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初
の
指
定
管
理
者
の
選
定
を

終
え
た
地
方
自
治
体

指
定
管
理
者
制
度
は
、
地
方
自
治
法
第
２

４
４
条
「
公
の
施
設
」
に
関
す
る
２
０
０
３

年
の
法
改
定
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ

る
。
地
方
自
治
法
に
い
う
「
公
の
施
設
」
と

は
、
具
体
的
に
は
道
路
、
公
共
交
通
機
関
、

公
園
、
学
校
、
図
書
館
、
博
物
館
、
保
育

所
、
幼
稚
園
、
上
下
水
道
、
病
院
、
市
民
会

館
、
公
会
堂
、
公
民
館
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施

設
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
そ
し
て
劇
場
、
コ
ン

サ
ー
ト
ホ
ー
ル
等
の
文
化
会
館
等
を
い
う
。

こ
れ
ま
で
も
公
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
自
治

体
が
直
営
で
管
理
し
な
い
場
合
は
、
地
方
自

治
法
、
お
よ
び
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定

に
よ
り
限
定
さ
れ
た
団
体
に
、
管
理
を
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
た
と
え
ば
、
○
○
財
団
あ

る
い
は
事
業
団
と
い
っ
た
外
郭
団
体
（
あ
る

い
は
自
治
体
出
資
法
人
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
今

回
の
地
方
自
治
法
の
改
定
に
よ
り
、
そ
の
管

理
委
託
先
の
団
体
に
つ
い
て
の
制
限
が
な
く

な
っ
た
こ
と
で
、
民
間
の
営
利
を
追
求
す
る

団
体
や
組
織
を
、
期
間
を
定
め
て
、
指
定
管
理

者
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。

こ
の
制
度
改
革
が
、
近
年
我
が
国
の
政
府

に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
き
た
規
制
緩
和
や
民

営
化
の
潮
流
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
誤
解
し

て
は
な
ら
な
い
の
は
、
民
営
化
を
義
務
づ
け

る
法
改
定
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
回
の
指
定
管
理
者
制
度
が
導
入
さ
れ
た

こ
と
で
、
施
設
管
理
を
委
託
し
て
い
た
施
設

に
つ
い
て
は
、
06
年
９
月
ま
で
に
指
定
管
理

者
を
定
め
る
か
、
あ
る
い
は
直
営
に
よ
る
管

理
と
す
る
か
を
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
が
、
多
く
の
自
治
体
は
指
定
管
理
者
を
定

め
る
こ
と
を
選
び
、
関
連
条
例
の
改
定
な
ど

を
経
て
、
ひ
と
ま
ず
初
め
て
の
指
定
管
理
者

の
選
定
を
終
え
た
。
現
在
、
各
自
治
体
は
、

初
め
て
と
な
っ
た
今
回
の
指
定
管
理
者
の
選

定
は
適
正
な
手
続
き
で
行
な
え
た
の
か
、
最

も
効
果
的
な
管
理
者
を
選
定
で
き
た
の
か
、

今
後
は
選
定
し
た
管
理
者
を
ど
の
よ
う
に
評

価
を
し
て
い
け
ば
い
い
か
、
あ
る
い
は
次
の

選
定
を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
、
な
ど
を
検

証
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
制
度
導
入
と
実
施
に
お
い
て
は
、
ど
の

自
治
体
に
お
い
て
も
か
な
り
の
と
ま
ど
い
が

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
あ

る
。
公
の
施
設
と
い
っ
て
も
、
先
に
挙
げ
た
よ

う
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
制
度
を
い
わ
ゆ
る
民
営
化
推

進
法
の
よ
う
に
捉
え
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て

は
民
営
化
に
照
準
を
定
め
て
、
そ
れ
が
進
ま

な
い
こ
と
を
批
判
す
る
記
事
も
見
受
け
ら
れ

た
。
行
政
内
部
に
お
い
て
も
、
民
営
化
の
た

め
に
犠
牲
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
外
郭
団
体

に
対
し
て
同
情
的
視
線
を
投
げ
か
け
て
、
法

改
定
を
批
判
す
る
向
き
も
あ
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
一
面
的
で
あ

る
。
本
来
こ
の
制
度
は
自
治
体
と
し
て
の
独

自
性
を
出
せ
る
自
由
を
抱
合
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

指
定
管
理
者
制
度
が

導
入
さ
れ
た
理
由

さ
て
こ
の
指
定
管
理
者
制
度
が
導
入
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
、
理
由
と
い
っ
た
も

の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
03
年
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５
月
27
日
衆
議
院
総
務
委
員
会
の
会
議
録
に

よ
れ
ば
、
今
回
の
改
定
の
趣
旨
が
以
下
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
「
住
民
の
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
」

し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に
「
効
果
的
、
効

率
的
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
民
間
の
事
業

者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
広
く
活
用
す
る
こ
と
」
が

有
効
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
「
公
的
主
体
以

外
の
民
間
主
体
に
お
い
て
も
十
分
な
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
能
力
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
増
加

し
て
い
る
」。

さ
ら
に
、
02
年
度
の
構
造
改
革
特
区
構
想

の
第
一
次
提
案
の
中
に
、
複
数
の
自
治
体
か

ら
「
第
３
セ
ク
タ
ー
（
公
共
団
体
や
自
治
体
の

出
資
法
人
等
）
以
外
に
、
民
間
企
業
が
地
方

公
共
団
体
の
設
置
し
た
公
の
施
設
を
管
理
で

き
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
」
と
の
提
案
が
出

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
は
総
務
省
は
「
特
定
の
地
域
に
限
定
せ
ず
、

一
般
的
な
事
項
と
し
て
、
次
期
通
常
国
会
を

念
頭
に
、
公
の
施
設
の
管
理
受
託
者
の
範
囲

を
株
式
会
社
等
の
民
間
事
業
者
に
ま
で
拡
大

す
る
よ
う
地
方
自
治
法
等
の
既
定
の
整
備
を

行
う
」
と
回
答
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

地
方
自
治
法
に
規
定
さ
れ
た
「
公
の
施
設
」

は
、
「
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も

っ
て
そ
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
」
で

あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
根
拠
は
地
方
自
治
法
の

「
住
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
属
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
役
務
の

提
供
を
ひ
と
し
く
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
公
の

施
設
」
の
設
置
は
自
治
体
の
責
務
で
あ
る
。

と
く
に
、
こ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
サ

ー
ビ
ス
は
施
設
設
置
と
一
体
に
考
え
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
設
置
し
た
施
設
を

活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
い
う
こ
と
に

は
む
し
ろ
無
頓
着
だ
っ
た
。
行
政
自
体
が
納

税
者
た
る
住
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
で
あ

る
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
が
重
要
に
な
っ

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ハ
ー
ド
と
し
て
の
文
化
施
設
と

ソ
フ
ト
と
し
て
の
運
用

自
治
体
設
置
の
文
化
施
設
は
と
く
に
１
９

８
０
年
代
以
降
、
急
激
に
増
加
し
て
き
て
い

る
。
博
物
館
（
美
術
館
を
含
む
）
は
、
博
物

館
法
が
存
在
す
る
関
係
で
、
そ
の
目
的
、
運

営
組
織
、
専
門
家
（
学
芸
員
）
の
配
置
等
に

つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
劇
場

や
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
等
を
備
え
た
文
化
会

館
に
つ
い
て
は
設
置
し
た
自
治
体
が
設
置
条

例
を
制
定
し
て
い
る
も
の
の
、
全
国
的
に
通

用
す
る
法
律
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

自
治
体
が
各
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
施

設
を
建
設
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

全
国
に
建
設
さ
れ
て
き
た
コ
ン
サ
ー
ト
ホ

ー
ル
、
演
劇
用
劇
場
、
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
仕
様

の
劇
場
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
う
ら
や
む

よ
う
な
設
備
を
備
え
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
我
が
国
の
自
治
体
の
こ
れ
ら
文
化
施
設
の

違
い
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
そ
の
施
設
を
使
う
創
造
集
団
お
よ
び
専

門
職
員
が
い
る
か
、
い
な
い
か
で
あ
る
。
我

が
国
の
自
治
体
は
ハ
ー
ド
の
す
ば
ら
し
さ
は

輸
入
し
た
が
、
そ
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
導

入
で
き
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
よ
う
に
使

う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ハ
ー
ド

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
源
を
持
つ
芸
術
の
た
め
に

生
ま
れ
、
高
度
に
専
門
化
さ
れ
て
き
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
あ
り
た
く

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
我
が
国
独
自
の
使
い
方

を
模
索
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
果
敢
に
挑
戦
し
て
き

た
自
治
体
も
あ
り
、
施
設
に
創
造
集
団
を
持

つ
例
が
若
干
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
兵
庫
県

立
ピ
ッ
コ
ロ
劇
団
を
擁
す
る
兵
庫
県
立
尼
崎

青
少
年
創
造
劇
場
（
通
称
ピ
ッ
コ
ロ
シ
ア
タ

ー
）
、
水
戸
室
内
管
弦
楽
団
や
劇
団
Ａ
Ｃ
Ｍ

な
ど
を
持
つ
水
戸
芸
術
館
、
俳
優
や
ダ
ン
サ

ー
が
所
属
す
る
芸
術
局
を
持
つ
静
岡
県
舞
台

芸
術
セ
ン
タ
ー
、
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル
ダ
ン
ス
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カ
ン
パ
ニ
ー
「N

oism

」
が
あ
る
新
潟
市
民

芸
術
文
化
会
館
（
通
称
り
ゅ
ー
と
ぴ
あ
）
な
ど

が
あ
る
。
ま
た
、
創
造
集
団
を
持
た
ず
と
も
、

施
設
の
特
徴
を
活
か
し
た
独
自
の
事
業
を
展

開
す
る
横
浜
能
楽
堂
、
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク

シ
ア
タ
ー
な
ど
、
全
国
に
先
駆
け
た
事
業
展

開
で
異
彩
を
放
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

公
立
文
化
施
設
利
用
の

不
活
発
な
状
況

し
か
し
、
少
々
前
に
な
る
が
、
２
０
０
０

年
度
に
は
文
化
庁
と
（
財
）
地
域
創
造
（
芸
術

文
化
の
振
興
に
よ
る
創
造
性
豊
か
な
地
域
づ
く

り
を
目
的
と
し
て
、
全
国
の
地
方
団
体
等
の
出

捐
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
財
団
）
が
、
公
立
文
化

施
設
の
調
査
を
行
な
っ
て
お
り
、
両
者
と
も

に
そ
れ
ら
の
施
設
が
十
分
に
使
わ
れ
て
い
な

い
状
況
を
指
摘
し
た
。

調
査
報
告
書
の
概
要
は
左
記
コ
ラ
ム
の
と

お
り
で
あ
る
が
、
骨
子
と
し
て
は
、
特
徴
的

な
文
化
施
設
が
出
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
総
体
と
し
て
の
公
立
文
化
施
設
が
不

活
発
な
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
、
そ
の

打
開
策
が
提
案
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
ら
の
調
査
報
告
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
我
が
国
の
公
立
の
文
化
施
設
が
適
正
な

管
理
の
行
な
わ
れ
て
い
る
「
公
の
施
設
」
で

あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な

か
っ
た
現
状
が
読
み
取
れ
る
。
芸
術
文
化
施

設
は
た
ん
に
東
京
や
海
外
か
ら
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
を
呼
ん
で
き
て
、
年
に
数
回
公
演
を
行
な

う
と
い
う
鑑
賞
型
の
貸
し
出
し
小
屋
施
設
で

は
な
い
。
住
民
が
趣
味
と
し
て
芸
術
文
化
の

受
け
手
と
し
て
享
受
し
、
満
足
す
る
こ
と
だ

け
を
目
指
す
生
涯
学
習
的
施
設
で
あ
る
の
な

ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
施
設
で
十
分
に
事
足
り

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

公
共
文
化
施
設
が
建
設
さ
れ
た
の
は
、
舞

台
芸
術
を
通
し
て
多
様
な
価
値
を
知
り
、
創

造
的
活
動
を
通
じ
て
地
域
文
化
を
自
ら
作
り

上
げ
て
い
く
拠
点
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
う

る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
ば
、

芸
術
文
化
の
普
及
、
創
造
的
活
動
の
支
援
・

環
境
提
供
と
い
う
分
野
を
サ
ポ
ー
ト
、
あ
る

い
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
「
専
門
家
」
が

必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
制
度
化
さ
れ
る
必

要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
専
門
的
知
識

は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
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文化庁 ●

「公立文化会館の活性化に関する
調査研究協力者会議」報告（2000年）

http://www.mext.go.jp/b_menu///houdou/12/07/000725.htm

「現在、全国の公立文化会館は、2031館（平成12年
５月現在）あるが、近年の先端的なものを除き、会
館の中には、現在、活動が必ずしも活発でないとい
う批判を受けている所も少なくない」と指摘した上
で、今後の公立文化施設のあり方について、

①地域特性、施設特性に応じた事業の実施と機動
的な運営体制

②地域・住民に積極的に働き掛け、地域文化の中
核的な役割を担う

③文化会館の芸術文化創造機能や運営能力の高度
化を図る

などの提言がなされている。
そして設置者の役割としては、「地域の状況や会館
建設後の運営経費等を踏まえ、十分な検討を行っ
た上で、公立文化会館の設置理念を明確化するこ
とが必要である。また、既存の会館についても状
況の変化に対応して見直していくことが必要であ
る」としている。

（財）地域創造 ●

「地域文化施設における財団運営に関する調査」
（2002年）

http://www.jafra.nippon-net.ne.jp/
publication/report/r_h14/index.html

財団運営のあり方について、①時代・環境を認識せ
よ、②すべては「ミッション」からはじまる、③活力
ある財団運営は内部改革から、④施設を有効に活
かせ、⑤財団の活性化はわが国文化行政の緊急課
題、⑥地域や市民に求められる財団であれ、とい
う提言がなされている。

（財）地域創造 ●

調査報告「地域文化施設に活力を――これからの
運営のあり方を考える」（2003年）
http://www.jafra.nippon-net.ne.jp/
publication/report/r_h15/index.html

文化施設が「地域づくりの拠点に至るまでのプロ
セス」として、①地域文化・人材（住民）など地域を
よく知る、②内外の芸術を知り、アーティストなど
との関係を構築する、③地域文化施設を地域づく
りの拠点へと構想する、④組織・体制を整える、⑤
長期的な戦略で企画・立案し、実行する、⑥評価を
追跡・蓄積して新たな目標につなげていく、と具体
的な事例を出しながら述べている。

調査報告書の概要
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短期間の指定が多いことは、2回目
の指定、選考に対して、各自治体
及び各指定管理者にとって緊急の
課題となっていることを示している�
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て
い
な
い
こ
と
が
大
い
に
問
題
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
指
定
管
理
者
制
度
を
活
用

す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
不
備
を
見
直
し
、
よ

り
よ
い
施
設
運
営
へ
と
転
換
で
き
る
は
ず
な

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
指
定
管
理
者
選

定
の
制
度
設
計
は
各
自
治
体
に
任
さ
れ
て
お

り
、
当
該
自
治
体
の
目
的
に
合
致
し
た
方
法

を
採
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

自
治
体
や
議
会
の
能
力
が

問
わ
れ
て
い
る

し
か
し
、
そ
の
際
に
問
わ
れ
る
の
が
、
ま
さ

に
自
治
体
お
よ
び
議
会
の
自
治
能
力
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
は
、
短
期
的
な
経
済
的
利
益
を

追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
長
期
的
ス
パ
ン
で

地
域
の
発
展
を
思
考
し
て
い
き
、
そ
の
中
で

文
化
施
設
の
役
割
を
理
解
し
、
機
能
さ
せ
て

い
く
た
め
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

指
定
期
間
を
何
年
に
決
め
る
か
も
自
由
で

あ
る
。
文
化
の
環
境
醸
成
に
20
年
か
か
る
と

考
え
れ
ば
、
そ
れ
を
指
定
期
間
に
し
て
も
構

わ
な
い
。
つ
ま
り
、
誰
を
、
ど
の
よ
う
な
基

準
で
、
ど
の
よ
う
に
、
何
年
間
指
定
す
る
か

と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
が
設

計
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
共
文
化
施
設

の
問
題
を
と
ら
え
返
し
、
自
治
体
の
ビ
ジ
ョ

ン
に
沿
っ
た
、
効
果
的
成
果
を
も
た
ら
す
組

織
を
選
定
す
れ
ば
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
は
そ
れ
を
各
公
の
施

設
の
特
徴
ご
と
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
作
業
量
た
る
や
相

当
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
そ
れ

を
承
認
す
る
の
は
最
終
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
議

会
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
治
体
や
議
会
の

自
治
能
力
の
脆
弱
さ
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
有
様
を

見
て
、
落
胆
し
た
住
民
も
多
か
っ
た
と
思
う
。

選
定
の
基
準
と
し
て
、
総
務
省
が
、
公
平

性
、
効
果
性
、
経
済
性
、
安
定
性
を
挙
げ
て

い
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
れ
ま

で
は
経
済
性
に
注
目
を
し
た
民
営
化
議
論
が

先
行
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に

多
く
の
自
治
体
財
政
の
状
況
は
悪
化
し
て
い

る
。
聖
域
は
な
い
。

ち
な
み
に
芸
術
文
化
活
動
は
、
よ
ほ
ど
の

条
件
が
そ
ろ
わ
な
い
限
り
は
収
益
を
上
げ
る

こ
と
は
難
し
い
分
野
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

自
治
体
が
子
ど
も
や
高
齢
者
な
ど
で
き
る
だ

け
多
く
の
人
に
地
元
で
、
安
く
舞
台
芸
術
の

機
会
を
提
供
す
る
と
い
う
施
策
を
行
な
お
う

と
思
っ
た
時
点
で
、
そ
れ
は
収
益
の
上
が
ら

な
い
事
業
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

な
ぜ
自
治
体
は
文
化
政
策
を
行
な
う
の
か
。

そ
れ
を
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
自
治
体
が
文
化
支
援
政
策
を
展

開
す
る
際
の
障
害
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
芸

術
文
化
が
、
福
祉
や
医
療
の
よ
う
に
人
の
生

き
死
に
は
関
係
せ
ず
、
せ
い
ぜ
い
生
活
を
彩

る
飾
り
程
度
の
余
暇
と
い
っ
た
意
識
の
下
で

行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
も
あ
る
。
し
か
し
、

お
そ
ら
く
今
の
中
央
政
府
は
そ
の
よ
う
に
考

え
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
首
相
官
邸
に
知
的
財

産
戦
略
本
部
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
現
在
、
政
府
を
挙
げ
て
の
コ
ン

テ
ン
ツ
政
策
、
知
的
財
産
戦
略
が
展
開
さ
れ

て
お
り
、
広
い
意
味
で
の
知
的
創
造
的
文
化

活
動
が
産
業
と
結
び
つ
く
重
要
な
資
源
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
政
策
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、

長
ら
く
日
本
は
、
人
材
こ
そ
資
源
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
人
材
の
あ
り
方
が
、

高
度
成
長
時
代
と
は
異
な
り
、
知
的
創
造
的

人
材
に
変
わ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
知
的
創
造

的
人
材
の
育
成
に
芸
術
文
化
が
影
響
を
与
え

る
一
要
素
で
あ
る
こ
と
を
誰
が
疑
う
だ
ろ
う

か
。
人
材
育
成
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
即

学
校
教
育
と
い
う
話
に
な
る
が
、
学
校
教
育

の
枠
組
み
で
は
決
し
て
で
き
な
い
人
材
育
成

も
あ
る
。
自
治
体
や
議
会
も
、
芸
術
文
化
が

た
ん
な
る
慰
み
で
あ
る
と
い
う
段
階
を
そ
ろ

そ
ろ
越
え
て
ほ
し
い
。a

シリーズ――文化による都市創造●13


