
781.｢地域主権｣の教育改革とは何か-国レベル

での論議の意

味～(-)地方分権改革と｢地域主権｣改革はどう異なる

のか｢地域主権｣とは従来から存在する｢地方分権｣とい

う語との差異化を図って民主党政権が｢政権の一丁目一番地｣として掲げたスローガンであ

る｡｢地域主権｣であれ｢地方分権｣であれ､地方自治を

指向するものであるから､本来の語意としては､①中央集権的な国家統制の解体(団体自治)'②住民の要求をより反映させやすい単位での自治(住民自治)tとなるはずであ

る
｡

し
か
し
､
未
成
熟
な
ま
ま
走
り
だ
し
た

｢地
域
主
権
｣
は
､

結
果

と
し
て

｢地
方
分
権
｣
と
の
差
異
化
に
失
敗
し
､
①
地
方
公
共

団
体

の
自
己
責
任
を
促
す
福
祉
国
儀
の
解
体
'
②
首
長
の
意
向
を
よ

り
反

映
さ
せ
や
す
い
し
く
み
に
よ
る
地
方
自
治

(首
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
の

強
化
)
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い

る
｡

旧
政
権
と
の
差
異
化
を
図
る
た
め
に
う
ち
だ
し
た
福
祉
国
家

的
路

級

(高
校
授
業
料
の
解
償
化
な
ど
)
の
推
進
も
限
界
点
に
来
て
お
り

'
子

ど
も
手
当
の
支
給
も
見
直
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
｡
も

っ
と

も
こ

れ
は
政
治
勢
力
の
分
布
の
変
化
に
伴
う

｢ね
じ
れ
｣
と
い
う
よ

り
､

民
主
党
発
足
時
か
ら
内
部
に
抱
え
て
い
た

｢ね
じ
れ
｣
に
よ
る

必
然

だ
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
､
高
校
授
業
料
の
無
償
化



策
を
の
ぞ
け
ば

旧

来
の教
育政
策

と
の
違
いが
み
ら
れ
な
い
ば
か
-

か
､
将
来
違
い
が

生ま
れる展望
も
見
出
せな
い
｡

(2
)
｢政
治

主
導
｣
が
意
味
す
る
も
の

も
う

一
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は

｢官
僚
主
導
か
ら
政
治
主
導

へ
｣
で

あ
る
｡

し
か
し
路
線
対
立
の
本
当
の
焦
点
は

｢政
治
主
導
｣
対

｢官
僚
主

導
｣
で
は
な
-
､
｢
ス
リ
ム
化
路
線
の
政
治
｣
対

｢財
政
規
律
路
線
の

政
治
｣
で
あ
る
｡
小
泉
構
造
改
革
の
際
に
自
民
党
内
部
で
存
在
し
て

い
た
対
立
構
造
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢官
僚
｣
を

税
金
を
浪
費
し
､
漸
進
的
に
し
か
改
革
し
よ
う
と
し
な
い
抵
抗
勢
力

と
位
置
づ
け
'
攻
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
国
民
の
支
持
を
調
達
し

よ
う
と
す
る
手
も
ま
た
､
小
泉
政
権
期
に
見
ら
れ
た
手
法
で
あ
る
｡

抵
抗
勢
力
に
ま
つ
り
あ
げ
ら
れ
た
官
僚
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
国

民
も
ま
た
追
い
風
と
な
る
べ
く
動
員
さ
れ
る
政
治
的
資
源
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
る
｡
政
治
主
導
と
は
官
僚
か
ら
国
民
へ
主
導
権
を
渡
す

の
で
は
な
-
､
政
治
勢
力
争
い
上
で
作
ら
れ
た
看
板
で
し
か
な
い
｡

2
.
地
方
レ
ベ
ル
で
進
行
す
る

｢
改
革
｣
の
意
味

(-
)
そ
れ
で
も

｢改
革
｣
は
す
す
ん
で
い
る

そ
れ
で
は
教
育
改
革
は
停
滞
し
て
い
る
の
か
｡

首
長
の
交
代
に
よ
っ
て
地
方
行
政
の
路
線
転
換
が
お
き
た
と
こ
ろ

は
あ

っ
て
も
､
国
政
の
政
権
交
代
に
よ
っ
て
'
大
幅
な
路
線
転
換
を

行

っ
た
地
方
公
共
団
体
は
な
い
｡
逆
に
い
え
ば
､
国
政
が
停
滞
し
て

い
よ
う
と
､
地
方
レ
ベ
ル
で
の

｢改
革
｣
は
進
行
し
う
る
の
で
あ
り
'

実
際
､
地
方
で
の

｢
改
革
｣
は
国
政
で
の
政
権
交
代
を
は
さ
ん
で

粛
々
と
お
し
す
す
め
ら
れ
て
い
る
｡

(2
)
こ
の

一
五
年
間
で
何
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か

自
民
党
橋
本
政
権
期
の
構
造
改
革
以
降
､
｢地
方
分
権
｣
｢地
域
主

権
｣
改
革
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
が
二
つ
あ
る
｡

①
国
家
財
政
の
ス
リ
ム
化

一
つ
は
改
革
内
容
と
し
て
の
国
家
財
政
の
ス
リ
ム
化
で
あ
る
｡
三

位

一
体
の
改
革
と
い
わ
れ
る
な
か
で
税
源
移
譲
は
す
す
ん
で
い
な
い

が
､
裁
量
権
限
と
財
政
責
任
を
セ
ッ
ト
に
し
て
国
家
か
ら
地
方

へ
移

譲
し
よ
う
と
い
う
流
れ
で
あ
る
｡
中
学
校
教
員
の
人
件
費
の
国
庫
負

担
を
二
分
の

l
か
ら
三
分
の

1
に
引
き
下
げ
た
代
わ
-
､
地
方
公
共

団
体
が
自
己
財
源
で
教
員
を
独
自
に
採
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
規
制

緩
和
を
行
っ
た
の
が
こ
の
例
で
あ
る
｡

教
育
は
公
共
部
門
で
も
､
国

へ
の
依
存
度
が
高
い
領
域
で
あ
る
｡

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
に
よ
る
も
の
を
は
じ
め
､
各
種
の
国
庫
補

助
金
で
支
え
ら
れ
て
き
た
｡
そ
こ
を
縮
減
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
｡
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②
競
争
原
理
と
目
標
管
理

も
う

一
つ
は
､
改
革
手
法
と
し
て
の
競
争
原
理
と
目
標
管
理
の
導

入
で
あ
る
｡

｢特
色
あ
る
学
校
づ
く
-
｣
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
､
特
色
化
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
は
地
方
公
共
団
体
も
同
様
で
あ
る
｡
中
央
か
ら
の

通
達
に
も
と
づ
く
行
政
で
は
､
通
達
を
遵
守
す
る
こ
と
が
肝
要
と
さ

れ
る
が
､
特
色
化
で
は
自
ら
政
策
を
創
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡

そ
の
た
め
､

1
万
で
は
他
の
地
方
公
共
団
体
に
後
れ
を
と
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
と
い
う
圧
力
を
感
じ
な
が
ら
'
他
方
で
､
差
別
化
を
図

ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
圧
力
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
る
｡
政
策
形

成
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
間
で
競
争
が
発
生
し
､
そ
の
競
争
を
通

じ
て
政
策
が
伝
播

･
波
及
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
｡

こ
れ
は
､
目
標
管
理
と
事
後
的
承
認
と
い
う
行
政
様
式
が
定
着
し

つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
地
方
公
共
団
体
間
で

〓
疋
程
度
､

政
策
の
普
及
を
み
た
後
に
国
家
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
こ
と

で
､
国
家
レ
ベ
ル
で
の
承
認
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
確
か
に
行
政

機
構
自
体
は
'
文
部
科
学
省

(中
央
)
と
独
立
委
員
会
と
し
て
の
教
育

委
員
会

(地
方
)
が
国
庫
補
助
金

･
通
達
を
通
し
て
強
く
結
び
つ
い
て

い
る
点
で
変
わ
っ
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
教
育
政
策
の
形
成

･
実
施

過
程
自
体
は
変
容
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
｡

政
権
交
代
を
は
さ
ん
で
の
政
策
路
線

･
様
式
の
継
承
と
い
う
点
で

は
､

一
九
九
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
保
守
党
か
ら
労
働
党
へ
政
権
交
代

が
な
さ
れ
た
際
に
似
て
い
る
｡
教
育
困
難
地
区
に
重
点
的
に
予
算
を

投
下
す
る
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン

･
ア
ク
シ
ョ
ン

･
ゾ
ー
ン

(EA
Z)や
､

幼
児
教
育

･
保
育

･
家
庭
の
支
援
を
行
う
シ
ュ
ア

･
ス
タ
ー
ー
な
ど

は
労
働
党
ら
し
さ
を
も
つ
政
策
と
も
い
わ
れ
る
が
'
他
方
で
O
F

Sづ

E
D
に
よ
る
学
校
査
察
の
整
備
拡
充

(低
評
価
の
学
校
は

｢失
敗
｣
の
レ
ッ

テ
ル
を
貼
ら
れ
､
廃
校
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
)､
高
等
教
育
予
算
に
お
け

る
競
争
的
環
境
の
強
化
な
ど
は
前
政
権
の
延
長
上
に
位
置
し
て
お
-
､

(-
)

｢新
労
働
党
｣
と
称
さ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
｡

(3
)
教
育
の
論
理
の
自
律
性
の
危
機

①

｢学
校
へ
の
権
限
集
中
｣
の
段
階

1
九
九
八
年
九
月
の
中
教
審
答
申

｢今
後
の
地
方
教
育
行
政
の
在

り
方
に
つ
い
て
｣
は
､
国
と
地
方
の
役
割
分
担

･
都
道
府
県
と
市
町

村
の
関
係

･
教
育
委
員
会
と
学
校
の
関
係
そ
れ
ぞ
れ
の
見
直
し
を
提

(2
)

言
し
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
地
方
自
治
法
や
地
数
行
法
の
改
正
に
よ
-
'

機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ
､
教
育
長
の
任
命
承
認
制
が
廃
止
さ
れ

る
な
ど
､
地
方
分
権
に
向
け
た
制
度
改
革
が
行
わ
れ
た
も
の
の
､
現

実
に
大
き
な
影
響
と
な
っ
て
現
れ
た
の
は

｢学
校
の
自
主
性

･
自
律

性
の
確
立
｣
で
あ
っ
た
｡
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こ
の

｢学
校
の
自
主
性

･
自
律
性
の
確
立
｣
は
､
地
方
公
共
団
体

の
な
か
で
独
自
の
解
釈
が
行
わ
れ
'
学
校
組
織
で
の
校
長
へ
の
権
限

集
中

(
=
組
織
内
に
お
け
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
強
化
)
を
生
み
だ
し
た

(覗

実
に
は
教
育
行
政
棟
関
と
の
関
係
で
は
学
校
長
の
裁
量
は
実
質
的
に
ほ
と
ん
ど

な
く
､
学
校
裁
量
は
形
骸
化
し
て
い
る
)0

②

｢首
長
へ
の
権
限
集
中
｣
の
段
階

こ
れ
に
た
い
L
t
近
年
の

｢
地
域
主
権
｣
教
育
行
政
改
革
で
は
'

さ
ら
に
ふ
み
こ
ん
だ
展
開
を
み
せ
'
行
政
組
織
に
お
け
る
首
長

へ
の

権
限
集
中

(
=

組
織
内
に
お
け
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
強
化
)
を
生
み
出
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

一
九
九
八
年
答
申
の
方
向
性
は
'
そ
の
後
も
中
教
審
内
部
で
検
討

さ
れ
て
お
-
'
二
〇
〇
五
年

一
〇
月
に
は
答
申

『新
し
い
義
務
教
育

を
創
造
す
る
』
が
発
表
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
目
標
管
理
に
よ
る

品
質
保
証
'
教
師
の
資
質
向
上
と
並
ん
で
､
学
校
の
組
織
運
営

･
教

育
委
員
会
制
度

･
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
見
直
し
が
提
起
さ
れ
て

い
た
｡
答
申
は
､
｢政
治
的
中
立
性
の
確
保
の
必
要
性
等
を
勘
案
し
っ

つ
､
首
長
と
教
育
委
員
会
と
の
権
限
分
担
を
で
き
る
だ
け
弾
力
化
し

て
い
-
｣
と
し
つ
つ
も
'
学
校
教
育
行
政
に
つ
い
て
は
教
育
委
員
会

]hu爪

の
管
轄
と
い
う
線
を
維
持
し
て
い
た
｡

こ
れ
に
た
い
し
､
最
近
の
議
論
は
学
校
教
育
行
政
も
首
長
の
管
幡

下
に
お
こ
う
と
し
て
い
る
｡
首
長
の
意
向
が
教
育
委
員
会
に
伝
わ
-
､

教
育
委
員
会
が
首
長
の
意
向
を
付
度
し
て
政
策
を
形
成
す
る
と
い
う

の
で
は
な
-
'
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
首
長
が
教
育
政
策
の
主
導

権
を
握
る
べ
き
だ
､
と
い
う
意
見
で
あ
る
｡

首
長
が
教
育
行
政
に
関
す
る
権
限
を
も
て
ず
に
い
る
こ
と
の
不
満

は
'

一
九
九
八
年
中
教
審
答
申
の
こ
ろ
か
ら
も
-
す
ぶ

っ
て
い
た
｡

そ
れ
は
単
な
る
首
長
の
不
満
と
い
う
だ
け
で
な
-
､
中
央
集
権
性
を

温
存
す
る
制
度
と
し
て
の
教
育
委
員
会
批
判
と
い
う
論
理
を
伴

っ
て

い
た
｡
教
育
行
政
は
他
の
行
政
分
野
と
異
な
-
､
複
数
の
省
庁
が
関

与
す
る
こ
と
な
-
､
文
部
科
学
省
と
教
育
委
員
会
の

一
対

一
の
関
係

に
な
っ
て
い
る
た
め
､
構
造
上
'
ダ
イ
レ
ク
ト
に
文
部
科
学
省
の
意

向
を
反
映
し
や
す
い
｡
ま
た
教
育
財
政
は
国
庫
補
助
金
の
占
め
る
割

合
が
大
き
い
た
め
､
地
方
議
会
や
首
長
が
影
響
力
を
行
使
し
に
く
い

(4
)

と
み
な
さ
れ
て
き
た
｡
こ
う
し
た
特
質
が
､
教
育
委
員
会
制
度
批
判

に

〓
疋
の
説
得
力
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
｡

だ
が
'
戦
後
の
教
育
委
員
会
制
度
で
は
､
政
治
的
中
立
性

･
専
門

技
術
性
を
確
保
す
る
た
め
に
､
｢教
育
行
政
の

一
般
行
政
か
ら
の
独
立
｣

が
保
た
れ
て
き
た
｡
そ
の
た
め
､
教
育
委
員
会
は
首
長
を
頂
点
と
す

る

一
元
的
な
階
層
組
織
か
ら
切
-
離
さ
れ
た
独
立
行
政
委
員
会
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
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大
阪
府
議
会
で
は
六
月
三
日
､
民
主

･
自
民

･
公
明

･
共
産
の
各

会
派
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
｢大
阪
維
新
の
会
｣
が
提
案
し
た
国

旗
国
歌
条
例
案
が
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
｡
形
式
的
に
は
議
会
に

お
け
る
最
大
会
派
の
提
案
だ
が
､
同
会
の
代
表
を
務
め
る
知
事
の
意

(5)

向
で
あ
る
こ
と
は
過
去
の
経
緯
か
ら
明
白
で
あ
る
｡

首
長
の
発
言
が
教
育
行
政

･
政
策
を
そ
の
都
度
左
右
す
る
な
ら
､

独
立
委
員
会
と
し
て
地
方
教
育
行
政
の
最
高
責
任
を
担
う
は
ず
の
教

育
委
員
会
を
形
骸
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
-
か
ね
な
い
｡
単
な
る
多
数

決
の
是
非
で
は
な
く
､
戦
後
教
育
行
政
の
根
幹
で
あ
る
教
育
の
自
衛

性

･
教
育
行
政
の
独
立
性
を
崩
す

(社
会
実
験
)
が
始
め
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

3
.
将
来
の
改
革
に
及
ぼ
す
影
響

～
政
策
レ
ベ
ル
で
の
成
果
主
義

～

(-
)
｢協
議
｣
自
体
は
悪
く
は
な
い
が

こ
う
し
た
動
き
は
､
国
が
地
方
と
協
議
し
な
が
ら
す
す
め
よ
う
と

し
て
い
る

｢地
域
主
権
改
革
｣
の
枠
を

一
見
は
み
だ
し
て
い
る
よ
う

に
も
み
え
る
｡

内
閣
府
に
設
け
ら
れ
た
地
域
主
権
改
革
会
議
は
､
ひ
も
つ
き
補
助

金
の
一
括
交
付
金
化
､
国
に
よ
る
枠
づ
け
規
制
の
撤
廃
な
ど
､
首
長

の
権
限
を
強
化
す
る
方
向
を
模
索
し
て
き
た
｡
四
月
二
八
日
に
は

｢国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
関
す
る
法
律
｣
が
成
立
し
た
が
､
法
的
根

拠
が
で
き
る
前
か
ら
実
質
的
な
協
議
の
場
を
設
け
.て
き
て
い
る
｡

し
か
し
､
｢国
と
地
方
の
協
議
の
場
｣
も
'
多
様
な
地
方
の
声
を
集

約
す
る
水
路
が
十
分
整
備
さ
れ
な
い
ま
ま
発
足
す
れ
ば
､
そ
こ
に
参

加
し
て
い
る

｢強
い
｣
地
方
公
共
団
体
の
声
だ
け
が
よ
-
反
映
さ
れ

る
し
く
み
に
な
り
か
ね
な
い
｡
｢国
の
規
制
を
地
方
が
ど
う
は
ね
返
す

か
｣
｢
い
か
に
国
と
地
方
が
水
平
的
関
係
を
築
け
る
か
｣
と
い
う
構

図

･
課
題
で
は
な
-
､
｢ど
の
地
方
が
国
と
の
協
議
の
場
に
つ
け
る
か
｣

が
今
度
は
問
題
に
な
っ
て
-
る
｡

(2
)
発
言
力
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
､
｢改
革
｣
の
既
成
事
実

こ
う
し
た
な
か
で
は
､
首
長
と
し
て
の
声

(発
信
力
)
の
大
き
さ
が

求
め
ら
れ
て
く
る
｡
よ
り
大
き
な
変
化
を
生
み
出
す
こ
と
が

｢実
績
｣

と
み
な
さ
れ
る
状
況
で
は
､
あ
る
種
の
強
引
さ
こ
そ
が
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
の
証
明
と
な
-
､
発
言
力
の
担
保
と
な
-
う
る
｡
行
政
機
関
も

ま
た
成
果
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
-
'
教
育
改
革
は

｢成
果
｣

を
つ
-
り
だ
す
た
め
の
ツ
ー
ル
と
な
る
｡

こ
う
し
た
文
脈
で
も
､
地
方
公
共
団
体
間
の
政
策
形
成
競
争
は
､

多
様
な
政
策
を
も
た
ら
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
｡
新
機
軸
を
う
ち
だ

そ
う
と
す
る

1
万
で
､
他
か
ら
遅
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
向
が

働
-
結
果
'
政
策
形
成
競
争
は
'
｢改
革
｣
に
よ
る
変
化
の
大
き
さ
と
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ス
ピ
ー
ド
を
競
う
も
の
と
な
る
｡

(3
)
地
方
公
共
団
体
の
生
存
競
争

大
き
な

｢改
革
｣
を
す
る
に
は
､
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
み
な

ら
ず
､
財
政
的
基
盤
が
必
要
で
あ
る
｡

国
か
ら
地
方
交
付
税
を
交
付
さ
れ
ず
に
自
主
財
源
で
運
営
で
き
る

と
さ
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体

(普
通
交
付
税
不
交
付
団
体
)
は
､
平
成

二
三
年
度
で
は
都
道
府
県
で
は
東
京
都
､
市
町
村
で
は
五
八
市
町
村

の
み
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
市
町
村
の
不
交
付
団
体
は
平
成
二

一
年
度

に

一
五

一
､
平
成
二
二
年
度
は
七
四
で
あ
-
､
自
己
財
源
を
確
保
で

き
て
い
る
市
町
村
は
減
り
続
け
て
い
る
｡

｢
体
力
｣
(財
源
)
の
あ
る
地
方
公
共
団
体
は

｢改
革
｣
に
着
手
L
t

｢実
績
｣
を
つ
く
る
う
え
で
有
利
な
立
場
に
あ
る
｡
地
方
公
共
団
体
間

の

｢体
力
｣
に
差
が
あ
る
状
態
で
､
地
域
主
権
の
名
の
も
と
に
教

育

･
保
育
な
ど
の
条
件
整
備
を
地
方
に
委
ね
る
こ
と
に
な
れ
ば
､
条

件
整
備
面
で
の
自
治
体
間
格
差
は
今
後
広
が
る
だ
ろ
う
｡

4
.
地
域
主
権
の

｢
代
償
｣
と

い
う
名
の
自
己
責
任

(-
)
貧
し
い
地
方
は
､
よ
い
環
境
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
な
い
-

中
央
集
権
的

｢国
家
｣
統
制
へ
の
反
発
が
'
国
と
地
方
が

〓
疋
程

度
切
り
離
さ
れ
る
後
も
'
国
へ
の
不
信
と
し
て
残
っ
て
い
る
｡
そ
れ

は
国
の
関
与
に
た
い
す
る
全
面
的
な
拒
否
と
な
っ
て
表
れ
る
｡

｢財
源
と
権
限
を
地
方
に
移
譲
せ
よ
'
教
育
行
政
は
地
方

(首
長
)
の

ア
ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ

ル
に
な
っ
て
お
り
'
中
央
統
制
を
残
存
し
て
い
る

か
ら
な
ん
と
か
せ
よ
｣
と
い
う
主
張
が
､
集
権
構
造
の
問
題
点
を
指

摘
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
ま
ま
い
け
ば
､
中

央
統
制
の
緩
和
と
と
も
に
'
そ
の
代
償
と
し
て
の

｢福
祉
国
家
の
分

権
型
解
体
｣
を
も
た
ら
す
｡

そ
れ
は
､
住
民
が
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
か
｡

(2
)
S
up
p
o

rtbutno
c
o
ntro
lは
た
だ
の
妄
言
な
の
か

地
域
主
権

を
推
進
す
る
国
の
思
惑
は
'
前
述
の
と
お
-
国
家
財
政

の
ス
リ
ム
化
に
あ
る
｡
統
制
し
な
い
代
わ
-
に
財
政
支
援
も
し
な
い

と
い
う

ロO
Supp
O
rt,nO
COn
trO
tの
立
場
で
あ
る
｡
｢
ひ
も
付
き
補
助
金

か
ら

1
括
交
付
金
へ
｣
｢ナ
シ
ョ
ナ
ル

･
,,二
I
マ
ム
か
ら
ロ
ー
カ
ル

･

オ
プ
テ
ィ
マ
ム
へ
｣
と
い
う
魅
力
的
な
言
い
回
し
に
は
､
国
の
条
件

整
備
責
任
を
手
離
す
と
い
う
地
方
公
共
団
体
自
己
責
任
論
が
見
え
隠

れ
す
る
｡

｢予
算
配
分
=

統
制
｣
と
い
う
認
識
か
ら
す
れ
ば
､
｢規
制
緩
和
=

ナ

シ
ョ
ナ
ル

･
ミ
ニ
マ
ム
の
放
棄
｣
と
い
う
図
式
は
受
け
入
れ
ら
れ
や

す
い
も
の
と
な
る
｡

だ
が
､
｢su
p
p
o
l･汁と

COn
b･otは
不
可
分
の
も
の
｣
と
い
う
図
式
を
手

r教育j2011年10月号83



放
さ
な
い
か
ぎ
-
､
｢su
p
p
o
rt

andcontro
tJ
か

｢no
su
p
p
or
t
.

no

con
tro
tJ
か
､
と
い
う
二
者
択

一
か

ら抜
け
出
せ
な
い
｡
教
育
行

財

政
に
限
ら
な
い
が
､
｢統
制
は
し
な
い
が
支
援
は
す
る
｣
｢
ナ
シ
ョ
ナ

ル

‥
三

l
マ
ム
と
は
何
な
の
か
｣
と
い
う
議
論
を
も

っ
と
き
ち
ん
と

す
べ
き
で
は
な
い
か
｡

(3
)
｢増
税
か
コ
ス
ト
削
減
か
｡
そ
れ
が
問
題
｣
-
な
の
で
は
な
い

こ
の
議
論
の
構
図
に
み
ら
れ
る
の
は
'
二
項
対
立
で
国
民

(住
民
)

に
選
択
を
迫
る
'
小
泉
政
権
型
の
政
治
手
法
で
あ
り
､
経
営
学
で
か

う
F
al
se
D
ile
m
m
a
で
あ
る
｡

F
al
se
D
itemm

aと
い
う
の
は
'
他
に
も
選
択
肢
や
可
能
性
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
｢
A
も
し
-
は
B
L
か
選
択
肢
や
可
能
性
は
な
い
｣

と
考
え
て
し
ま
う
､
誤
っ
た
二
分
法
の
こ
と
で
あ
る
｡

｢福
祉
国
家
-

増
税
は
必
然
｣
対

｢増
税
回
避
=

コ
ス
ト
削
減
｣
と

い
う
選
択
肢
し

か
な
い
と
考
え
る
限
-
､
増
税
か
コ
ス
ー
削
減
か
と

い
う
二
者
択

一
に
陥
る
｡
そ
こ
で
は
'
垂
直
型
所
得
再
配
分
と
い
う

発
想
や
'
国
民
の
権
利
保
障
と
い
う
理
念
は
欠
落
し
て
し
ま
う
｡

公
共
部
門
の
コ
ス
ト
削
減
は
､
新
自
由
主
義
の

｢小
さ
な
政
府
｣

論
で
あ
る
｡
た
だ
'
公
共
部
門
の
コ
ス
ト
削
減
は
､
｢小
さ
な
政
府
｣

論
者
以
外
の
人
々
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
た
め
､
積
極
的
な
新

自
由
主
義
論
者
以
外
か
ら
も
支
持
を
調
達
し
や
す
い
の
で
あ
る
｡

(4
)
現
状
で
は
､
地
方
に
委
ね
ら
れ
る
ほ
ど
コ
r5
ト
削
減
に
走
る

そ
れ
に
十
分
な
自
己
財
源
を
も
つ
地
方
公
共
団
体
が
ほ
と
ん
ど
存

在
し
な
い
状
況
下
で
は
､
地
方
に
委
ね
ら
れ
れ
ば
委
ね
ら
れ
る
ほ
ど
､

財
政
上
の
効
率
性
を
ど
う
し
て
も
追
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡

教
育
の
成
果
は
本
来
､
短
期
的
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡

だ
か
ら
教
育
政
策
の
成
果
も
短
期
的
に
検
証
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
｡

こ
れ
に
た
い
L
t
コ
ス
ト
削
減
は
短
期
的
に
目
に
み
え
や
す
い
成
果

が
表
れ
る
｡
も
ち
ろ
ん
長
期
的
に
表
れ
る
ダ
メ
ー
ジ
も
存
在
す
る
が
､

長
期
的
展
望
で
政
策
を
つ
-
る
状
況
で
は
な
-
な
っ
て
き
て
い
る
｡

そ
れ
で
は
ど
う
や
っ
て

｢合
理
化
｣

･
効
率
化
が
行
わ
れ
る
の
か
｡

一
つ
は
､
維
持
コ
ス
ト
の
削
減
で
あ
る
｡
こ
れ
に
は
'
非
常
勤

･

臨
時
任
用
の
増
加
､
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
と
い
っ
た
人

件
費
の
削
減
と
､
学
校
統
廃
合
'
保
育
所
の
不
補
充
と
い
っ
た
保

育

･
教
育
機
関
そ
の
も
の
の
削
減
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
､
財
政
収
支

に
直
結
す
る
効
率
化
で
あ
る
｡

も
う

一
つ
は
'
以
下
の
よ
う
な
管
理
コ
ス
ト
の
削
減
で
あ
る
｡

①
教
員
管
理

教
員
人
事
考
課
､
日
の
丸

･
君
が
代
の
強
制

②
学
力
向
上

全
国
学
力
テ
ス
ト
の
実
施
に
よ
る
自
治
体
間
競
争

③
時
間
管
理

職
層
の
階
層
化
に
よ
る
意
思
決
定
過
程
の
短
縮

④
説
明
責
任

就
学
予
定
保
護
者
の
選
択
と
い
う

｢外
部
｣
評
価
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に
耐
え
る
だ
け
の
説
明
責
任
の
遂
行
と
努
力
を
学

校
に
要
求
す
る
公
立
学
校
選
択
制

こ
う
し
た
施
策
を
実
施
し
た
か
ら
と
い
っ
て
､
直
ち
に
財
政
収
支

が
改
善
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
政
策

へ
の
抵
抗
を
な
く
す
こ
と

は
､
実
施
例
か
ら
み
れ
ば
管
理
コ
ス
ー
の
問
題

(管
理
の
効
率
化
)
と

し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(5
)
住
民
は
､
首
長
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

首
長
は
確
か
に
住
民
の
選
挙
に
よ

っ
て
選
ば
れ
る
が
､
そ
れ
は
､

四
年
に

一
度
の
政
治
選
挙
と
い
う
形
式
に
よ
る
住
民
代
表
性
の
担
保

で
あ
る
｡
だ
が
､
住
民
は
､
あ
ら
ゆ
る
施
策
形
成
を
無
条
件
に

｢信

託
｣
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

地
数
行
法
に
よ
り
任
命
制
と
な
っ
た
教
育
委
員
会
で
は
､
教
育
委

員
は
住
民
の
手
で
選
ば
れ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
を
理
由
に
'
｢首

長
か
'
そ
れ
と
も
教
育
委
員
会
か
｡
ど
ち
ら
が
住
民
の
声
を
反
映
さ

せ
う
る
の
か
｣
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
で
迫

っ
て
-
る
の
が
'
教

育
委
員
会
制
度
廃
止
論
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
こ
に
は
､
教
育
の
自
律

性

･
政
治
的
中
立
性

(
1
般
行
政
か
ら
の
独
立
性
)
を
確
保
し
っ
つ
､
教

育
の
民
主
主
義

(教
育
行
政
へ
の
住
民
参
加
)
を
図
る
､
と
い
う
選
択
肢

が
含
ま
れ
て
い
な
い
(こ
の
例
が
公
選
制
教
育
委
員
会
だ
と
筆
者
は
考
え
る
)0

こ
れ
も
ま
た
､
F
al
se
Dite
m
m
aな
の
で
あ
る
｡

個
別
政
策
領
域
や
個
別
施
策
の
形
成
に
つ
い
て
､
ア
リ
バ
イ
づ
く

り
で
は
な
い
実
質
的
な
民
主
的
住
民
参
加
が
必
要
で
あ
る
｡
も
し
-

は
､
住
民
に
よ
る
信
任
投
票
な
り
事
後
評
価
な
-
が
必
要
で
あ
る
｡

効
率
化
を
全
面
的
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
､
民
主
主
義

的
な
政
策
形
成
の
あ
-
方
を
構
築
す
る
こ
と
こ
そ
が
､
地
域
主
権
の

時
代
の
教
育
改
革
に
本
当
に
必
要
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
｡

5
.
ま
と
め
に
か
え
て

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
昨
今
の
教
育
改
革
の
特
徴
を
列
挙
す
る
な

(6
)

ら
ば
'
以
下
の
よ
う
に
な
る
｡

①
自
由
や
民
主
主
義
は
'
効
率
性
の
追
求
に
反
す
る
も
の
と
し
て

排
除
さ
れ
る
か
'
抑
制
さ
れ
る
｡

②
目
標
管
理
に
代
表
さ
れ
る
競
争
的
環
境
の
強
ま
り
は
､
こ
れ
ま

で
の
通
達
行
政
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
学
校
関
係
者

へ
の
制
度

的
圧
力
を
強
め
る
｡

③
資
源
の

｢選
択
と
集
中
｣
が
強
調
さ
れ
る
結
果
'

一
見
多
様
化

を
奨
励
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
'
不
自
然
な
ほ
ど
の
画

一
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
｡

④
か
く
し
て
'
子
ど
も

･
親

･
教
師

･
住
民
の
多
様
な
声

･
要
求

を
く
み
あ
げ
る
水
路
が
作
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
'
市
場
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で
の
競
争
を
通
じ
て
'

一
つ
の
方
向

へ
と
収
蝕
す
る
｡

こ
う
し
た
流
れ
に
抗
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
｡

目
標
管
理

･
市
場
化

･
競
争
と

い
っ
た
シ
ス
テ
ム
が
教
育
政
策
の

流
れ
を
形
づ
く
る

一
方
で
'
地
方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
で

｢
政
治
｣
が

(7
)

比
重
を
占
め
る
事
例
が
現
れ
て
き
て
い
る
｡
良
-
も
悪
-
ち

(民
意
)

を
問
う
か
た
ち
で
政
治
的
多
数
を
ど
う
形
成
す
る
か
が
問
わ
れ
る
よ

う
に
な

っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
｡

現
時
点
で
は
､
住
民
の
要
求
が
合
意
に
ま
で
結
晶
化
さ
れ
て
い
る

と
は
必
ず
し
も
言
え
ず
'
ポ
ピ

ュ
リ
ズ
ム
の
色
合

い
が
強

い
｡
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
を
舞
台

に
して
､

教育
条

理
を
通
し

た
(
民
意
)
を

ど

う
形
成
す
る
か
が
､

教

育政策
の今
後

の
カ

ギ
と

なる｡

〔注
〕

(-
)
シ
ュ
ア
･
ス
タ
ー
ト
政
策
に
つ
い
て
は
'
岩
重
任
治

･
｢な
く
そ
う
ー

子
ど
も
の
貧
困
｣
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
編

｢イ
ギ
リ
ス
に
学
ぶ
子
ど
も
の
貧

困
解
決
-
日
本
の

｢子
ど
も
の
貧
困
対
策
法
｣
に
む
け
て
』
か
も
が
わ
出
版
､

二
〇
一
一
年
参
照
o

(2
)
小
川
正
人
編
著

｢地
方
分
権
改
革
と
学
校

･
教
育
委
員
会
｣
東
洋
館
出

版
社
'
1
九
九
八
年
､
西
尾
勝

･
小
川
正
人
編
著

r分
権
改
革
と
教
育
行
政
｣

ぎ
ょ
う
せ
い
'
二
〇
〇
〇
年
､
な
ど
を
参
照
｡

(3
)
｢第
Ⅱ
部
第
3
章

(2
)
り
首
長
と
教
育
委
員
会
の
権
限
分
担
の
弾
力
化
｣

中
央
教
育
審
議
会

r新
し
い
時
代
の
義
務
教
育
を
創
造
す
る

(答
申
)J
二

〇
〇
五
年

一
〇
月
二
六
日

(4
)
村
上
祐
介

｢都
市
自
治
体
の
教
育
政
策
に
お
け
る
議
会

(議
員
)
の
影

響
力
-
地
方
議
員

･
教
育
委
員
会
幹
部
職
員
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
通
じ

て
⊥

百

本
教
育
行
政
学
会
年
報
｣
第
二
七
号
､
二
〇
〇
一
年
,
一
■三

九

･
一
五
二
頁
｡

(5
)
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
後
'
大
阪
維
新
の
会
が
さ
ら
に
教
育
基
本
条
例
案
を
準

備
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
同
案
で
は
'
教
育
目
標
設
定
権
や

教
育
委
員
罷
免
権
を
知
事
に
与
え
る
な
ど
'
教
育
へ
の
政
治
的
関
与
を
全
面

的
に
認
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
地
域
主
権
の
あ
-
方
だ
け
で
な
く
'
教

育
の
政
治
的
中
立
性
と
い
う
面
で
重
大
な
論
争
点
を
は
ら
ん
で
い
る
｡

(6
)
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
新
自
由
主
義
と
新
保
守
主
義
の
相
乗
効
果
に
つ
い

て
言
及
し
た
が
'
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
し
た
｡

(7
)
二
〇
一
〇
年

一
二
月
の
鹿
児
島
県
阿
久
根
市
'
二
〇
二

年
二
月
の
愛

知
県
名
古
屋
市
で
の
住
民
投
票
は
首
長
と
議
会
が
対
立
し
た
な
か
で
(民
意
)

が
問
わ
れ
た
事
例
で
あ
っ
た
｡
名
古
屋
市
に
関
し
て
は
本
号
の
久
保
田
貢
論

文
を
参
照
｡

(な
か
た
や
す
ひ
こ
=

一
九
六
八
年
生
ま
れ
'
千
葉
県
出
身
｡

一
橋
大
学
)
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