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地
方
自
治
体
の
ト
ッ
プ
は
「
政
治
家
」
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
〇

年
の
地
方
分
権
一
括
法
施
行
の
辺
り
か
ら
だ
。
国

の
機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ
、
自
治
体
は
名
実

と
も
に
地
方
の
政
府
と
し
て
独
自
の
政
策
運
営
を

期
待
さ
れ
て
い
る
。

　「
今
度
の
分
権
改
革
で
初
め
て
、
首
長
は
国
の
機

関
と
し
て
の
行
政
責
任
で
は
な
く
、
ま
ず
政
治
主

体
で
あ
る
市
民
に
た
い
す
る
政
治
・
行
政
責
任
を

も
つ
『
政
治
家
』
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま

し
た
」（
故
松
下
圭
一
氏
、自
治
体
の
構
想『
自
治
』）

　「
政
治
家
」
に
期
待
さ
れ
る
資
質
と
は
何
か
。
ビ

ジ
ョ
ン
を
示
し
、
住
民
や
職
員
の
共
感
を
得
な
が

ら
政
策
を
前
に
進
め
る
「
言
葉
」
を
持
っ
て
い
る

か
ど
う
か
が
大
切
な
要
素
だ
と
思
う
。

　
熊
本
地
震
か
ら
一
年
が
た
っ
た
。
熊
本
、
大
分

両
県
で
二
百
五
十
二
人
が
死
亡
し
、
い
ま
も
熊
本

県
の
約
四
万
八
千
人
が
応
急
仮
設
住
宅
な
ど
で
暮

ら
す
。

　
同
県
の
蒲
島
郁
夫
知
事
は
四
月
十
四
日
の
犠
牲

者
追
悼
式
で
自
責
の
念
を
語
っ
た
。「『
熊
本
県
に

は
決
し
て
大
き
な
地
震
は
来
な
い
』。
そ
ん
な
過

信
が
、
私
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
地
震

の
起
き
た
あ
の
日
か
ら
今
に
至
る
ま
で
自
ら
に
問

い
か
け
な
い
日
は
あ
り
ま
せ
ん
」

　
年
頭
の
職
員
向
け
訓
示
で
は
、
震
災
と
阿
蘇
山

噴
火
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
に
見

舞
わ
れ
た
一
六
年
を
振
り
返
り
「
三
つ
の
困
難
へ

の
対
応
を
皆
さ
ん
が
立
派
に
や
り
遂
げ
た
こ
と
を

散 射 韻

言
し
、
議
会
や
記
者
会
見
で
は
事
務
方
が
用
意
し

た
答
弁
か
ら
外
れ
な
い
。

　「
肉
声
」
ら
し
か
っ
た
の
は
昨
年
末
、
鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
発
生
の
際
。
庁
内
会
議
で
殺
処
分
の

遅
れ
に
「
道
民
に
対
し
て
、
道
の
本
気
度
が
問
わ

れ
て
い
る
」
と
強
調
し
た
。
本
年
度
の
職
員
訓
示

で
は
職
員
の
不
祥
事
を
受
け
「
道
政
へ
の
信
頼
が

一
瞬
で
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
緊
張
感
を
持
っ
て
ほ

し
い
」
と
檄
を
飛
ば
し
た
。

　「
失
策
が
少
な
い
」
と
の
評
価
は
、
自
ら
へ
の
批

判
に
対
す
る
感
度
の
高
さ
の
お
か
げ
か
も
し
れ
な

い
。
知
事
の
言
葉
に
職
員
も
引
き
締
ま
っ
た
だ
ろ

う
。

　
蒲
島
氏
の
話
に
戻
る
。「
週
刊
文
春
」
四
月
六
日

号
の
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
阿
川
佐
和
子
氏
と
の
対
談
で
、

蒲
島
氏
は
組
織
運
営
の
信
条
を
概
略
こ
う
語
っ
た
。

　「
私
は
い
つ
も
職
員
に
『
皿
を
割
る
こ
と
を
恐

れ
る
な
』
と
言
っ
て
る
ん
で
す
。
最
初
に
（
県
庁

に
）
来
た
と
き
は
、
保
守
的
な
組
織
で
驚
き
ま
し

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ト
ッ
プ
が
失
敗
し
て
も
い
い

と
い
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
組
織
で
す
か
ら
、
一

人
で
は
仕
事
は
で
き
な
い
。
私
の
考
え
を
共
有
し

て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
で
、
そ
の
た
め
に
は
怒
ら

ず
、
褒
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
県
庁
全
体
が

や
る
気
に
な
る
よ
う
に
す
る
の
が
私
の
役
目
で
す
」

　
住
民
の
幸
福
と
い
う
目
標
の
た
め
に
、
ど
ん
な

言
葉
を
使
う
の
か
。
彼
我
の
ト
ッ
プ
の
違
い
も
興

味
深
い
。

＜

聖＞

知
事
と
し
て
誇
り
に
思
う
。
日
本
全
体
が
三
つ
の

困
難
を
乗
り
越
え
た
県
庁
職
員
の
皆
さ
ん
を
日
本

一
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
話
し
た
。

　
被
災
者
と
向
き
合
い
、
職
員
を
鼓
舞
す
る
話
し

方
は
苦
労
人
な
ら
で
は
だ
。
前
職
は
東
大
法
学
部

教
授
だ
が
、
自
ら
を
「
落
ち
こ
ぼ
れ
だ
っ
た
」
と

い
う
。

　
蒲
島
氏
は
一
九
四
七
年
、
熊
本
県
旧
稲
田
村
に

生
ま
れ
た
。
家
は
貧
し
く
、
高
校
時
代
は
授
業
を

よ
く
サ
ボ
っ
た
。
卒
業
後
に
入
っ
た
自
動
車
販
売

会
社
を
一
週
間
で
辞
め
農
協
に
転
職
。「
牧
場
経

営
」
を
夢
見
て
派
米
農
業
研
修
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

応
募
し
た
。
米
国
で
は
過
酷
な
農
業
実
習
を
こ
な

し
た
。
ネ
ブ
ラ
ス
カ
大
農
学
部
で
の
学
科
研
修
を

契
機
に
猛
勉
強
し
、
豚
の
精
子
の
保
存
法
を
研
究

し
て
同
大
大
学
院
へ
。
さ
ら
に
政
治
家
を
志
し

ハ
ー
バ
ー
ド
大
大
学
院
に
進
ん
だ
。

　
波
瀾
万
丈
の
半
生
は
「
逆
境
の
中
に
こ
そ
夢
が

あ
る
」（
講
談
社
）
に
詳
し
い
。
東
大
時
代
の
蒲

島
氏
と
話
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
柔
和
で
き
さ
く

な
人
だ
と
感
じ
た
。
県
民
に
希
望
を
示
そ
う
と
懸

命
に
発
信
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
道
内
で
は
四
月
、
高
橋
は
る
み
知
事
が
四
期
目

の
折
り
返
し
を
迎
え
た
。
支
持
率
は
過
去
最
高
の

六
八
％
（「
北
海
道
新
聞
」）。「
目
立
っ
た
失
策
が

な
い
」
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
。

　
道
民
に
親
し
み
や
す
い
と
見
ら
れ
る
高
橋
知
事

だ
が
「
政
治
家
」
ら
し
い
言
葉
を
あ
ま
り
聞
か
な

い
。
重
要
テ
ー
マ
で
は
「
国
に
要
請
す
る
」
と
発

首 長 の 言 葉


