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６
月
22
日
の
閣
議
で
「
地
域
主
権
戦
略

大
綱
」
が
あ
わ
た
だ
し
く
決
定
さ
れ
た
。

こ
れ
は
他
の
地
域
主
権
改
革
法
案
（
地
域

主
権
一
括
法
案
と
国
と
地
方
の
協
議
の
場

法
案
）
が
衆
議
院
で
は
継
続
審
査
に
な
っ

た
こ
と
に
と
も
な
い
、
こ
の
「
大
綱
」
も

参
議
院
選
挙
後
に
先
送
り
さ
れ
よ
う
と
し

た
こ
と
に
総
務
省
が
巻
き
返
し
て
、
か
ろ

う
じ
て
閣
議
決
定
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
。

　
「
地
域
主
権
改
革
」
と
い
う
言
葉
に
つ

い
て
は
、
法
学
者
や
政
治
学
者
な
ど
か
ら

評
判
が
良
く
な
い
。
主
権
と
は
「
国
民
主

権
」
以
外
の
考
え
を
と
る
余
地
が
な
い
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
案
や

大
綱
を
つ
く
る
に
当
た
っ
て
も
、
内
閣
法

制
局
も
同
じ
よ
う
な
立
場
か
ら
法
律
用
語

と
し
て
「
地
域
主
権
」
と
い
う
言
葉
を
使

う
こ
と
に
は
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
、
地
域

主
権
戦
略
会
議
の
法
的
根
拠
と
な
る
内
閣

府
設
置
法
改
正
法
案
で
は
、
こ
の
地
域
主

権
改
革
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
そ
の
第
４
条
３
号
の
３
で
「
地

域
主
権
改
革
」
と
は
、「
日
本
国
憲
法
の

理
念
の
下
に
、
住
民
に
身
近
な
行
政
は
、

地
方
公
共
団
体
が
自
主
的
か
つ
総
合
的
に

広
く
担
う
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
地
域

住
民
が
自
ら
の
判
断
と
責
任
に
お
い
て
地

域
の
諸
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
改
革
」
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
民
主
党
政
権
の
「
地
域
主
権

改
革
」
と
こ
れ
ま
で
の
「
地
方
分
権
改
革
」

で
は
ど
こ
が
違
い
、
ど
こ
が
連
続
し
て
い

る
の
か
。
一
つ
は
「
国
と
地
方
の
協
議
の

場
」
を
法
律
に
よ
っ
て
設
置
す
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、

こ
れ
に
つ
い
て
民
主
党
は
昨
年
の
衆
議
院

の
総
選
挙
前
に
は
積
極
的
で
は
な
か
っ

た
。
自
民
党
や
公
明
党
が
選
挙
公
約
に
掲

げ
た
後
追
い
と
し
て
、
衆
院
選
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
を
ま
と
め
る
最
終
段
階
の
８
月
８
日

に
、
全
国
知
事
会
や
市
長
会
の
直
接
談
判

も
あ
っ
て
よ
う
や
く
入
れ
た
も
の
だ
。

　

も
う
一
つ
は
地
域
主
権
戦
略
会
議
の
設

置
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
地
方
制
度
調

査
会
（
首
相
の
諮
問
機
関
）
を
休
業
し
て

政
府
と
有
識
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
メ

ン
バ
ー
は
橋
下
徹
大
阪
府
知
事
、
上
田
清

司
埼
玉
県
知
事
、
そ
れ
に
神
野
直
彦
関
西

学
院
大
教
授
、
小
早
川
光
郎
東
大
大
学
院

教
授
、
北
川
正
恭
早
大
大
学
院
教
授
、
前

田
正
子
横
浜
市
国
際
交
流
協
会
理
事
長
、

な
ど
で
あ
り
、
首
相
が
議
長
で
原
口
総
務

相
が
副
議
長
、
内
閣
官
房
長
官
、
財
務
大

臣
な
ど
で
あ
る
。
６
月
21
日
ま
で
６
回
開

か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
１
時
間
程
度

の
会
議
で
あ
る
。

　

こ
の
他
に
総
務
大
臣
の
下
に
「
地
方
行

財
政
検
討
会
議
」
を
設
け
て
い
る
。
こ
の

会
議
で
は
地
方
自
治
法
の
抜
本
改
正
が
検

討
さ
れ
、「
地
方
政
府
基
本
法
」
と
し
て

ま
と
め
る
と
し
て
い
る
。
メ
ン
バ
ー
は
総

務
相
や
政
務
官
、
そ
れ
に
全
国
知
事
会
な

ど
地
方
６
団
体
か
ら
の
代
表
、
有
識
者
と

し
て
西
尾
勝
東
大
名
誉
教
授
、
斉
藤
誠
東

大
教
授
な
ど
で
全
体
で
18
名
で
あ
る
。
今

の
と
こ
ろ
首
長
と
議
会
の
関
係
、
法
律
の

規
律
密
度
の
問
題
、
監
査
機
能
の
問
題
な

ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
も
ま
だ
論
点
整
理
な

ど
瀬
踏
み
状
態
で
、「
地
域
主
権
改
革
」

の
中
心
課
題
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
た
だ
方
向
性
と
し
て
は
、「
国

と
地
方
が
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

関
係
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
域
の
自

主
的
判
断
を
尊
重
し
な
が
ら
、
国
と
地
方

が
協
働
し
て
『
国
の
か
た
ち
』
を
つ
く
る
。

『
補
完
性
の
原
理
』
に
基
づ
き
、
住
民
に

身
近
な
行
政
は
で
き
る
限
り
地
方
公
共
団

体
に
委
ね
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
」
と
し

て
い
る
（
大
綱
か
ら
）。

　

こ
う
い
っ
た
中
で
「
地
域
主
権
戦
略
大

綱
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
内
容
を
あ
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ

る
。

　

①
義
務
づ
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
と
条

例
制
定
権
の
拡
大
②
基
礎
自
治
体
へ
の
権

限
移
譲
③
国
の
出
先
機
関
の
原
則
廃
止
④

ひ
も
付
き
補
助
金
の
一
括
交
付
金
化
⑤
地

方
税
財
源
の
充
実
確
保
⑥
直
轄
事
業
負
担

金
の
廃
止
⑦
地
方
政
府
基
本
法
の
制
定
⑧

自
治
体
間
連
携
・
道
州
制
⑨
緑
の
分
権
改
革

奈良女子大学名誉教授奈良女子大学名誉教授 澤 井 　 勝澤 井 　 勝

地域主権戦略大綱と
  自治体の受け止め方
地域主権戦略大綱と
  自治体の受け止め方

地
域
主
権
改
革
と
は

地
域
主
権
改
革
と
は

地
域
主
権
戦
略
会
議
な
ど

地
域
主
権
戦
略
会
議
な
ど

条
例
制
定
権
の
拡
大
と

　
　 権
限
移
譲
は
具
体
化

条
例
制
定
権
の
拡
大
と

　
　 権
限
移
譲
は
具
体
化
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る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
が
自
ら
の
判
断

と
責
任
に
お
い
て
地
域
の
諸
課
題
に
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

改
革
」
と
は
か
な
り
の
距
離
が
あ
る
。
前

の
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
委
員
長
で

あ
っ
た
丹
羽
宇
一
郎
さ
ん
も
道
州
制
論
議

を
「
絵
空
事
」
と
喝
破
し
て
い
る
。
着
実

に
分
権
改
革
を
進
め
、
そ
の
た
め
の
財
源

手
当
を
き
ち
ん
と
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め

に
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。

1942 年東京都大田区蒲田生まれ。1972 年東京大学大学院経済学研
究科博士課程単位取得退学。㈶地方自治総合研究所研究員、（北九州
市立）北九州大学法学部教授 ( 公共政策論 ) を経て、1997 年奈良女子
大学生活環境学部教授（生活福祉論）、現在同大学名誉教授。この間、
枚方市総合計画策定委員会委員長、奈良市「NPO、ボランティアとの
協働に関する指針」策定委員会委員長など。
主な著書は「分権改革と地方財政」敬文堂、「自治体雇用・就労政策
の新展開」公人社、「自治体改革第二ステージ、合併新市計画の作り方」
ぎょうせい、論文に「市場化テストと総合評価」『自治総研』など。

　

こ
の
う
ち
法
制
度
改
正
の
提
案
に
ま
で

来
て
い
る
の
は
「
義
務
づ
け
・
枠
付
け
の

見
直
し
と
条
例
制
定
権
の
拡
大
」
お
よ
び

「
基
礎
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
３
月
に
任
期

を
終
え
た
地
方
分
権
推
進
委
員
会
（
丹
羽

宇
一
郎
委
員
長
）
の
第
三
次
と
第
四
次
勧

告
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ

の
答
申
は
、
政
権
交
代
を
ま
た
い
で
昨
年

９
月
以
降
に
鳩
山
首
相
に
手
交
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
点
で
は
、
前
政
権
の
時
か
ら
の

「
地
方
分
権
改
革
」
の
延
長
上
の
改
革
で

あ
り
、
こ
れ
が
現
在
の
と
こ
ろ
も
っ
と
も

実
現
性
の
あ
る
改
革
案
で
あ
る
。

　
「
義
務
づ
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
と
条

例
制
定
権
の
拡
大
」
は
、
昨
年
秋
か
ら
早

速
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。
地
域
主
権
改
革

一
括
法
で
は
第
二
次
見
直
し
の
結
果
と
し

て
、
308
項
目
の
528
条
項
を
見
直
す
と
さ
れ

て
い
る
。
実
は
こ
の
条
例
制
定
権
の
拡
大

に
は
、
地
方
自
治
原
理
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
原
理
と
の
対
立
を
調
整
す
る

と
い
う
大
問
題
が
あ
る
の
だ
。
た
と
え
ば

保
育
所
の
児
童
一
人
当
た
り
の
面
積
基
準

を
、
従
来
の
厚
生
省
令
の
定
め
か
ら
、
自

治
体
の
条
例
に
委
任
す
る
な
ど
。
こ
れ
は

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
確
保
の
観
点
か
ら

根
強
い
反
対
意
見
が
あ
る
。
私
は
こ
の
条

例
制
定
権
の
拡
大
に
は
賛
成
だ
が
、
同
時

に
こ
の
こ
と
は
自
治
体
の
条
例
制
定
能
力

を
強
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
自
治
体
側
も

強
く
自
覚
す
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
単
に

条
例
制
定
権
移
譲
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
、

地
方
分
権
改
革
に
水
を
差
す
こ
と
に
し
か

な
ら
な
い
。
条
例
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
の
形
成
と
い
う
難
し
い
課
題

を
自
ら
の
頭
と
知
恵
で
ク
リ
ア
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。

　

ま
た
「
基
礎
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲
」

で
は
、
59
項
目
の
207
条
項
に
つ
い
て
市
町

村
、
全
市
、
中
核
市
と
政
令
指
定
都
市
、

政
令
指
定
都
市
と
い
う
区
分
で
移
譲
提
案

が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
自

治
体
の
現
場
段
階
で
は
、「
仕
事
を
押
し

つ
け
て
財
源
の
手
当
が
な
い
」
と
反
発
す

る
声
が
強
い
。
こ
の
中
に
は
昨
年
９
月
の

消
費
者
庁
設
置
と
消
費
者
安
全
法
（
平
成

21
年
６
月
）
の
施
行
に
よ
り
市
町
村
の
消

費
者
行
政
の
権
限
が
広
が
っ
た
が
、
さ
ら

に
自
治
体
の
区
域
内
の
業
者
へ
の
立
ち
入

り
検
査
権
な
ど
を
移
譲
す
る
と
い
っ
た
内

容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
職
員
の
削

減
を
進
め
て
き
た
都
市
な
ど
に
あ
っ
て

は
、
職
員
の
増
加
と
専
門
性
の
確
保
を
要

請
す
る
も
の
だ
と
し
て
と
ま
ど
い
が
あ
る

と
い
う
の
が
本
音
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
大
綱
の
中
で
も
権
限
移
譲
提

案
と
地
方
税
財
源
充
実
確
保
提
案
と
で

は
、
そ
の
具
体
化
の
程
度
に
落
差
が
あ

り
、自
治
体
側
が
「
仕
事
が
来
る
ば
か
り
」

と
い
う
危
惧
の
念
を
持
つ
の
は
当
た
り
前

で
あ
る
。

　

地
方
税
源
の
確
保
で
名
前
が
具
体
的
に

出
て
い
る
の
は
「
地
方
消
費
税
の
充
実
」

ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
地
方
消
費

税
の
充
実
も
「
社
会
保
障
な
ど
地
方
行
政

を
安
定
的
に
運
営
す
る
た
め
の
地
方
消
費

税
の
充
実
な
ど
」
と
、
社
会
保
障
の
文
脈

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
気
が
か
り
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
前
提
と
な
る
消
費
税
率

の
引
き
上
げ
は
、
３

−
５
年
後
に
実
現
す

る
か
ど
う
か
不
透
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
都

市
計
画
事
業
や
消
費
者
行
政
な
ど
広
範
な

権
限
移
譲
に
伴
う
人
員
手
当
を
保
障
す
る

財
源
に
は
明
確
に
は
言
及
が
な
い
。
こ
れ

で
は
自
治
体
側
が
権
限
移
譲
に
消
極
的
に

な
る
の
は
了
解
で
き
る
。
権
限
移
譲
そ
の

も
の
に
は
都
市
自
治
体
の
メ
ン
ツ
と
し
て

は
反
対
し
が
た
い
が
、
実
の
と
こ
ろ
あ
り

が
た
迷
惑
の
部
類
に
属
す
る
と
言
わ
れ
て

も
し
ょ
う
が
な
い
。

　

こ
こ
で
は
権
限
移
譲
や
条
例
制
定
権

の
拡
大
を
積
極
的
に
支
援
す
る
財
源
手

当
を
明
確
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
時
限
的
に
５
年
間
か
ら
７
年
間
、

「
権
限
移
譲
推
進
交
付
金
」
を
創
設
す
る
。

１
７
２
７
市
区
町
村
（
平
成
22
年
４
月

１
日
現
在
）
１
団
体
当
た
り
20
人
増
員

と
し
て
人
件
費
単
価
を
800
万
円
（
共
済

掛
け
金
な
ど
含
む
）
と
す
る
と
全
体
で

２
７
６
２
億
円
程
度
。
団
体
規
模
で
割
り

増
し
し
て
も
５
千
億
円
程
度
で
済
む
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
財
源
は
各
省
庁
の
国
費

予
算
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
に
よ
り
措
置

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
限
移
譲
と
財
源

移
譲
を
連
動
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
も
良

い
。

　

最
後
に
道
州
制
に
つ
い
て
も
大
綱
で
触

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
域
主
権
改
革
を

先
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
理
解
し
が
た
い
。「
小
さ
な
政

府
と
行
政
の
効
率
性
」（
安
上
が
り
な
政

府
）
を
な
に
よ
り
も
求
め
る
経
団
連
の
主

張
と
、
先
に
見
た
よ
う
な
地
域
主
権
改
革

の
「
日
本
国
憲
法
の
理
念
の
下
に
、
住
民

に
身
近
な
行
政
は
、
地
方
公
共
団
体
が
自

主
的
か
つ
総
合
的
に
広
く
担
う
よ
う
に
す

さわい　まさる澤 井　 勝奈良女子大学名誉教授

プロフィール

「
権
限
移
譲
推
進
交
付
金
」

　
　
　
　
　
　
　の
創
設
を

「
権
限
移
譲
推
進
交
付
金
」

　
　
　
　
　
　
　の
創
設
を
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総
務
省
が
平
成
22
年
３
月
に
「『
平
成

の
合
併
』
に
つ
い
て
」
と
い
う
総
括
を
公

表
し
て
い
る
。（
こ
れ
は
今
で
も
ネ
ッ
ト

検
索
で
き
る
。）
平
成
11
年
以
来
合
併
を

推
進
し
10
年
を
経
過
し
、
市
町
村
合
併
が

相
当
程
度
、
い
や
想
像
以
上
に
進
捗
し
た

こ
と
や
、
市
町
村
行
政
を
取
り
巻
く
現
下

の
状
況
を
踏
ま
え
、
総
括
す
る
た
め
に
取

り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

地
方
自
治
総
合
研
究
所
に
お
い
て
も
、

「
平
成
合
併
の
検
証
研
究
会
」
が
設
置
さ

れ
て
お
り
、
筆
者
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し

て
聴
講
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
長
野

県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
を
は
じ
め
全

国
各
地
の
自
治
研
セ
ン
タ
ー
や
研
究
所
で

も
同
様
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

　

市
町
村
合
併
に
つ
い
て
、
自
治
体
関
係

者
に
も
住
民
の
中
に
も
「
な
ぜ
検
証
を
行

う
必
要
が
あ
る
の
か
、
も
う
過
ぎ
た
こ
と

じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
ご
指
摘
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
検
証
の
目
的
は
何
か
、
辻

山
氏
の
講
演
で
の
お
言
葉
を
借
り
れ
ば

「
今
回
の
合
併
の
歴
史
的
意
味
を
確
定
す

る
と
い
う
こ
と
」
と
「
自
治
の
サ
イ
ズ
を

究
明
す
る
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い

か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
、
明
治
の
大
合

併
、
昭
和
の
大
合
併
と
２
回
の
大
き
な
合

併
が
行
わ
れ
て
い
る
。
明
治
は
市
制
・
町

村
制
と
い
う
近
代
地
方
行
政
を
実
現
す
る

た
め
の
基
盤
整
備
及
び
小
学
校
の
経
営
の

た
め
、
昭
和
は
市
町
村
へ
の
事
務
再
配
分

に
伴
う
役
割
強
化
及
び
中
学
校
の
設
置
管

理
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
時
代
の
地
方
自
治
、
国
の
あ
り

方
に
と
っ
て
、
歴
史
的
意
味
が
あ
っ
た
と

言
え
る
。

　

そ
の
後
、
高
度
経
済
成
長
や
国
民
生
活

が
変
容
す
る
中
、
市
町
村
数
は
ほ
と
ん
ど

変
化
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
平
成
に
な
っ

て
再
度
国
に
よ
り
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

で
は
、
今
回
平
成
の
合
併
は
ど
の
よ
う

な
意
味
や
背
景
が
あ
っ
た
の
か
。

　

ま
ず
浮
か
ぶ
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
受
け

皿
論
」
で
あ
る
。
地
方
分
権
時
代
に
お
い

て
地
方
行
政
の
多
角
化
を
実
行
す
る
た
め

に
は
、
小
さ
い
自
治
体
で
は
施
設
整
備
や

体
制
づ
く
り
が
困
難
な
た
め
、
広
域
化
す

る
し
か
な
い
と
い
う
国
の
考
え
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　

も
う
一
つ
は
、
や
は
り
財
政
的
理

由
で
あ
ろ
う
。
地
方
交
付
税
の
見
通

し
の
不
透
明
さ
は
、
財
政
力
指
数
が

低
く
地
方
交
付
税
に
多
く
依
存
す
る

市
町
村
に
と
っ
て
、
合
併
し
な
け
れ

ば
や
っ
て
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
強
迫
観
念
を
与
え
た
。
一
方
、

合
併
し
た
市
町
村
に
対
し
て
は
合
併

特
例
債
と
い
っ
た
優
遇
措
置
が
と
ら

れ
、
ま
さ
に
「
ア
メ
と
ム
チ
」
に
よ

る
措
置
に
よ
り
、
合
併
ム
ー
ド
が
一

気
に
高
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

辻
山
氏
が
講
演
で
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
仮
説
で
あ

り
、
立
証
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
が
関
係
者
の
本
音
で
あ
ろ
う
。
全
国

町
村
会
が
設
置
し
た
研
究
会
が
行
っ
た
全

国
の
合
併
を
行
っ
た
自
治
体
の
首
長
、
元

首
長
、
議
会
関
係
者
な
ど
に
行
っ
た
ヒ
ア

リ
ン
グ
調
査
等
に
お
い
て
も
、「
地
方
交

付
税
額
の
急
激
な
削
減
に
よ
っ
て
合
併
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
と
の
声
が
多
く
聞
か
れ

た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

※
『「
平
成
の
合
併
」
を
め
ぐ
る
実
態

と
評
価
』
平
成
20
年
10
月　

全
国
町
村
会

（
道
州
制
と
町
村
会
に
関
す
る
研
究
会
）

　

自
治
の
サ
イ
ズ
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。

　

地
域
主
権
と
い
う
言
葉
の
是
非
は
研
究

者
の
議
論
に
譲
る
と
し
て
、
今
後
基
礎
自

治
体
で
あ
る
市
町
村
の
役
割
は
よ
り
一
層

重
要
に
な
る
。
地
域
の
行
政
を
担
う
首

長
、
地
方
議
会
議
員
は
よ
り
リ
ー
ダ
ー辻 山　幸 宣 氏

　

７
月
30
日
㈮
三
重
地
方
自
治
労
働
文
化
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
１
回
市
町
村
合
併
検
証

研
究
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

前
半
は
、
地
方
自
治
総
合
研
究
所
所
長　

辻
山
幸
宣
氏
よ
り
「
平
成
合
併
検
証
の
問
題
意

識
と
方
法
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
、
後
半
は
四
日
市
大
学
総
合
政
策
学

部
准
教
授　

小
林
慶
太
郎
氏
を
座
長
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。

　

辻
山
氏
の
講
演
で
は
、
合
併
を
検
証
す
る
上
で
の
目
的
、
数
多
く
の
問
題
意
識
及
び
検
証

方
法
に
つ
い
て
提
示
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
中
で
、
三
重

県
内
で
起
こ
っ
て
い
る
問
題
、
そ
の
問
題
に
適
し
た
方
法
を
選
択
し
、
検
証
を
進
め
て
い
き

ま
す
。 第

１
回

市
町
村
合
併
検
証
研
究
会
を

　
　
　
　
　
開
催
し
ま
し
た
。

全
国
で
進
む

　
　
　合
併
検
証

合
併
の

　
　歴
史
的
意
味

自
治
体
の

　
　役
割
・
規
模
と
は
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シ
ッ
プ
を
、
自
治
体
職
員
は
法
制
能
力
な

ど
の
実
務
能
力
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
い
っ
た
自
治
体
の
広
域
化
、
自
治

体
事
務
の
広
範
囲
化
が
進
む
中
で
、
住
民

の
意
思
を
一
つ
に
し
て
、
地
域
社
会
を
共

同
運
営
し
て
い
く
た
め
に
適
し
た
自
治
体

の
サ
イ
ズ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

道
州
制
論
議
は
一
旦
収
束
し
た
感
は
あ
る

が
、
地
域
主
権
改
革
を
進
め
る
前
に
、
平

成
合
併
に
つ
い
て
検
証
し
て
お
く
こ
と

は
、
今
後
の
地
方
行
政
に
と
っ
て
決
し
て

マ
イ
ナ
ス
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

◇

　

三
重
県
内
で
は
、
平
成
15
年

12
月
に
い
な
べ
市
が
合
併
し
た

の
を
皮
切
り
に
、
平
成
18
年
１

月
の
紀
宝
町
の
合
併
ま
で
、
15

の
新
設
合
併
と
１
つ
の
編
入
合

併
を
経
て
、
平
成
15
年
11
月
末

に
69
あ
っ
た
市
町
村
数
は
現
在

29
市
町
ま
で
再
編
さ
れ
て
い
る
。

首
長
選
挙
及
び
議
会
議
員
選
挙

も
２
回
実
施
し
、
落
着
き
を
取

り
戻
し
て
い
る
。

　

合
併
の
歴
史
的
な
意
味
の
確

定
や
自
治
の
サ
イ
ズ
の
究
明
と

い
う
大
命
題
は
、
私
た
ち
の
研

究
会
で
は
到
底
手
に
負
え
な
い

の
で
、
学
者
、
研
究
者
の
方
に

お
任
せ
し
た
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
三
重
県
の
状
況
に
つ
い
て

は
、
私
た
ち
の
方
が
多
少
理
解

す
る
部
分
が
多
く
あ
る
。
三
重

県
と
い
う
特
性
の
中
で
、
合
併
が
も
た
ら

し
た
功
罪
を
考
え
る
場
と
な
れ
ば
と
思

う
。

　
「
合
併
を
し
な
け
れ
ば
良
か
っ
た
」
と

言
っ
て
も
、
も
は
や
戻
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
私
た
ち
の
住
む
三
重
県
の
状
況
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
、
ま
た
今
後
よ
り
良
い

地
域
づ
く
り
の
た
め
に
ど
う
す
べ
き
か
を

考
え
る
上
で
、
そ
の
一
助
に
な
れ
る
よ
う

な
研
究
を
、
自
治
体
現
場
の
目
線
、
住
民

目
線
で
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　（
市
町
村
合
併
検
証
研
究
会
事
務
局
・
当

セ
ン
タ
ー
主
任
研
究
員　

森
川　

和
敏
）

夏目 漱石 著 ／ 講談社学術文庫

　夏目漱石と言えば、「吾輩は猫である」であり、「坊っちゃ
ん」であり、千円札の人ですよね。でも夏目漱石は、文学
だけでなく、講演や演説の名人でもあったそうです。
　この『私の個人主義』は、夏目漱石が明治４４年に行なっ
た５つの講演を収録した講演集です。この講演集が出版さ
れたのは１９７３年、漱石が実際に講演したのは１９１１
年ですから、もう一世紀前の講演なのですが、内容は全く
陳腐にならず、今でも教わるところが多く古びていません。
むしろ、現代のことを予見しているような、さも、同じ平
成の時代を生きているようなそんな感覚に陥ります。
　例えば、講演で話している漱石の言葉を紹介しますと、
「現今の世の中では、職業の数が煩雑になっている」「秀才
が朝から晩まで手蔓（てづる）を探している」「一年も二
年もボンヤリ暮らしているものがある」といったように、
職業の細分化、熾烈な就職活動への疑問、ニートの存在な
ど、今も昔も変わらない状況があったことがわかります。
その中で職業の本質とは何か、個人主義とは何かを論理的
に解説しています。

　その一方で、学習院大学で行
なった講演では、最近の学生は不
真面目だと嘆く教授に対し、「先生
の講義はほとんど聴いたことがな
いといっても好いくらい」と言っ
ています。こういうエピソードが
本人から語られると、日本の大文豪でありお札になったよ
うな偉人にも、意外と親近感が沸いてきます。
　書籍自体は薄く、ユーモアや例えを巧みに使いながら話
しているのでとても読みやすいです。この講演の前年には
大きな病気を患っており、当時の経験や思想が晩年の作品
に影響を与えていると言われていますので、既に多くの作
品を読まれた方も、その背景にある漱石の思想に触れてか
ら、再度読み返してみるのも面白いかもしれません。
　

（主任研究員　森川　和敏）

三
重
県
の

　
　
　状
況

研 究 会 の 様 子

『私の個人主義』『私の個人主義』


