
な
れ
ば
自
治
権
を

大
幅
に
失
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
あ
る
程
度
の
歯

止
め
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
既
述
の
公
債
費

の
急
上
昇
が
、
将
来
に
お
い
て
財
政
の
硬
直
性

を
も
た
ら
し
、
新
し
い
「
ニ
ー
ズ
」
へ
の
対
応

を
遅
ら
せ
、
重
要
な
施
策
を
放
棄
さ
せ
た
り
縮

小
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
す
る
こ
と
が
憂
慮
さ

れ
る
。

地
方
歳
入

　
地
方
歳
出
の
な
か
で
、
公
債
費
に
つ
い
で
急

速
に
伸
張
し
て
い
る
の
が
民
生
費
で
あ
る
。
都

道
府
県
と
市
町
村
の
各
々
の
場
合
に
、
民
生
費

の
な
か
で
も
ど
の
よ
う
な
項
目
が
、
と
く
に
急

速
に
成
長
し
て
い
る
か
を
み
る
と
、
い
ず
れ
の

場
合
に
も
老
人
福
祉
費
の
伸
び
が
著
し
く
、
都

　
目
的
別
歳
出
の
変
遷
を
、
昭
和
四
十
年
の
歳

出
額
を
一
〇
〇
と
す
る
指
数
の
形
で
み
て
み
る

と
、
最
も
急
速
に
伸
び
た
の
は
公
債
費
で
あ
り
、

都
道
府
県
に
対
し
て
は
昭
和
五
十
六
年
に
は

二
、
三
七
九
す
な
わ
ち
二
三
・
八
倍
に
な
っ
て

い
る
し
、
市
町
村
に
対
し
て
は
二
、
六
〇
九
に

ま
で
増
大
し
て
い
る
。
次
に
急
速
に
増
大
し
た

支
出
目
的
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
民
生
費
で

あ
り
、
各
々
一
、
二
八
六
と
二
、
一
〇
七
に
も

及
ん
で
い
る
。
都
道
府
県
の
場
合
に
は
、
そ
の

あ
と
商
工
費
一
、
〇
八
八
、
農
林
水
産
費
一
、

〇
四
〇
、
警
察
費
九
八
六
と
続
い
て
い
る
。
ち

な
み
に
、
歳
出
合
計
は
九
七
三
に
な
っ
て
い

る
。
市
町
村
の
場
合
に
は
、
民
生
費
に
つ
い
で

‐
民
生
費

は
諸
支
出
金
一
、
八
九
〇
、
土
木
費
一
、
四
九

六
、
農
林
水
産
費
一
、
四
一
六
で
あ
り
、
歳
出

合
計
は
一
、
三
九
一
で
あ
る
。

公
債
の
意
義
と
危
険

　
市
町
村
で
分
担
金
・
負
担
金
収
入
が
増
え
て

い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
別
段
嘆
く
べ
き
こ
と
で

は
な
い
。
受
益
者
負
担
と
い
う
と
、
弱
い
も
の

い
じ
め
す
る
制
度
で
あ
り
、
一
般
財
源
を
用
い

て
直
接
的
に
は
無
料
で
提
供
す
る
こ
と
が
暖
か

い
福
祉
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
、
と
い
う

考
え
方
が
昨
今
の
一
般
的
風
潮
で
あ
る
が
、
こ

の
考
え
方
は
誤
っ
て
お
り
修
正
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
各
国
民
は
自
立
自
助
を
原
則
と
し

て
、
ど
う
し
て
も
個
人
の
対
応
能
力
を
超
え
る

場
合
に
の
み
、
他
人
の
助
け
を
か
り
る
べ
き
で

あ
る
。
直
接
的
に
は
国
と
か
地
方
自
治
体
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
国
と
か
地
方
自

治
体
の
実
体
は
、
個
人
と
は
別
の
存
在
で
は
な

く
、
自
分
自
身
か
隣
人
か
の
い
ず
れ
か
以
外
の

何
者
で
も
な
い
。

四五

七

六



　
仮
に
公
共
部
門
で
供
給
し
た
ほ
う
が
良
い

か
、
あ
る
い
は
民
間
部
門
と
並
列
的
に
公
共
部

門
で
供
給
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
場
合
で

も
、
そ
の
便
益
が
特
定
の
受
益
者
に
帰
属
す
る

場
合
に
は
、
極
力
、
料
金
と
い
う
形
態
で
負
担

を
求
め
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。
料
金
と
い
う

形
態
を
と
ら
な
い
な
ら
ば
、
一
般
税
と
い
う
形

態
の
負
担
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
実
際
に

費
用
が
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
般
税
に
よ

る
負
担
の
場
合
で
も
ま
ぎ
れ
の
な
い
事
実
で
あ

る
う
え
に
、
一
般
税
で
負
担
し
て
直
接
的
に
は

図一３　市町村民生費

無
料
か
原
価
を
大
幅
に
割
る
料
金
で
提
供
す
る

と
、
資
源
の
希
少
性
を
反
映
す
る
重
要
な
情
報

が
利
用
者
に
あ
た
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

よ
く
「
も
っ
と
コ
ス
ト
意
識
を
も
つ
べ
き
で
あ

る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
が
、
コ
ス

ト
意
識
を
も
つ
た
め
の
基
礎
情
報
が
、
利
用
者

に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
所
詮

は
無
理
な
注
文
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
コ
ス
ト

意
識
を
も
た
せ
る
最
善
の
方
法
は
そ
の
財
・
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
条
件
と
し
て
、
そ
の
供
給

に
必
要
な
費
用
を
利
用
者
に
直
接
負
担
さ
せ
る

図一４　都道府県歳入

こ
と
で
あ
り
、
節
約
さ
せ
る
も
っ
と
も
有
効
な

方
法
は
、
節
約
す
る
こ
と
が
利
用
者
本
人
に
と

っ
て
得
に
な
る
よ
う
な
制
度
を
作
る
こ
と
で
あ

る
。

　
し
た
が
っ
て
、
何
で
も
一
般
税
で
負
祖
す
る

と
い
う
傾
向
を
や
め
て
、
も
っ
と
大
幅
に
分
担

金
・
負
担
金
な
ど
の
形
態
で
の
収
入
が
ふ
え
る

こ
と
は
極
め
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
、
利
用
者
本
人
以
外
の
第
三
者
へ
も
帰
属
す

る
よ
く
よ
く
明
確
な
便
益
が
な
い
か
ぎ
り
は
、

な
ん
で
も
原
価
を
大
幅
に
わ
っ
た
低
料
金
を
つ

け
る
と
い
う
よ
う
な
悪
癖
は
や
め
て
極
カ
フ
ル

・
コ
ス
ト
原
則
に
基
づ
く
価
格
決
定
を
す
べ
き

で
あ
る
。
出
来
る
だ
け
安
い
価
格
で
公
共
財
・

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
も
ら
う
の
が
政
治
や
行

政
の
理
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
効
率
性
を
高
め
る

必
死
の
努
力
に
よ
り
そ
の
目
的
を
達
成
す
ベ
き

で
あ
っ
て
、
生
産
費
は
効
率
の
低
さ
を
反
映
し

て
高
い
ま
ま
な
の
に
、
一
般
財
源
か
ら
欠
損
を

補
填
す
る
こ
と
に
よ
り
安
い
料
金
で
提
供
す
る

と
い
う
の
は
、
ぎ
ま
ん
的
で
あ
る
。

九

地
方
税
の
動
向

６

調査季報79―33.10

　
都
道
府
県
税
の
な
か
で
は
自
動
車
税
の
伸
張

が
最
も
著
し
く
、
一
、
四
八
三
に
な
っ
て
い

る
。
道
府
県
民
税
も
比
較
的
伸
張
性
の
高
か
っ

た
ほ
う
で
あ
り
一
、
二
五
八
で
あ
る
。
都
道
府

県
税
合
計
額
が
一
、
〇
一
〇
で
あ
り
、
事
業
税

は
そ
れ
よ
り
も
伸
び
が
緩
慢
で
あ
り
、
九
二
五

に
留
っ
た
。
そ
の
他
。
娯
楽
施
設
利
用
税
八
六

一
、
料
理
飲
食
等
消
費
税
七
五
八
、
不
動
産
取

得
税
七
二
三
、
軽
油
引
取
税
七
〇
八
、
自
動
車

取
得
税
六
五
五
、
道
府
県
た
ば
こ
消
費
税
五
九

三
と
な
っ
て
い
る
。

市
町
村
税
の
な
か
で
、
こ
の
期
間
中
に
最
も
伸

張
性
の
高
か
っ
た
税
は
都
市
計
画
税
で
あ
り
、

昭
和
五
十
六
年
の
指
数
は
二
、
六
〇
四
と
な
っ

て
い
る
。
市
町
村
民
税
が
次
で
一
、
五
六
一
、

税
収
合
計
が
一
、
二
二
七
で
あ
る
。
昭
和
四
十

九
年
に
創
設
さ
れ
た
事
業
所
税
の
伸
張
は
目
覚



い
て
は
、
筆
者
は
判
断
す
る
材
料
を
持
ち
合
わ

せ
な
い
が
、
筆
者
の
我
が
国
の
将
来
に
た
い
す

る
憂
慮
や
そ
れ
に
た
い
す
る
処
方
せ
ん
は
、
臨

調
の
そ
れ
に
極
め
て
近
い
。
こ
れ
か
ら
本
格
的

な
高
齢
化
社
会
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
我
が

国
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
要
請
は
、
負
担
を
十

分
に
考
慮
し
た
う
え
で
、
真
の
選
択
を
行
な
う

こ
と
で
あ
る
。
負
担
を
意
識
さ
せ
る
最
良
の
方

法
は
、
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
要
求
す
る
た
ぴ
に
そ

の
代
価
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め

に
は
ま
す
民
間
で
で
き
る
こ
と
ま
で
公
共
部
門

が
手
を
出
さ
な
い
の
が
大
事
で
あ
り
、
つ
ぎ
に

は
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も
、
そ
の
便
益
の

受
益
者
が
特
定
化
で
き
る
場
合
に
は
一
般
財
源

で
は
な
く
、
料
金
と
い
う
形
で
の
資
金
調
達
を

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
「
自
分
の
カ
ネ
を

自
分
の
た
め
に
使
う
」
と
き
に
節
約
は
自
動
的

に
保
証
さ
れ
、
最
も
望
ま
し
い
対
象
に
た
い
し

て
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
〈
横
浜
市
立
大
学
商
学
部
助
教
授
〉

調査季報79―83.10
７

ま
し
く
、
七
年
間
の
う
ち
に
一
、
〇
六
九
に
な

っ
た
。
そ
の
ほ
か
の
主
な
税
は
固
定
資
産
税

一
、
〇
〇
六
、
電
気
・
ガ
ス
税
七
八
四
、
市
町

村
た
ば
こ
消
費
税
六
二
七
、
軽
自
動
車
税
三
五

五
と
な
っ
て
い
る
。

　
租
税
と
い
う
も
の
は
い
つ
の
時
代
に
も
ど
こ

に
お
い
て
も
人
気
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
私
的

財
に
た
い
し
て
代
価
を
払
う
と
き
に
も
懐
は
痛

む
の
だ
が
少
な
く
も
対
応
す
る
便
益
が
明
確

で
あ
り
、
嫌
な
ら
ば
買
わ
な
く
て
も
す
む
と
い

う
自
由
選
択
の
余
地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
交
換
と
い
う
行
為
で
あ
っ
て
、
い
す
れ
の
側

も
、
自
分
の
得
に
な
る
か
ら
自
発
的
に
そ
の
交

換
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
。
租
税
の
場
合
に
も

よ
く
、
考
え
れ
ば
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
か
ら
享

受
す
る
便
益
に
た
い
す
る
負
担
で
あ
り
、
や
は

り
交
換
に
は
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
納
税
者

の
意
識
に
お
い
て
は
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
便

る
。
強
制
と
い
う
の
は
自
由
社
会
に
お
い
て
は

最
小
限
に
留
め
る
の
が
賢
明
で
あ
り
、
自
発
的

交
換
と
く
ら
べ
る
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
段
と

し
て
は
遙
か
に
劣
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
受
益
者
負
担
に
つ
い
て
の
箇
所
で
も
述
べ

た
よ
う
に
、
租
税
収
入
に
依
存
す
る
部
分
を
最

小
化
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　
各
税
目
の
税
収
額
を
規
定
す
る
主
要
因
は
、

課
税
標
準
と
税
率
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
地
方

税
は
レ
ー
ト
よ
ば
れ
る
固
定
資
産
税
し
か
な
い

が
、
そ
れ
と
く
ら
べ
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
の
地

方
税
は
都
道
府
県
に
た
い
し
て
も
市
町
村
に
た

い
し
て
も
、
な
ん
と
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
に
と
み
、

ま
た
大
き
な
課
税
標
準
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。臨

調
答
申
の
重
要
性

益
は
空
気
や
太
陽
の
光
の
よ
う
に
自
由
財
で
あ

っ
て
、
そ
の
便
益
は
あ
ま
り
意
識
し
な
い
の

に
、
税
金
の
負
担
は
増
幅
し
て
意
識
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
井
藤
半
弥
教
授
が
主
張
さ
れ
た
よ

う
に
、
財
政
と
は
強
制
獲
得
経
済
な
の
で
あ

　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
経
済
学
は
経
世
家
の
学

問
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
特
定
利
益
団
体
の
個

別
利
益
の
追
及
で
は
な
く
、
国
全
体
、
経
済
全

体
を
考
え
て
分
析
し
、
政
策
提
言
を
す
る
こ

と
が
そ
の
使
命
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

提
言
が
個
別
利
益
の
推
進
者
に
と
っ
て
、
時
に

は
傷
み
を
伴
い
、
し
た
が
っ
て
反
発
を
招
く
の

も
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

自
由
と
い
う
価
値
を
信
奉
す
る
多
元
的
民
主
主

義
社
会
に
お
い
て
は
、
か
く
個
人
あ
る
い
は
団

体
が
、
自
分
の
特
殊
利
益
を
主
張
す
る
の
は
全

く
正
当
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
う
え
極
め
て
重

要
な
情
報
源
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
各
特

殊
利
益
か
ら
の
要
求
を
す
べ
て
か
な
え
て
い
た

ら
ど
ん
な
に
資
源
が
あ
っ
て
も
足
り
な
い
の
は

あ
ま
り
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
資
源
の
希
少

性
と
い
う
制
約
条
件
は
す
べ
て
に
優
先
し
て
考

慮
さ
る
べ
き
条
件
で
あ
る
。

　
臨
調
答
申
に
た
い
し
て
個
別
利
益
が
反
発
す

る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う

に
「
総
論
賛
成
、
各
論
反
対
」
は
世
の
常
で
あ

る
。
と
に
か
く
基
本
的
な
問
題
点
は
こ
の
ま
ま

で
は
下
手
を
す
る
と
「
金
の
卵
を
産
む
ガ
チ
ョ

ウ
」
が
し
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

国
鉄
の
現
状
は
将
来
の
財
政
全
体
、
ま
た
経
済

全
体
の
お
う
い
に
在
り
得
る
姿
の
象
徴
で
あ

る
。

　
細
か
い
具
体
的
な
官
庁
の
統
廃
合
な
ど
に
つ

十
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