
1 北海道自治研究 ２０１６年１月（Ｎo.564）

　
二
〇
一
五
年
は
、
五
〇
年
後
ど
の
よ
う
に
記
録
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
安
全
保

障
関
連
法
」
の
成
立
は
、
日
本
国
憲
法
を
陵
辱
す
る

暴
挙
で
あ
る
。
立
憲
主
義
す
な
わ
ち
近
代
国
家
の
基

盤
を
葬
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
貧
富
の
差
の
拡
大
な
ど
日
本
崩
壊
が

始
ま
っ
た
年
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ

る
。

　
年
末
の
テ
レ
ビ
で
は
、映
画『
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
』

の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
頻
出
し
た
。
第
一
作
目
か
ら
の

フ
ァ
ン
と
し
て
何
に
魅
せ
ら
れ
た
の
か
。
キ
ー
ワ
ー

ド
は
、「
フ
ォ
ー
ス
」（
第
一
作
で
は
「
理
力
」
と
名

訳
さ
れ
て
い
た
）
で
あ
る
。「
フ
ォ
ー
ス
」
に
は
「
光

の
面
」
と
「
暗
黒
面
」
と
が
あ
る
。
白
土
三
平
『
サ

ス
ケ
』
は
、
一
九
六
八
年
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
化
さ
れ
た

と
き
「
光
あ
る
と
こ
ろ
に
影
が
あ
る
」
で
始
ま
っ
て

い
た
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
と
も
か
く
、
冒
頭
の
こ
の
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
は
な
ぜ
か
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
か

ら
約
一
〇
年
後
の
一
九
七
七
年
に
公
開
さ
れ
た
『
ス

タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
』
で
も
、「
光
」
と
「
影
」（
暗
黒
）

が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
。

　
藤
井
聡
編
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
晶
文

社
、二
〇
一
五
年
）
を
読
み
出
し
た
瞬
間
、『
サ
ス
ケ
』

や
『
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
』
の
断
片
、
そ
し
て
、「
光
」

と
「
影
」
が
走
馬
燈
の
よ
う
に
頭
の
中
を
回
り
だ
し

た
。
民
主
主
義
は
「
フ
ォ
ー
ス
」
な
の
で
は
な
い
か
、

と
。
い
ま
さ
ら
何
を
！
と
言
わ
れ
そ
う
で
恥
ず
か
し

い
。
し
か
し
改
め
て
、
民
主
主
義
の
「
光
」
の
面
を

単
純
に
信
奉
し
て
い
る
の
で
は
、
足
元
を
す
く
わ
れ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

　
大
澤
真
幸
は
、
岩
波
講
座
『
現
代
の
現
代
性
―
何

が
終
わ
り
、
何
が
始
ま
っ
た
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇

一
五
年
）
の
第
一
巻
巻
頭
論
文
で
、わ
れ
わ
れ
は
「
完

成
し
た
民
主
主
義
」
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
、
と
述
べ
る
（
大
澤
真
幸
「〈
民
主
主

義
を
超
え
る
民
主
主
義
〉
に
向
け
て
」、
同
書
、
四

頁
）。
わ
れ
わ
れ
が
手
に
し
て
い
る
の
は
「
完
成
し

た
民
主
主
義
」
で
は
な
い
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ

も
「
完
成
し
た
民
主
主
義
」
が
、現
在
は
も
と
よ
り
、

将
来
に
お
い
て
も
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
ス

タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
』
の
最
終
結
末
を
想
定
で
き
な
い

が
、「
フ
ォ
ー
ス
」
と
同
じ
く
、「
民
主
主
義
」
も
「
光

の
面
」
と
「
暗
黒
面
」
と
を
併
せ
持
っ
て
進
展
し
て

い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
で
は
、「
光
の
面
」
を
信
奉
〔
信
奉
と
い
う
言
葉

は
民
主
主
義
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
〕し
て
い
く
に
は
何
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
暗
黒
面
」
は
ど
の
よ
う
に
勢
力
を
増
す
の
か
。

　
杉
田
敦
は
「
今
日
、
代
表
制
は
深
刻
な
危
機
を
迎

え
て
い
る
。
ま
ず
、
代
表
さ
れ
る
べ
き
『
私
た
ち
』

が
何
な
の
か
が
あ
い
ま
い
と
な
り
、
そ
れ
が
代
表
制

の
意
味
を
大
き
く
損
ね
て
い
る
」（
杉
田
敦
「
政
治

の
現
在
と
未
来
」（
前
掲
岩
波
講
座
、
九
八
頁
））
と

述
べ
る
。
そ
し
て
「
主
権
」
が
、
国
内
的
に
は
少
数

意
見
を
封
じ
る
「
多
数
者
の
専
制
」
の
装
置
と
な
り

う
る
（
同
、
一
〇
〇
頁
）
と
注
意
を
促
す
。
ま
た
、

三
浦
ま
り
は
、
卓
見
に
満
ち
た
そ
の
著
作
『
私
た
ち

の
声
を
議
会
へ
―
代
表
制
民
主
主
義
の
再
生
』（
岩

波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
の
中
で
、「
カ
ル
テ
ル
政

党
化
現
象
」（
同
書
六
二
頁
以
下
を
参
照
）
を
危
惧

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
民
主
主
義
の
「
暗

黒
面
」
出
現
に
注
意
を
促
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
藤
井
聡
は
、
徹
底
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

排
除
、す
な
わ
ち
、民
主
主
義
の
「
光
の
面
」
と
「
暗

黒
面
」
と
を
し
っ
か
り
と
認
知
し
、「
暗
黒
面
」
に

踏
み
込
ま
な
い
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

藤
井
は
「
こ
の
世
に
は
美
し
い
も
の
と
そ
う
で
な
い

も
の
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
あ
る
い
は
、
お
い
し

い
も
の
と
お
い
し
く
な
い
も
の
、
楽
し
い
事
と
楽
し

く
な
い
事
が
あ
る
と
い
う
事
を
、
実
感
を
伴
っ
て
体

験
す
る
だ
け
で
い
い
」（
藤
井
聡
編
前
掲
書
、六
二
頁
）

と
処
方
箋
を
提
示
す
る
。

　
し
か
し
、「
暗
黒
面
」
は
、
時
に
魅
力
的
で
あ
る
。

真
実
を
考
え
曝
く
こ
と
を
放
棄
し
、
流
れ
に
身
を
任

せ
れ
ば
片
時
の
安
寧
を
手
に
入
れ
た
か
と
錯
覚
し
て

し
ま
う
の
だ
か
ら
。「
長
い
暗
黒
の
歴
史
の
後
に
、

人
類
は
よ
う
や
く
政
治
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
運
命
に

抗
い
、自
然
の
秩
序
を
覆
そ
う
と
し
た
政
治
に
死
を
。

政
治
の
な
い
世
界
に
幸
あ
れ
。」
と
唱
え
る
人
々
の

出
現
（
杉
田
敦
前
掲
、
一
〇
三
頁
）
を
わ
れ
わ
れ
は

座
し
て
待
っ
て
は
い
け
な
い
。
暗
黒
の
使
者
は
、
甘

い
言
葉
で
人
々
を
誘
い
込
む
。
お
さ
お
さ
注
意
を
怠

ら
な
い
こ
と
、
理
性
で
考
え
る
こ
と
、
こ
れ
を
う
っ

か
り
忘
れ
た
と
き
、
民
主
主
義
は
「
暗
黒
面
」
に
深

く
侵
蝕
さ
れ
て
し
ま
う
。
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光
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つ
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