
第

」_

ノＸ

章

7白「

四
齢
化
・
分
権
化
時
代
に
お
け
る
住
民
意
識

第
一
節
　
高
齢
化
の
進
行
と
地
方
自
治
体
の
役
割

堤
　
　
英
敬

　
日
本
は
世
界
に
類
を
見
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
少
子
化
、
高
齢
化
が
進
展
し
て
お
り
、
社
会
保
障
政
策
の
在
り
方

は
、
広
く
重
要
な
課
題
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
に
導
入
さ
れ
た
介
護
保
険
制
度
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
都
道
府
県
や
市
町
村
と
い
っ
た
地
方
自
治
体
に
は
、
社
会
保
障
の
担
い
手
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
介
護
保
険
制
度
は
原
則
と
し
て
市
町
村
を
保
険
者
と
し
て
運
営
さ
れ
て
お
り
、

市
町
村
が
介
護
保
険
事
業
計
圃
を
策
定
し
、
保
険
料
を
決
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
町
村
に
よ
っ
て
保
険
料
は

異
な
る
が
、
Ｔ
万
で
条
例
を
定
め
る
こ
と
で
市
町
村
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま

た
、
二
〇
〇
六
年
施
行
の
改
正
介
護
保
険
法
で
は
「
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
」
が
創
設
さ
れ
、
そ
の
事
業
者
指
定
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は
市
町
村
が
行
う
こ
と
に
な
っ
た
り
、
介
護
予
防
事
業
、
包
括
的
支
援
事
業
そ
の
他
の
地
域
支
援
事
業
を
市
町
村

が
行
う
こ
と
に
な
る
な
ど
、
運
営
主
体
と
し
て
の
市
町
村
の
役
割
が
い
っ
そ
う
高
め
ら
れ
た
。
事
業
計
圃
の
策
定

や
保
険
科
の
決
定
と
い
っ
た
介
護
保
険
の
運
営
に
お
い
て
、
市
町
村
ご
と
に
差
異
が
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、

行
政
学
者
の
大
森
俑
が
い
う
よ
う
に
、
住
民
参
圃
と
説
明
責
任
の
確
保
を
通
じ
て
地
方
自
治
の
拡
充
を
図
る
チ
ヤ

砂
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ン
ス
と
も
い
え
る
（
大
森
俑
「
分
権
改
革
と
社
会
福
祉
の
課
題
」
『
社
会
福
祉
研
究
』
九
三
号
、
三
四
頁
）
。

　
近
年
進
め
ら
れ
て
い
る
地
方
分
権
も
、
地
方
自
治
の
拡
充
を
理
念
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
施
行

さ
れ
た
地
方
分
権
推
進
一
括
法
で
は
、
国
の
仕
事
を
地
方
自
治
体
の
首
長
へ
と
委
任
す
る
機
関
委
任
事
務
が
廃
止

さ
れ
て
法
定
受
託
事
務
（
一
部
は
自
治
事
務
化
）
と
な
り
、
特
定
の
施
設
や
特
別
の
資
格
を
持
っ
た
職
員
を
置
く

こ
と
を
義
務
づ
け
た
必
置
規
制
が
緩
和
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
方
税
法
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
税
を
新
設
・
変
更

す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
り
、
都
道
府
県
の
場
合
は
（
施
行
当
時
は
）
自
治
大
臣
、
市
町
村
の
場
合
は
都
道
府

県
知
事
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
地
方
債
の
起
債
が
協
議
制
へ
と
改
め
ら
れ
た
り
し
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
改
革

は
、
国
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
活
動
の
制
限
を
弱
め
、
地
方
自
治
体
が
独
自
に
そ
の
活
動
を
行
え
る
こ
と
を
目
指

し
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
財
政
的
な
中
央
－
地
方
関
係
に
つ
い
て
は
小
泉
内
閣
期
に
、
税
源
移
譲
、
国
庫
支
出

金
の
削
減
、
地
方
交
付
税
交
付
金
の
削
減
を
セ
ッ
ト
と
し
た
「
三
位
一
体
の
改
革
」
が
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、

権
限
と
財
源
が
拡
大
し
た
地
方
自
治
体
の
政
策
立
案
・
執
行
能
力
を
高
め
る
た
め
と
し
て
、
市
町
村
合
併
が
進
め

ら
れ
た
（
一
連
の
地
方
分
権
の
内
容
や
決
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
西
尾
勝
『
地
方
分
権
改
革
』
を
参
照
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
地
方
白
治
体
に
は
地
域
社
会
に
お
い
て
よ
り
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
Ｔ
万
で
地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
高
齢
化
は
急
速
な
勢

い
で
進
行
し
て
お
り
、
今
後
、
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
歳
出
は
増
額
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
一
方
で
、
バ

ブ
ル
期
に
お
け
る
大
型
公
共
投
資
と
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
の
長
引
く
景
気
の
低
迷
は
、
地
方
財
政
の
悪
化
を
も
た
ら

し
た
。
ま
た
、
「
三
位
一
体
の
改
革
」
を
具
体
化
さ
せ
る
過
程
に
お
い
て
地
方
自
治
体
か
ら
の
要
求
は
必
ず
し
も

即
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第六章　高齢化・分権化時代における住民意識

実
現
し
て
お
ら
ず
、
地
方
の
財
政
的
自
律
性
確
保
と
い
う
目
的
は
必
ず
し
も
実
現
し
て
い
な
い
と
い
う
評
価
も
あ

る
。第

二
節
　
地
方
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
地
方
分
権
に
対
す
る
住
民
意
識

　
地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
こ
う
し
た
環
境
は
、
地
方
自
治
体
の
と
り
う
る
施
策
を
制
約
す
る
可
能
性
が
高
い
こ

と
を
意
昧
す
る
。
す
な
わ
ち
、
住
民
負
担
を
増
や
し
て
で
も
従
来
通
り
（
あ
る
い
は
従
来
以
上
）
の
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
住
民
負
担
は
従
来
通
り
（
あ
る
い
は
従
来
よ
り
も
低
下
）
と
し
つ
つ
も
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
下
げ
る
の
か
と
い
う
選
択
を
、
地
方
自
治
体
自
身
に
否
応
な
く
迫
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
の
も
、
ま
た
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
の
も
地
域
住
民
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
分
権
化
、
高
齢
化
と
い
う
政
治
、
社
会
環
境
に
お
い
て
、
地
方
自
治
体
が
ス
ム
ー
ス
に
政
策
を
立

案
、
実
施
し
て
い
く
た
め
に
は
、
住
民
意
識
の
把
握
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
地
方
行
政
サ
ー

ビ
ス
に
対
す
る
住
民
意
識
の
現
状
に
つ
い
て
、
①
福
祉
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
認
識
、
②
地
方
行
政
へ
の
評
価
と

関
与
、
③
地
方
分
権
へ
の
対
応
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
、
二
〇
〇
五
年
に
三
木
町
で
実
施
さ
れ
た
住
民
調
査
―

に
基
づ
い
て
検
討
し
、
今
後
の
地
方
自
治
に
お
い
て
地
方
自
治
体
や
住
民
に
求
め
ら
れ
る
姿
勢
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
く
。

Z7
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　社会福祉をあてにしない生活をすべき

　　独自の福祉サービスをおこなうべき

家族や地域による福祉･･介護が望ましい

　　　　簡素な地方自治体が望ましい

O%　10%20%30%40%50%60%　70%80%90%100%

ロどちらとも言えない

□DK.NA

ロどちらかといえぱそう思わない

Ｓそう思う

●思わない

Ｓどちらかといえぱそう思う

福祉・行政サービスに対する住民意識

（
一
）
福
祉
・
行
政
サ
ー
ピ
ス
に
対
す
る
住
民
意
識

図６－１

　ス　い 　
ま
ず
、
福
祉
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
認
識
に
つ
い
て
見
よ
う
（
図
６
－
Ｉ
参

照
）
。
「
体
が
不
自
由
な
人
や
お
年
寄
り
は
別
と
し
て
、
す
ぺ
て
の
人
は
社
会
福
祉
を

あ
て
に
し
な
い
で
生
活
す
る
ぺ
き
だ
」
は
社
会
福
祉
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を

尋
ね
た
質
問
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
肯
定
的
な
人
（
「
ぞ
う
思
う
」
、
「
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
人
一
以
下
同
じ
）
は
四
〇
％
、
否
定
的
な
人
（
「
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い
」
、
「
そ
う
思
わ
な
い
」
と
回
答
し
た
人
一
以
下
同

じ
）
は
三
二
％
と
、
肯
定
的
な
人
が
や
や
多
か
っ
た
。
ま
た
、
「
住
民
の
負
担
が
増

え
た
と
し
て
も
、
町
や
県
は
独
自
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
ぺ
き
だ
」
に
つ
い
て
は

肯
定
が
四
一
％
、
否
定
が
コ
四
％
で
あ
り
、
「
お
年
寄
り
の
介
護
や
福
祉
は
、
国
や

県
、
町
に
頼
ら
ず
、
家
族
や
地
域
の
人
々
の
手
で
な
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
」
に
つ

い
て
は
肯
定
が
二
三
％
、
否
定
が
四
四
％
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
担
い
手
と
し
て
の
地
方
自
治
体
を
は
じ
め
と
し
た
公
的
機
関
に
対
す
る
住
民
か

ら
の
期
待
が
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
社
会
福
祉
へ
の
過
度
の
依
存
は
好
ま
し
く
な
い

と
し
な
が
ら
も
、
現
実
的
に
は
公
的
機
関
が
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
需
要
は

高
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
傾
向
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
み
な
ら
ず
、
地

Z2
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第六章　高齢化･･分権化時代における住民意識

70％
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50%

４０％

家族や地域によ

　る福祉･･介謹

３０％

２０％

１０％

　Ｏ％

70歳以上　　20代　　　30代　　　40代　　　50代　　　60代
数値は｢そう思う｣rどちらかといえばそう思う｣人の割合

図６－２　年代別の福祉・行政サービスに対する意識

方
行
政
サ
ー
ビ
ス
全
般
に
つ
い
て
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
「
町
や
県
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
が
悪
く
な
っ
て
も
、
金
の
か
か
ら
な
い
簡
素
な
町
や
県
で
あ

る
ほ
う
が
良
い
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
肯
定
的
な
人
が
二
四
％
、

否
定
的
な
人
が
四
三
％
と
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
全
般
に
つ
い
て
も
サ
ー
ビ
ス

の
維
持
あ
る
い
は
向
上
へ
の
指
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
考
え
方
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
者
と
支
え

る
者
と
で
異
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
各
設
問
へ
の
回
答
分
布
を
年
代
別
に

も
見
て
お
こ
う
（
図
６
－
２
参
照
）
。
社
会
福
祉
を
あ
て
に
し
な
い
生
活

に
つ
い
て
は
、
年
代
が
上
が
る
に
つ
れ
て
、
社
会
福
祉
を
あ
て
に
し
な
い

で
生
活
す
べ
き
と
考
え
る
人
が
、
ほ
ぼ
直
線
的
に
多
く
な
る
。
戦
後
を
通

じ
た
社
会
福
祉
の
広
が
り
に
対
応
し
た
世
代
的
な
違
い
で
あ
る
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
年
齢
が
高
く
な
り
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

こ
と
が
現
実
的
で
あ
る
人
ほ
ど
自
立
し
て
い
た
い
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
住
民
負
担
が
増
え
て
も
独
自
の
福

祉
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
考
え
る
人
は
、

- k

一
〇
代
で
五
〇
％
を
越
え
て
最
も

Ｉ
　
三
木
町
に
在
住
す
る
二
〇
歳
以
上
の
男
女
一
、
〇
〇
〇
人
を
対
象
と
し
て
二
〇
〇
五
年
九
月
に
郵
送
法
で
実
施
さ
れ
た
調
査
に
基
づ
い
て
い
る
。

有
効
回
答
者
数
は
四
四
九
名
（
有
効
回
答
率
四
四
・
九
％
）
で
あ
っ
た
（
本
調
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
神
江
仲
介
・
堤
　
英
敬
「
地
域
社
会
に
お

け
る
エ
イ
ジ
ン
グ
基
本
調
査
コ
ー
ド
ブ
ッ
ク
ー
制
度
領
域
調
査
」
『
香
川
法
学
』
二
五
巻
三
・
四
号
、
二
〇
〇
六
年
、
二
五
六
一
二
Ｉ
七
頁
を
参
照
）
。

沼
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多
く
、
三
〇
代
で
約
三
〇
％
と
最
も
少
な
い
。
二
〇
代
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
重
視
す
る
人
が
多
い
の
は
、
若
い
世
　
μ

代
が
現
実
的
に
、
と
い
う
よ
り
は
理
念
的
に
こ
の
問
題
を
捉
え
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
四
〇
代
以
上

は
四
〇
％
強
で
安
定
し
て
い
る
が
、
六
〇
代
、
七
〇
歳
以
上
で
「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
あ
る
い
は
無
回
答
が
多
い

こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
実
際
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
年
代
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
重
視
す
る
人
が
多
く
な
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
三
〇
代
で
は
身
の
回
り
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
需
要
は
少
な
い
が
、
四
〇
代
に
な
る
と
親
等
の

介
護
の
必
要
性
が
生
じ
、
さ
ら
に
六
〇
歳
を
過
ぎ
る
と
白
ら
が
受
給
者
と
な
る
と
い
う
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
反
映

し
た
結
果
と
い
え
よ
う
。
家
族
や
地
域
が
福
祉
・
介
護
の
担
い
手
と
な
る
ぺ
き
と
考
え
る
人
は
、
二
〇
上
二
〇
代

で
は
約
二
五
％
、
四
〇
～
五
〇
代
で
は
一
五
％
前
後
、
六
〇
代
以
上
で
は
三
〇
％
前
後
と
な
っ
て
い
る
。
七
〇
歳

以
上
を
除
く
す
ぺ
て
の
年
代
で
否
定
的
な
人
が
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
相
対
的
に
は
実
際
に
介
護
等
を
行
っ
て
い

る
人
の
間
で
特
に
公
的
な
福
祉
・
介
護
へ
の
期
待
が
高
く
、
逆
に
介
護
等
を
受
け
る
人
の
間
で
は
家
族
や
地
域
ヘ

の
期
待
が
高
い
と
い
う
状
況
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
行
政
サ
ー
ビ
ス
全
般
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
は
、
年
代
間

の
違
い
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
反
映

し
た
ニ
ー
ズ
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
（
二
）
地
方
行
政
へ
の
評
価
と
住
民
の
関
与

　
次
に
、
地
方
行
政
の
現
状
へ
の
評
価
と
住
民
の
地
方
自
治
へ
の
関
与
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
（
図
６
－
３
参

照
）
。
「
現
在
の
町
や
県
は
、
住
民
に
対
し
て
十
分
な
施
策
を
行
っ
て
い
る
」
に
つ
い
て
は
、
十
分
行
っ
て
い
る
と
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十分な住民サーピスが行われている

　住民の声を伝える機会が十分ある
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　　　　　　　住民投票が望ましい
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図６－３　地方行政に対する認識

考
え
て
い
る
人
が
一
五
％
、
不
十
分
と
し
た
人
が
四
四
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
住

民
に
は
、
地
域
の
要
望
を
町
や
県
に
伝
え
る
機
会
が
十
分
に
あ
る
」
に
対
し
て
は
、

一 1

六
％
の
人
が
十
分
ま
た
は
あ
る
程
度
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
、
五
二
％
の
人
が
不

十
分
で
あ
る
と
回
答
し
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
現
状
認
識
の
上
に
、
住
民
は
ど
の
よ

う
な
地
方
自
治
へ
の
関
わ
り
方
を
指
向
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
地
域
の
将
来

に
つ
い
て
は
、
住
民
ど
う
し
で
議
論
す
る
よ
り
も
、
地
域
の
こ
と
に
詳
し
い
県
知
事

や
町
長
、
議
員
や
役
場
の
職
員
に
任
せ
る
方
が
上
手
く
い
く
」
と
い
う
考
え
方
へ
の

賛
否
を
尋
ね
た
が
、
肯
定
は
一
五
％
、
否
定
は
五
二
％
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
住
民

に
と
っ
て
大
切
な
問
題
は
、
住
民
投
票
で
決
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
に
つ
い
は
、

そ
う
思
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
う
と
し
た
人
が
七
二
％
に
達
し
、
そ
う
は

思
わ
な
い
と
し
た
人
の
六
％
を
大
き
く
上
回
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
一
連
の
市
町
村
合

併
の
動
き
の
中
で
住
民
投
票
が
多
く
実
施
さ
れ
た
こ
と
の
影
響
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
（
前
項
で
示
し
た
よ
う
に
）
少
な
く
と
も
現
行
の
水
準
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
ニ
ー
ズ
が
存
在
す
る
一
方
で
、
多
く
の
住
民
は
地
方
自
治
体
の
決

定
に
十
分
関
与
で
き
て
い
る
と
は
感
じ
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
、
何
ら
か
の
形
で
地
方

自
治
に
関
与
し
た
い
と
考
え
て
い
る
と
い
う
現
状
が
浮
か
び
上
が
る
。

万
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図６－４　地方分権に対する認識

（
三
）
地
方
分
権
に
対
す
る
認
識

　
続
い
て
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
地
方
分
権
と
そ
れ
に
関
連
す
る
項
目
へ
の
意
識

を
検
討
す
る
（
図
６
－
４
参
照
）
。
ま
ず
、
直
裁
に
地
方
分
権
へ
の
態
度
を
尋
ね
た

（
質
問
文
は
「
地
域
に
密
着
し
た
地
方
行
政
を
行
う
た
め
に
、
国
は
い
っ
そ
う
の
地

方
分
権
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
」
）
と
こ
ろ
、
四
九
％
の
人
が
肯
定
的
に
考
え
て
お

り
、
否
定
的
に
提
え
る
一
一
％
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
地
方
分
権
の
推
進
は
、

地
域
に
密
着
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
に
対
応
し
て
、
地
域
に

よ
っ
て
提
供
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
に
差
異
が
生
じ
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
存

在
す
る
。
「
地
域
に
よ
っ
て
様
々
な
格
差
が
あ
る
の
は
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ

る
」
と
い
う
意
見
へ
の
賛
否
を
尋
ね
た
が
、
四
六
％
の
人
が
や
む
を
得
な
い
と
答
え
、

そ
れ
に
否
定
的
な
人
の
二
五
％
を
大
き
く
上
回
っ
た
。
で
は
、
住
民
が
行
政
サ
ー
‐
ビ

ス
の
維
持
・
向
上
を
指
向
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
方
策
を
採
る
ぺ
き
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
町
や
県
が
十
分
な
施
策
を
行
え
な
い
と
き
は
、
国
か
ら
支
援

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
積
極
的
に
働
き
か
け
る
ぺ
き
だ
」
と
い
う
意
見
に
対
し
て
は
、

七
二
％
の
人
が
国
に
働
き
か
け
る
ぺ
き
と
答
え
、
否
定
的
な
人
は
一
〇
％
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
財
敢
的
に
も
地
方
分
権
が
推
進
さ
れ
、
国
か
ら
地
方
へ
の
財
政
的
な
支
援

河
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第六章　高齢化・分権化時代における住民意,識

が
削
減
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
今
日
の
状
況
だ
が
、
地
方
自
治
体
の
後
ろ
盾
と
し
て
の
国
の
役
割
へ
の
期
待
は
、
依

然
と
し
て
大
き
い
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
で
、
「
町
や
県
の
財
政
が
厳
し
い
と
き
に
は
、
現
在
の
施
策
を
維
持
す

る
た
め
に
住
民
の
負
担
が
増
え
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
」
に
つ
い
て
は
、
肯
定
的
な
人
が
二
五
％
、
否
定
的
な

人
が
三
五
％
で
、
否
定
的
な
人
の
方
が
や
や
多
く
な
っ
て
い
る
。
地
方
自
治
体
の
財
政
運
営
は
今
後
、
さ
ら
に
厳

し
い
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
国
か
ら
の
財
政
的
な
支
援
が
先
細
る
と
予
想
さ
れ
る
中
、
新
た
な
負
担
へ
の
抵
抗
感

は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
地
方
自
治
体
に
は
い
っ
そ
う
の
効
率
的
な
行
政
運
営
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も

に
、
住
民
へ
の
説
明
責
任
が
よ
り
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
三
節
　
地
方
行
政
に
対
す
る
意
識
の
構
造

　
で
は
、
こ
う
し
た
地
方
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
認
識
の
背
景
に
は
、
潜
在
的
に
ど
の
よ
う
な
意
識
の
構
造
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
前
節
で
検
討
し
た
計
コ
ー
の
地
方
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
質
問
へ
の
回
答
を

用
い
た
因
子
分
析
ｚ
を
行
う
。
地
方
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
意
識
は
多
次
元
的
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
は
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
因
子
拍
出
を
行
っ
た

後
、
斜
交
回
転
（
プ
ロ
マ
ッ
ク
ス
法
）
を
行
っ
て
い
る
。
結
果
は
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
一
因
子
に
対
し
て
高
い
因
子
負
荷
量
を
と
る
の
は
、
十
分
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
い
る
、
住
民
の

２
　
観
察
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
背
後
に
あ
る
、
潜
在
的
な
因
子
を
抽
出
す
る
た
め
の
多
変
量
解
析
の
手
法
で
あ
る
。

７
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地域行政に対する意識の構造表６－１

共通性
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0.218　0.284

　0107　0｡165

　0｡252　－0,106

－0,115　0256

　0,112　－0,030

－0.198　0.162

十分な住民サー･ピスが行われている

住民の声を伝える機会が十分ある

政治行政への委任した方がうまくいく

社会福祉をあてにしない生活をすべき

家族や地域による福祉・介護が望ましい

簡素な地方自治体が望ましい

独自の福祉サーピスをおこなうべき

地域間格差もやむを得ない

住民の負担､増もやむを得ない

地方分権を推進すべき

国からの支援を仰ぐべき

住民投票が望ましい

因子抽出法:主､因子法

回転法:プロマックス法

因子4

-
0,058

0002

0｡260

1.000

－------－

因子3
-
0,383

0｡173

1｡000

0.260
-･---

因子2
-
0｡243

1,000

0173

0.002

因子ヽ1
-
1｡000

0243

0,383

0.058

因子間の相関係数

　　因子１

　　因子２

　　因子３

　　因子４

声
を
伝
え
る
機
会
が
十
分
あ
る
、
政
治
行
政
へ
委
任
し

た
方
が
う
ま
く
い
く
、
と
い
っ
た
項
目
で
あ
り
、
「
地

方
政
治
行
政
へ
の
信
頼
」
を
表
し
た
因
子
と
解
釈
で
き

る
。
第
コ
因
子
は
、
簡
素
な
地
方
自
治
体
が
望
ま
し

い
、
社
会
福
祉
を
あ
て
に
し
な
い
で
生
活
す
ぺ
き
、
家

族
・
地
域
に
よ
る
福
祉
が
望
ま
し
い
と
い
っ
た
項
目
と

の
関
連
が
強
く
、
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
ぺ
き
と
の

項
目
の
間
に
も
小
さ
か
ら
ぬ
関
連
が
見
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
因
子
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
み
な
ら
ず
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
全
般
に
つ
い
て
指
向
す
る
地
方
政
府
の

規
模
の
違
い
を
表
し
た
「
低
サ
ー
ビ
ス
型
地
方
白
治
体

指
向
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
因
子
は
、
地
方

間
格
差
、
住
民
の
負
担
増
も
や
む
を
得
な
い
、
独
自
の

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
べ
き
、
地
方
分
権
を
推
進
す
ペ

き
と
い
っ
た
項
目
の
因
子
負
荷
量
が
大
き
く
、
「
地
域

の
自
律
指
向
」
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た

因
子
が
抽
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
地
方
分
権
に
よ
っ
て
地

尽
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第六章　高齢化･j分権化時代における住民意識

域
の
独
自
性
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
住
民
負
担
を
伴
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
結
果
と
し
て
地
域

間
の
格
差
を
生
み
出
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
住
民
に
十
分
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
最
後
の
第
四
因
子
は
、
国
か
ら
の
支
援
を
仰
ぐ
ぺ
き
の
み
が
高
い
因
子
負
荷
量
を
示
す
こ
と
か
ら
、
「
中

央
政
府
期
待
指
向
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
潜
在
意
識
の
間
に
は
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
が
、
「
地
域
の
自
律
指
向
」
と
「
地

方
政
治
行
政
へ
の
信
頼
」
、
「
中
央
政
府
期
待
指
向
」
の
間
に
、
ま
た
「
地
方
政
治
行
政
へ
の
信
頼
」
と
「
低
サ
ー

ビ
ス
型
地
方
自
治
体
指
向
」
と
の
間
に
、
比
較
的
強
い
正
の
相
関
関
係
が
存
在
す
る
。
地
方
政
治
行
政
を
信
頼
し

て
い
る
人
ほ
ど
地
域
の
自
律
性
へ
の
指
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
、
現
状
の
地
方
政
治
行
政
の
在
り
方
か
ら
自
律

的
に
政
策
を
企
圓
し
遂
行
す
る
能
力
が
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
地

方
の
自
律
性
を
重
視
し
て
い
る
人
の
方
が
国
へ
の
期
待
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
、
地
域
の
独
自
性
を
発
揮
す
る
た

め
の
手
段
と
し
て
国
か
ら
の
支
援
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
今
日
の
潮
流
と
し
て

は
、
地
方
自
治
体
に
対
す
る
国
の
関
与
は
減
ら
さ
れ
る
方
向
に
あ
り
、
こ
う
し
た
支
援
も
縮
小
の
方
向
に
あ
る
こ

と
は
今
後
、
住
民
に
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
地
方
政
治
行
政
を
信
頼
し
て
い
る
人
ほ
ど
福
祉
・
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
拡
大
を
望
ま
な
い
と
い
う
結
果
に
つ
い
て
は
、
現
状
に
満
足
し
て
い
る
人
々
は
今
以
上
の
福
釜
・
行
敢
サ
ー

ビ
ス
は
望
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

汐
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第
四
節
　
ま
と
め

　
地
方
分
権
は
、
そ
の
推
進
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
「
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
」
が
謳
う
よ
う
に
、
各
自

治
体
が
個
性
を
発
揮
し
、
活
力
あ
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
取
り
組
み
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ

と
は
、
今
日
の
地
方
自
治
体
が
置
か
れ
て
い
る
厳
し
い
社
会
、
経
済
環
境
を
考
慮
す
る
と
、
地
方
自
治
体
に
今
日

以
上
の
努
力
を
求
め
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
地
方
自
治
体
に
、
定
め
ら
れ
た
国
の
基
準
に
基
づ
い

て
政
策
を
執
行
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
地
域
の
実
情
に
見
合
っ
た
政
策
を
立
案
す
る
能
力
を
高
め
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
、
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
は
、
自
ら
の
工
夫
に
よ
っ
て
捻
出
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
第
二
に
、
政
策
の
自
由
度
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
、
住
民
の
意
向
を
汲
み
取
り
、
ま
た
政
策

に
対
す
る
説
明
を
丁
寧
に
行
う
必
要
性
が
高
ま
っ
た
。

　
地
方
分
権
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民
に
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
れ
、
負
担
を
強
い
る
も

の
で
あ
れ
、
地
方
自
治
体
の
施
策
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
性
の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
前

節
ま
で
で
見
た
よ
う
に
、
住
民
に
よ
る
地
方
行
政
に
対
す
る
認
識
は
、
一
定
程
度
、
今
日
の
地
方
自
治
体
が
置
か

れ
て
い
る
環
境
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
旧
来
型
の
中
央
－
地
方
関
係
を
反
映
し
て
い
る
部
分
も
見
ら
れ

る
。
ま
た
、
地
方
自
治
体
に
対
す
る
住
民
の
評
価
は
、
必
ず
し
も
高
い
と
は
い
え
ず
、
そ
れ
は
地
方
自
治
体
の
能

力
の
懐
疑
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
住
民
意
識
の
現
状
を
鑑
み
る
と
、
地
方
自
治
体
の
施
策
を
立
案
、

遂
行
し
て
い
く
上
で
は
、
住
民
の
関
与
の
度
合
い
を
高
め
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
が
説
明
責
任
を
き
ち
ん
と

澱
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第六章　高齢化・分権化時代における住民意識

果
た
す
こ
と
の
重
要
性
が
特
に
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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