


［　特　集　］

まちの中の 
図書館のありようを見る
今回の特集では、知の拠点である公共図書館についてとりあげた。

昨年の都知事選挙、兵庫県の事態を見るにつけ、人々が得る情報の質・入手経路や

受容の仕方によって、民主主義の基盤の脆さを見せつけられたことが背景となってい

る。

巻頭の論文で、本特集唯一の現役図書館職員であり、認定司書、まちライブラリー

の主宰者の面を持つ相宗さんは、現代的な図書館の役割や機能の変化を論じている。

「住民自治に活かす図書館」「孤立を防ぐ図書館」という問題提起が、自らの実践の紹

介も交えてなされている。図書館が冒頭述べた問題状況の復元力になりうるという指

摘だろう。

このような役割を十全に果たせるかは、ひとえに多義的な「専門性」が確保される

かにかかっているが、図書館研究者である竹田さんは、大阪の公共図書館における指

定管理者の導入状況を参照しつつ、その基盤の浸食を明らかにするとともに、枚方市

では、コストが増大し、利用も伸びなかったことを明らかにした。

図書館長の経歴のある巽さんは、とりわけ専門職としての司書の役割に着目し、時

事情報についての正確な情報の提供が図書館に求められることを、ご自身の経験や書

店のユニークな取り組みから論じている。

図書館問題研究会の脇谷さんは、図書館と住民運動の関係を論じている。大阪の図

書館が住民運動の力で充実してきたこと、豊中市で取り組まれている「地域の図書館、

身近な図書館をなくさないで」という運動、そのほか、府内市町村での図書館の運動

が紹介される。

最後に、編集部で収集し、紙数の関係から項目を絞って、図書館に関するデータを

一覧表にまとめてみた。主に市民の利用状況、職員体制、資源配分などのデータであ

る。深く分析することまではかなわなかったが、読者の気づきを教えていただきたい。



Ⅰ　
は
じ
め
に

『
地
方
財
政
の
新
し
い
地
平
』
と
い
う
本
が

あ
り
ま
す
。
２
０
２
４
年
11
月
に
出
版
さ
れ
た

も
の
で
、「「
人
と
人
の
つ
な
が
り
」
の
財
政

学
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
本

の
な
か
に
、
こ
ん
な
一
文
が
あ
り
ま
し
た
。
財

政
学
の
理
論
と
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
書
か
れ
た
部
分
で
す
。

例
え
ば
、
消
費
者
主
権
の
考
え
方
に
基
づ

け
ば
、
利
用
者
の
少
な
い
公
共
図
書
館
は
無

駄
で
あ
り
、
削
減
す
る
べ
き
施
設
・
サ
ー
ビ

ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
私
た
ち
の
多
く
は
そ
れ
に
対
し
て
何
ら

か
の
「
違
和
感
」
を
覚
え
る
は
ず
で
す
。
そ

れ
は
図
書
館
に
は
「
消
費
者
主
権
」
を
超
え

た
「
価
値
」
が
備
わ
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い

る
か
ら
で
す
。

�

森�

裕
之
『
地
方
財
政
の
新
し
い
地
平
─

「
人
と
人
の
つ
な
が
り
」
の
財
政
学
』
自
治

体
研
究
社　

２
０
２
４
年

詳
し
い
本
の
内
容
は
改
め
て
手
に
し
て
い
た

だ
く
と
し
て
、
個
人
的
に
は
削
減
さ
れ
る
こ
と

に
「
何
ら
か
の
「
違
和
感
」
を
覚
え
る
」
施
設

と
し
て
図
書
館
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
印

象
的
で
し
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
「
違
和

感
」
と
い
う
も
の
は
結
局
の
と
こ
ろ
な
ん
な
の

だ
ろ
う
か
？
と
い
う
思
い
が
頭
を
よ
ぎ
り
ま
し

た
。公

立
図
書
館
の
ほ
か
に
も
体
育
館
や
公
民
館

な
ど
、
税
金
を
投
入
し
て
作
ら
れ
る
施
設
は
数

多
く
あ
り
ま
す
。
施
設
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で

働
く
人
た
ち
が
提
供
す
る
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
に

も
税
金
は
投
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の

に
、
な
ぜ
図
書
館
が
事
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

図
書
館
の
イ
メ
ー
ジ
は
人
に
よ
っ
て
様
々
で

す
。
例
え
ば
「
好
き
な
小
説
が
あ
っ
た
ら
そ
れ

で
い
い
」
と
か
「
毎
朝
の
新
聞
が
読
め
た
ら
そ

れ
で
い
い
」
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
（
け
っ

こ
う
た
く
さ
ん
い
ま
す
）。
た
し
か
に
図
書
館

に
は
読
み
た
い
本
を
リ
ク
エ
ス
ト
す
る
仕
組
み

が
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
地
域
の
主
要
な
新
聞
を

揃
え
て
い
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
そ
れ
な
ら
書
店
や
新
聞
屋
さ
ん
に
行

け
ば
用
が
済
む
話
だ
と
も
言
え
ま
す
。

な
ん
な
ら
図
書
館
を
廃
止
し
て
浮
い
た
予
算

で
本
を
買
う
給
付
金
を
配
る
と
い
う
案
も
あ
り

得
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
そ
う
は
な
ら

な
い
。
図
書
館
が
失
わ
れ
る
と
な
っ
た
と
き
に

感
じ
る
「
違
和
感
」
と
い
う
の
は
、
単
に
目
当

て
の
本
が
読
め
れ
ば
い
い
と
い
う
考
え
と
は
別

の
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
こ
に

図
書
館
の
価
値
と
い
え
る
も
の
が
あ
る
の
で
し

ょ
う
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
図
書
館
の
価
値
と
い
う
も

地
域
に
貢
献
す
る
図
書
館
の
価
値

特 集

相
宗
大
督

大
阪
市
立
図
書
館

日
本
図
書
館
協
会
認
定
司
書
２
０
３
８

ま
ち
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
＠
ぐ
う
た
ら
文
庫

主
宰
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は
じ
め
に

図
書
館
は
、
人
々
が
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て

き
た
、
様
々
な
知
識
や
情
報
を
、
多
様
な
観
点

や
立
場
に
留
意
し
な
が
ら
資
料
と
し
て
収
集

し
、
利
用
者
に
提
供
す
る
機
関
で
す
。
公
立
図

書
館
は
、
そ
う
し
た
地
域
の
知
の
拠
点
で
あ
る

と
同
時
に
、
市
民
が
自
由
に
学
ぶ
権
利
を
保
障

す
る
社
会
教
育
の
場
で
あ
り
ま
す
。

２
０
０
３
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
っ
て

成
立
し
た
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
制
度
は
、

以
来
20
数
年
に
わ
た
り
、
公
立
図
書
館
に
じ
わ

じ
わ
と
導
入
が
進
ん
で
き
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

と
が
、
現
在
の
公
立
図
書
館
に
ど
の
よ
う
な
問

題
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
、
全
国
の
状
況
と
、

そ
の
中
で
主
に
大
阪
府
内
の
図
書
館
の
状
況
を

例
に
し
て
、
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限

り
公
立
図
書
館
を
略
し
て
、「
図
書
館
」
と
よ

ぶ
こ
と
と
し
ま
す
。

Ⅰ　
図
書
館
の
法
的
位
置
づ
け

教
育
基
本
法
第
12
条
２
項
に
お
い
て
「
国
及

び
地
方
公
共
団
体
は
、
図
書
館
、
博
物
館
、
公

民
館
そ
の
他
の
社
会
教
育
施
設
の
設
置
、
学
校

の
施
設
の
利
用
、
学
習
の
機
会
及
び
情
報
の
提

供
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
っ
て
社
会
教
育

の
振
興
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
、
社

会
教
育
施
設
の
筆
頭
と
し
て
、
図
書
館
が
あ
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
方
教
育
行
政
の
組

織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
地
教
行
法
）
第

30
条
に
お
い
て
は
「
地
方
公
共
団
体
は
、
法
律

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
、
図
書
館
、

博
物
館
、
公
民
館
そ
の
他
の
教
育
機
関
を
設
置

す
る
ほ
か
（
後
略
）」
と
さ
れ
、
公
立
図
書
館
は

単
な
る
「
公
の
施
設
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

「
教
育
機
関
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。さ

ら
に
、
こ
う
し
た
法
体
系
の
も
と
に
あ
る

図
書
館
法
で
は
、
第
17
条
で
「
公
立
図
書
館
は
、

入
館
料
そ
の
他
図
書
館
資
料
の
利
用
に
対
す
る

い
か
な
る
対
価
を
も
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
。」

と
し
て
、
厳
し
く
収
益
活
動
を
禁
止
し
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
は
、
図
書
館
が
他
の
社
会
教
育

施
設
に
比
し
て
も
、
特
段
に
公
共
性
が
高
く
、

公
平
性
が
求
め
ら
れ
る
機
関
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。

Ⅱ　

 「
利
用
料
金
制
」を
前
提
と
す
る

指
定
管
理
者
制
度

指
定
管
理
者
制
度
の
最
も
大
き
な
特
徴
と
し

て
は
「
利
用
料
金
制
」
を
前
提
と
し
て
い
る
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

『
枚
方
市
指
定
管
理
者
制
度
に
関
す
る
基
本
指

針
』（
第
２
版
、２
０
２
１
年
３
月
）
で
は
、
以

下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

�《
利
用
料
金
制
に
よ
る
管
理
運
営
に
つ
い
て
》

施
設
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
市
の
収
入
で

は
な
く
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
、
そ
の

指
定
管
理
者
制
度
と
図
書
館

特 集

竹
田
芳
則

奈
良
大
学
文
学
部
教
授
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■
は
じ
め
に

新
自
由
主
義
が
台
頭
す
る
も
と
で
公
共
の
役

割
と
責
任
が
縮
小
・
放
棄
さ
れ
、
業
務
の
民
間

委
託
と
公
務
員
の
大
幅
削
減
が
進
め
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
女
性
の
働
き
手
が
多
い
公
共
図
書
館

で
は
７
割
以
上
の
職
員
が
会
計
年
度
任
用
職
員

な
ど
の
非
正
規
雇
用
で
、
専
門
的
な
仕
事
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
低
賃
金
、
短
時
間
勤
務
、

有
期
雇
用
な
ど
の
劣
悪
な
待
遇
に
置
か
れ
て
い

ま
す
。
図
書
館
は
学
び
を
広
げ
、
一
人
ひ
と
り

が
人
生
を
元
気
に
生
き
る
た
め
に
知
る
権
利
を

保
障
す
る
と
て
も
重
要
な
場
で
す
。
こ
の
ま
ま

で
は
、
行
政
に
た
い
す
る
国
民
や
住
民
要
求
に

応
え
る
こ
と
も
、
貧
困
を
な
く
し
経
済
を
再
生

す
る
こ
と
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
実
現
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

■
図
書
館
の
役
割　
情
報
提
供

図
書
館
は
必
要
な
資
料
、
情
報
と
場
を
提
供

で
き
る
か
で
、
そ
の
真
価
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

職
員
一
人
ひ
と
り
が
意
見
を
出
し
合
い
、
時

代
と
切
り
結
び
何
が
で
き
る
か
、
ど
ん
な
情
報

を
収
集
す
る
か
話
し
合
う
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
と
る
こ
と
で
、
豊
か
な
発
想
が
生
ま

れ
、
ア
イ
デ
ア
と
し
て
結
実
し
ま
す
。

具
体
的
な
経
験
で
す
が
、
東
北
の
震
災
時
、

滋
賀
の
八
日
市
図
書
館
で
は
、
東
北
支
援
コ
ー

ナ
ー
を
作
り
、
東
北
の
状
況
、
福
島
の
原
発
の

事
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
数
か
月
間
地
方
新
聞

（『
福
島
民
報
』『
福
島
民
友
』）
を
購
入
し
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
現
地
に
支
援
に
行
き
、
永
源
寺

図
書
館
の
移
動
図
書
館
を
走
ら
せ
、
本
と
と
も

に
移
動
図
書
館
車
も
寄
付
し
ま
し
た
。「
遠
く

て
支
援
に
行
き
た
く
て
も
い
け
な
い
が
、
地
元

の
情
報
が
ほ
し
か
っ
た
。
図
書
館
だ
か
ら
で
き

る
こ
と
で
す
ね
」。「
私
に
出
来
る
こ
と
考
え
ま

す
」
と
「
子
ど
も
の
本
を
現
地
に
届
け
て
下
さ

い
」
と
寄
付
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
八
日
市
図
書
館
で
は
、
著
名
な
方
が
亡

く
な
る
と
す
ぐ
に
著
作
や
関
連
図
書
の
展
示
を

す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
世
論
が
分
か

れ
て
い
る
問
題
が
起
こ
る
と
積
極
的
に
多
様
な

資
料
の
展
示
を
し
て
い
ま
し
た
。

■
本
の
プ
ロ
と
し
て
の
司
書

前
説
の
展
示
も
常
に
カ
ウ
ン
タ
ー
で
の
利
用

者
と
の
対
話
や
実
際
に
貸
し
出
し
さ
れ
た
本
、

街
の
動
き
や
、
市
の
動
向
、
国
の
こ
と
、
世
界

の
情
報
も
で
き
る
だ
け
蓄
積
し
た
上
に
な
さ
れ

る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
図
書
館
員
と
し
て
多
く

の
新
刊
書
に
触
れ
、
読
む
こ
と
を
心
が
け
ま
す

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
休
日
に
は

京
都
や
大
阪
の
大
型
書
店
に
出
か
け
て
よ
り
多

く
の
本
に
出
会
う
の
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
入
門
書
、
解
説
書

を
読
ん
で
概
観
を
捉
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
一
冊
の
本
を
読
ん
で
み
る

と
、
他
の
本
に
つ
い
て
も
、
新
鮮
な
見
え
方
が

し
ま
す
。
も
っ
と
知
り
た
い
と
周
辺
の
本
を
読

ん
で
み
る
と
、
そ
の
世
界
の
厚
み
が
増
し
て
く

る
の
で
す
。
そ
う
し
た
職
員
一
人
ひ
と
り
の
体

験
が
、
図
書
館
の
棚
を
作
り
、
利
用
者
に
反
映

し
て
共
振
を
誘
い
ま
す
。
そ
し
て
選
書
会
議
と

い
う
場
で
選
び
抜
い
た
一
冊
一
冊
が
よ
り
利
用

さ
れ
る
よ
う
に
力
を
注
い
で
い
き
ま
す
。

一
冊
の
本
が
読
者
の
手
に
取
ら
れ
る
ま
で
に

は
、
著
者
、
編
集
者
、
印
刷
、
製
本
、
装
丁
関

係
者
と
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
ん
な
人
々
の
手
塩
に
か

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
切
に
し
た
い
こ
と
は
、

手
塩
に
か
け
た
人
々
の
想
い
に
応
え
ら
れ
る
よ

う
に
装
備
（
バ
ー
コ
ー
ド
や
分
類
ラ
ベ
ル
を
貼

る
）
の
時
に
も
精
一
杯
の
配
慮
を
心
が
け
た

い
。
そ
う
し
な
い
と
書
棚
に
並
ん
だ
と
き
に
本

物
の
本
の
力
が
生
か
さ
れ
な
い
か
ら
で
す
。

図
書
館
の
闘
い

待
ち
望
ま
れ
て
い
る
図
書
館
の
働
き

特 集

巽
　
照
子

元
東
近
江
市
立
図
書
館
長

図
書
館
問
題
研
究
会
大
阪
支
部
事
務
局
長
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特集●まちの中の図書館のありようを見る

図
書
館
は
人
類
の
叡
智
の
宝
庫
で
す
。
よ
り

よ
い
社
会
を
築
く
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い

機
関
で
す
。
ま
た
一
人
一
人
の
個
人
に
と
っ
て

も
、
必
要
な
情
報
を
入
手
し
、
活
か
し
、
学
び
、

楽
し
み
、
居
場
所
と
も
な
り
、
か
つ
誰
に
で
も

平
等
に
開
か
れ
て
い
る
施
設
と
し
て
、
人
生
を

豊
か
に
し
て
く
れ
る
大
切
な
機
関
で
す
。

Ⅰ　

 

住
民
運
動
に
よ
り
発
展
し
て
き

た
大
阪
の
図
書
館

１
９
６
５
年
に
は
大
阪
府
内
の
図
書
館
は
僅

か
19
館
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
２

０
２
４
年
で
は
１
５
０
館
に
増
え
て
い
ま
す
。

図
書
館
が
大
幅
に
増
え
た
背
景
に
は
大
阪
府
民

の
大
き
な
住
民
運
動
が
あ
り
ま
し
た
。「
暮
ら

し
の
中
に
図
書
館
を
」「
ポ
ス
ト
の
数
ほ
ど
図

書
館
を
」
と
多
く
の
府
民
が
声
を
上
げ
、
図
書

館
建
設
を
求
め
た
の
で
す
。

と
り
わ
け
、
１
９
６
０
年
代
後
半
か
ら
全
国

各
地
に
子
ど
も
文
庫
が
広
が
り
、
大
阪
で
も
、

子
ど
も
た
ち
に
良
い
読
書
環
境
を
と
願
っ
た
お

母
さ
ん
方
が
図
書
館
建
設
を
求
め
て
行
政
に
働

き
か
け
ま
し
た
。
地
域
館
・
分
館
も
増
え
、
よ

り
身
近
に
図
書
館
を
利
用
し
て
も
ら
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
行
政
も
住
民
の
声
に
耳
を
傾

け
、
住
民
は
図
書
館
の
事
業
に
協
力
し
、
行
政

と
住
民
が
一
緒
に
な
っ
て
図
書
館
の
発
展
を
支

え
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
１
９
８
０
年
代
に
入
る
と
、
そ

れ
ま
で
直
営
で
し
か
運
営
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

公
立
図
書
館
の
運
営
を
民
間
に
任
せ
よ
う
と
い

う
動
き
が
出
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
２
０
０
３

年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
、
図
書
館
の
運

営
を
ま
る
ご
と
民
間
に
委
ね
る
こ
と
の
で
き
る

指
定
管
理
者
制
度
ま
で
導
入
さ
れ
て
以
後
、
図

書
館
住
民
運
動
は
民
営
化
反
対
に
大
き
く
シ
フ

ト
し
て
い
き
ま
し
た
。

１
９
９
０
年
代
前
半
は
行
政
側
も
住
民
の
願

い
に
応
え
て
図
書
館
を
充
実
さ
せ
て
い
こ
う
と

い
う
姿
勢
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
90
年
代

後
半
以
降
か
ら
、
新
自
由
主
義
政
策
を
推
し
進

め
る
国
の
強
力
な
指
導
の
も
と
、
教
育
基
本
法

・
図
書
館
法
の
改
悪
（
館
長
の
司
書
資
格
要
件

の
廃
止
）、
地
方
自
治
法
の
改
悪
（
図
書
館
の
民

間
運
営
や
教
育
委
員
会
所
管
の
図
書
館
の
市
長

部
局
移
管
が
可
能
に
）
等
に
よ
り
、
図
書
館
を

取
り
巻
く
情
勢
は
厳
し
く
な
り
ま
し
た
。
図
書

館
の
命=

資
料
費
や
職
員
の
削
減
、
司
書
の
非

正
規
化
を
推
し
進
め
、
そ
の
こ
と
が
図
書
館
サ

ー
ビ
ス
の
質
の
低
下
を
招
く
事
態
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。

各
地
で
図
書
館
の
民
営
化
反
対
・
図
書
館
サ

ー
ビ
ス
の
充
実
を
求
め
る
住
民
運
動
が
あ
り
な

が
ら
も
委
託
や
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
は
じ

わ
じ
わ
と
増
加
し
て
い
ま
す
。

最
近
は
、
国
の
「
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

住
民
が
主
人
公
の
図
書
館
づ
く
り
を
め
ざ
し
て

大
阪
の
住
民
運
動
の
今

特 集

脇
谷
邦
子

図
書
館
問
題
研
究
会
大
阪
支
部
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Ⅰ　
地
方
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム

の「
標
準
化
・
共
通
化
」と
は

総
務
省
は
従
来
地
方
ご
と
で
行
わ
れ
て
き
た

業
務
シ
ス
テ
ム
の
開
発
や
保
守
運
用
に
つ
い

て
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
便
性
や
安
全
性

な
ど
の
バ
ラ
つ
き
や
、
維
持
管
理
や
制
度
改
正

時
の
改
修
等
の
費
用
負
担
な
ど
の
問
題
が
大
き

い
と
し
て
、
そ
の
改
善
に
向
け
、
国
や
地
方
公

共
団
体
な
ど
が
活
用
で
き
る
共
通
の
ク
ラ
ウ
ド

サ
ー
ビ
ス
（
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
）
を
整
備

す
る
方
向
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
え
で
地
方
に
対
し
、
基
幹
業
務
に
つ

い
て
標
準
化
基
準
に
適
合
し
た
情
報
シ
ス
テ
ム

の
利
用
を
義
務
付
け
、（「
地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
」
２
０
２

１
年
成
立
）
に
お
い
て
、
20
の
業
務
の
「
標
準

化
・
共
通
化
」
を
２
０
２
５
年
ま
で
に
行
い
、

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
を
活
用
し
た
標
準
準
拠

シ
ス
テ
ム
へ
の
円
滑
な
移
行
を
目
指
す
と
し
ま

し
た
。

Ⅱ　
自
治
体
で
標
準
化
が
進
め
ら
れ

て
い
る「
基
幹
20
業
務
」と
は

一
覧
に
ま
と
め
ま
し
た
（
次
頁
表
１
）。
住
民

の
暮
ら
し
に
密
接
に
か
か
わ
る
幅
広
い
業
務
が

そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

政府は、地方自治の領域でもDX（デジタル・トランスフォーメーション）化の推進を進め
ています。この記事と次の本多論文では、地方公共団体システム「標準化・共通化」とその
ねらいについて取り上げました。
この問題は自治体内部の事務であり、私たち住民の目に直接触れるものではないこともあ
って、その目的や狙いなどについて関心が寄せられることはあまりありません。
しかし、地方自治体の情報システムの「標準化・共通化」は、国が言う「効率化を推進す
る」ものにはとどまりません。これまで住民の願いに応えて地方自治体が独自に進めてきた
施策が、「標準化・共通化」されることで出来なくなってしまうことや、ガバメントクラウド
に集められた情報を国が容易に取得できるようになってしまうことが危惧されています。

地方自治法「改正」は何を狙うか
「情報システムの適切な利用」とは？「情報システムの適切な利用」とは？

第
二
特
集

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

「
標
準
化
・
共
通
化
」の
現
状

猿
橋
　
均

お
お
さ
か
の
住
民
と
自
治

編
集
委
員
会
事
務
局
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は
じ
め
に

昨
年
（
２
０
２
４
年
）
の
第
２
１
３
回
国
会

で
成
立
し
た
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
６
法
65
）
に
よ
り
、
地
方
自
治
法
第

２
編
に
新
た
に
「
第
11
章�

情
報
シ
ス
テ
ム
」
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。

新
し
い
章
は
全
２
条
６
項
か
ら
な
る
小
規
模

な
も
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
の
１
条
で
あ
る
第

２
４
４
条
の
５
第
１
項
で
は
「
普
通
地
方
公
共

団
体
は
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
つ

て
、
事
務
の
種
類
及
び
内
容
に
応
じ
、
情
報
シ

ス
テ
ム
を
有
効
に
利
用
す
る
と
と
も
に
、
他
の

普
通
地
方
公
共
団
体
又
は
国
と
協
力
し
て
当
該

事
務
の
処
理
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
利
用
の

最
適
化
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
条
文
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
最
適
化
」

と
い
う
用
語
は
、
従
来
の
地
方
自
治
法
に
は
見

ら
れ
な
い
新
し
い
概
念
で
す
。

本
稿
で
は
、
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
だ
け

で
な
く
自
治
体
の
あ
り
方
に
こ
の
概
念
が
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し

ま
す
。

１　

 「
最
適
化
」概
念
の
意
味
と
背
景

「
最
適
化
」
と
い
う
概
念
は
、
従
前
の
法
律
の

用
語
法
に
照
ら
す
と
「
効
率
化
」・「
高
度
化
」

と
い
っ
た
効
用
の
増
大
を
意
味
し
ま
す
。「
情

報
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
お
け
る
最
適
化
」
も
こ

れ
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、

そ
れ
に
よ
り
い
か
な
る
効
用
の
増
大
が
図
ら
れ

る
の
か
に
つ
い
て
は
条
文
か
ら
は
明
ら
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
の
間
の
地
方
自
治

に
か
か
る
改
革
動
向
の
脈
絡
に
落
と
し
込
ん
で

検
討
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
情
報
シ
ス
テ
ム
の
利
用
の
最
適
化
」
の
立

法
理
由
は
、
第
33
次
地
方
制
度
調
査
会
（
以
下

「
第
33
次
地
制
調
」）
の
答
申
（
２
０
２
３
年
12

月
）
に
求
め
ら
れ
ま
す
。

同
答
申
で
は
「
全
体
的
な
最
適
化
」
と
い
う

表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は

「
地
方
公
共
団
体
間
で
共
通
性
の
高
い
イ
ン
フ

ラ
や
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
広
域
又
は
全
国

的
に
整
備
し
て
、
重
複
投
資
を
回
避
し
つ
つ
全

体
的
な
最
適
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

注
目
す
べ
き
は
、
答
申
が
求
め
て
い
る
の
が

個
々
の
自
治
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

「
最
適
化
」
で
は
な
く
「
全
体
的
な
最
適
化
」
で

あ
る
点
で
す
。
こ
れ
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
標
準
化
法
（
２
０
２
１
年
９
月
１
日

施
行
。
以
下
「
標
準
化
法
」）
に
基
づ
き
、２
０

２
５
年
度
末
ま
で
に
自
治
体
が
国
の
標
準
化
仕

様
に
基
づ
い
て
基
幹
系
の
20
業
務
の
情
報
シ
ス

テ
ム
を
更
新
す
る
作
業
と
連
動
し
て
い
ま
す
。

２　

 「
全
体
最
適
」と「
公
・
共
・
私

の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
」

「
全
体
最
適
」
と
い
う
概
念
の
源
流
を
探
る

た
め
、
第
32
次
地
方
制
度
調
査
会
（
以
下
「
第

32
次
地
制
調
」）
の
答
申
（
２
０
２
０
年
６
月
）

と
、
そ
の
前
捌
き
研
究
会
で
あ
っ
た
「
自
治
体

戦
略
２
０
４
０
構
想
研
究
会
」（
以
下
「
２
０

４
０
研
究
会
」）
の
２
つ
の
報
告
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
32
次
地
制
調
の
答
申
で
は
「
最
適
」
と
い

う
語
は「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
は
、そ
の
目
的
や

活
動
実
態
等
を
踏
ま
え
、
事
業
展
開
に
対
応
し

情
報
シ
ス
テ
ム
利
用
の
原
則
の 

法
定
化
と
利
用
の「
最
適
化
」

本
多
滝
夫

龍
谷
大
学
教
授

滋
賀
自
治
体
問
題
研
究
所
理
事
長
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能
登
半
島
地
震
の
発
生
か
ら
ま
も
な
く
１
年

３
ヶ
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
（
原
稿
執
筆

時
）。
被
災
者
自
身
の
復
旧
・
復
興
へ
の
日
々

の
営
み
、
全
国
各
地
か
ら
支
援
に
入
っ
た
自
治

体
応
援
職
員
や
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
献
身
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
復
旧
・
復
興
の
遅
延
は
目
に

余
る
。
私
が
事
務
局
長
を
務
め
る
み
や
ぎ
震
災

研
も
、
セ
ン
タ
ー
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
に
「
能
登

・
北
陸
支
援
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
設
置
し
て
、
能

登
半
島
地
震
被
災
者
の
生
活
再
建
と
同
被
災
地

の
復
旧
・
復
興
に
向
け
た
支
援
情
報
の
発
信
に

重
点
を
置
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

ま
た
、
私
個
人
と
し
て
も
、
阪
神
・
淡
路
大

震
災
を
契
機
に
災
害
復
興
支
援
に
取
り
組
ん
で

こ
ら
れ
た
方
々
の
助
力
を
得
て
、
昨
年
４
月
、

10
月
の
２
度
、
緊
急
ア
ピ
ー
ル
を
発
信
す
る
取

り
組
み
の
事
務
局
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
２
つ
の
ア
ピ
ー
ル
に
賛
同
を
示
し
て
く
だ

さ
っ
た
大
阪
自
治
体
問
題
研
究
所
の
会
員
・
関

係
者
の
み
な
さ
ん
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て

感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

■ 
人
権
抑
圧
状
態
に
あ
る
能
登
被
災
地
１
Ｋ
仮

設
住
宅
二
人
世
帯
居
住

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
に
示
し
た
通
り
、
能
登
半

島
地
震
後
の
１
年
３
ヶ
月
は
、
国
の
被
災
地
ネ

グ
レ
ク
ト
と
深
刻
な
リ
ソ
ー
ス
不
足
、
加
え
て

人
権
感
覚
の
欠
如
が
も
た
ら
す
被
災
者
分
断
の

深
刻
化
だ
っ
た
。
能
登
半
島
地
震
は
過
去
に
類

を
み
な
い
広
域
複
合
災
害
だ
っ
た
が
、
特
に
被

害
が
集
中
し
た
奥
能
登
６
市
町
へ
の
ア
ク
セ
ス

が
激
震
に
よ
る
地
盤
崩
壊
と
隆
起
に
よ
っ
て
、

陸
上
、
海
上
の
両
ル
ー
ト
で
寸
断
さ
れ
た
こ

と
、
重
機
を
扱
う
こ
と
に
長
け
た
建
設
事
業
者

の
衰
微
で
迅
速
な
道
路
啓
開
（
緊
急
車
両
等
が

通
行
で
き
る
よ
う
応
急
に
道
を
開
く
）
が
滞
っ

た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
初
動
が
決
定
的
に
遅
れ

て
被
災
者
の
応
急
救
助
は
激
し
く
混
乱
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

た
だ
し
こ
こ
で
は
、
初
動
期
の
混
乱
や
、
避

難
所
を
め
ぐ
る
非
人
間
的
処
遇
、
能
登
に
根
付

い
た
豊
か
な
伝
統
的
社
会
関
係
を
一
顧
だ
に
し

な
い
無
神
経
な
集
約
化
議
論
、
そ
し
て
遅
々
と

し
て
進
ま
な
い
公
費
解
体
等
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
識
者
、
媒
体
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
ら

繰
り
返
さ
な
い
。
私
が
今
伝
え
た
い
の
は
、
能

登
被
災
地
に
お
け
る
応
急
仮
設
住
宅
（
以
下
、

仮
設
住
宅
）
に
お
け
る
人
権
侵
害
、
著
し
い
過

密
狭
小
居
住
の
実
態
で
あ
る
。

能
登
被
災
地
で
は
、
長
年
仮
設
住
宅
の
建
設

を
担
っ
て
き
た
プ
レ
ハ
ブ
建
築
協
会
（
以
下
、

プ
レ
協
）
が
定
め
た
住
戸
規
模
タ
イ
プ
を
踏
襲

し
て
、
20
㎡
（
１
Ｋ
、
１
〜
２
人
用
）、
30
㎡

（
２
Ｄ
Ｋ
、
２
〜
４
人
用
）、
40
㎡
（
３
Ｄ
Ｋ
、

４
人
以
上
用
）
の
３
タ
イ
プ
（
40
㎡
の
車
椅
子

対
応
を
加
え
る
と
４
タ
イ
プ
）
が
供
給
さ
れ
た

（
括
弧
内
の
人
数
は
石
川
県
の
運
用
）。
た
だ

し
、
災
害
救
助
法
（
以
下
、
救
助
法
）
の
一
般

基
準
に
関
す
る
内
閣
府
の
説
明
資
料
で
も
、
プ

レ
協
自
身
も
20
㎡
タ
イ
プ
は
単
身
用
と
し
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
石
川
県
は
独
自
基
準
と

能
登
半
島
地
震
の
１
年
３
ヶ
月

　
　 
　
──
暴
き
出
さ
れ
た
人
権
抑
圧
の
災
害
対
応

�

み
や
ぎ
震
災
復
興
研
究
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長��

遠
州
尋
美
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■
は
じ
め
に

３
月
11
日
、
大
阪
府
の
人
事
課
は
府
職
労
に

対
し
、「
令
和
７
年
度
職
員
定
数
配
置
計
画
」

を
説
明
し
ま
し
た
。
こ
の
計
画
で
は
、
全
体
と

し
て
万
博
関
連
業
務
の
増
員
が
目
立
ち
、
府
全

体
の
職
員
数
は
１
１
１
人
増
、
61
人
減
、
合
計

50
人
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
回
の

計
画
で
は
、
万
博
業
務
の
負
担
を
各
部
局
の

「
協
力
枠
」（
表
参
照
）
に
よ
っ
て
対
応
す
る
方

大 手 前
通 信 82

針
が
示
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
計
画
通
り
の

人
員
配
置
が
行
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
状
況
で

す
。府

職
労
は
、
時
間
外
勤
務
が
常
態
化
し
て
い

る
現
状
を
踏
ま
え
、
今
回
の
計
画
が
通
常
業
務

の
負
担
を
さ
ら
に
増
や
す
可
能
性
を
指
摘
し
て

い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
職
員
定
数
配
置
計
画
の

実
態
を
整
理
し
、
そ
の
課
題
に
つ
い
て
明
ら
か

に
し
ま
す
。

■ 

万
博
関
連
業
務
に
偏
る
職
員
増

今
回
の
定
数
配
置
計
画
で
は
、
万
博
開
催
に

伴
う
行
政
需
要
の
増
大
に
対
応
す
る
た
め
、
特

定
の
部
局
に
お
け
る
職
員
増
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
既
存
の
通
常

業
務
を
担
う
職
員
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
業
務
の
増
加
に
伴
う
負
担

の
集
中
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

特
に
、「
協
力
枠
」
と
し
て
各
部
局
か
ら
職

員
を
万
博
業
務
へ
割
く
方
針
は
、
既
存
業
務
へ

の
影
響
を
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
す
で
に
人
員
不

足
が
深
刻
な
部
署
に
お
い
て
も
、
人
員
が
万
博

関
連
業
務
へ
と
流
れ
る
こ
と
で
、
通
常
業
務
の

維
持
が
よ
り
困
難
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

大
阪
府
関
係
職
員
労
働
組
合
執
行
委
員
長　

小
松
康
則

大
阪
府
の
職
員
不
足
の
実
態 

　
　
　
　
──
万
博
優
先
で
揺
ら
ぐ
住
民
サ
ー
ビ
ス

表　万博協力人員

部局名 割当数

政策企画部 1

危機管理監 1

総務部 8

財務部（税除く） 1

税 9

スマートシティ戦略部 1

府民文化部 2

福祉部 3

健康医療部 3

商工労働部 4

環境農林水產部 2

都市整備部 5

議会事務局 1

教育庁 3

合　計 44
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