
澤
井
勝

『分
権
改
革
と
地
方
財
政
』

(敬
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年

)北

山

俊

哉

「
一
九
九
〇
年
度

の
国

の
矛
算

は
、
従
来

か
ら
の
懸
案

で
あ

っ
た
特

例
公
債

の
発
行
を

ゼ

ロ
に
す

る
こ
と

が
で
き

た
こ
と

が
大
き

な
特
徴

で
あ

る
。
」
。
本
書

第

一
章

は
こ
の
よ
う

に
し
て
始
ま

る
。

一
九
九
〇
年
代

の
地
方

財
政
政
策
を
九

八
年
度
ま

で
論
じ
た
章

で
あ

り
、
「
バ
ブ

ル
経

済
崩
壊
か

ら
地
方
財
政

の
破

綻

的

状
況

へ
」
と
副

題
さ

れ
た
本
章

を
読

む
と
、

い
か
に
日
本

経
済
と

財

政
が

ジ

ェ
ッ
ト

コ
ー
ス
タ
ー
の
頂
上

へ
導
か
れ
、
そ
こ
か
ら
奈

落
に
突
き
落
と
さ
れ

た
か
を
実

感
す
る
。
た
し
か
に
、
赤
字
公
債
発
行
ゼ

ロ
と

い
う

「
そ
ん
な
時
代

も

あ

っ
た
」

の
で
あ
る
。
日
本
経
済
は
な
ま
じ
上
昇
し
て
し
ま

っ
た
た
め

に
、

下
降
は
そ

の
ぶ
ん
よ
け

い
に

つ
ら
く
苦
し

い
も

の
と
な

っ
た
。
本
書
は
そ

の
時

代
を
た
ど

っ
て
い
く
。

筆
者

の
澤
井
氏
は
地
方
自
治
総
合
研
究
所

『自
治
総
研
』

の
毎
年

二
月
号

に
、

当
該
年
度

の
地
方
財
政
対
策

に
つ
い
て
の
論
評
を
続
け

て
い
る

こ
と

で
も
知

ら

れ

て
い
る
。
評
者
は

一
九
八
〇
年
代
以
降

の
地
方
単
独
事
業

の
盛
衰
を
描

い
た

拙
稿
を
前
年
本
誌

に
公
表
し
た
が
、
そ

の
際

に
は
、
地
方
財
政
自
書
と
と
も

に

当
該
雑

誌
お
よ
び

そ
れ
を

纏
め
た
前

著

『
変
動
期

の
地
方

財
政
』

(敬
文
堂

、

一
九
九

三
年

)
や
本
書
を
ず

い
ぶ
ん
参
照

さ
せ
て

い
た
だ

い
た
。
当
時

の
時
代

の
風
潮
を
知

る
に
は
絶
好

の
素
材

で
あ
り
、

現
代
地
方
財
政

の
研
究

に
は
便

利
、

か

つ
不

可
欠

な
文
献

で
あ

る
と

い
っ
て
よ

い
。

分権改革と地方財政
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本
書
は
、

三
部

か
ら
構
成

さ
れ

て

い
る
。
第

一
部
は

「
一
九
九
〇
年
代

の
地

方
財
政
対
策
と
国

・
地
方

の
財
政

関
係
」

で
あ
り

、

一
九
九
三
年
度

か
ら
二
〇

〇
〇
年
度
ま

で
の
八
年
度

の
間
に
お
け

る
地
方
財

政
対
策
を
年
度

ご
と

に
、
前

掲
誌

に
お

い
て
追
跡

し
、

「そ

の
と
き

の
問
題
意

識

に
し
た

が

っ
て
論
評

し
た

も

の
」
が
中
心
と

な

っ
て

い
る
。
前
著
と
合
わ

せ
る
と
、

一
九
八
四
年
度

か
ら

二
〇
〇
〇
年
度
ま

で
の

一
七
年
間

の
地
方

財
政
対

策
を

概
観
で
き

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
き
な
貢
献

で
あ
り

、
わ

れ
わ

れ
に
と

っ
て
財
産

で
あ
る
。

第

二
部

は

「
分
権
改
革
と

地
方

財
政
」
と

題
さ
れ
て
お
り
、
地
方
分
権

改
革

が
地
方
財
政

に
ど

の
よ
う

な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

た
か
、
ま
た
分
権
改
革
を

成

就
す

る
た

め
に
地
方
財
政
を

ど
う
改
革
す

る
べ
き

か
、
と

い
う
問
題
領
域

に
関

す

る
作
業

が
集

め
ら
れ
て

い
る
。
内
容

は
、
起
債

許
可
制
度

の
廃
止
、
税
源
移

転
、
国
庫
補
助
負

担
金

制
度

の
改
革

、
財

政
構

造
改
革
法
、
予
算

と
計
画
な
ど

に
及
ぶ
。

こ
れ
ら
に

つ
い
て
地
方
自
治
を
推

進
す
る
立
場
か
ら

の
論
究
が
な
さ

れ
て

い
く
。

加
え

て
、
こ
の
時
期

の
後
半

に
明
ら
か
に
な

っ
た
財
政
危
機
に
関
し
て

の
分

析

が
続
く

。
こ
こ
に
は

い
く

つ
か
の
大
都

市
を

中
心
と
し
た
比
較

分
析
が
行
わ

れ
て

い
て
興
味
深

い
。
第

一
八
章

は

「
財
政
は
本
当
に
苦
し

い
の
か
―

財
政
診

断

の
手
引
き
―
」

と

い
う
刺
激
的

な
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ

て
お
り
、

一
般

の

市

民
に
は
難
し

い
財
政
指
標
を
な
ん
と
か
身

近
な
も

の
に
す

べ
く
、
努
力
が
な

さ
れ
て

い
る
。
財
政
に
は
非
常
に
テ
ク

ニ
カ

ル
な
側
面
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
は

重
要
な
課

題
で
あ
る
。
目
本
経
済
新

聞
社

編

の

『
全
国
住
民
サ
ー
ビ

ス
番
付
』

が
二
〇
〇

一
年

お
よ
び
〇
三
年

に
出
版
さ
れ
る
な
ど
し

て
、
住
民
が
市
町
村

や

都
道
府
県

の
行

政

・
政
策
を

評
価

、
監
視

す
る
動
き
が
強
ま

っ
て
き
た
。

い
わ

ゆ
る
ガ
バ
メ

ン
ト
か
ら
ガ
バ
ナ

ン
ス
へ
と

い
う
方
向
で
あ
る
。
こ

の
点

で
こ

の

一
八
章

の
努
力
が
さ
ら
に
実
を
結
ん
で

い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

注
意

す

べ
き
な

の
は
、
こ

の
方
向
が
強
ま

っ
て
い

っ
た
場
合

に
、
果
た
し

て

市
民
は

「
抗
議

(v
o
ice
)
」

の
戦
術
を

採
り
、
地
方
政
治

へ
の
コ
ミ

ッ
ト
メ

ン

ト
を
強
め
る

の
か
、
あ
る

い
は

「
退
出

(e
x
it)
」

の
選
択
肢
を
取
り
、
そ

の
個

人
に
と

っ
て
よ
り
よ

い
自
治
体

に
移
り
住
む

こ
と

に
な
る

の
か
、
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
選
択
肢
が
も
た
ら
す
政
治
経
済
的
な
結
果
を
見
据
え

て

お
く
こ
と
が
必
要

で
あ

ろ
う
。
ガ

バ
ナ

ン
ス
と

い
う
概
念
を
共
同
体
主
義
的

に

と
ら
え
る

の
か
、
自
由
主
義
的

に
考
え

る
の
か
、

の
違

い
は

こ
こ
に
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

最
後

に
、
第
三
部

の

「
機
関
委
任
事
務
制
度
と
分
権
改
革
」

で
は
、

つ
い
に

廃
止
さ
れ
た
同
制
度
と
、
そ

の
廃
止
を
中
核
と
す
る
分
権
改
革

の
意
義

に
つ
い

て
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

一
九
八

四
年
執
筆

の
外
国
人
登
録
事
務

に

つ
い
て
の
論

文
も
掲
載

さ
れ
て

い
る

が
、

「
こ
れ
ら

の
旧
稿
を

本
書

に
収

め
た

の
は
、
よ
う

や
く
始
ま

っ
た
分
権
改
革
は
、

こ
れ
ら

の
作
業

で
触
れ
た
よ
う
な

『機
関
委
任

事
務
的
な
る
も

の
』
と

の
執
拗
な
闘

い
抜
き

に
は
成
就

し
な

い
と
思
う
か
ら

で

あ

る

(
iii
ペ
ー
ジ
)」
。

こ

の

「
機
関
委
任
事

務
的
な

る
も

の
」

と
は
、
「
国
と

上
下
・上
従
関
係

に
あ
る

こ
と

に
安
住
す

る
意
識
」

で
も
あ

る
と

さ
れ
、

こ
の
意

識
を
克
服
し

て
い
く
た
め

に
は
、
機
関
委
任
事
務

の
も
と

に
あ

っ
て
も
、
職
務

執
行
命
令
訴
訟
と

い
う
制
度
が
持

っ
て
い
た
自
治
と
自
律

の
原
理
を
確
認
し

て

お
く

こ
と
が
必
要

で
あ

る
と
著
者
は
考
え
た

の
で
あ

る
。
そ
う

し
て
、
当
時

の

職
務
執
行
命
令
訴
訟

の
も

っ
て
い
た
積
極
面
を

二

つ
の
判
例
が
高
く
評
価
し

て

い
る

こ
と
を
、
著
者
は
重
視
す

る
。
と

こ
ろ
が
、
自
治
省
行
政
課
編

の

「実
例
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判
例
集
」
な
ど
、
反
対

の
解
釈
を
す

る
立
場
も
あ

っ
て
強
力

で
あ

る
。

そ
こ
で

「機
関
委
任
事
務
的
な

る
も

の
」
と

の
執
拗
な
闘

い
が
必
要

で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な
努

力
が
あ

っ
た
か
ら

こ
そ
、
機
関
委

任
事

務
は

つ
い
に
廃
止

さ
れ
る

に

至

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
で
見

ら
れ
る
の
は
闘
争
論
と
も

い
っ
て
よ
く
、
か

つ
法
律
論
を
展

開
す

る
と

い
う

か
た
ち

で
そ
れ
が
行
わ

れ
て

い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
闘
争
を
繰
り
広
げ

て

い
る
当

入
た
ち

の
実
際

の
動
き

な
ど

に

つ
い
て
触

れ
ら
れ
る
こ
と

は
少

な

い
。
機

関
委
任
事
務

が
ど
の
よ
う

に

執

行

さ
れ

て

い
る

の
か

に

つ

い
て
は
、

ス

テ

ィ
ー
ブ

ン

・
リ

ー

ド

の
研
究

(
『
日
本

の
政
府

間

関

係

”
都

道

府

県

の
政

策

決
定
』

一
九

九
〇
年
、
木

鐸

社
)
や
、

一
九
八
四
年

に
大
森

、
中
邨

、
竹
下
、
橋
本
、
北
原
、
村
松
に
よ

っ

て
行

わ
れ
た
共
同
研
究

(
「政
策

実
施
過
程

に
お
け
る
負
担

と
関
与

の
在

り
方

に
関
す
る
調
査
」

行
政
管

理
セ

ン
タ
ー
、
委

員
長
村
松
)
な
ど
数
少
な
く
な

っ

て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
実
証
的
な
研
究
な
ど
に
よ
れ
ば
、

必
ず
し
も
、
「
国
と
上

下
主
従
関
係

に
あ

る

こ
と

に
安

住
す
る
意
識
」

が
あ
る

と
は
評
者
に
は
必
ず
し
も
思
わ
れ
な
か

っ
た
。
確
か

に
、
分
権
改
革

の
さ
な
か

で
中
央
官
庁

の
官
僚
と

の
闘

い
に
お

い
て
、
法
律
論

・
制
度
論
や
運
動
論
は
重

要

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
機
関
委
任
事
務

に
つ
い
て
の
実
証
的
な
研
究
も
必
要

で
あ

っ
た
し
、
現
在
も
ま
た
法
定
受
託
事
務

の
執
行

の
在
り
方

の
研
究
な
ど
は

相
対
的
に
は
不
足
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も

こ
の
よ
う
な
実
証
的
な
研
究
が
な
け
れ
ば
、
分
権
改
革

の
効
果
と

い
う
も

の
も
明
ら
か

に
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、

こ
の
点

に
つ
い
て
楽

観
的

で
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
地
方
自
治
体
が
財
政
運
営
を
中
期

財
政
計
画

に
基
づ

い
た
、
め
り
は
り

の
き

い
た
も

の
に
転
換
し
な
け
れ
ば

い
け

な

い
と
述

べ
ら
れ
た
後
、
次

の
よ
う

な

一
文
が
あ

る
。
「住

民
が
真

に
必
要
な

と

こ
ろ
に
、
必
要
な
と
き

に
、
必
要
な
財
源
を
投
入

で
き
る
よ
う
な

シ
ス
テ
ム

を
構
築

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

(
一
三
九
頁
)
。
し
か
し
、
こ

の
こ
と
は
云
う

は
易

し

い
が
行
う

の
は
難
し

い
。
ま
さ

に
こ
の
よ
う
な
作
業
が
、
政
治
を
行
う

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
ち

ゃ
ん
と
政
治
を

や
り
な
さ

い
、
と

い
う

に
等
し

い

の
で
は
な

い
か
。
政
治

の
世
界
で
は
、
様

々
な
選
好
を
持

つ
人

々
の
す

べ
て
を

満
足
さ
せ
る
共
同
的
決
定
を
作
成
す
る

こ
と
は
難
し

い
。
よ
り
、正
確

に
は
、
選

好
に

つ
い
て
も
、
ど

の
よ
う
な
行
為
が
ど
う

い
う
結
果
を
も
た
ら
す
か
も
確
信

で
き
な

い
人
間

(住
民

だ
け

に
と
ど

ま
ら
ず

、
公

務
員
も

政
治
家

も
含

ま

れ

る
)
が
、
不
確
実
性

の
中

で
類
推
を
用

い
な
が
ら
議
論
し
た
り
、
あ

る

い
は
考

え
な

い
よ
う

に
し

て
い
る

の
で
あ
る
。
そ

の
中

で
何
が

「必
要
か
」

が
共
同
的

に
決
定
さ
れ
、
そ

の
実
施

の
中

で
結
果
が
徐

々
に
現
れ

て
く

る
の
で
あ

る
。

そ

の
よ
う
な
政
治
行
政
が
実
際

に
ど

の
よ
う

に
し
て
行
わ
れ

て
い
る
か

は
、
ま

さ

に
各
地
方
自
治
体

で
の
実
証
的
な
調
査
が
あ

っ
て
こ
そ
、
よ
り
明
ら

か
に
な

る

と

い
え
る
。

他
方

で
は

こ

の
よ
う
な

一
文

が
あ

る
。

「
こ
の
よ
う
な
事
業

の
見
直
し

は
必

須

で
あ

る
が
、
そ

の
際

に
重
要
な

こ
と

は
、
政
策

の
優
先
順
位
を
組

み
替
え

る

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま
り
福
祉

・
環
境
自
治
体

へ
の
歳

出
構
造

の
基
本

的
な
転
換

が
目
指
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

(
二

一
四
頁

)。

し
か
し
、
住

民
自
治

が
盛

ん
に
な

っ
た
と

し
て
、
す

べ
て
の
自
治
体

で
こ
の
よ
う
な
基
本
的
転
換

が
起

こ

る
か
ど
う

か
は
明

ら
か
で
な

い
と

い
え
よ
う
。

「政
策

の
優
先
順
位

は

(
中
央

政
府

や
研
究
者

に
よ

っ
て
で
は
な
く

)
地
方

ご
と
に
決
め
ら
れ
る
」

と

い
う

の

が
地
方
自
治

で
は
な

い
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
〇
第
二
に
、
福

祉
政
策
や
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環
境
政
策
を
本
当

に
地
方
自
治
体
が
自
律
的

に
形
成

し
て
よ

い
の
か
と

い
う

問

題

で
あ
る
。
住
民

の
退
出

・
移
入
が
容
易
な
地
方
自
治
体

の
場
合

、
福
祉

や
環

境

の
切
り
捨

て
競
争

が
起

こ
る
可
能
性
は
否
定

で
き

な

い
。

い
わ

ゆ
る

「福
祉

の
磁
石
」

や
、

フ
リ
ー
ラ
イ
ダ

ー
の
問
題

が
有

る
か
ら
で
あ

る
。
本
当

に
福
祉

や
環
境

の
充
実
を
望
む

の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
よ
う

な
志
向
を
持

つ
政
党

が
中
央

政
権
を
握
り

、
地
方
自
治
を
許
さ
ず
、
集
権
的

に
行

っ
た
方
が
よ
り

よ

い
の
か

も

し
れ
な

い
の
で
あ

る
。

分
権
改
革
と

地
方
財

政
の
研
究

に
は
、
規
範
的

な
法
律

学
と

財
政
学
だ

け
で

は
な
く
、
実
証
的

な
政
治
学

・
行
政
学
が
求

め
ら
れ
る
。
前
者

に
は
豊
富

な
蓄

積
が
あ

る
が
、
後
者

は
相

対
的

に
希
少

で
あ

る
。
し
か
し
地
方
自
治

、
地
方
財

政

の
分

野
は
、
対
象
と
す

る
自
治
体
数

が
多
く

、
比
較
分
析
も
容
易

な
領
域

で

あ

る
。

こ
の
学

問
領
域

へ
の
移
動

は
容
易

で
あ

る
の
だ
か
ら
、
行

政
学
者

、
政

治

学

者

が
参

入

し
、
退

出

(ex
it)

の
選

択

肢

は

取

ら

ず
、
そ

こ

で
抗

議

(v
o
ic
e
)
を

あ
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る

の
で
あ
る
。
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