
地
方
財
政
確
立
期
の
文
脈
と
制
度
理
解
へ
の
橋
渡
し小　

西　

砂
千
夫

一　

地
方
税
財
政
制
度
の
形
成
と
そ
の
解
明

地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
二
二
年
は
、
内
務
省
が
解
体
さ
れ
る
年
で
も
あ
る
。
わ
が
国
の
占
領
統
治
に
お
い
て
は
、
初
期

段
階
で
は
国
家
の
力
を
弱
め
る
と
い
う
文
脈
で
地
方
自
治
の
強
化
が
重
要
方
針
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
下
で
、
内
務
省
は
、
強
大
な

力
を
も
っ
て
国
民
を
戦
争
に
駆
り
立
て
た
「
戦
犯
」
と
し
て
、
そ
の
解
体
は
規
定
方
針
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
敗
戦
直
後
の
普
通
選

挙
制
度
の
導
入
や
地
方
制
度
改
革
、
お
よ
び
憲
法
と
同
時
施
行
の
地
方
自
治
法
の
制
定
ま
で
は
、
内
務
省
の
力
を
利
用
し
た
が
、
憲

法
施
行
を
間
近
に
控
え
た
昭
和
二
二
年
の
最
初
の
統
一
地
方
選
挙
の
二
回
目
の
投
票
日
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
総
司
令
部
）
は
後

の
内
務
省
解
体
に
つ
な
が
る
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
突
き
つ
け
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
は
連
邦
制
の
国
で
あ
っ
て
、
連
邦
政
府
に
地
方
自
治
を
司
る
省
が
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
大
陸
型
の
地
方
自
治
制

度
を
導
入
し
て
い
た
わ
が
国
に
お
い
て
、
地
方
自
治
を
所
管
す
る
組
織
が
中
央
政
府
に
あ
る
こ
と
に
、
何
ら
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、

地方財政確立期の文脈と制度理解への橋渡し
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内
務
省
は
解
体
さ
れ
た
。
そ
の
下
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
な
が
ら
、
地
方
財
政
制
度
を
ど
の
よ
う
に
確
立
し
て
い
っ
た
か
、
そ
の
内

在
的
論
理
を
掘
り
起
こ
す
意
義
は
大
き
い
。

歴
史
に
は
連
続
的
な
変
化
と
非
連
続
の
変
化
が
あ
る
。
敗
戦
と
占
領
統
治
自
体
が
非
連
続
的
変
化
と
も
い
え
そ
う
だ
が
、
昭
和
二

四
年
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
、
間
違
い
な
く
、
明
治
期
以
来
の
地
方
自
治
・
地
方
税
財
政
の
展
開
に
対
す
る
一
種
の
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
持
ち
込
ん
だ
異
質
な
も
の
が
、
そ
の
後
の
展
開
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
。
今
日
、
歴
史
的
文
脈
に
沿
っ
て
、
そ
の
こ
と

を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
の
内
務
・
自
治
官
僚
の
内
在
的
論
理
に
基
づ
い
て
読
み
解
い
て
い
く
作
業
は
、
と
り
わ
け
、
税
財
政
の
分
野
で
は
、

研
究
者
に
よ
る
も
の
は
皆
無
と
い
っ
て
も
よ
い
。
研
究
の
世
界
と
現
実
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
乖
離
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
誤
解
を

恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
平
和
憲
法
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
掲
げ
る
理
念
は
、
あ
る
文
脈
の
な
か
で
は
否
定

し
よ
う
の
な
い
理
想
で
あ
る
が
、
現
実
適
合
性
と
い
う
点
で
、
統
治
を
担
う
者
に
、
あ
る
種
の
無
理
を
強
い
る
。
ど
こ
に
無
理
が
あ

る
の
か
、
そ
れ
こ
そ
が
内
在
的
論
理
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

二　

地
方
財
政
法
の
制
定
と
シ
ャ
ウ
プ
勧
告

昭
和
二
二
年
の
地
方
自
治
法
に
よ
っ
て
、
地
方
自
治
の
基
本
法
に
あ
た
る
も
の
が
で
き
あ
が
る
と
、
そ
の
年
末
に
内
務
省
は
解
体

さ
れ
る
。
昭
和
二
三
年
一
月
に
は
、
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
、
地
方
財
政
委
員
会
、
内
事
局
お
よ
び
建
設
院
が
発
足
し
、
つ
い
で
、

一
時
的
な
組
織
で
あ
っ
た
内
事
局
は
、
す
ぐ
に
国
家
公
安
委
員
会
（
国
家
地
方
警
察
本
部
と
国
家
消
防
庁
）
と
総
理
庁
官
房
自
治
課
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に
分
か
れ
る
。
ま
さ
に
四
分
五
裂
で
あ
る
。

地
方
財
政
委
員
会
が
、
設
置
後
す
ぐ
に
制
定
す
る
の
が
地
方
財
政
法
で
あ
る
。
地
方
自
治
法
に
は
財
務
に
関
す
る
章
が
設
け
ら
れ
、

予
算
・
決
算
の
形
式
等
の
内
容
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
地
方
財
政
法
は
、
地
方
自
治
法
か
ら
そ
れ
ら
の
部
分
を
抜
き
出
し
て
、
そ
こ

に
地
方
財
政
運
営
に
関
す
る
一
般
則
を
加
え
た
包
括
的
な
内
容
に
す
る
こ
と
も
構
想
さ
れ
た
が
、
起
草
の
段
階
で
そ
の
こ
と
は
断
念

さ
れ
、「
地
方
自
治
法
に
發
す
る
地
方
財
政
運
営
法
」（
柴
田
護
「
地
方
財
政
と
そ
の
諸
問
題
（
一
）」
昭
和
二
三
年
一
一
月
号
）
と

し
て
制
定
さ
れ
た
。

制
定
時
の
地
方
財
政
法
の
中
心
は
、
国
と
地
方
の
負
担
区
分
の
確
立
と
、
地
方
自
治
体
の
健
全
な
財
政
運
営
の
あ
り
方
お
よ
び
地

方
債
の
発
行
制
限
で
あ
る
。
地
方
自
治
法
に
お
け
る
起
債
に
関
す
る
規
制
は
比
較
的
緩
や
か
な
内
容
で
あ
る
が
、
地
方
財
政
法
は
、

地
方
自
治
体
の
財
政
健
全
化
の
確
保
の
観
点
で
き
わ
め
て
制
限
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
格
的
に
緩
和
さ
れ
る
の
は
、
平
成
一
一
年
の

地
方
分
権
一
括
法
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
、
国
と
地
方
の
負
担
区
分
の
考
え
方
は
、
内
務
省
解
体
に
よ
っ
て
、
国
の
各
省
が
地
方
の
行
財
政
運
営
を
圧
迫
す
る
こ
と
で
、

地
方
自
治
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
法
律
の
う
え
で
食
い
止
め
る
意
図
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
内
務
省
の
総
合
出
先
機
関
で
あ
っ
た

都
道
府
県
が
い
ち
早
く
自
治
体
化
さ
れ
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
う
ち
、
民
政
局
は
内
務
省
解
体
を
行
う
一
方
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
他
の
セ
ク
シ
ョ
ン

は
、
そ
れ
ぞ
れ
政
策
運
営
の
体
制
を
整
え
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
り
、
国
の
出
先
機
関
が
濫
立
す
る
事
態
を
制
止
し
な
か
っ
た
。
そ
れ

ま
で
、
地
方
自
治
体
（
戦
前
の
場
合
に
は
主
と
し
て
市
町
村
を
意
味
す
る
）
に
各
省
が
関
与
す
る
際
に
調
整
機
能
を
担
っ
て
い
た
内

務
省
が
な
く
な
る
こ
と
で
、
戦
後
改
革
が
掲
げ
た
方
向
性
と
は
裏
腹
に
、
中
央
集
権
的
な
要
素
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

特
に
、
財
政
的
な
側
面
で
補
助
金
行
政
を
通
じ
た
弊
害
が
大
き
い
と
し
て
、
地
方
財
政
法
で
は
国
と
地
方
の
負
担
区
分
の
原
則
を
通

地方財政確立期の文脈と制度理解への橋渡し
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じ
て
、
国
に
応
分
の
負
担
を
求
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
法
律
で
そ
の
よ
う
に
定
め
た
と
こ
ろ
で
、
運
用
面
で
弊
害
が
生
じ
る
懸
念

は
十
分
に
あ
り
、
事
実
、
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
超
過
負
担
問
題
や
高
率
補
助
金
の
引
き
下
げ
問
題
な
ど
が
生
じ
て
い
る
が
、
法
律
の

負
担
区
分
の
原
則
が
な
け
れ
ば
立
ち
返
る
べ
き
根
拠
す
ら
な
い
。

地
方
財
政
法
制
定
時
に
は
、
第
九
条
で
主
と
し
て
地
方
自
治
体
に
利
害
の
あ
る
事
務
に
つ
い
て
は
地
方
自
体
が
全
額
負
担
、
第
一

〇
条
で
国
と
地
方
自
治
体
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
事
務
（
仮
に
共
同
所
管
事
務
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
は
そ
れ
ぞ
れ
が
負
担
、
第
一

一
条
で
主
と
し
て
国
の
利
害
の
あ
る
事
務
は
国
の
負
担
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
利
害
の
大
き
さ
に
応
じ
て
負
担
割
合
が

決
ま
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
第
一
〇
条
に
基
づ
く
国
庫
負
担
を
国
庫
負
担
金
と
呼
ぶ
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
四
年
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
、
そ
の
よ
う
な
発
想
を
全
否
定
し
た
。
そ
も
そ
も
共
同
所
管
事
務
と
い
う
よ
う
な

も
の
が
あ
る
た
め
に
、
国
の
地
方
へ
の
不
当
な
関
与
を
招
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
国
と
地
方
の
事
務
を
分
離
し
て
し
ま
え
ば
地
方
自

治
は
確
立
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
は
、
国
と
地
方
の
事
務
を
再
配
分
す
る
組
織
の
設
置
を
勧
告
し
て
い
る
。
そ
れ
が

地
方
行
政
調
査
委
員
会
議
で
あ
り
、
そ
の
調
査
報
告
書
は
議
長
で
あ
る
神
戸
正
雄
（
京
都
大
学
教
授
、
京
都
市
長
を
歴
任
）
の
名
前

か
ら
神
戸
勧
告
と
呼
ば
れ
る
。

共
同
所
管
事
務
を
認
め
る
の
を
融
合
型
事
務
配
分
、
認
め
な
い
の
を
分
離
型
事
務
配
分
と
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
わ
が
国
の

事
務
配
分
が
融
合
型
で
あ
っ
た
の
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
な
ど
を
手
本
に
明
治
期
に
国
家
建
設
を
し
た
大
陸
型
の
伝
統
が
あ
る
か
ら
で

あ
っ
て
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
で
あ
り
連
邦
制
の
ア
メ
リ
カ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
共
同
所
管
事
務
が
な
く
な
れ
ば
、
国

庫
負
担
金
は
不
要
と
な
る
。
国
が
地
方
に
補
助
金
を
交
付
す
る
な
ら
ば
、
国
庫
負
担
金
は
不
要
だ
が
、
国
の
政
策
方
針
に
地
方
を
誘

導
す
る
た
め
の
奨
励
補
助
金
（
地
方
財
政
法
第
一
六
条
に
基
づ
く
国
庫
補
助
金
）
は
望
ま
し
い
と
い
う
整
理
に
な
る
。
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シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
受
け
て
、
国
庫
負
担
金
の
廃
止
が
進
め
ら
れ
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
が
一
時
期
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

地
方
財
政
法
の
国
と
地
方
の
負
担
区
分
を
定
め
た
第
九
条
か
ら
第
一
一
条
を
含
む
関
係
条
文
を
、
昭
和
二
五
年
の
地
方
財
政
平
衡
交

付
金
法
の
創
設
時
に
、
そ
の
附
則
に
お
い
て
昭
和
二
五
年
度
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
と
定
め
て
い
る
（
昭
和
二
六
年
の
地
方
財
政
平

衡
交
付
金
法
の
一
部
改
正
法
の
附
則
に
よ
っ
て
一
年
延
長
）。
す
な
わ
ち
、
地
方
財
政
法
の
改
正
を
留
保
し
て
、
地
方
行
政
調
査
委

員
会
議
の
事
務
再
配
分
の
結
果
を
待
つ
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
神
戸
勧
告
の
主
要
部
分
は
、
昭
和
二
五
年
一
二
月
に
行
政
事

務
再
配
分
に
関
す
る
第
一
次
勧
告
と
、
翌
年
九
月
の
大
都
市
制
度
を
含
む
検
討
内
容
か
ら
な
る
第
二
次
勧
告
か
ら
な
る
。
そ
の
う
ち

第
一
次
勧
告
は
、
結
果
的
に
は
ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
頃
に
な
る
と
、
占
領
統
治
の
終
了
を
見
据
え
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
影
響
力
は
急
速
に
弱
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
自
体
も
国
の
統
治
力
を
弱
め
る
改
革
に
関
心
が
薄
れ
て
い
た
。「
占
領
時
代
初
期
に
お
い
て
は
、
連
合
国
側
は
〝
日
本
を
弱

体
化
〟
す
る
の
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
当
時
の
状
況
を
解
説
し
た
も
の
に
よ
れ
ば
「
中
央
行
政
府
の
権
限
の
縮
小
、
地
方
団

体
の
権
限
拡
大
」
を
強
く
考
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ャ
ゥ
プ
勧
告
前
後
か
ら
、
国
際
政
治
の
冷
戦
が
激
化
し
、
占
領
軍
の
日
本
評
価

は
変
わ
り
始
め
た
。
朝
鮮
戦
争
を
契
機
と
す
る
連
合
国
の
日
本
管
理
政
策
の
転
換
で
あ
る
。
総
司
令
部
内
部
に
お
い
て
も
分
権
派
に

代
わ
っ
て
集
権
派
の
影
響
力
が
強
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
地
方
自
治
の
強
化
は
も
は
や
第
一
次
的
な
目
標
で
は
な
か
っ
た
」（
坂

田
期
雄
『
地
方
自
治
制
度
の
沿
革
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
七
年
、
二
二
三
～
二
四
頁
）。

神
戸
勧
告
の
事
務
再
配
分
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
の
か
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
地
方
自
治

の
重
視
と
、
地
方
へ
の
事
務
配
分
を
前
提
に
し
た
地
方
税
の
充
実
強
化
を
め
ざ
し
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
地
方
自
治
・
地
方
税
財
政

制
度
の
発
展
に
間
違
い
な
く
寄
与
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
シ
ャ
ウ
プ
は
地
方
自
治
に
対
す
る
恩
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
と
地
方
の
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共
同
所
管
事
務
の
廃
止
を
目
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
わ
が
国
の
発
展
を
考
え
る
と
少
な
く
と
も
時
期
尚
早
で
は
な
か
っ
た
か
。

二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
一
つ
は
、
地
方
自
治
制
度
の
改
革
で
実
施
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
は
、
平
成
一
一
年
の
地
方
分
権
一
括
法

に
よ
っ
て
実
現
し
た
機
関
委
任
事
務
や
地
方
事
務
官
制
度
の
廃
止
を
通
じ
た
国
に
よ
る
地
方
へ
の
関
与
の
あ
り
方
で
あ
り
、
共
同
所

管
事
務
の
廃
止
で
は
な
い
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
神
戸
勧
告
に
よ
る
事
務
再
配
分
ま
で
い
か
な
け
れ
ば
地
方
分
権
は

完
結
し
な
い
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
考
え
方
に
お
け
る
地
方
分
権
改
革
は
、
共
同
所
管
事
務
の
構
造
を
通
じ
て
強
ま
り
が
ち

な
国
に
よ
る
地
方
へ
の
過
剰
関
与
を
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
権
限
移
譲
や
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
持
続
的
な
見
直
し
の
検
討
を
進
め
る
こ

と
が
中
心
と
な
る
。
一
方
、
後
者
の
考
え
方
で
は
、
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
で
は
道
半
ば
で
あ
り
、
国
か
ら
地
方
へ
の
権
限
移
譲
を

強
力
に
進
め
る
な
ど
、
道
州
制
の
よ
う
な
か
た
ち
で
地
方
分
権
を
完
遂
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
事
務
配
分
論
は
、

方
向
性
の
議
論
と
し
て
正
し
く
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
言
い
表
す
場
合
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
前
者
の
見
方
を
擁
護
し
て
い

る
。さ

て
、
昭
和
二
七
年
五
月
に
は
、
そ
の
前
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
の
発
効
に
よ
る
占
領
統
治
の
終
了
を
見
極
め
た
よ
う
に
、

地
方
財
政
法
の
改
正
に
よ
っ
て
第
九
条
か
ら
第
一
一
条
の
国
と
地
方
の
負
担
区
分
の
原
則
が
、
現
在
の
か
た
ち
に
定
め
ら
れ
て
い

る
。第

九
条
で
は
、
従
来
の
国
と
地
方
の
利
害
に
応
じ
た
負
担
割
合
を
定
め
る
と
い
う
考
え
方
を
撤
廃
し
、
地
方
の
行
う
事
務
に
か
か

る
経
費
は
全
額
そ
れ
を
負
担
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
う
え
で
、
第
一
〇
条
第
一
項
で
「
国
と
地
方
公
共
団
体
相
互
の
利
害
に
関
係

が
あ
る
事
務
の
う
ち
、
そ
の
円
滑
な
運
営
を
期
す
る
た
め
に
は
、
な
お
、
国
が
進
ん
で
経
費
を
負
担
す
る
必
要
が
あ
る
左
の
各
号
の

一
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
が
、
そ
の
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
」
と
し
て
国
庫
負
担
金
の
規
定
を
残
し
て
い
る
。
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国
に
利
害
が
あ
る
事
務
に
つ
い
て
、
国
が
負
担
し
た
い
場
合
に
は
「
で
き
る
規
定
」
と
し
た
。
昭
和
二
七
年
に
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
金
が
復
活
し
た
の
も
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一
一
条
で
は
制
定
時
の
第
一
〇
条
第
二
項
を
引
き
継
い
で
、
国

庫
負
担
金
の
負
担
割
合
は
政
令
で
定
め
る
と
し
て
、法
律
補
助
と
い
う
考
え
方
を
示
し
、国
庫
負
担
の
割
合
は
、予
算
の
範
囲
と
い
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
合
理
的
に
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

改
正
後
の
地
方
財
政
法
で
は
、
国
と
地
方
の
利
害
に
応
じ
た
負
担
区
分
と
い
う
考
え
方
は
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
国
が
負
担
す
る
場
合
、
国
の
利
害
が
比
較
的
強
い
生
活
保
護
費
の
国
庫
負
担
の
割
合
が
相
対
的
に
高
い
（
当
初
は
八

〇
％
、
高
率
補
助
金
の
引
き
下
げ
問
題
を
経
て
現
在
の
七
五
％
）
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
考
え
方
は
残
っ
て
い
る
。
地

方
の
自
主
財
源
が
十
分
に
あ
る
場
合
、
国
庫
負
担
金
の
廃
止
は
問
題
が
な
い
が
、
国
か
ら
地
方
へ
の
安
易
な
負
担
転
嫁
が
進
め
ら
れ

る
懸
念
が
あ
る
場
合
、
補
助
率
の
引
き
下
げ
や
廃
止
を
簡
単
に
許
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
代
替
財
源
を
自
主

財
源
と
し
て
十
分
に
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
に
よ
る
関
与
を
縮
小
し
て
真
に
地
方
の
自
由
度
が
拡
大
し
た
と
き
で
な
け
れ
ば
認
め

ら
れ
な
い
と
い
う
論
理
に
な
る
。
つ
ま
り
、
国
の
負
担
を
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
国
の
関
与
の
縮
小
に
よ
っ
て
地
方
の
利

害
が
増
え
る
こ
と
が
、
国
庫
負
担
金
の
見
直
し
の
条
件
と
な
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
従
来
の
考
え
方
が
前
面
に
出
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、
昭
和
二
七
年
の
地
方
財
政
法
の
改
正
で
追
加
さ
れ
た
部
分
で
見
落
と
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
第
一
一
条
の
二
で
、

国
庫
負
担
金
事
業
の
地
方
負
担
分
、
い
わ
ゆ
る
裏
負
担
は
、
普
通
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す
る
と
明
記
し
た
こ
と
で
あ

る
（
昭
和
二
七
年
の
当
時
は
地
方
交
付
税
で
は
な
く
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
）。
こ
の
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
は
い
う
ま
で
も
な
く

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国
負
担
分
は
国
庫
負
担
金
で
、
地
方
負
担
分
は
地
方
の

共
有
財
源
で
あ
る
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
で
財
源
保
障
す
る
こ
と
で
、
共
同
所
管
事
務
の
負
担
区
分
を
確
立
さ
せ
る
と
同
時
に
、
そ

（
１
）
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の
執
行
を
財
政
面
で
保
障
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
に
よ
る
財
源
保
障
と
い
う
考
え
方
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が

否
定
し
た
国
と
地
方
の
共
同
処
理
事
務
を
執
行
す
る
う
え
で
の
財
政
的
基
盤
の
形
成
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

昭
和
二
三
年
の
地
方
財
政
法
の
制
定
と
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
経
た
二
七
年
の
改
正
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
い
わ
ば
超
克
し
た
過
程
で

あ
る
。
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
後
継
で
あ
る
地
方
交
付
税
が
、
わ
が
国
の
社
会
経
済
制
度
の
発
展
を
決
定
的
に
支
え
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
そ
の
過
程
が
示
す
歴
史
的
意
義
は
十
分
に
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

三　

地
方
財
政
平
衡
交
付
金
か
ら
地
方
交
付
税
へ

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
、
そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
を
制
度
と
し
て
創
造
し
て
、
法
令
と

し
て
定
め
る
う
え
で
許
さ
れ
た
時
間
は
、
実
質
的
に
は
半
年
も
な
か
っ
た
。
当
時
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
法
案
の
閣
議
提
出
前
の
審
査

が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
時
間
的
制
約
の
厳
し
さ
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

財
源
保
障
機
能
を
盛
り
込
ん
だ
地
方
財
政
調
整
制
度
の
導
入
は
画
期
的
内
容
で
あ
り
、
世
界
的
に
も
例
の
な
い
先
進
的
な
も
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
制
度
設
計
に
は
大
き
な
課
題
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
ア
イ
デ

ア
に
は
、
総
額
確
保
に
関
す
る
課
題
に
加
え
て
、
制
度
設
計
上
で
き
わ
め
て
深
刻
な
技
術
的
課
題
が
あ
っ
た
。

総
額
確
保
で
い
え
ば
、
当
時
の
自
治
官
僚
が
書
き
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
財
政
委
員
会
の
よ
う
な
中
立
的
な
機
関
が
財
源
の

所
要
額
を
財
政
当
局
に
要
求
す
れ
ば
、
そ
れ
が
基
本
的
に
尊
重
さ
れ
る
よ
う
な
構
図
は
、
わ
が
国
に
は
と
て
も
当
て
は
ま
ら
な
い
と

い
う
点
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
三
年
の
ド
ッ
ジ
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
二
四
年
度
の
地
方
配
付
税
率
は
無
残
に
も
半
減
さ
れ
、
そ
れ
に
基
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づ
く
地
方
財
政
計
画
は
実
態
に
比
べ
て
過
少
に
す
ぎ
る
内
容
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
五
年
度
か
ら
二
八
年
度
ま
で
の
地
方
財
政
平
衡
交

付
金
時
代
の
地
方
財
政
計
画
は
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
策
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
方
自
治
体
の
赤
字
団
体
が
続
出
す
る
原
因
と

な
っ
た
。
地
方
財
政
閉
口
交
付
金
と
悪
口
を
言
わ
れ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題
が
一
応
解
決
す
る
の
は
、
昭
和
二
九

年
度
に
総
額
を
国
税
収
入
に
結
び
つ
け
る
地
方
交
付
税
に
改
組
し
、
さ
ら
に
高
度
経
済
成
長
時
代
で
国
税
収
入
が
伸
長
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
法
定
率
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
通
じ
て
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
昭
和
四
一
年
度
の
法
定
率
引
き
上
げ
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
方
、
技
術
的
課
題
は
、
ま
ず
総
額
決
定
に
関
し
て
あ
る
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で
は
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
所
要
額
を
、
ミ
ク

ロ
（
個
別
団
体
）
ベ
ー
ス
で
見
積
も
っ
て
総
額
を
決
定
す
る
と
い
う
ミ
ク
ロ
の
積
み
上
げ
が
マ
ク
ロ
（
地
方
財
政
全
体
）
で
あ
る
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
国
の
予
算
編
成
の
時
点
で
、
地
方
自
治
体
の
個
別
団
体
の
財
政
需

要
額
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ク
ロ
な
ら
ば
、
国
の
予
算
編
成
と
連
動
し
て
総
額
を
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
マ
ク
ロ
の
総
額
を
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
算
定
に
よ
っ
て
ミ
ク
ロ
に
配
分
す
る
こ
と
に
な
り
、
マ
ク
ロ

と
ミ
ク
ロ
の
関
係
は
大
き
く
変
わ
る
。現
実
の
予
算
編
成
過
程
を
考
え
れ
ば
、技
術
的
に
は
そ
れ
し
か
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。シ
ャ

ウ
プ
勧
告
に
そ
の
発
想
が
な
か
っ
た
の
は
、
実
務
レ
ベ
ル
で
制
度
運
営
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
過
程
を
踏
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な

い
か
。

地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
は
、
ミ
ク
ロ
の
積
み
上
げ
が
マ
ク
ロ
の
総
額
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
想
定
す
る
と
お
り
の
条
文
と
す
る
こ
と
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
求
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
残
念

な
が
ら
想
像
の
域
を
出
な
い
。
当
時
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
の
と
こ
ろ
の
実
情
を
記
し
た
も
の
が
筆
者
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
か
ら
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だ
。
も
っ
と
も
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
の
場
合
は
、
地
方
財
政
計
画
に
基
づ
い
て
総
額
を
決
定
し
て
も
、
個
々
の
団
体
の
交
付
額

の
積
み
上
げ
を
地
方
財
政
計
画
の
か
た
ち
で
整
理
し
て
も
、
で
き
あ
が
り
の
か
た
ち
は
変
わ
ら
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
地
方
交
付
税
法
は
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
の
一
部
改
正
と
し
て
、
財
源
保
障
機
能
を
放
棄
し
な
い
こ
と
を
前
提

に
制
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
国
税
収
入
に
法
定
率
を
乗
じ
た
も
の
を
総
額
と
し
て
い
る
の
で
、
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
関
係
は
決
定

的
に
重
要
に
な
る
。
地
方
交
付
税
の
条
文
か
ら
受
け
る
印
象
は
、
改
正
前
を
引
き
継
い
で
、
あ
た
か
も
ミ
ク
ロ
の
算
定
結
果
の
積
み

上
げ
で
マ
ク
ロ
の
総
額
が
決
ま
る
よ
う
に
読
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
運
用
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
点

は
、
制
度
理
解
の
最
初
の
壁
に
な
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
配
分
に
関
す
る
技
術
的
課
題
で
あ
る
。
個
別
団
体
の
財
政
需
要
を
測
定
す
る
と
い
う
の
は
、
実
務
的
に
考
え
れ
ば
容

易
で
は
な
い
。
定
型
的
な
事
務
で
あ
れ
ば
、
客
観
的
に
測
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。

①
地
方
自
治
体
の
個
別
の
事
情
に
寄
り
添
っ
て
算
定
す
る
必
要
が
あ
る
財
政
需
要
（
典
型
は
災
害
復
旧
な
ど
）
も
あ
れ
ば
、
②
概
算

に
よ
る
客
観
的
算
定
が
な
じ
む
も
の
も
あ
れ
ば
、
も
は
や
財
政
需
要
と
し
て
測
定
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
、
③
自
主
財
源
の
一
部
で

賄
う
べ
き
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
の
制
定
の
際
に
、
基
本
は
②
と
し
な
が
ら
も
、
③
と
し
て
留

保
財
源
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
、
法
律
の
創
設
時
に
は
、
暫
定
的
措
置
と
し
て
①
に
該
当
す
る
特
別
交
付
金
を
設
け
た
が
、
昭
和
二

七
年
の
第
三
次
改
正
で
恒
久
措
置
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
括
す
る
と
、
マ
ク
ロ
の
総
額
を
ミ
ク
ロ
に
配
分
す
る
の
が
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
（
地
方
交
付
税
）
の
算
定

で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
特
別
交
付
金
（
特
別
交
付
税
）
対
応
部
分
と
、
留
保
財
源
対
応
部
分
を
除
い
た
額
が
普
通
交
付
金
（
普
通
交

付
税
）
と
し
て
客
観
的
に
配
分
さ
れ
る
と
い
う
構
図
に
な
る
。
こ
の
構
図
自
体
が
、
制
度
理
解
の
二
つ
め
の
壁
で
あ
る
。
地
方
財
政
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計
画
は
予
算
ベ
ー
ス
で
の
国
と
し
て
予
定
し
て
い
る
地
方
の
所
要
の
財
源
で
あ
り
（
そ
の
意
味
で
標
準
的
な
経
費
と
い
え
な
く
も
な

い
）、
基
準
財
政
需
要
額
は
あ
く
ま
で
そ
の
一
部
で
あ
っ
て
、
ミ
ク
ロ
ベ
ー
ス
で
厳
密
に
財
源
を
保
障
す
る
機
能
を
負
っ
て
い
る
。

地
方
財
政
平
衡
交
付
金
法
が
、
そ
の
よ
う
な
思
考
を
持
っ
て
条
文
が
書
か
れ
た
こ
と
は
、
単
位
費
用
を
定
め
た
第
一
四
条
の
第
一

項
「
第
十
一
条
の
単
位
費
用
は
、
道
府
県
又
は
市
町
村
ご
と
に
、
標
準
的
条
件
を
備
え
た
地
方
団
体
が
合
理
的
、
且
つ
、
妥
当
な
水

準
に
お
い
て
地
方
行
政
を
行
う
場
合
に
お
け
る
各
測
定
単
位
の
単
位
当
り
の
費
用
を
基
礎
と
し
て
、
こ
の
法
律
で
定
め
る
」
と
第
二

項
「
前
項
の
単
位
当
り
の
費
用
は
、
補
助
金
、
負
担
金
、
手
数
料
、
使
用
料
、
分
担
金
、
地
方
債
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
収
入
及

び
地
方
税
の
収
入
の
う
ち
基
準
財
政
収
入
額
に
相
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
を
財
源
と
す
べ
き
部
分
を
除
い
て
算
定
す
る
も
の
と
す

る
」
を
読
め
ば
、
十
分
想
像
で
き
る
。

そ
し
て
、
留
保
財
源
が
地
方
税
収
入
等
の
一
定
割
合
、
地
方
交
付
税
法
で
は
特
別
交
付
税
を
全
体
の
一
定
割
合
と
し
た
こ
と
で
、

基
準
財
政
需
要
額
と
特
別
交
付
税
の
区
分
、
お
よ
び
基
準
財
政
需
要
額
と
留
保
財
源
の
区
分
は
、
技
術
的
要
因
に
基
づ
い
て
毎
年
度

の
地
方
財
政
計
画
の
な
か
で
変
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
も
、
制
度
理
解
を
難
し
く
す
る
要
素
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
制
度
形
成
の
歴
史
的
経
緯
に
基
づ
く
技
術
的
な
側
面
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
地
方
交
付
税
制
度
に
な
っ
て
六
〇
年

以
上
が
経
過
し
て
も
制
度
リ
テ
ラ
シ
ー
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
研
究
者
も
そ
こ
に
は
関
心
を
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
現

在
の
地
方
交
付
税
に
対
す
る
制
度
批
判
を
強
め
て
い
る
根
本
に
あ
る
こ
と
は
、
大
い
に
問
題
視
す
べ
き
で
あ
る
。
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四　

お
わ
り
に
─
地
方
財
政
研
究
に
お
け
る
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性

筆
者
は
研
究
者
で
あ
る
の
で
、
以
上
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
地
方
財
政
研
究
の
あ
り
方
と
し
て
問
題
提
起
を
し
て
お

き
た
い
。

諸
外
国
と
の
外
交
や
軍
事
は
、
国
家
間
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
で
動
い
て
お
り
、
理
想
論
で
は
割
り
切
れ
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う

の
は
当
然
で
あ
る
。
な
ら
ば
財
政
制
度
の
あ
り
方
も
同
様
で
あ
る
。
理
論
的
に
説
明
が
で
き
る
制
度
が
、
現
実
的
に
ワ
ー
ク
す
る
と

は
限
ら
な
い
。
地
方
財
政
制
度
を
白
紙
か
ら
設
計
す
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
現
行
制
度
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
見
る
場

合
に
、
そ
れ
が
現
実
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
な
か
で
一
定
の
耐
性
が
あ
る
か
ど
う
か
が
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

地
方
財
政
制
度
の
あ
り
方
を
考
え
る
場
合
、
研
究
者
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。
徒
に
、
機
能
的
分
析
に
終
始
し
た
結
果
、
歴
史
的

経
緯
に
敬
意
を
払
わ
な
い
こ
と
で
、
制
度
の
実
態
に
迫
ら
ず
に
観
念
的
に
批
判
す
る
愚
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
方
で
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
分
析
に
終
始
し
、
前
提
と
し
て
統
治
側
の
内
在
的
論
理
を
尊
重
し
な
い
こ
と
は
、
所
詮
、
場
外
乱
闘
の
域
を
出
な
い
。
そ

の
背
景
に
は
、
あ
た
か
も
オ
ル
テ
ガ
の
大
衆
の
反
逆
に
あ
る
よ
う
に
、
国
家
権
力
に
対
し
て
、
研
究
者
が
ど
の
よ
う
な
距
離
感
で
の

ぞ
む
べ
き
か
に
関
す
る
根
深
い
問
題
が
あ
る
。

地
方
財
政
制
度
研
究
に
関
す
る
限
り
、
研
究
者
は
、
制
度
運
営
の
経
緯
を
読
み
解
き
、
経
路
依
存
性
に
留
意
し
た
歴
史
的
文
脈
を

解
き
明
か
す
作
業
を
あ
ま
り
に
も
怠
っ
て
き
た
。
制
度
運
営
に
係
る
内
在
的
論
理
を
解
明
し
、
ひ
と
た
び
は
当
事
者
の
立
場
で
引
き

受
け
て
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
検
証
し
た
う
え
で
、
批
判
す
べ
き
を
批
判
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
通
じ
た
制
度
理
解
へ

（
2
）
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の
橋
渡
し
は
、
研
究
者
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
心
に
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
1
）　

柴
田
護
「
國
と
地
方
公
共
團
體
と
の
財
政
關
係
（
一
）
─
地
方
財
政
法
を
繞
る
諸
問
題
（
そ
の
三
）」（『
自
治
研
究
』
二
六
巻
五
号
、
昭
和
二
五
年
）

は
、
地
方
財
政
法
の
起
草
者
が
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
っ
て
、
国
と
地
方
の
負
担
区
分
の
あ
り
方
を
批
判
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
論
を
展
開
し
た

も
の
で
あ
る
。
占
領
統
治
下
で
、
実
名
で
反
論
論
文
を
公
表
す
る
こ
と
の
重
さ
を
含
め
て
読
む
べ
き
論
考
で
あ
る
。

（
2
）　

佐
伯
啓
思
『
現
代
文
明
論
（
下
）
二
〇
世
紀
と
は
何
だ
っ
た
の
か
─
「
西
欧
近
代
」
の
帰
結
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
）
に
よ
れ
ば
、
佐
伯
教
授
は
、
オ

ル
テ
ガ
が
考
え
る
今
日
に
お
け
る
大
衆
の
典
型
は
、
社
会
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
知
的
な
専
門
家
で
あ
っ
て
、「
西
欧
近
代
の
進
歩
主
義
や
技
術
主
義

や
民
主
主
義
、
つ
ま
り
近
代
主
義
と
い
う
者
を
心
か
ら
信
じ
て
い
る
者
、
そ
れ
こ
そ
が
典
型
的
な
大
衆
な
の
で
す
。
そ
の
典
型
と
い
え
ば
、
科
学
的

な
精
神
を
も
っ
た
専
門
家
や
技
術
者
、
あ
る
種
の
知
識
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
」（
一
六
二
頁
）
と
厳
し
く
批
判
す
る
。
そ
こ
で
は
、
オ
ル
テ

ガ
を
論
拠
に
、
研
究
者
が
自
ら
の
知
識
と
世
界
観
だ
け
に
頼
っ
て
、
歴
史
的
文
脈
を
無
視
し
て
、
積
極
的
に
政
治
に
か
か
わ
る
こ
と
や
発
言
す
る
こ

と
の
問
題
が
厳
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
佐
伯
教
授
に
よ
る
わ
が
国
へ
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
批
判
で
あ
る
と
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
関
西
学
院
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
・
人
間
福
祉
学
部
教
授
）
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