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四 

吉
田
首
相
は
、
そ
の
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
「
今
回
の
地
方
税
法
の
改
正
案
に
よ
れ
ば
、
税
種
に
よ
つ
て
若
干
負
担

が
増
加
す
る
も
の
も
あ
る
。
」
と
い
つ
て
い
る
が
、
そ
の
税
種
と
は
何
で
、
ど
の
程
度
負
担
が
重
く
な
る
か
。 

三 

親
米
政
策
一
偏
倒
の
戰
後
日
本
政
治
の
下
で
、
ど
う
し
て
反
米
鬪
争
の
取
締
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
て
来

た
の
か
、
反
米
派
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
処
を
政
府
は
何
と
見
る
か
。 

一 

最
近
反
米
鬪
争
取
締
の
名
に
お
い
て
武
裝
警
官
が
盛
ん
に
活
動
し
、
各
種
民
主
団
体
の
事
務
所
を
襲
い
、
そ
の
関
係
者

を
検
挙
し
て
い
る
が
、
反
米
鬪
争
対
策
と
い
う
も
の
は
、
出
版
物
の
禁
止
、
事
務
所
の
搜
索
、
押
收
、
集
合
の
禁
止
、
階
級

組
織
体
の
関
係
者
検
挙
等
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
棒
と
ピ
ス
ト
ル
に
も
の
を
い
わ
せ
た
彈
圧
政
策
一
点
張
り
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
外
に
取
締
対
策
が
あ
れ
ば
明
示
さ
れ
た
い
。 

二 

占
領
が
長
期
に
わ
た
つ
た
結
果
と
し
て
、
反
米
鬪
争
参
加
者
が
増
加
し
た
か
、
減
少
し
た
か
、
政
府
の
取
締
対
策
よ
り
総

合
し
て
、
結
果
を
数
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

反
米
鬪
争
の
取
締
対
策
並
び
に
吉
田
総
理
大
臣
の
施
政
方
針
演
説
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

五 
吉
田
首
相
は
「
朝
鮮
戰
争
に
対
す
る
国
連
の
措
置
は
、
わ
が
国
人
心
の
安
定
に
益
す
る
処
が
大
き
い
。
わ
が
国
と
し
て

は
、
可
能
な
範
囲
で
こ
れ
に
協
力
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
」
と
不
見
識
な
見
栄
を
切
つ
て
い
る
が
、
日
本
人
と
在
日

米
軍
の
場
合
、
米
軍
は
占
領
軍
で
あ
り
、
占
領
は
日
本
の
地
域
を
事
実
上
米
軍
並
び
に
そ
の
同
伴
国
軍
隊
権
力
の
下
に
支

配
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
日
本
に
勝
ち
、
強
い
と
思
わ
れ
て
い
る
軍
隊
が
、
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
北
鮮
軍
が
鎭
圧
さ
れ

る
も
の
と
し
て
の
仮
定
の
上
で
、
吉
田
首
相
は
わ
が
国
人
心
の
安
定
に
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
つ
て
い
る
の
か
。

そ
れ
と
も
日
本
は
米
軍
の
軍
事
力
の
中
に
あ
る
も
の
だ
と
い
う
点
が
ハ
ツ
キ
リ
し
た
か
ら
、
安
心
せ
よ
と
い
つ
て
い
る
の

か
。
「
わ
が
国
と
し
て
は
可
能
な
範
囲
で
こ
れ
に
協
力
す
る
」
と
い
う
可
能
な
る
範
囲
を
ど
の
程
度
い
か
な
る
資
格
で
な
す

の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。
軍
事
上
の
祕
密
に
属
す
る
か
ら
答
え
ら
れ
ぬ
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
点
を
も
明
示
さ
れ

た
い
。 

武
裝
警
官
を
ふ
や
し
、
海
上
保
安
隊
を
増
員
し
、
古
船
を
修
理
し
、
日
本
の
鉄
道
で
ど
し
ど
し
軍
需
品
を
運
搬
し
て
い

れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
か
。 
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六 
「
独
立
心
、
愛
国
心
な
き
も
の
が
国
際
的
に
寄
與
す
る
筈
が
な
い
。
」
と
い
つ
て
い
る
が
、
独
立
心
、
愛
国
心
と
い
う
こ

と
は
、
親
米
、
反
ソ
、
反
中
共
的
と
い
う
こ
と
か
。 

国
際
的
に
寄
與
す
る
と
は
、
米
国
と
は
戰
わ
ず
、
ソ
連
、
中
共
を
も
敵
視
せ
ず
、
と
も
に
親
し
く
接
近
す
る
と
い
う
こ
と

で
な
い
の
か
。 

「
全
面
講
和
や
永
世
中
立
、
又
は
戰
争
不
介
入
な
ど
の
論
議
は
自
ら
を
共
産
党
の
謀
略
に
陷
し
い
れ
る
危
險
思
想
で
あ

る
。
」
と
は
、
い
か
な
る
目
的
で
い
つ
て
い
る
の
か
。
首
相
は
第
二
次
大
戰
（
日
支
事
変
、
大
東
亜
戰
争
と
も
呼
ば
れ
て
い

た
。
）
の
際
、
日
本
は
初
め
何
国
と
い
か
な
る
理
由
で
戰
つ
た
と
思
つ
て
い
る
の
か
。
近
衞
の
対
支
三
原
則
は
、
何
国
に
出
し

た
の
か
。
戰
争
は
中
国
と
始
ま
り
、
途
中
に
お
い
て
米
国
が
戰
争
に
卷
き
込
ま
れ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
。
戰
争
の
原
因
発

端
は
中
国
と
で
あ
り
、
そ
の
原
因
で
あ
り
、
当
事
国
で
あ
つ
た
中
国
と
講
和
を
結
び
、
貿
易
を
盛
ん
に
せ
ず
し
て
、
日
本
敗

戰
後
の
経
営
が
全
く
で
き
た
と
思
つ
て
い
る
の
か
。
そ
の
中
国
本
土
は
、
す
べ
て
吉
田
政
府
が
嫌
う
中
共
政
権
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
ハ
ツ
キ
リ
認
識
し
て
い
る
の
か
。
全
面
講
和
の
ど
こ
が
危
險
な
の
か
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
よ
り
見
て
、
吉
田
首 

五 

 



 

戰
争
不
介
入
の
論
議
は
何
故
惡
い
の
か
。
日
本
は
、
国
連
加
盟
国
で
も
な
け
れ
ば
、
国
連
も
ま
た
二
つ
の
陣
営
に
分
か
れ

て
紛
争
が
常
に
絶
え
な
い
で
は
な
い
か
。
国
連
に
も
入
れ
て
も
ら
え
な
い
で
い
る
今
の
日
本
は
、
こ
の
二
つ
の
陣
営
に
と

も
に
信
じ
て
貰
ら
わ
ね
ば
国
連
に
加
盟
で
き
ぬ
敗
戰
下
占
領
が
未
だ
続
い
て
い
る
日
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
吉
田
首
相

に
は
わ
か
つ
て
い
る
の
か
。 

い
か
に
占
領
下
と
は
い
え
、
吉
田
首
相
は
現
在
日
本
の
首
相
で
あ
る
が
、
日
本
の
歴
史
は
長
い
の
だ
。
一
時
の
圧
力
に
屈
し

て
日
本
百
年
の
大
計
を
誤
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
米
英
と
は
講
和
を
結
ぶ
が
、
ソ
連
、
中
共
に
は
敵
対
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
何
か
武
力
的
な
圧
力
で
も
感
じ
て
い
る
の
か
。 

朝
鮮
の
内
戰
は
、
一
国
の
一
民
族
が
自
ら
の
国
の
政
治
の
形
を
決
め
る
た
め
に
、
西
欧
民
主
主
義
な
ん
て
勝
手
な
こ
と
を

い
つ
て
い
る
米
英
の
先
人
達
も
、
か
つ
て
は
自
国
内
で
や
つ
た
先
例
に
従
つ
て
国
を
思
う
赤
心
よ
り
北
と
南
に
分
か
れ
て

や
つ
て
い
る
政
治
行
動
で
は
な
い
か
。 

相
が
い
う
單
独
講
和
へ
の
独
断
こ
そ
老
人
の
短
慮
よ
り
出
た
世
界
の
全
面
講
和
に
寄
與
し
な
い
危
險
思
想
で
は
な
い
か
。 
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九 

「
公
務
員
の
給
與
ベ
ー
ス
は
、
国
家
財
政
の
許
す
限
度
及
び
時
間
に
お
い
て
給
與
ベ
ー
ス
の
増
額
に
努
力
せ
ん
。
」
と
い 

八
、
吉
田
首
相
は
、
施
政
演
説
で
公
務
員
の
給
與
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
諸
君
の
協
力
を
得
て
来
た
と
い
つ
て
い
る

が
、
公
務
員
は
現
行
給
與
ベ
ー
ス
反
対
及
び
そ
の
改
訂
を
望
ん
だ
者
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
政
府
が
協
力
を
得
た

と
い
う
理
論
的
、
数
的
根
拠
は
何
か
。
又
現
行
給
與
ベ
ー
ス
改
訂
の
た
め
に
種
々
な
る
形
式
で
政
府
に
対
し
て
陳
情
、
請

願
、
ス
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
が
、
給
與
べ
ー
ス
改
訂
に
関
す
る
紛
争
の
一
切
を
数
的
に
発
表
さ
れ
た
い
。 

七
、
ソ
連
、
中
国(

中
共)

と
講
和
が
結
べ
な
い
よ
う
に
宣
伝
す
る
政
府
見
解
の
基
礎
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ソ
連
、
中
共

の
ど
の
よ
う
な
点
が
日
本
に
対
し
て
侵
略
的
な
の
か
、
具
体
的
事
例
を
挙
げ
て
明
示
さ
れ
た
い
。 

国
連
に
も
加
盟
で
き
な
い
日
本
が
、
北
鮮
が
惡
く
て
、
南
鮮
が
良
い
な
ん
て
下
手
に
力
み
か
え
つ
て
、
日
本
を
損
う
愚
策

を
と
る
べ
き
で
は
な
い
。 

吉
田
政
府
は
日
本
国
内
の
失
業
苦
、
重
税
苦
、
農
業
恐
慌
等
の
解
決
の
た
め
に
一
意
專
心
こ
れ
努
め
た
方
が
分
相
応
で
は

な
い
か
、
何
故
全
面
講
和
や
、
永
世
中
立
、
戰
争
不
介
入
が
危
險
な
の
か
答
え
ら
れ
た
い
。 
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八 

つ
て
い
る
が
国
家
財
政
の
許
す
限
度
と
は
ど
の
位
か
。
又
そ
の
限
度
を
い
つ
頃
よ
り
、
い
か
な
る
方
法
で
、
ど
の
機
関
で

調
査
中
で
あ
る
か
。
い
つ
頃
よ
り
ど
の
位
増
額
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
い
う
形
式
で
い
つ
発
表
す
る
考
え
か
。 

十 

日
本
共
産
党
機
関
紙
ア
カ
ハ
タ
は
、
期
日
が
来
て
も
発
行
禁
止
は
解
か
な
い
つ
も
り
か
。 

右
質
問
す
る
。 


