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市
立
図
書
館
に
は
、
約
八
十
万
点
も
の
本
や
雑

誌
な
ど
の
蔵
書
が
あ
り
ま
す
。「
料
理
に
関
係
す

る
本
を
読
ん
で
み
た
い
け
れ
ど
、
タ
イ
ト
ル
が
思

い
つ
か
な
い
」「
太だ

宰ざ
い

治お
さ
む

の
本
を
読
ん
で
み
た
い
」、

そ
ん
な
と
き
は
良
い
方
法
が
あ
り
ま
す
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
、
図
書
館
蔵
書
検
索
を
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。
フ
リ
ー
ワ
ー
ド
検
索
や
、
出
版
者

名
で
の
検
索
、
新
し
い
本
・
よ
く
読
ま
れ
て
い
る

本
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
検
索
方
法
で
、
本
を
検
索
で

き
ま
す
。
貸
出
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
て
、
パ
ス
ワ

ー
ド
を
登
録
し
て
い
れ
ば
、
予
約
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　
「
読
み
た
い
本
が
市
内
の
図
書
館
に
な
い
！
」。

そ
ん
な
と
き
は
、
予
約（
リ
ク
エ
ス
ト
）制
度
を
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。
県
内
公
立
図
書
館
の
蔵
書
約

二
千
三
百
六
十
万
冊
の
中
か
ら
、
借
り
る
こ
と
が

で
き
ま
す（
本
・
雑
誌
の
み
対
象
）。
本
の
予
約（
リ

ク
エ
ス
ト
）カ
ー
ド
（
写
真
上
）に
記
入
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
く
さ
ん
の
蔵
書
が
、
皆
さ
ん
か
ら
の
リ
ク
エ

ス
ト
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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読
み
た
い
本
は

あ
り
ま
し
た
か

BOOK
NAVI

「
ま
ち
」
が
変
わ
る
!?
　
自
治
基
本
条
例
⑩

　

な
ぜ
地
方
分
権
は
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
カ
ギ
は
、
憲
法
第
九
十
二
条
の
「
地
方
自
治
の

本
旨
」に
あ
り
ま
す
。
地
方
分
権
は
、「
団
体
自
治
」

「
住
民
自
治
」
を
具
体
化
す
る
試
み
と
い
え
ま
す
。

　

国
の
事
務
権
限
な
ど
が
地
方
に
移
り
、
地
域
の

個
性
を
生
か
せ
る
範
囲
が
広
が
っ
て
、
自
治
体
が

国
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
い
う
団
体
自
治
が
充
実

し
ま
す
。
こ
れ
が
地
域
住
民
や
そ
の
代
表
者
の
意

思
に
基
づ
い
て
進
め
る
住
民
自
治
の
充
実
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。

　

自
治
体
が
地
方
分
権
の
基
本
理
念
と
も
い
え

る
、
個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実

現
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
よ
り
直
接
的
に
住

民
自
治
を
充
実
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
よ
り
多
く
の
地
域
の
人
々
が
加
わ

っ
て
地
域
の
事
柄
を
「
み
ん
な
で
決
め
る
」
こ
と

が
重
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
進
め
る
一
つ

の
方
法
と
し
て
自
治
基
本
条
例
が
あ
る
の
で
す
。

自
治
基
本
条
例
キ
ー
ワ
ー
ド「
住
民
自
治
」
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平
成
23
年
度
入
選
作
品

地
震
に
て
棚
よ
り
落
ち
し
オ
ル
ゴ
ー
ル
落
ち
し
は
づ
み
に
音
の
鳴
り
出
づ

佐
藤
淳
子（
小
ケ
谷
）

明
治
よ
り
続
く
わ
が
店
た
た
ま
む
と
破
格
値
つ
け
る
商
品
あ
は
れ

可
児
昌
子（
元
町
一
丁
目
）

故
郷
の
農
の
く
ら
し
の
よ
か
ら
ん
か
兄
妹
三
人
九
十
超
え
ぬ

細
野
政
子（
仙
波
町
二
丁
目
）

七
夕
の
花
火
鳴
り
ゐ
る
枕
辺
に
臨
終
の
近
き
母
を
見
守
る

吉
野
清
子（
脇
田
本
町
）

背
を
丸
め
歩
む
姿
が
亡
き
母
に
似
る
と
妹
わ
れ
の
背
を
撫
づ

齋
藤
隆
子（
西
小
仙
波
町
一
丁
目
）

百
歳
の
母
と
唱
歌
の
良
夜
か
な　
　
　
　
　
　
　

橘
木
悦
子（
霞
ケ
関
東
五
丁
目
）

水
音
も
薬
味
の
ひ
と
つ
走
り
蕎
麦　
　
　
　
　
　

渡
辺
秀
雄（
小
仙
波
町
三
丁
目
）

一
筋
の
灯
と
な
り
列
車
花
野
行
く　
　
　
　
　
　

戸
田
雅
子（
山
田
）

ふ
し
く
れ
の
手
に
収
穫
の
祭
り
酒　
　
　
　
　
　

西
脇
康
之（
稲
荷
町
）

秋
天
を
蹴
っ
て
少
女
の
逆
上
が
り　
　
　
　
　
　

横
溝
幸
子（
霞
ケ
関
東
二
丁
目
）

積
み
上
げ
た
努
力
へ
明
日
の
虹
も
見
え　
　
　
　

中
林
和
子（
野
田
町
一
丁
目
）

肌
の
色
越
え
て
音
符
は
木
霊
す
る　
　
　
　
　
　

時
枝
利
幸（
今
福
）

支
援
ま
た
支
援
に
め
げ
ぬ
ど
根
性　
　
　
　
　
　

福
田
案
山
子（
豊
田
町
一
丁
目
）

や
ん
わ
り
と
漢
方
薬
が
効
い
て
く
る　
　
　
　
　

和
田
ふ
み
の（
松
江
町
二
丁
目
）

ロ
ン
ド
ン
へ
若
さ
が
跳
ね
る
Ｅ
難
度　
　
　
　
　

本
間
四
郎（
旭
町
三
丁
目
）

川
柳

俳
句

短
歌
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祖
母
と
私
②

中
学
三
年

　

こ
の
時
、
私
は
祖
母
が
自
分
か

ら
離
れ
て
い
く
気
が
し
て
、
も
う

祖
母
が
祖
母
で
な
く
な
る
よ
う
に

思
え
て
、
と
て
も
寂
し
か
っ
た
。

そ
し
て
、
私
は
祖
母
の
こ
と
か
ら

目
を
背
け
た
。
ま
た
、
私
は
祖
母

か
ら
逃
げ
た
の
だ
。
彼
女
の
異
変

に
気
づ
い
た
と
き
と
同
じ
よ
う

に
、
一
度
塞
い
だ
目
と
耳
は
そ
う

簡
単
に
は
開
か
な
か
っ
た
。

　

私
が
祖
母
の
家
に
行
く
こ
と
も

祖
母
の
話
を
す
る
こ
と
も
少
な
く

な
っ
て
い
っ
た
。
母
の
口
か
ら
祖

母
の
話
が
出
そ
う
な
と
き
は
適
当

に
話
を
そ
ら
し
て
し
ま
っ
た
し
、

自
分
が
世
話
に
な
っ
た
祖
母
の
洋

服
店
が
閉
ま
っ
て
し
ま
う
と
き
も

何
も
思
わ
な
か
っ
た
。
施
設
へ
行

っ
て
祖
母
に
会
う
こ
と
も
、
も
ち

ろ
ん
な
か
っ
た
。

　

そ
ん
な
、
あ
る
日
の
こ
と
だ
っ

た
。
母
が
私
に
、

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
所
へ
行
き
ま

し
ょ
う
。」

と
言
っ
た
。
私
が
浮
か
な
い
顔
を

し
て
も
母
は
許
し
て
く
れ
な
か
っ

た
。
理
由
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
け

れ
ど
、
絶
対
に
連
れ
て
行
く
と
い

う
意
志
を
母
か
ら
感
じ
取
っ
た
の

で
渋
々
つ
い
て
い
く
こ
と
に
し

た
。
途
中
の
バ
ス
で
、
母
は
私
に

祖
母
の
近
況
を
教
え
て
く
れ
た
。

祖
母
は
今
で
は
も
う
母
の
名
前
さ

え
も
時
々
間
違
え
る
ら
し
い
。（
そ

れ
で
は
、
私
の
こ
と
も
忘
れ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。）と
私
は
諦
め

に
近
い
気
持
ち
で
、
い
つ
の
間
に

か
目
の
前
に
あ
っ
た
施
設
の
ド
ア

を
押
し
て
い
た
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
・
・
・
・
・
・
。」

施
設
の
中
に
祖
母
ら
し
い
人
を
見

つ
け
て
ぎ
こ
ち
な
く
声
を
か
け

た
。
長
い
間
、
会
い
に
来
な
か
っ

た
罪
悪
感
で
心
の
中
は
不
安
に
満

ち
て
い
た
。（
覚
え
て
い
て
く
れ

る
か
し
ら
。）す
る
と
、
祖
母
は
目

を
ぱ
ち
く
り
さ
せ
て
す
ぐ
に
、
こ

う
言
っ
た
。

「
春
美
じ
ゃ
な
い
か
。
久
し
振
り

だ
ね
ぇ
。」

ほ
っ
と
し
た
。
そ
し
て
、
嬉
し
か

っ
た
。

（
つ
づ
く
）
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平
成
22
年
度
に
市
内
の
小
中
学
生
か
ら
募
集
し
た
作
文
を
ま
と
め
た
人
権

文
集「
あ
け
ぼ
の
」
か
ら
、
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。

　現在、予算査定の最終段階です。各課が要求して

きた予算について、事業の重要性や優先度を考慮し

て予算額を決めていきます。川越市も他の自治体も

そして国も、少子化、高齢化の進展とともに民生費

（生活保護や国民健康保険、介護保険などの費用）が

毎年増加し、それに対して税収が伸びない、むしろ

不景気の追い打ちで税収が落ち込んでいるという状

況で、財政は大変厳しいものがあります。

　予算査定は、歳入と歳出予算の乖
かい

離
り

をどう解消す

るかの作業ですが、歳入は限られているので、端的

には歳出を削減することでこの乖離をなくすという

作業になります。市民の皆さんのためにやらなくて

はならない事業は着実に進めながら、先送りできる

事業は少し先送りし、効果の薄い事業は手控えるな

どの決定を個別にしていきます。

　ところで、名古屋市は市長の公約である恒久（期

限を決めない）減税を、昨年暮れの議会で条例

化しました。市長の公約は10％減税でしたが、

議会と5％減税で妥協が成立したとのことで

す。川越市と名古屋市とでは、市の規模も違い

ますし、取り組まなくてはならない事業も違う

と思います。しかし、この厳しい財政状況の下

で減税して歳入を大幅に減らしたら、今後の財

政はどうなるのだろうかと、他市のことながら

心配です。「行財政改革で無駄をなくせば減税

分くらいは十分まかなえる」というのが、名古

屋市長の持論でした。どのようにその言葉を実

現していくのか大いに関心があるところです。

　川越市の財政を考えたとき、他の自治体も大

同小異だと思いますが、減税という選択肢は極

めてハードルの高い選択肢です。減税後の財政

がどうなっても、「それは後任者に任せる」と

割り切れれば選択肢としてはありえます。しか

し、それではあまりにも無責任ですし、結局つ

けを後輩や子どもたちに払わせるだけのことに

なります。つけを将来に残さないようにすると

ともに、無駄な出費を無くす努力を続けながら

来年度の予算を作っています。もちろん、市民

の皆さんが川越市で暮らしていくうえで、更に

満足していただけるような新たな事業を始める

努力も怠ってはいません。

⑲予算編成


