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第
16
章　

現
在
の
中
央
・
地
方
関
係
へ
の
一
考
察

─
沖
縄
に
お
け
る
「
自
立
論
」
を
中
心
に

佐
道　

明
広

は
じ
め
に

　

最
近
の
「
地
域
主
権
」
論
議
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
方
と
中
央
の
関
係
は
現
在
見
直
し
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
地
域
経
済
は

疲
弊
し
、
破
た
ん
す
る
自
治
体
も
出
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
域
経
済
の
立
て
直
し
を
含
め
た
地
方
制
度
改
革
は
、
九
〇
年
代
以

降
に
大
き
く
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
一
九
九
五
年
に
地
方
分
権
推
進
法
、
九
九
年
地
方
分
権
一
括
法
、
二
〇
〇
六
年
に
地
方
分

権
改
革
推
進
法
な
ど
が
定
め
ら
れ
、「
機
関
委
任
事
務
の
廃
止
」「
国
の
関
与
の
廃
止･

縮
小
と
法
定
化
」「
権
限
移
譲
」「
税
財
源
の

移
譲
」
な
ど
が
進
め
ら
れ
て
き
た（

１
）。

平
成
の
大
合
併
と
言
わ
れ
る
地
方
自
治
体
の
合
併
で
、
自
治
体
数
も
大
幅
に
減
少
し
、
現
在
は
第

三
〇
次
地
方
制
度
調
査
会
が
分
権
改
革
に
つ
い
て
の
審
議
を
進
め
て
い
る（

２
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
分
権
の
動
き
が
進
展
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な

い
。
国
か
ら
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲
も
行
わ
れ
て
は
い
る
が
、
権
限
に
実
質
的
内
容
を
伴
わ
な
い
も
の
も
多
く
、
自
治
体
の
経
済
的
疲

弊
状
態
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
二
〇
〇
九
年
の
政
権
交
代
の
時
期
に
、「
地
域
主
権
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
の
も
、
遅
々

と
し
て
進
ま
な
い
分
権
の
動
き
に
対
す
る
不
信
が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
る
。
地
方
の
活
性
化
は
、
日
本
の
将
来
を
左
右
す
る
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重
要
な
問
題
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
な
か
な
か
議
論
が
進
ま
な
い
の
は
、
中
央
官
庁
の
権
限
を
大
幅
に
削
り
、
そ
れ
を
地
方
に
財
源
も
含

め
て
大
幅
に
移
譲
す
る
こ
と
へ
の
中
央
官
庁
の
根
強
い
反
対
が
あ
る
点
が
重
要
な
原
因
で
あ
る
。
ま
た
、
中
央
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

る
ほ
う
が
、
地
元
へ
の
利
益
誘
導
を
行
い
や
す
い
と
い
う
政
治
の
論
理
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
の
が
、
こ
の
問
題
が
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
関
係
と
い
う
、
ま
さ
に
日
本
と
い
う
国
の
「
か
た
ち
」、
す
な
わ
ち

国
家
論
に
結
び
つ
く
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
明
治
国
家
建
設
以
来
、
中
央
に
権
限
を
集
中
す
る
制
度
を
営
々
と
し
て
つ
く
り
、
地
方
の

権
限
を
低
く
抑
え
る
の
が
近
代
日
本
国
家
の
姿
で
あ
っ
た
。
現
在
の
地
方
分
権
論
は
、
そ
う
い
っ
た
あ
り
方
に
変
更
を
迫
ろ
う
と
い
う

も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
議
論
に
な
る
と
論
者
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
ま
と
ま
ら
な
い
。
ま
た
、
分
権
に
対
す
る
地
域
間
の
温
度
差
も

大
き
い（

３
）。

道
州
制
の
議
論
の
先
も
見
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
前
述
の
「
地
域
主
権
」
を
唱
え
る
民
主
党
が
政
権
政
党
に
な
っ
た
こ
と

で
、
こ
の
議
論
が
進
ん
だ
か
と
言
え
ば
現
状
で
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
地
方
分
権
論
議
の
先
は
ま
だ
ま
だ
見
え
て
こ
な
い
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
分
権
改
革
の
議
論
と
は
別
に
、
独
自
に
自
ら
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
構
想
を
描
き
、
政
府
と
交
渉
し
て
実
現
寸
前

ま
で
い
っ
た
自
治
体
が
あ
る
。
沖
縄
の
「
国
際
都
市
形
成
構
想
」
で
あ
る
。
沖
縄
は
周
知
の
よ
う
に
か
つ
て
は
琉
球
国
と
い
う
独
立
国

家
で
あ
り
、
日
本
本
土
と
は
歴
史
的
に
複
雑
な
関
係
が
あ
る
。
現
在
で
も
、
日
米
安
保
条
約
に
基
づ
く
在
日
米
軍
基
地
が
、
日
本
全
体

の
約
七
四
パ
ー
セ
ン
ト
も
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
が
沖
縄
と
政
府
を
対
立
さ
せ
る
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
の
沖
縄
が
、
九
五
年

に
打
ち
出
し
た
「
国
際
都
市
形
成
構
想
」
は
、「
一
国
二
制
度
」
の
内
容
を
持
ち
、
今
議
論
さ
れ
て
い
る
様
々
な
分
権
論
を
先
取
り
し

た
も
の
を
多
く
含
ん
で
い
た
。
こ
の
構
想
は
結
果
的
に
は
挫
折
し
た
が
、
こ
う
し
た
現
行
の
法
的
枠
組
み
の
大
幅
改
編
を
目
指
す
構
想

が
出
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
反
応
が
生
じ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
つ
の
重
要
な
事
例
を
提
供
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
構
想
に
か
か
わ
る
政
治
過
程
を
見
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
の
地
方
分
権
問
題
を
見
る
う
え
で
も
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
国
際
都
市
形
成
構
想
が
影
響
し
て
策
定
さ
れ
た
「
与
那
国
自
立
構
想
」
ま
で
見
る
こ
と
で
、
政
府
と
沖
縄
の
九
〇
年
代
か
ら
現
在

ま
で
の
関
係
の
一
端
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
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そ
こ
で
本
章
で
は
、「
国
際
都
市
形
成
構
想
」
お
よ
び
「
与
那
国
自
立
構
想
」
が
ど
の
よ
う
な
背
景
・
経
緯
か
ら
生
ま
れ
、
ど
ん
な

内
容
を
持
ち
、
そ
し
て
な
ぜ
挫
折
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い（

４
）。

一　

沖
縄
自
立
論
の
内
容

　

沖
縄
は
周
知
の
よ
う
に
、
か
つ
て
琉
球
と
い
う
独
立
国
家
で
あ
っ
た
。
一
四
世
紀
に
は
近
隣
の
日
本
や
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
に
も
貿

易
船
を
送
る
交
易
国
家
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る（

５
）。

す
な
わ
ち
、
中
華
帝
国
を
中
心
と
し
た
冊
封
体
制
の
中
に
あ
っ

て
、
ア
ジ
ア
海
洋
交
易
圏
の
中
で
繁
栄
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る（

６
）。

そ
れ
は
琉
球
す
な
わ
ち
沖
縄
の
地
理
的
特
性
を
生
か
し
た
自
然
の
選

択
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
一
六
〇
九
年
に
薩
摩
に
よ
る
征
服
を
受
け
て
以
来
、
中
国
と
日
本
の
両
国
に
服
属
す
る
国
家
と
し

て
近
代
を
迎
え
た
。
そ
し
て
一
八
七
九
年
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
琉
球
処
分
」
に
よ
っ
て
尚
王
朝
は
廃
さ
れ
、
日
本
の
中
の
沖
縄
県
と
し

て
近
代
国
家
体
系
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（

７
）。

こ
う
し
て
沖
縄
は
、
明
治
維
新
後
に
近
代
主
権
国
家
体
制
の
下
で
歩
み

始
め
た
日
本
の
、
一
地
域
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

薩
摩
に
よ
る
支
配
を
受
け
て
い
た
と
は
い
え
、
中
国
に
も
服
属
し
、
尚
王
朝
と
い
う
独
自
の
王
朝
が
存
続
し
て
い
た
沖
縄
に
と
っ

て
、
明
治
の
琉
球
処
分
は
日
本
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
、
沖
縄
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
直
し
を
迫
る
事

態
を
生
じ
さ
せ
た（

８
）。

す
な
わ
ち
「
ヤ
マ
ト
」
と
の
距
離
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
が
、
沖
縄
の
主
体
性
や
伝
統
と
の
関
係
で
重
要

な
課
題
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
後
、
沖
縄
に
お
い
て
は
、
日
本
と
の
一
体
化
を
考
え
る
意
見
と
、
独
立
論
を
も
含
む
自
立
へ
の

志
向
を
内
在
し
た
議
論
の
二
つ
が
大
き
な
潮
流
と
し
て
続
い
て
い
く
。
そ
し
て
後
者
は
、
沖
縄
自
立
論
と
い
う
形
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
内

容
と
意
義
を
も
っ
て
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る（

９
）。

　

以
上
の
よ
う
な
議
論
は
沖
縄
の
近
代
史
で
は
絶
え
ず
行
わ
れ
て
き
た
が
、
本
土
復
帰
の
前
後
に
お
い
て
、
や
は
り
活
発
な
議
論
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
中
で
も
、
著
名
な
経
済
学
者
で
あ
る
平
恒
次
イ
リ
ノ
イ
大
学
教
授
が
沖
縄
の
本
土
復
帰
に
あ
た
っ




