
税としての行革と分権改革

地
方
分
権
（
Ｑ
の
Ｏ
の
昌
国
旨
三
・
口
）
は
、
中
央
集
権
に
対
時
す
る
権
力
の
地
方
へ
の
分
散
で
あ
る
が
、
我
が
国
の
地
方
分
権
改
革
は

果
た
し
て
そ
の
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、
行
革
（
己
昌
已
の
（
国
ば
く
の
【
の
序
・
局
曰
）
と
の
か
か
わ
り
か
ら
分
権
を
め
ぐ
る
一
一
一
一
口

説
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
地
方
分
権
改
革
と
し
て
彼
此
二
○
年
近
く
に
わ
た
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
一
連
の
地

方
制
度
改
革
が
目
指
そ
う
と
し
た
も
の
と
、
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
現
実
と
は
何
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

は
じ
め
に

論
説

言
説
と
し
て
の
行
革
と
分
権
改
革

上
野
眞
也

2７（熊本法学１１７号'09）
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i、 説

わ
が
国
の
八
○
年
代
以
降
の
政
治
行
政
は
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
経
済
に
対
応
す
る
た
め
の
行
政
改
革
、
社
会
制
度
の
構
造
改
革
の
歴
史

で
も
あ
っ
た
が
、
九
○
年
代
に
な
り
政
府
の
財
政
問
題
に
端
を
発
し
た
取
り
組
み
か
ら
、
行
財
政
改
革
は
最
重
要
課
題
と
位
置
づ
け
ら

れ
、
そ
の
実
効
性
を
挙
げ
る
た
め
に
地
方
を
巻
き
込
む
地
方
分
権
改
革
と
い
っ
た
色
合
い
が
強
く
な
っ
て
く
る
。
戦
後
一
貫
し
て
地
方

分
権
を
求
め
て
き
た
自
治
体
、
総
務
省
な
ど
の
「
地
方
分
権
推
進
派
」
は
、
こ
こ
に
意
図
せ
ず
し
て
強
力
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
経
済

（
１
）

界
（
ビ
ジ
ネ
ス
派
）
を
迎
え
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
共
闘
体
制
は
ま
さ
に
同
床
異
夢
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ

の
後
の
改
革
の
展
開
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

例
え
ば
ト
ヨ
タ
な
ど
の
国
家
を
超
え
る
よ
う
な
経
営
規
模
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
は
、
自
社
の
世
界
市
場
戦
略
に
も
と
づ
き
種
々
の
国

家
改
造
計
画
案
を
日
本
経
団
連
や
経
済
同
友
会
な
ど
と
し
て
提
言
し
、
ま
た
政
府
の
委
員
会
等
の
委
員
長
や
民
間
議
員
と
し
て
政
策
形

成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
さ
ら
に
経
済
界
は
一
九
九
一
一
一
年
に
旧
経
団
連
が
廃
止
し
た
斡
旋
献
金
を
、
一
一
○
○
三
年
に
は
奥

た
○ 一

九
九
三
（
平
成
五
）
年
の
国
会
衆
参
両
院
に
お
け
る
超
党
派
の
地
方
分
権
推
進
決
議
を
噛
欠
と
し
て
、
わ
が
国
の
第
一
次
地
方
分

権
改
革
は
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
八
○
年
代
か
ら
経
済
界
主
導
で
進
め
ら
れ
て
き
た
行
財
政
改
革
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
、
一
九
九

○
年
代
か
ら
の
政
治
改
鰔
の
流
れ
室
党
け
た
地
方
分
権
改
革
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
改
革
は
、
曰
民
党
を
下
野
さ
せ
た
非
曰

乢
連
立
政
権
、
そ
し
て
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
口
社
さ
連
立
政
権
の
政
治
に
お
け
る
「
改
革
」
の
目
玉
と
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ

１
「
行
革
」
と
「
地
方
分
権
」
の
混
同

(熊本法学117号'09）２８



言説としての行革と分権改ｌＩＩ：

田
日
本
経
団
連
初
代
会
長
は
政
党
の
通
信
簿
方
式
で
政
治
資
金
の
寄
付
を
復
活
さ
せ
、
大
企
業
が
政
策
を
企
画
し
、
提
案
し
、
Ｐ
Ｒ
し
、

〈
｜
ワ
ニ

決
定
し
、
四
貝
収
す
る
力
を
増
し
て
き
た
。
す
で
に
多
国
籍
企
業
は
先
進
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
凌
駕
す
る
経
済
的
影
響
力
を
持
ち
、
各
国
の
政

治
経
済
や
国
際
貿
易
通
商
の
ル
ー
ル
化
に
大
き
な
影
響
力
を
行
使
し
て
い
る
。
内
政
へ
の
介
入
も
、
ト
ヨ
タ
は
財
務
省
キ
ャ
リ
ア
課
長

を
渉
外
部
災
と
し
て
引
き
抜
き
、
六
○
～
七
○
人
規
模
の
ス
タ
ッ
フ
が
「
霞
が
関
対
策
機
関
」
と
し
て
政
莱
提
言
を
取
り
ま
と
め
る
な

ど
、
｜
企
業
と
し
て
の
政
策
立
案
・
提
言
組
織
ま
で
備
え
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
多
国
籍
企
業
と
国
家
や
政
党
の
か
か
わ
り
は
密

（
３
）

接
と
な
る
反
面
、
国
民
や
市
民
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
の
政
治
参
加
は
起
工
洞
化
し
て
い
っ
た
。
市
民
社
会
と
国
家
と
政
党
が
乖
離
し
、
大

企
業
と
国
家
と
政
党
の
関
係
が
緊
密
に
な
る
こ
と
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
巾
場
社
会
の
新
し
い
慣
行
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
ま
ず
、
行

球
と
分
椛
の
歴
史
の
交
錯
に
関
逃
し
、
九
○
年
代
以
降
の
分
椛
改
雌
は
い
っ
た
い
何
を
目
指
し
て
き
た
の
か
、
経
済
権
力
の
影
郷
力
の

視
点
も
包
含
し
つ
つ
整
理
し
て
お
こ
う
。

図
１
は
、
戦
後
の
行
政
改
革
と
地
方
分
権
改
革
に
つ
い
て
、
主
要
な
取
り
組
み
を
流
れ
図
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
八
○
年
代
か
ら
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
進
展
と
と
も
に
政
府
の
統
治
機
能
が
減
退
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
場
化
、
自
由
化
を
柴
調
と

し
た
制
度
改
革
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
国
際
絲
済
の
進
展
に
よ
り
通
貨
や
内
政
、
国
内
経
済
を
十
分
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
を
矢
っ

（
Ｉ
－

て
き
た
英
米
の
中
央
政
府
は
、
口
ら
の
役
割
を
縮
小
化
し
、
争
点
を
減
少
さ
せ
る
一
」
と
で
、
統
治
能
力
の
維
持
を
図
ろ
う
と
し
た
が
、

我
が
国
で
も
何
様
の
「
小
さ
な
政
府
」
と
い
っ
た
議
論
が
巻
き
起
こ
り
、
各
政
党
は
自
由
化
、
規
制
緩
和
、
民
営
化
を
主
導
す
る
こ
と

で
政
治
力
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
時
代
に
は
日
本
の
自
動
車
や
半
導
体
産
業
の
世
界
市
場
席
巻
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
か
ら
大
き
な
注
文
が
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
貿
易
通
商
、
公
共
事
業
の
発
注
、
金
融
保
険
制
度
、
医
療
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
、

法
務
な
ど
様
々
な
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
の
商
慣
習
や
制
度
を
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
ン
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
と
す

る
構
造
改
革
が
ア
メ
リ
カ
側
の
圧
力
の
も
と
進
め
ら
れ
た
。
電
機
や
自
動
車
産
業
な
ど
で
は
米
国
工
場
を
造
る
な
ど
海
外
投
資
を
行
っ

2９（熊本法学1173．'09）
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改革の流れ
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09予定（第三次勧告、分権椎進計画閣鍛決定、新分椛一括法糞国会提出）

地方分権と行政改革の流れ表１

て
日
本
か
ら
の
輸
出
を
抑
え
る
よ
う
な
戦
略
が

と
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
国
内
産
業
の
空
洞
化

が
著
し
く
進
ん
だ
反
面
、
海
外
工
場
の
展
開
が

一
気
に
進
む
こ
と
と
な
る
。

こ
の
時
代
の
改
飲
の
軌
跡
を
辿
っ
て
み
る
と
、

興
味
深
い
こ
と
に
分
権
と
行
革
の
共
同
歩
調
、

あ
る
い
は
混
同
が
み
ら
れ
る
。
我
が
国
で
は
、

第
一
一
一
次
行
革
審
（
一
九
九
三
年
）
の
答
申
と
軌

を
一
に
し
て
地
方
分
権
改
革
も
始
ま
る
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
の
テ
ー
マ
は
、
「
増
税
な
き
財
政

再
建
」
を
堅
持
す
る
財
界
、
大
蔵
省
の
意
向
を

強
く
反
映
し
、
行
政
の
効
率
化
や
政
府
の
ス
リ

ム
化
、
規
制
緩
和
と
い
っ
た
行
政
制
度
の
効
率

性
に
資
す
る
改
革
だ
け
が
取
り
化
げ
ら
れ
て
い

く
こ
と
と
な
っ
た
。

地
方
分
権
に
つ
い
て
は
、
本
来
民
主
主
義
を

深
め
て
い
く
た
め
に
中
央
集
権
体
制
か
ら
地
方

分
権
体
制
へ
の
転
換
を
目
指
す
、
権
力
の
集
権

熊本法 75.09）３０



言説としての行革と分権改革

市
町
村
合
併
に
つ
い
て
は
、
「
昭
和
の
大
合
併
」
以
降
の
全
国
三
、
三
○
○
余
の
市
町
村
で
は
多
す
ぎ
る
、
さ
ら
に
人
口
減
少
社
会

に
向
け
た
分
権
の
受
け
Ⅲ
と
し
て
自
立
し
う
る
市
町
村
が
必
要
と
い
っ
た
言
説
が
強
力
な
政
府
に
よ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
繰
り
広
げ
ら

れ
、
一
一
○
一
○
年
二
月
に
は
一
、
七
七
二
に
ま
で
市
町
村
の
数
の
減
少
さ
せ
る
「
平
成
の
大
合
併
」
が
成
立
し
た
。
そ
し
て
次
は
、
都

道
府
県
が
す
で
に
狭
い
領
域
と
な
り
非
効
率
的
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
「
こ
の
国
の
形
を
変
え
る
」
た
め
に
都
道
府
県
を
廃
止
し
て

道
州
制
と
し
、
そ
れ
を
国
か
ら
の
分
権
的
受
け
Ⅲ
と
す
る
べ
き
と
い
う
議
論
も
活
気
づ
い
て
き
た
。
戦
前
、
戦
後
と
浮
遊
し
て
き
た
道

（
５
）

州
制
議
論
で
あ
る
が
、
従
来
の
国
の
地
方
政
策
の
拠
点
化
か
ら
、
今
回
は
国
の
分
権
と
い
う
衣
を
纏
っ
た
新
し
い
道
州
制
の
提
案
が
な

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
旧
来
か
ら
の
確
信
的
な
道
州
制
論
者
で
あ
る
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
や
ト
ヨ
タ
の
経
営
陣
な
ど
が
、
財
界
案
の
提

案
、
そ
し
て
審
議
会
の
委
員
長
と
し
て
の
采
配
な
ど
に
よ
り
こ
の
言
説
を
正
当
化
す
る
こ
と
で
、
機
運
情
勢
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
き
て
い
る
。
国
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
権
限
を
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
な
改
革
案
に
ど
こ
ま
で
コ
ミ
ッ
ト
す
る
つ
も
り
な
の
か

制
と
な
っ
た
。

化
か
ら
分
散
化
へ
と
い
う
大
き
な
目
標
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
小
泉
政
権
以
降
は
新
た
な
政
策
形
成
を
リ
ー
ド
す
る

「
経
済
財
政
諮
問
会
議
」
に
お
い
て
財
政
再
建
を
至
上
目
的
化
し
、
そ
の
た
め
の
国
・
地
方
制
度
の
効
率
化
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
「
地
方
制
度
調
査
会
」
や
「
地
方
分
権
推
進
委
員
会
」
、
「
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
」
な
ど
で
主
に
議
論
さ
れ
て
き
た
テ
ー

マ
も
そ
ち
ら
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
間
、
国
を
挙
げ
て
市
町
村
合
併
も
推
進
中
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
財
政
的
に
も
「
三
位
一

体
の
改
革
」
な
ど
の
手
法
に
よ
り
自
治
体
の
再
編
が
強
制
さ
れ
て
い
く
。
「
行
革
」
Ⅱ
「
地
方
分
権
」
と
い
う
言
説
空
間
が
こ
の
と
き

ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
二
○
○
四
（
平
成
一
六
）
年
の
地
方
分
権
改
革
推
進
法
成
立
以
降
は
、
分
権
改
革
担
当
相
の
も

と
に
「
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
初
め
て
安
倍
内
閣
に
道
州
制
担
当
相
が
お
か
れ
「
道
州
制

ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
」
が
道
州
制
の
実
現
に
向
け
た
普
及
啓
発
を
行
う
と
い
う
、
こ
の
国
の
形
を
急
速
に
変
え
る
こ
と
を
目
指
す
政
府
体

3１（熊本法学117号'０９）



毛、

説

は
わ
か
ら
な
い
が
、
改
革
業
界
人
と
し
て
改
革
推
進
の
ポ
ー
ズ
を
と
り
つ
つ
、
自
民
党
の
道
州
制
委
員
会
と
し
て
の
検
討
は
着
々
と
進

め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
た
だ
霞
ヶ
関
の
官
庁
は
、
こ
の
問
題
に
は
一
切
関
わ
り
を
持
た
な
い
ス
タ
ン
ス
を
崩
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
、
そ
の
実
現
可
能
性
を
勘
案
す
る
と
、
こ
の
言
説
を
盛
り
上
げ
る
真
の
意
図
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
そ

れ
は
も
し
か
す
る
と
意
図
せ
ざ
る
結
果
か
も
し
れ
な
い
が
、
分
権
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、
国
の
機
関
の
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
の
再
編
・

集
権
化
が
到
着
地
点
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
よ
う
な
政
治
過
程
を
辿
っ
て
い
る
。

安
倍
内
閣
の
初
仕
事
で
あ
っ
た
北
海
道
で
の
道
州
制
特
区
の
施
行
や
、
道
州
制
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
「
地
域
主
権
型

道
州
制
中
間
報
告
」
な
ど
で
全
国
的
な
道
州
制
の
喚
起
が
行
わ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
小
泉
首
相
の
よ
う
な
強
い
政
治

的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
用
い
て
も
国
か
ら
の
分
権
は
ほ
と
ん
ど
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
た
だ
地
方
で
は
、
経
済
界

は
盛
ん
に
国
民
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
中
部
経
済
連
合
会
の
「
提
言
・
中
部
州
の
実
現
」
（
二
○
○
五
年
一
二
月
）

や
、
ト
ヨ
タ
に
よ
る
三
河
一
種
集
中
体
制
か
ら
の
脱
却
を
意
味
す
る
ト
ヨ
タ
、
動
車
九
州
や
東
北
へ
の
拡
散
と
い
っ
た
道
州
制
を
に
ら

ん
だ
と
思
わ
れ
る
企
業
戦
略
が
始
動
し
は
じ
め
る
。
九
州
経
済
同
友
会
は
、
九
州
は
一
つ
委
員
会
に
よ
る
「
九
州
自
治
州
構
想
」
（
二

○
○
一
年
）
や
、
九
州
地
力
戦
略
会
議
に
よ
る
「
九
州
モ
デ
ル
答
巾
」
（
二
○
○
八
年
）
と
い
う
よ
う
に
、
経
済
界
が
主
導
す
る
会
議

体
に
自
治
体
を
巻
き
込
ん
で
検
討
の
場
が
作
ら
れ
、
財
界
主
導
の
地
方
制
度
改
革
の
提
案
が
続
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
活
者

と
し
て
の
国
民
側
に
と
っ
て
何
の
議
論
な
の
か
、
そ
の
必
然
性
も
意
図
も
国
民
に
は
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
な
い
水
準
に
止
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
も
行
革
の
プ
ロ
で
あ
る
財
界
の
議
論
の
関
心
が
、
住
民
自
治
の
充
実
な
ど
と
い
っ
た
分
権
の
根
幹
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
公

務
員
数
の
削
減
や
財
政
効
率
化
と
選
択
と
集
中
に
よ
る
投
資
の
た
め
の
制
度
と
し
て
の
関
心
に
拘
泥
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。二
○
○
一
年
か
ら
の
小
泉
首
相
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
主
導
の
行
革
は
「
骨
太
の
方
針
」
と
し
て
毎
年
工
程
表
が
策
定
さ
れ
、
そ
の
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「自己責任」の使用頻度
記事の回数。

朝日新聞における
(注）横軸の数値は、

図２

中
で
「
三
位
一
体
の
改
革
」
な
ど
地
方
自
治
の
根
幹
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
改

革
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
改
革
の
基
本
理
念
で
あ
る
「
自
己
責
任
」
の

言
説
は
、
個
人
の
価
値
観
か
ら
社
会
制
度
へ
と
、
労
働
法
制
や
社
会
保
障
、

教
育
、
医
療
、
地
方
自
治
、
果
て
は
ア
ダ
ル
ト
サ
ィ
ト
の
利
用
に
ま
で
拡
大

さ
れ
て
浸
透
が
進
ん
で
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
一
一
一
口
説
の
示
唆
す
る
と
こ

ろ
は
、
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
中
で
自
由
に
や
っ
て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
の

表
現
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
社
会
の
信
頼
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
壊
す
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
厭
わ
ず
、
向
己
責
任
や
市
場
原
理
に
す
べ
て
を

ゆ
だ
ね
て
い
く
と
い
う
社
会
づ
く
り
を
仕
方
の
な
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め

て
い
く
社
会
認
識
の
形
成
に
寄
与
し
た
。
自
己
責
任
と
い
う
言
葉
は
、
外
国

語
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
あ
た
か
も
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
基
本
的
価
値

観
と
し
て
、
こ
の
言
説
は
権
力
や
経
済
力
を
も
つ
者
の
間
に
流
布
し
た
。
と

り
わ
け
ア
メ
リ
カ
留
学
経
験
を
持
つ
経
済
学
者
や
評
論
家
、
芳
千
国
会
議
員
、

多
国
籍
企
業
の
経
営
者
な
ど
は
、
こ
の
言
説
を
好
む
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
地
方
分
権
の
議
論
で
も
、
し
ば
し
ば
「
日
治
体
の
自
己
責
任
」
と

い
っ
た
言
い
回
し
で
、
自
治
Ⅱ
自
立
Ⅱ
自
律
Ⅱ
自
己
責
任
と
い
っ
た
独
特
の

目
標
設
定
を
強
制
し
、
金
融
機
関
の
破
た
ん
法
制
と
同
じ
発
想
で
自
治
体
の

財
政
再
建
を
迫
る
言
説
空
間
が
拡
大
し
て
い
っ
た
。
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》、

税

さ
て
次
に
、
小
泉
改
革
以
降
の
分
権
改
革
議
論
の
目
指
し
た
も
の
、
行
革
思
考
が
も
た
ら
し
た
分
権
へ
の
歪
み
に
つ
い
て
言
説
分
析

（
６
）

の
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
小
泉
総
理
の
も
と
、
構
造
改
革
の
起
点
と
政
府
が
位
置
づ
け
る
い
わ
ゆ
る
『
骨
太
の
方
針
」
「
今
後
の

経
済
財
政
運
営
及
び
経
済
社
会
の
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
」
が
二
○
○
一
（
平
成
一
三
）
年
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
骨

太
の
方
針
と
い
う
手
法
は
そ
れ
以
降
の
同
の
方
針
決
定
方
式
に
大
き
な
変
更
を
お
こ
し
た
。
従
来
の
党
で
の
議
論
を
迂
回
し
て
、
官
邸

主
導
の
民
間
人
委
員
等
に
よ
る
経
済
財
政
諮
問
会
議
が
出
す
方
針
が
閣
議
決
定
さ
れ
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
財
政
再
建
や
金
融
、

地
方
制
度
、
社
会
保
障
制
度
改
革
な
ど
の
彼
ら
が
重
要
と
考
え
る
テ
ー
マ
を
構
造
改
革
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
。

こ
の
『
骨
太
の
方
針
」
の
副
題
は
〈
新
世
紀
維
新
が
口
指
す
も
の
ｌ
日
本
経
済
の
再
生
シ
ナ
リ
オ
》
と
銘
打
た
れ
て
お
り
、
経
済

再
建
を
お
こ
な
う
た
め
の
構
造
改
革
の
離
水
方
針
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
不
良
債
権
の
解
決
、
そ
の
た
め
の

処
方
菱
と
し
て
民
営
化
・
規
制
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
地
方
自
立
・
活
性
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
財
政
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。

改
革
の
目
的
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
こ
こ
で
こ
の
基
本
的
理
念
で
あ
っ
た
「
白
己
責
任
」
と
い
う
言
説
が
ど
れ

ほ
ど
社
会
に
流
布
し
て
い
た
の
か
確
認
し
て
お
こ
う
。
「
自
己
責
任
」
の
使
用
頻
度
を
一
九
八
五
年
か
ら
二
○
○
八
年
ま
で
朝
日
新
聞

の
記
事
で
検
索
し
た
も
の
が
図
２
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
く
ら
い
か
ら
急
増
し
、
小
泉
改
革
の
最
中
に
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
自
己
責
任
と
と
も
に
、
「
自
立
」
「
競
争
」
「
民
営
化
」
「
効
率
性
」
な
ど
が
一
連
の
改
革
劇
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
さ
れ
、
分
権
改

革
の
中
に
そ
の
言
説
が
深
く
埋
め
込
ま
れ
て
き
た
こ
と
は
、
先
の
行
革
と
分
権
改
革
の
歴
史
の
交
差
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

２
分
権
改
革
で
目
指
し
た
も
の
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こ
の
報
告
で
は
、
現
在
多
く
の
地
方
自
治
体
が
提
供
し
て
い
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
国
の
関
与
や
基
準
を
法
令
で
規
定
す
る
な

ど
実
質
的
な
決
定
権
の
多
く
が
国
に
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
財
源
を
大
き
く
国
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
転
換
し
、
実
質

的
決
定
権
や
必
要
な
財
源
を
地
方
自
治
体
に
移
譲
す
る
こ
と
、
そ
し
て
地
方
が
自
ら
考
え
、
実
行
で
き
る
完
全
自
治
体
体
制
を
め
ざ
す

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
治
体
を
国
が
決
め
た
政
策
・
制
度
の
単
な
る
執
行
主
体
か
ら
、
地
域
に
お
け
る
政
策
・
制
度
を
自
ら
企
画
立

案
す
る
主
体
へ
と
転
換
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
地
方
自
治
体
の
「
自
由
度
を
拡
大
す
る
」
仕
組
み
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。

「
地
方
が
主
役
の
国
づ
く
り
」
の
基
本
的
な
考
え
方
と
な
る
「
目
指
す
べ
き
方
向
性
」
に
つ
い
て
、
次
の
５
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
分
権
社
会
へ
の
転
換
、
②
地
方
の
活
力
を
高
め
、
強
い
地
方
を
創
出
、
③
地
方
の
税
財
政
基
盤
の
確
立
、
④
簡
素
で
効
率
的
な
筋
肉

（
７
）

性
を
強
く
訴
え
続
け
て
い
う
○
。

こ
の
構
造
改
革
の
理
念
の
提
示
は
、
地
方
分
権
改
革
を
め
ぐ
る
言
説
に
つ
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
現
在
に
お
い
て
も
、
地

方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
は
地
方
分
権
の
理
念
と
現
状
に
つ
い
て
、
「
第
一
次
地
方
分
権
改
革
は
、
国
主
導
の
中
央
集
権
型
の
行
政
シ

ス
テ
ム
が
、
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
い
る
と
の
時
代
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
各
種
の
提
案
を
し
て
き
た
。
国
と
地
方
と
の
関
係
を

上
下
主
従
の
関
係
か
ら
対
等
・
協
力
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
、
そ
の
象
徴
的
な
仕
組
み
で
あ
っ
た
機
関
委
任
事
務
の
制
度
を

す
べ
て
廃
止
し
た
。
そ
の
後
の
情
勢
変
化
の
激
し
さ
が
、
地
方
分
権
改
革
の
成
果
を
一
気
に
飲
み
込
も
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。

こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
は
、
地
方
分
権
改
革
を
断
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
権
型
の
新
た
な
未
来
社
会
を
築
く
し
か
道
は
残

さ
れ
て
い
な
ど
（
二
○
○
七
（
平
成
一
九
）
年
一
月
「
中
間
的
な
取
り
ま
と
め
」
）
と
評
価
し
、
さ
ら
な
る
行
革
的
分
権
改
革
の
必
要

す
る
と
し
た
。

そ
こ
で
は
「
効
果
と
効
率
の
追
求
」
に
も
と
づ
き
、
社
会
資
本
整
備
や
社
会
保
障
制
度
、
地
方
制
度
の
改
革
を
実
行
す
る
と
さ
れ
た
。

●
●

と
り
わ
け
地
方
に
つ
い
て
は
、
「
個
性
あ
る
地
方
の
競
争
」
を
求
め
、
自
立
と
自
律
を
基
礎
と
す
る
自
治
体
と
国
と
の
関
係
性
を
構
築
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説

質
の
行
財
政
シ
ス
テ
ム
、
⑤
自
己
決
定
、
自
己
責
任
、
受
益
と
負
担
の
明
確
化
に
よ
り
地
方
を
主
役
に
。

ま
た
，
地
方
分
権
改
革
推
進
の
た
め
の
基
本
原
則
と
し
て
は
、
①
基
礎
自
治
体
優
先
、
②
明
瞭
、
簡
素
、
効
率
、
③
自
由
と
責
任
、

自
立
と
連
帯
、
④
受
益
と
負
担
の
明
確
化
、
⑤
透
明
性
の
向
上
と
住
民
本
位
、
を
挙
げ
る
。
自
己
決
定
、
自
己
責
任
、
受
益
と
負
担
の

明
確
化
に
よ
り
「
地
方
が
主
役
に
」
を
確
立
す
る
と
い
う
。
こ
の
た
め
に
は
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
の
総
合
行
政
の
展
開
が
不
可
欠
で
あ

り
、
総
合
的
に
担
え
る
地
方
レ
ベ
ル
の
政
府
を
確
立
す
る
た
め
に
ニ
ア
イ
ズ
ベ
タ
ー
の
観
点
か
ら
「
基
礎
自
治
体
優
先
の
原
則
」
に
も

と
づ
き
市
町
村
合
併
を
推
進
し
て
組
織
を
大
き
く
し
「
完
全
自
治
体
」
を
実
現
す
る
こ
と
や
、
国
と
重
複
す
る
行
政
を
廃
止
す
る
役
割
分

担
と
簡
素
で
効
率
的
な
筋
肉
質
の
行
財
政
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
将
来
の
道
州

制
へ
道
筋
を
つ
け
る
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
理
解
で
き
る
分
権
改
革
の
方
向
性
に
は
、
そ
の
根
底
に
行
財
政
改
革
の
た
め
の
地
方
分
権
改
革
で
あ
り
「
小
さ
な
政
府
」

を
目
指
す
の
だ
と
い
う
明
確
な
意
思
、
そ
し
て
個
人
も
地
域
も
自
己
責
任
で
運
営
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
先
に
み
た
一
九
九
○
年
以
降
世

界
を
覆
っ
た
新
保
守
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
裏
打
ち
さ
れ
た
言
説
の
存
在
を
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
十
分
に

論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
理
念
と
し
て
分
権
を
追
求
す
る
中
で
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
議
論
は
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
で
あ

る
も
の
の
、
我
が
国
の
こ
の
二
○
年
間
の
改
革
は
分
権
で
は
な
く
国
か
ら
見
て
効
率
的
な
行
政
執
行
体
制
に
向
け
た
地
方
制
度
の
再
編

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
民
主
主
義
を
豊
か
な
も
の
に
す
る
分
権
改
革
と
い
う
理
念
が
全

く
打
ち
捨
て
ら
れ
、
分
権
の
言
説
が
構
成
要
素
と
な
り
え
な
い
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
我
が
国
の
地
方
分
権
改
革
の
異
質
性
が
み
ら
れ
る
。

（
８
）

こ
こ
で
一
一
○
○
一
（
平
成
一
一
二
）
年
の
「
骨
太
の
方
針
」
が
何
を
強
調
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
受
け
た
地
方
分
権
改
革
委
員
会
の

「
地
方
分
権
改
革
推
進
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
」
（
二
○
○
七
（
平
成
一
九
）
年
五
月
）
で
は
ど
の
よ
う
な
改
革
を
目
指
そ
う

（
９
）

と
し
た
の
か
、
そ
し
て
検
討
の
結
果
、
地
方
分
権
改
革
委
員
会
の
「
中
間
と
り
ま
と
め
」
（
一
一
○
○
七
（
平
成
一
九
）
年
一
一
月
）
で
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言説としての行革と分権改旅

回答者

．80
.60
゜４０

⑨２０

，０

１F，共通する回答
－６－－３

－５－２

－４－－１

鐵⑬

図３「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」
に頻出するキーワードと語の相関関係

は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
文
書
中
で
用
い
ら
れ
た
言
説
を
も

と
に
探
っ
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
文
章
は
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
意
味
を
規
定
さ
れ
、
そ
の
文
意
の

解
釈
は
文
脈
に
沿
っ
た
内
容
分
析
に
よ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
種
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

（
川
）

な
研
究
は
こ
れ
ま
で
も
分
権
に
関
す
る
勢
珈
文
で
沢
山
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
文
中

で
多
用
さ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
や
用
語
、
お
よ
び
そ
の
語
の
係
り
受
け
の
関
連
性
を
調
べ
る
こ
と
で
、

（
Ⅱ
）

文
書
が
暗
示
し
て
い
る
一
一
一
一
口
説
を
数
量
的
に
論
じ
て
み
た
い
と
考
え
る
。

ま
ず
構
造
改
革
の
基
点
と
な
っ
た
二
○
○
一
年
の
「
骨
太
の
方
針
」
で
あ
る
が
、
日
本
経
済

再
生
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
不
良
債
権
問
題
の
抜
本
的
解
決
が
ア
ジ
ェ
ン
ダ
設
定
さ
れ
た
。
こ
の

た
め
構
造
改
革
を
進
め
る
手
法
と
し
て
、
効
率
の
追
求
、
構
造
改
革
に
よ
る
経
済
的
成
果
、
社

会
保
障
制
度
の
改
革
、
競
争
に
よ
る
自
立
し
た
地
方
制
度
の
確
立
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス

の
達
成
な
ど
が
項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
「
民
間
で
で
き
る
こ
と
は
、
で
き
る
だ
け
民
間
に

委
ね
る
」
、
「
市
場
」
と
「
競
争
」
を
通
じ
て
経
済
成
長
を
目
指
す
。
市
場
の
障
害
物
や
成
長
を

抑
制
す
る
も
の
は
取
り
除
く
と
し
た
。

こ
の
文
書
の
中
で
多
用
さ
れ
る
言
葉
を
テ
キ
ス
ト
分
析
の
手
法
で
拾
い
出
し
、
使
用
頻
度
の

高
い
順
に
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
選
別
し
、
そ
れ
ら
の
単
語
が
相
互
に
セ
ン
テ
ン
ス
内
で
ど
の
よ

う
な
単
語
と
関
連
し
て
い
る
の
か
を
示
し
た
も
の
が
図
３
で
あ
る
。
規
制
改
革
や
構
造
改
革
を

含
む
「
改
革
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
関
わ
る
語
彙
の
関
係
性
を
表
し
て
い
る
。
各
ノ
ー
ド
の

大
き
さ
は
、
用
語
の
頻
度
を
示
し
て
お
り
、
例
え
ば
「
改
革
」
で
は
七
五
件
の
使
用
が
あ
っ
た
。

3７（熊本法学１１７号’09）
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説

回答翻

趣'４
③1コ
③１０
．８
⑥６

○４

．つ

。Ｏ

共通する回答

－２．０－－１４

－心１．８－１２

－－１６－－－．１０

地方冒涜体

■￣￣￣●￣古辨一一 明性

～…～~~～へ……_～JQ担圃

図４地方分権改革委員会報告「地方分権改革推進にあたっての基本的
な考え方」に頻出するキーワードと語の相関関係

線
の
太
さ
は
相
互
に
共
通
す
る
セ
ン
テ
ン
ス
内
で
共
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
示
し
た
も
の

で
、
た
と
え
ば
「
改
革
」
と
「
経
済
」
、
「
制
度
」
は
サ
イ
ズ
が
六
の
強
い
関
係
性
が
認
め
ら
れ

る
。
「
改
革
」
と
「
財
政
」
に
つ
い
て
は
サ
イ
ズ
が
五
の
関
係
性
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
強

い
関
連
性
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
図
や
キ
ー
ワ
ー
ド
の
関
連
か
ら
「
骨
太
の
方
針
」
文
書
の
言
説

構
造
を
再
構
成
す
る
と
、
こ
の
「
構
造
改
革
」
で
目
指
し
た
も
の
は
「
経
済
」
成
長
を
目
指
す

た
め
の
「
制
度
」
改
革
と
「
財
政
」
改
革
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
「
効
率
化
」
を
「
制
度
」
改

革
の
基
本
と
し
「
財
政
」
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
と
り
わ
け
「
医
療
」
や
「
社
会
保

障
」
制
度
の
歳
出
抑
制
改
革
を
「
国
民
」
に
理
解
を
求
め
て
い
く
こ
と
、
さ
ら
に
「
国
」
と

「
地
方
」
の
役
割
分
担
等
を
行
い
、
地
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
「
歳
出
」
を
抑
制
す

る
と
い
う
言
説
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
「
競
争
」
と
い
う
単
語
の
か
か
わ
り
も
、
非
常
に
興
味
深
い
。
全
文
中
に
「
競
争
」

は
一
○
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
競
争
」
の
多
く
は
「
国
」
よ
り
も
「
地
方
」
と
の
か
か
わ
り

と
し
て
記
述
さ
れ
、
「
選
択
」
と
「
国
」
が
そ
れ
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い

る
。
具
体
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
は
、
「
個
性
あ
る
地
方
の
競
争
１
日
立
し
た
国
・
地
方
関
係

の
確
立
」
や
「
自
立
し
た
地
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
な
個
性
と
創
造
性
を
十
分
に
発
揮
し
、

互
い
に
競
争
し
て
い
く
」
と
か
「
「
個
性
あ
る
地
域
の
発
展
」
「
知
恵
と
工
夫
の
競
争
に
よ
る
活

性
化
」
へ
」
な
ど
と
い
う
も
の
か
ら
、
「
資
源
の
移
動
は
、
「
市
場
」
と
「
競
争
」
を
通
じ
て
進

ん
で
い
く
」
や
「
規
制
緩
和
が
進
む
公
益
事
業
分
野
に
お
い
て
、
自
由
か
つ
公
正
な
競
争
が
雛
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言説としての行革と分権改革

回搭榴

③70
③６０
．５０
．４０

゜３０

０２０

．１０

ＣＯ

共通する回答

－１４－６

－１２－４

－－１０－２

－８－－０

枠付け住民本位 関与

図

地方分権改革委員会報告「中間的なとりまと

ワードと語の相関関係（｢改革」をベースに）
め」に頻出するキ図５

保
さ
れ
る
よ
う
」
、
「
患
者
の
選
択
に
よ
る
医
療
機
関
相
互
の
競
争
の
促
進
を
進
め
る
」
、
「
大

学
教
育
に
対
す
る
公
的
支
援
に
つ
い
て
は
、
機
関
補
助
に
世
界
最
高
水
準
の
大
学
を
作
る
た

め
の
競
争
」
を
と
い
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
へ
の
競
争
原
理
の
導
入
と
い
う
言
説
が
強

く
打
ち
出
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
次
に
平
成
一
九
年
五
月
に
地
方
分
権
改
革
委
員
会
が
示
し
た
「
地
方
分
権
推

進
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
ｌ
地
方
が
主
役
の
国
づ
く
り
」
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ

て
み
よ
う
。
図
４
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
分
権
改
革
で
は
分
権
の
議
論
の
中
で
「
国
」

の
在
り
方
に
つ
い
て
論
じ
つ
つ
も
、
「
地
方
」
の
「
効
率
化
」
が
相
互
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
起
き
る
変
化
に
は
「
国
民
」
の
理
解
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

「
地
方
分
権
」
は
「
地
方
自
治
体
」
や
「
行
政
」
の
在
り
方
の
「
改
革
」
で
あ
り
、
「
透
明
性
」

を
高
め
る
こ
と
、
受
益
者
負
担
な
ど
の
「
負
担
」
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方

と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
地
方
制
度
「
改
革
」
に
よ
る
「
国
」
の
ス
リ
ム
化
と
の
関
連

が
強
く
認
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
一
連
の
地
方
分
権
改
革
の
審
議
を
経
て
平
成
一
九
年
一
一
月
に
出
さ
れ
た
「
中
間

的
な
と
り
ま
と
め
」
で
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
５
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
改
革
」

は
、
「
地
方
」
の
「
行
政
」
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
視
点
と
、
「
国
」
の
「
行
政
」
を
ど
う
す

る
か
と
い
う
視
点
が
強
く
結
ば
れ
て
い
る
。
「
地
域
」
の
問
題
は
「
住
民
本
位
」
、
「
国
民
本

位
」
の
も
の
で
あ
る
べ
き
と
い
う
視
点
、
さ
ら
に
「
改
革
」
で
の
「
国
」
の
地
方
行
政
へ
の

3９（熊本法学117号'09）
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riIlll 説

回藩溜

③200
.150
③１００

０５０

，０

共通する回答

－６０．－－．０

－￣５０－１０

－４０．－－－０

－－３０

図６ 地方分権改革委員会報告「中問なとりまとめ」に頻出するキーワー
ドと語の相関関係（｢国」をベースに）

「
関
与
」
と
「
枠
付
け
」
を
ど
う
排
除
す
る
か
が
課
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

同
文
書
内
で
一
六
一
一
一
回
と
高
い
頻
度
で
使
わ
れ
て
い
る
「
国
」
を
基
準
に
語
彙
の
関
係
性

を
見
て
み
る
と
、
図
６
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
「
国
」
と
「
地
方
」
の
関
係
性
に
関
わ
る
問
題

と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
権
限
や
財
源
の
国
か
ら
の
「
移
譲
」
、

国
の
「
責
任
」
や
「
関
与
」
を
減
少
さ
せ
、
国
と
地
方
の
「
役
割
分
担
」
、
「
枠
づ
け
」
が
重

要
な
論
点
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
「
改
革
」
に
は
行
政
の
「
効
率
化
」
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ

の
対
象
と
し
て
「
都
道
府
県
」
と
「
市
町
村
」
の
在
り
方
が
課
題
と
さ
れ
る
。
ま
た
国
の

「
地
方
支
分
部
局
等
」
に
つ
い
て
も
国
の
あ
り
方
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
言
説
か
ら
は
見
え
な
い
が
、
現
実
に
は
国
の
改
革
で
あ
り
な
が

ら
地
方
制
度
を
い
じ
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
姿
勢
は
変
わ
ら
ず
、
ま
た
国
の
地
方
支
分
部

局
等
を
数
合
わ
せ
で
巨
大
な
地
域
振
興
局
や
地
方
公
務
局
に
再
編
し
、
国
家
公
務
員
を
削
減

す
る
こ
と
で
分
権
は
進
ん
だ
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
分
権
改
革
を
倭
小
化
す
る
と
い
う
面
が
、

地
方
分
権
改
革
委
員
会
の
落
と
し
ど
こ
ろ
探
し
の
中
で
強
く
表
れ
は
じ
め
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。こ
の
テ
キ
ス
ト
分
析
で
抽
出
さ
れ
た
改
革
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
一
貫
し
て
財
政
改
革
、
効

率
性
改
革
で
あ
り
、
国
の
負
担
を
如
何
に
軽
減
し
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
に
す
る
か
と
い
う

視
点
が
中
心
に
あ
っ
た
。
他
方
で
、
市
民
主
権
、
国
民
主
権
の
復
権
と
し
て
の
分
権
改
革
と

し
て
、
地
方
政
府
の
強
化
を
め
ざ
す
視
点
が
全
く
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
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言説としての行鹸と分樅改革

二
○
○
八
（
平
成
一
一
○
）
年
末
、
世
界
経
済
は
カ
ジ
ノ
経
済
の
破
綻
か
ら
大
混
乱
に
陥
り
、
二
○
世
紀
末
か
ら
の
過
剰
な
資
本
主
義

経
済
に
よ
る
経
済
成
長
を
目
指
す
政
府
や
社
会
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
立
ち
止
ま
り
考
え
直
す
べ
き
と
す
る
意
見
が
強
く
な
っ
て
き
た
。

（
胆
｝

る
。
そ
れ
を
メ
ガ
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
下
で
「
創
造
的
破
壊
」
と
称
し
、
大
胆
で
急
激
な
改
革
を
市
場
化
の
中
で
行
お
う
と
し
た
。

地
方
制
度
改
革
の
み
な
ら
ず
、
労
働
法
制
度
で
も
「
派
遣
、
有
期
雇
用
、
裁
量
労
働
、
フ
レ
ッ
ク
ス
就
業
な
ど
の
多
様
な
就
労
形
態
を

選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
制
度
改
革
」
を
進
め
、
金
融
や
税
制
も
「
貯
蓄
優
遇
か
ら
投
資
優
遇
へ
の
金
融
の
あ
り
方
の
切
り
替

え
」
を
す
す
め
て
き
た
。
ど
の
よ
う
な
社
会
を
実
現
す
る
か
に
つ
い
て
、
本
来
、
市
民
の
手
に
地
方
政
治
を
取
り
戻
す
と
い
う
分
権
改

革
の
理
念
を
追
及
す
れ
ば
、
国
か
ら
地
方
へ
の
権
限
委
譲
や
行
政
の
効
率
化
と
と
も
に
、
住
民
が
地
方
政
治
を
民
主
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
地
方
政
治
改
革
の
視
点
が
中
心
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
分
権
改
革
の
議
論
の
中
に
は
そ
の
視
点
は
入
っ
て
い
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
、
効
率
性
改
革
を
め
ざ
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
派
が
、
地
方
政
治
自
体
を
非
効
率
と
見
て
市
町
村
合
併
を
進
め
て
き
た
こ
と
か
ら

す
れ
ば
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
が
、
地
方
自
治
派
に
と
っ
て
も
首
長
部
局
の
権
限
の
拡
大
、
経
営
者
と
し
て
の
行
政
効
率
性
の
追
求

に
し
か
感
心
が
な
か
っ
た
首
長
た
ち
と
い
っ
た
日
本
特
有
の
問
題
が
そ
こ
に
は
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
第
二
次
分
権
改
革

が
国
家
公
務
員
数
の
削
減
と
い
っ
た
成
果
ば
か
り
を
追
い
、
地
方
議
会
は
特
に
期
待
さ
れ
な
い
そ
の
役
割
に
安
住
し
、
ま
た
地
方
も
財

政
の
中
央
依
存
か
ら
地
方
支
分
部
局
等
と
の
か
か
わ
り
と
決
別
で
き
ず
に
い
る
こ
と
は
、
分
権
改
革
は
改
め
て
社
会
の
理
念
を
定
め
な

お
す
と
い
う
仕
切
り
直
し
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

３
分
権
改
革
は
何
を
達
成
し
、
何
に
失
敗
し
た
の
か

4１（熊本法学117号'09）



茎”

説

他
方
で
、
地
方
分
権
改
革
は
総
合
行
政
の
主
体
で
あ
る
べ
き
市
町
村
組
織
の
規
模
拡
大
と
量
的
削
減
を
急
速
に
進
め
る
こ
と
を
行
っ

て
き
た
。
そ
の
結
果
、
全
国
で
起
き
た
地
方
自
治
の
状
況
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
自
治
体
の
行
政
効
率
性
や
専
門
性
は
高
ま
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
も
は
や
「
分
権
」
で
は
な
く
住
民
か
ら
遠
い
自
治
体
へ
と
地
方
レ
ベ
ル
の
「
集
権
」
化
を
す
す
め
た
と
い
う
皮
肉
な
結
果

を
も
た
ら
し
た
。
分
権
と
い
い
つ
つ
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
方
針
決
定
を
行
う
自
治
で
は
な
く
、
効
率
よ
く
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

た
め
の
組
織
編
成
の
議
論
に
終
始
し
す
ぎ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
二
○
年
間
の
総
括
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
ブ
ロ
ッ

ク
単
位
の
行
政
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
、
国
と
都
道
府
県
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
巨
大
な
政
府
機
関
を
作
ろ
う
と
い
う
言
説
が
、
次
の
道
州
制
の

構
想
の
柱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
自
己
責
任
を
強
め
、
政
府
の
機
能
を
信
用
せ
ず
に
政
府
を
縮
小
化
し
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
こ
と
を
市
場
に
委
ね
よ
う
と
し
た

言
説
の
流
布
が
も
た
ら
し
た
結
果
に
つ
い
て
、
い
ま
国
民
の
大
き
な
悲
鳴
が
聞
こ
え
る
が
、
は
た
し
て
我
々
は
ど
の
よ
う
な
社
会
の
構

が
あ
っ
た
。
手

と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
種
々
の
新
自
由
主
義
的
「
改
革
」
は
世
界
を
安
心
安
全
で
住
み
よ
い
も
の
に
し
て
き
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
す
れ

ば
、
再
度
政
治
・
経
済
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
を
見
直
す
必
要
性
が
問
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
住
民
生
活
に
密
接
な
地
方
自
治
体

の
役
割
は
重
要
性
を
増
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

九
○
年
代
以
降
、
彼
此
二
○
年
間
行
っ
て
き
た
地
方
分
権
改
革
は
、
独
特
の
効
率
性
追
求
と
い
う
理
念
先
行
型
の
言
説
に
導
か
れ
て

き
た
が
、
結
果
は
地
方
分
権
派
に
は
意
図
せ
ざ
る
と
こ
ろ
に
辿
り
着
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
が
拭
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
間
の
議

論
は
、
地
方
分
権
改
革
で
は
国
と
地
方
の
役
割
を
再
整
理
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
、
機
関
委
任
事
務
の
よ
う
な
国
の
下
請

け
的
地
方
自
治
体
か
ら
脱
却
し
、
地
方
政
治
の
主
体
と
し
て
の
地
方
政
府
で
あ
る
べ
き
と
い
っ
た
理
解
の
浸
透
に
は
一
定
程
度
の
貢
献

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
権
限
、
財
源
の
委
譲
に
つ
い
て
も
、
成
果
は
挙
が
ら
な
い
も
の
の
正
当
な
主
張
と
い
っ
た
認
知
が
な
き
れ
て
き
た
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言説としての行革と分権改革

国 地方

効率性の改革ｑ……・
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①
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改
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▼
②
市
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③
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携
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図７ 分権改革の成果

想
を
持
っ
て
こ
の
言
説
の
伝
播
に
臨
ん
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
劇
場
型
小

泉
改
革
に
喝
采
を
送
り
、
い
ま
も
根
強
い
人
気
の
あ
る
元
首
相
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
、
そ
の
よ
う
な
社
会
改

革
を
支
持
し
て
き
た
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
単
に
「
改
革
」

と
い
う
言
説
に
閉
塞
感
を
破
る
変
化
や
目
新
し
さ
を
求
め
た
だ
け
で
、
そ
の

言
説
が
具
体
化
ざ
れ
政
策
化
さ
れ
た
時
の
イ
ン
パ
ク
ト
や
影
響
力
の
広
が
り

に
つ
い
て
国
民
は
考
え
る
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
、
民
主
主
義
を
担

う
国
民
の
力
量
不
足
の
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
劇
場
型
の
政
治
を
歓
呼
で
迎

え
た
大
衆
民
主
主
義
は
、
未
だ
市
民
社
会
の
行
く
末
を
考
え
る
力
量
を
十
分

に
備
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

最
後
に
分
権
改
革
の
成
果
と
い
え
る
も
の
が
何
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
荒

い
整
理
を
試
み
る
と
、
図
７
の
国
と
地
方
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
効
率
性
の
改
革
は
、
そ
の
意
図
ど
お
り
成
功
し
た
。
し

か
し
、
地
方
政
府
の
自
由
度
は
増
し
て
い
な
い
。
さ
ら
な
る
自
治
の
基
盤
の

広
域
化
、
集
権
化
が
進
め
ら
れ
、
市
民
参
加
と
い
う
観
点
か
ら
は
後
退
し
て

い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

ま
た
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
地
方
議
会
の
制
度
や
運
営
、
市
民
参
加
の
制

度
の
拡
充
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
政
治
の
機
能
を
高
め
る
分
権
改
革
の
必
要
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至加

説

性
に
つ
い
て
は
、
未
だ
ほ
と
ん
ど
言
説
が
生
み
出
さ
れ
て
い
な
い
。
分
権
の
議
論
が
行
政
の
効
率
化
だ
け
の
話
で
あ
れ
ば
国
民
の
関
心

を
得
る
こ
と
は
難
し
く
、
国
民
に
と
っ
て
国
・
地
方
の
行
政
機
関
や
専
門
家
同
士
の
権
力
闘
争
と
い
う
冷
め
た
見
方
も
さ
れ
よ
う
。
「
自

治
」
を
発
展
さ
せ
る
議
論
の
た
め
に
は
、
わ
が
国
の
地
方
分
権
の
議
論
の
論
点
を
行
政
の
効
率
性
改
革
か
ら
、
住
民
に
身
近
な
地
方
政

治
へ
の
改
革
に
変
更
さ
せ
る
言
説
を
創
出
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
１
）
西
尾
勝
「
地
方
分
椛
改
革
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
一
○
○
七
年
。

（
２
）
鈴
木
文
葺
「
道
州
制
が
見
え
て
き
た
」
本
の
泉
社
、
一
一
○
○
八
年
、
二
六
’
一
一
一
二
頁
。

（
３
）
小
川
有
美
「
政
治
社
会
論
」
河
野
勝
・
岩
崎
正
洋
編
「
ア
ク
セ
ス
比
較
政
治
学
」
日
本
経
済
評
論
社
、
二
○
○
二
年
、
六
五
’
六
七
ペ
ー
ジ
。

カ
ッ
ッ
と
メ
イ
ア
の
共
何
論
文
で
描
か
れ
た
「
カ
ル
テ
ル
政
党
モ
デ
ル
」
に
近
く
な
っ
て
い
る
。
政
党
は
も
は
や
脚
会
の
一
部
と
み
な
し
て
よ

い
ほ
ど
国
家
に
依
存
し
て
い
る
。
「
古
い
政
党
」
は
市
民
社
会
か
ら
自
ら
を
切
り
離
す
こ
と
で
生
き
残
る
。

（
４
）
統
治
能
力
を
維
持
す
る
た
め
に
争
点
の
縮
小
化
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
薮
野
祐
三
「
先
進
社
会
Ⅱ
日
本
の
政
治
［
Ⅲ
］
」
法
律
文
化
社
、

一
九
九
一
一
一
年
、
四
’
六
頁
の
説
明
を
参
照
。

（
５
）
金
沖
利
之
「
行
政
学
叢
書
（
⑤
自
治
制
度
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
七
年
、
一
一
八
’
一
一
一
○
頁
。

（
６
）
佐
藤
俊
樹
・
友
枝
敏
雄
編
「
言
説
分
析
の
可
能
性
一
束
信
堂
、
二
○
○
六
年
。

（
７
）
地
方
分
権
改
革
委
員
会
「
中
間
的
な
取
り
ま
と
め
」
二
○
○
七
年
一
月
。

（
８
）
経
済
財
政
諮
問
会
議
「
骨
太
の
方
針
」
二
○
○
一
年
。

（
９
）
地
方
分
権
改
革
委
貝
会
「
地
方
分
権
改
革
推
進
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
」
二
○
○
七
年
五
月
。

（
皿
）
た
と
え
ば
日
本
行
政
学
会
編
の
年
報
行
政
研
究
四
二
「
行
政
改
革
と
政
官
関
係
」
や
年
報
行
政
研
究
四
一
一
一
「
分
権
改
革
の
新
展
開
」
な
ど
に
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言説としての行革と分権改革

お
い
て
も
、
小
泉
内
閣
と
の
関
係
に
関
す
る
分
析
論
文
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
ｕ
）
テ
キ
ス
ト
分
析
の
ソ
フ
ト
に
は
、
の
勺
の
の
弓
の
営
少
目
」
『
巴
の
、
日
の
目
ぐ
の
『
の
を
使
用
。

（
、
）
三
○
ｓ
の
再
尻
の
厨
芹
ご
触
鈩
口
陀
の
」
屏
口
ぐ
の
耳
の
局
の
Ｑ
の
・
・
用
侭
、
。
ご
曼
畠
・
旧
○
の
ミ
の
Ｃ
ご
ミ
ミ
ョ
の
員
言
同
ミ
ｇ
Ｒ
Ｑ
ｏ
凰
信
●
尋
の
ｏ
ｓ
Ｇ
の
旨
）
①
§

Ｃ
⑮
ご
Ｓ
Ｑ
ｐ
ｅ
ｐ
苫
口
給
埋
剴
＆
③
言
の
ご
》
旧
の
の
丙
①
＋
ロ
ロ
ロ
ロ
Ｃ
戸
○
℃
］
四
・
の
Ｐ
ｍ
Ｃ
Ｃ
⑭
。
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