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　「
対
等
・
協
力
」
の
は
ず
の
国
と
地
方
の
関
係

が
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
。
最
近
の
政
治
を
見
て

い
る
と
、
地
方
分
権
の
流
れ
に
逆
行
す
る
よ
う
な

動
き
ば
か
り
が
目
立
つ
。

　
国
が
自
治
体
に
指
示
権
を
行
使
で
き
る
と
定
め

た
改
正
地
方
自
治
法
は
、通
常
国
会
で
成
立
し
た
。

大
規
模
災
害
な
ど
の
非
常
事
態
が
あ
れ
ば
、
個
別

法
に
規
定
が
な
く
て
も
国
が
自
治
体
に
対
応
を
指

示
で
き
る
こ
と
が
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
。

　
改
正
の
前
提
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍

で
国
の
意
向
が
自
治
体
に
伝
わ
ら
ず
、
混
乱
を
招

い
た
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
コ
ロ
ナ
禍
で
は
鈴
木

直
道
知
事
が
法
に
基
づ
か
な
い
緊
急
事
態
宣
言
を

出
す
な
ど
、
自
治
体
間
の
対
応
が
ば
ら
つ
い
た
。

だ
か
ら
と
言
っ
て
国
の
指
示
を
押
し
つ
け
る
よ
う

な
法
改
正
は
危
う
さ
を
感
じ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
教

訓
に
便
乗
し
て
国
の
権
限
を
強
め
よ
う
と
す
る
意

図
が
透
け
て
見
え
る
か
ら
だ
。

　
改
正
案
で
は
、
国
が
個
別
法
で
対
処
で
き
な
い

事
態
に
指
示
権
を
発
動
す
る
と
い
う
。
で
は
、
そ

れ
は
ど
ん
な
ケ
ー
ス
な
の
か
。
国
会
審
議
で
松
本

剛
明
総
務
相
は
「
現
時
点
で
具
体
的
に
想
定
し
う

る
も
の
は
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。
野
党
が
「
想

定
で
き
な
い
な
ら
法
案
の
根
拠
と
な
る
『
立
法
事

実
』
が
な
い
」
と
批
判
す
る
の
は
当
然
だ
。

散 射 韻

れ
だ
け
で
は
な
い
。
岸
田
文
雄
首
相
が
政
権
浮
揚

を
賭
け
る
定
額
減
税
は
、
世
帯
主
の
収
入
に
よ
っ

て
減
税
、
減
税
と
給
付
、
給
付

－

の
三
通
り
に
分

か
れ
る
。
自
治
体
職
員
か
ら
は
「
事
務
作
業
が
大

変
」
と
の
声
が
上
が
る
。
さ
ら
に
企
業
に
は
給
与

明
細
に
減
税
を
明
記
す
る
こ
と
を
求
め
、
地
方
の

中
小
企
業
の
事
務
作
業
は
増
え
る
。

　「
政
権
維
持
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
な
ぜ
苦
労

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」。
あ
る
札
幌
市
職

員
は
素
朴
な
疑
問
を
口
に
す
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
ト
ラ
ブ
ル
を
巡
っ
て
も
、
政
府
は
「
総

点
検
」
と
銘
打
っ
て
自
治
体
に
調
査
を
求
め
た
。

不
要
な
政
府
の
尻
拭
い
を
地
方
に
押
し
つ
け
、
法

改
正
で
言
う
こ
と
を
聞
か
せ
る
。
国
の
地
方
に
対

す
る
優
越
意
識
は
い
つ
ま
で
待
て
ば
解
消
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

　
折
し
も
岸
田
政
権
は
自
民
党
の
派
閥
裏
金
問
題

が
噴
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
政
策
面
で
も
場
当
た

り
的
な
対
応
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
国
民
の
信
を

得
て
い
な
い
の
は
、
低
迷
す
る
内
閣
支
持
率
か
ら

も
明
ら
か
だ
。
地
方
に
指
示
で
き
る
ほ
ど
、
今
の

政
府
が
信
頼
に
足
る
存
在
と
は
思
え
な
い
。
政
府

へ
の
全
権
委
任
は
、戦
前
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
。

今
こ
そ
自
治
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
　＜

転＞

　
危
う
さ
を
感
じ
る
の
は
解
釈
に
よ
っ
て
恣
意
的

な
運
用
が
で
き
る
懸
念
が
消
え
な
い
か
ら
だ
。
改

正
案
で
指
示
権
発
動
の
対
象
は
、
国
民
の
安
全
に

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
そ
の
恐
れ
が
あ
る
場

合
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
ど
ん
な
ケ
ー
ス
を
想

定
し
て
い
る
か
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
の
意
思

に
自
治
体
を「
従
わ
せ
る
」余
地
を
残
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
、
国
の
指
示
が
正
し
い
と
は
限
ら
な

い
。
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
初
期
に
は
安
倍
晋
三
首
相

（
当
時
）
が
唐
突
に
一
斉
休
校
を
要
請
し
て
教
育

現
場
に
大
き
な
混
乱
を
招
い
た
。
む
し
ろ
、
住
民

生
活
に
近
い
自
治
体
の
地
に
足
の
着
い
た
判
断
が

求
め
ら
れ
る
場
面
も
多
い
だ
ろ
う
。
国
と
自
治
体

が
平
時
か
ら
対
等
な
立
場
で
意
思
を
通
わ
せ
る
こ

と
こ
そ
が
、
危
機
管
理
の
肝
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
〇
〇
〇
年
の
地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
後
、

国
と
地
方
の
関
係
は「
上
下・主
従
」で
は
な
く「
対

等
・
協
力
」
に
変
わ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
流
れ
に

逆
行
す
る
法
改
正
が
な
ぜ
行
わ
れ
る
の
か
、
理
解

に
苦
し
む
。
地
方
側
の
対
応
に
も
疑
問
が
残
る
。

コ
ロ
ナ
禍
の
当
時
は
国
に
判
断
基
準
を
求
め
続
け

た
挙
げ
句
、
今
回
の
法
改
正
に
対
し
て
明
確
に
反

対
の
声
を
上
げ
る
首
長
は
少
な
い
。
も
っ
と
危
機

感
を
持
っ
て
対
峙
す
べ
き
問
題
だ
と
思
う
。

　
政
府
に
よ
る
地
方
の
「
従
属
化
」
の
動
き
は
こ

「対等」はどこへ


