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（購護）中嶋嶺雄さん

は、

財
政
上
の
問
題
だ
け
で
な
く、

歴
史
や
文
化
の
視
点
が
欠
け
て
は
な

ち
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
と
よ
り、

地
方
交
付
税
の
減
少

と
と
も
に
地
方
自
治
体
の
財
政
は
き

わ
め
て
厳
し
く
な
る
だ
け
に、

行
政

の
ス
リ
ム
化
・

効
率
化
の
た
め
に

も、

市
町
村
合
併
は
避
け
ら
れ
な
い

流
れ
で
あ
ろ
う。

ま
し
て
や
来
年
3

月
末、

理
ひ
て
も
さ
ら
に
1
年
間
の

み
を
期
限
に
し
て
財
政
上
の
優
遇
措

置
付
き
の
市
町
村
合
併
特
例
法
を
活

用
で
き
る
と
い
う
特
典
が
あ
っ
て
み

れ
ば、

多
く
の
市
町
村
が
合
併
を
急

ぐ
の
も
理
解
で
き
る
。

だ
が、

乙
れ

か
ち
は
本
当
の
意
味
で
地
方
が
輝
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
な
の
で
あ

る
。

そ
の
よ
う
な
「
地
方
の
時
代」

に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
が
固
有
の
歴

史
と
文
化
に
根
づ
い
た
ア
イ
デ
ン
テ

ゴ
ア
ィ
l
を
自
覚
し
深
め
る
こ
と
に

よ
っ
て、

単
な
る
お
国
自
慢
の
域
を

脱
し
た、

世
界
に
通
ず
る
特
色
を
持

っ
と
ど
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
に
な
る
。

本
年
4
月
に
開
学
し
た
全
国
初
の

公
立
大
学
法
人
・

国
際
教
養
大
学

は、

そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
個
性
に
よ
っ

て
順
調
な
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
て
い
る

うれが、嬉
し
い
悲
鳴
の
一

つ
は、

見
学

者
や
視
察
団
が
引
き
も
き
ち
な
い
こ

と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
折
に
私
は、

時
閣
が

あ
っ
た
ら
ぜ
ひ
角
館
へ
行
っ
て
く
だ

さ
い
、

と
お
勧
め
す
る
こ
と
に
し
て

い
る。

東
北
の
小
京
都
と
し
て
知
ら

れ
る
角
館
町
は、

今
に
残
る
武
家
屋

敷
の
町
並
み
や
枝
垂
れ
桜、

そ
れ
に

榔ね附川
の
土
手
に
続
く
桜
並
木
に

よ
っ
て、

観
光
的
に
は
全
国
に
知
己

れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

し
か
し
4
0

0
年
も
の
歴
史
を
持
っ
そ
の
角
館
の

町
名
が
今、

町
村
合
併
に
よ
っ
て
消

え
よ
う
と
し
て
い
る
乙
と
を
最
近
知

っ
た
。

田
沢
湖
町
な
ど
と
一

緒
に
な

っ
て
「
仙
北
市」

に
な
る
と
い
う
の

だ
が、

も
し
そ
う
な
る
の
な
色、

ま

乙
と
に
残
念
で
あ
る
。

町
村
合
併
に

松
尾
百
蕉
が
奥
の
細
道
を
辿
っ
て

出
羽
の
園、

今
日
の
秋
田
県
最
南
部

・

象
潟
に
来
て
詠
ん
だ
「
象
潟
や
雨

に
西
施
が合併
の
花」

の
名
句
で
知

ら
れ
る
象
潟
は、

当
時、

大
小
無
数

の
島
が
海
に
浮
か
び、

松
島
に
も
負

け
な
い
景
勝
地
だ
っ
た
ど
の
こ
と

で、

芭
蕉
が
奥
の
細
道
を
辿
ろ
う
と

し
た
の
は、

象
潟
を
見
た
か
っ
た
か

ら
だ
と
の
説
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

司
馬
遼
太
郎
が
「
街
道
を
行
く」

の

旅
で
秋
田
に
来
て、

空
港
か
ち
真

歴
史
的
地
名
は
公
共
財

芯
か
じ
ま
・

み
ね
お

1
9

3
6
年
長
野
県
松
本
市
生
ま

れ。

東
京
大
学
大
学
院
修
了、

社
会
学
博
士
。

白
i
m
年
東

京
外
国
語
大
学
長。

カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
大
学
客
員
教
授
な
ど

を
歴
任。

現
在、

文
部
科
学

省
中
央
教
育
審
議
会
委
員
（
大

学
院
部
会
長
・

外
国
語
専
門

部
会
主
査）
。

著
書
に
「
北

京
烈
烈」

（
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸

賞）
、

「
国
際
関
係
論」

な
一

ど。

問
年
度
「
正
論
大
賞」

受
賞。

っ
先
に
訪
れ
た
の
も
象
潟
で
あ
っ

た
。こ

れ
ほ
ど
歴
史
的
か
つ
文
化
的
な

由
緒
が
あ
る
の
に、

そ
の
「
象
潟」

の
町
名
が
消
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

最
近
流
行
の
町
村
合
併
と
い
う
怪
物

の
餌
食
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

象
潟
町
が
近
隣
の
仁
賀
保

町、

金
浦
町
と
の
合
併
協
議
を
離
脱

し
て
「
象
潟」

と
い
う
歴
史
的
地
名

己んいわお

を
守
っ
た
の
は、

金
巌
前
町
長
の

識
見
に
よ
る
と
と
ろ
が
大
き
か
っ
た

が、

今
再
び
象
潟
の
名
前
も
な
く
な

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う。

一

方、

私
の
故
郷
信
州
で
は、

島

崎
藤
村
ゆ
か
り
の
木
曽
の
馬
龍
宿

を
も
っ
山
口
村
が
村
民
の
多
数
決

で
中
津
川
市
に
越
境
合
併
し
よ
う

と
し
て
い
る
問
題
を
め
ぐ
っ
て、

激
し
い
論
議
が
起
き
よ
う
と
し
て

い
る
。

民
主
主
義
の
時
代
は
そ
こ
に
住
む

人
々
の
民
意
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が、

同
時
に、

歴
史
に
よ

っ
て
培
わ
れ
て
き
た
文
化
価
値
は、

そ
の
地
名
と
も
ど
も
そ
の
地
に
生
き

る
人
々
の
時
空
を
超
え
て、

広
く
県

民
全
体
の、

さ
ら
に
は
国
民
全
体
の

公
共
財
な
の
だ
と
い
う
観
点
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

歴
史
へ
の
背
理
に

な
ら
な
い
た
め
に
も。


