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幻
世
紀
の
千
葉
県
づ

今
、
世
界
は
大
き
な
転
換
点
に
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
発
生
し
た
同
時
多

発
テ
ロ
、
環
境
破
域
や
少
子
高
齢
化
の
急
激
な
進
展
、
人

U
増
加
、
人
権
侵
需

な
ど
の
地
球
的
規
模
の
課
題
が
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。

大
並
消
費
削
中
一社
会
か
ら
循
環
型
社
会
へ
の
切
り
答
え
な
ど
、

-

a

卜
世
紀
型
の

価
値
観
か
ら
二
卜

一
世
紀
型
の
価
値
観
へ
の
転
換
が
必
要
で
あ
り
、
地
方
自
治

体
に
お
い
て
は
、
長
引
く
景
気
の
低
迷
に
よ
り
厳
し
い
財
政
状
況
の
も
と
、
地

万
分
権
の
推
進
や
経
済
の
活
性
化
、
資
源
循
環
型
社
会
の
構
築
、
福
祉
政
策
の

允
尖
な
ど
、
個
性
を
生
か
し
た
地
域
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

地
五
が
主
体
性
を
発
揮
し
、
県
民

一
人
ひ
と
り
が
地
域
づ
く
り
の
主
役
と
な

る
時
代
を
迎
え
た
今
、
千
葉
県
の
持
つ
個
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
県
民
が
誇
り

と
れ
れ
を
持

っ
て
、
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
円
立
し
た

「千
葉

E
権
」
の
係

立
を

H
指
し
て
い
き
た
い
と
与
え
て
い
ま
す
。

一
一卜

一
世
紀
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
住
民
参
加
」
と

「情
報
公
開
」
で
す
。

地
域
住
民

一
人
ひ
と
り
が
円
身
の

U
線
で
あ
ら
ゆ
る
政
策
に
参
両
し
、
地
域

住
民
が

「日
己
決
定
」
を
行
い
、

「自
己
立
任
」
を
来
た
し
て
い
く
こ
と
こ
そ

が
、
真
の
地
方
分
権
の
確
立
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

N
P
O
を
は
じ
め
と
す
る
市
民
の
方
々
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
の
も
と
、

市
民
の
視
点
を
生
か
し
た
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
と
と
も
に
、

N
P
O
活
動
の

一
胞
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
県
庁
内
に

「
N
P
O
サ
ポ
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
」
を

設
置
す
る
な
ど
、

「
N
P
O
立
県
・
千
葉
」
の
実
現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
県
民
の
皆
さ
ん
と
直
接
触
れ
合
い
、
心
を
通
わ
せ
る
と
と
も
に
、

巻頭工yセー

率
直
な
意
見
・
要
望
を
う
か
が
う
た
め
、
現
在
、
県
内
八
十
市
町
村
す
べ
て
を

歩
く

「千
葉
な
の
花
県
民
会
議
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
各
市
町
村
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
例
性
が
あ
り
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
謀
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
開
催
し

た
す
べ
て
の
市
町
村
で
、

「
現
場
」
で
な
け
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
の

声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
と
思

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
「
あ
き
子
ホ

ッ
ト
ラ
イ
ン
」
と
名
付
け
た
私
専
川
の
フ

ァ
ッ

ク
ス
や

e

メ
1
ル
の
設
世
や
政
策
情
報
な
ど
を
提
供
す
る
た
め
メ

1
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
配
信

を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、

「
ょ
う
こ
そ
知
事
宅
へ
」
と
名
付
け
た
私
の
ホ

1
ム
ペ

1
ジ

で
は
、
私
の
日
々
の
行
動
や
考
え
を
県
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

と
く
に
、

「A

ニ
帯
瀬
問
題
」
で
は
、
政
策
の
具
体
的
検
討
段
階
に
お
い
て
も
、

住
民
、
環
境
保
護
同
体
、
漁
業
協
同
組
合
な
ど
の
参
加
に
よ
り
、
全
両
公
開
で

「自
然
の
保
全
と
再
生
」
の
た
め
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
今

後
は
三
番
瀬
だ
け
で
な
く
、
県
政
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
お
い
て
も
、

県
民
参
加
と
徹
底
し
た
情
報
公
開
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
三
砕
瀬
に
お
い
て
大
規
伎
な
公
共
引
業
を
内
紙
に
一民
し
、
住
民
参
加
に
よ

る
自
然
再
計
阿
を
完
全
公
開
で
実
施
す
る
こ
と
が
、
日
本
各
地
の
公
共
事
業
の

進
め
方
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
県
民
の
皆
さ
ん
と

一
緒
に
、
千
葉
県
の
持

っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る

可
能
性
を
最
大
限
に
開
花
さ
せ
、

「県
民
の
だ
れ
も
が
幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
暮
ら
し
ゃ
す
い
千
葉
県
づ
く
り
」
に
精

一
杯
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
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頭
エ
ッ
セ
ー
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の
千
葉
県
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。
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と
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、
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、
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の
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に
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も
、
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、
環
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同
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、
漁
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協
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合
な
ど
の
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に
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り
、
全
両
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開
で

「自
然
の
保
全
と
再
生
」
の
た
め
の
検
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を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
今

後
は
三
番
瀬
だ
け
で
な
く
、
県
政
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
分
野
に
お
い
て
も
、

県
民
参
加
と
徹
底
し
た
情
報
公
開
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
三
砕
瀬
に
お
い
て
大
規
伎
な
公
共
引
業
を
内
紙
に
一民
し
、
住
民
参
加
に
よ

る
自
然
再
計
阿
を
完
全
公
開
で
実
施
す
る
こ
と
が
、
日
本
各
地
の
公
共
事
業
の

進
め
方
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
県
民
の
皆
さ
ん
と

一
緒
に
、
千
葉
県
の
持

っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る

可
能
性
を
最
大
限
に
開
花
さ
せ
、

「県
民
の
だ
れ
も
が
幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
暮
ら
し
ゃ
す
い
千
葉
県
づ
く
り
」
に
精

一
杯
取
り
組
ん
で
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き
た
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と
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ま
す
。
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市
町
村
合
併
へ
の
視
点

⑨
八
?
権
改
革
ど
市
町
村
令
併

地
万
分
権
推
進
委
員
会
は
、
そ
の
六
年
間
の
任
務
を
終
え
る
に
当
た
り
、
平

成
卜
三
年
六
月
卜
問
日
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
「
地
万
分
権
推
進
委
員
会

最
終
報
告
|
分
権
型
社
会
の
創
造
一
そ
の
道
筋
」
を
提
出
し
た
。
こ
の
報
告
は
、

第

一
次
分
権
改
革
を
回
顧
し
た
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

「分
権
改
革
の
推
進
と
は
別
途
に
、
し
か
し
不
幸
に
し
て
こ
れ
と
時
を
同
じ
く

し
て
、
同
と
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
危
機
的
状
況
は
そ
の
深
刻
さ
の
度
合
い

を
深
め
て
き
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
は
こ
れ
か

ら
さ
ら
に
年
を
追
う
ご
と
に
そ
の
厳
し
さ
を
増
す
も
の
と
見
込
ま
ざ
る
を
得
な

い
。
同
に
救
済
を
求
め
て
み
て
も
、
凶
に
は
も
は
や
こ
れ
に
こ
た
え
る
余
俗
が

な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
か
か
る
事
態
に
立
ち
至
っ

た
こ
と
を
慨
嘆
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
椛
造
改
革
を
推
進
す
る
好
機
と
と
ら
え
直
し

て
ほ
し
い
。
地
方
公
共
団
体
は
こ
の
機
会
に
、
固
へ
の
依
存
心
を
払
拭
し
、
自

己
責
任
・
内
己
決
定
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
円
治
の
道
を
点
剣
に
模
索
し
て
ほ

し
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
同
に
向
け
て
い
た
目
を
地
域
住
民
に
向
け
直
し
、
地

方
自
治
の
運
併
の
透
明
性
を
高
め
、
地
域
住
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
来
た
し

つ
つ
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
取
捨
選
択
の
万
途
を
地
域
住
民
に
問
い
か
け
、
そ
の

判
断
に
必
づ
い
て
、
成
山
の
徹
底
し
た
削
減
を
阿
る
と
い
う
地
道
な
努
刈
の
積

み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
住
民
に
身
近
な
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体

で
あ
る
市
町
村
に
お
け
る
自
主
的
な
合
併
の
推
進
は
、
こ
う
し
た
努
力
を
結
実

さ
せ
る
た
め
の
有
ル
な
選
択
肢
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
ほ
し
い
」。

地
五
分
権
批
進
法
の
制
定
以
前
の
段
階
で
は
、
地
万
分
権
を
進
め
る
の
な
ら
、

大
森

罰
相

千
葉
大
学
教
綬

耳
目

東
京
大
学
名
誉
教
綬

ま
ず
、
市
町
村
の
規
模
を
大
き
く
し
て
行
政
体
制
を
整
え
て
か
ら
だ
、
と
い
う

い
わ
ゆ
る

「受
け
皿
」
論
が
相
当
に
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
。
委
員
会
は
当
初
、

こ
の
受
け
肌
論
を

一
時
棚
上
げ
に
し
、
当
而
は
現
行
の
体
制
の
下
で
可
能
な
限

り
の
推
進
策
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
実
際
に
は
、
地
万
分
権
推
進
法

の
制
定
に
至
る
ま
で
の
論
議
の
過
程
で
、
こ
の
点
で
の
合
意
が
関
係
者
の
問
に

お
お
む
ね
成
立
し
て
い
た
と
理
解
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
市
町
村
合
併
を
分
権
改
市
と
同
時
件
犯
行
し
て
推
進
す
べ
し
と
す
る

戸
が
、
与
党
や
行
邸
を
含
め
各
万
而
で
高
ま

っ
た
。
そ
こ
で
委

μ会
と
し
て
は
、

機
関
委
任
事
務
制
度
の
全
面
廃
止
が
政
府
内
に
つ
い
て
合
意
が
得
ら
れ
る
見
通

し
が
立
っ
た
第

一
次
勧
告
提
出
の
時
点
で
、
市
町
村
合
併
問
題
を
地
方
行
政
体

制
の
整
備
お
よ
び
雌
立
方
策
の
重
要
な
.
環
と
し
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
と

し
、
第
二
次
勧
告
に
お
い
て
市
町
村
の
円
主
的
な
合
併
の
杭
娠
的
な
促
進
万
策

を
勧
告
す
る
運
び
と
な

っ
た
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

「国
・
地
方
を
通
じ
た
厳
し
い
財
政
状
況
の
下
、
今
後
と
も
ま
す
ま
す
増
大
す

る
市
町
村
に
対
す
る
行
政
前
要
や
住
民
の
け
常
生
活
、
経
済
活
動
の

一
一
胞
の
広

域
化
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
法
礎
的
円
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
行
財

政
能
力
の
向
上
、
効
率
的
な
地
方
行
政
体
制
の
整
備
・
確
立
が
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
:
・今
ま
で
以
卜
.
に
積
極
的
に
自
主
的
な
市
町
村
合

併
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
」。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
分
権
改
革

(.
定
地
域
に
お
け
る
住
民
と
そ
の
代

表
機
関
の
自
己
決
定
権
を
拡
充
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
園
地
方
関
係
を
従
来
の

主
従

・
上
下
の
関
係
か
ら
対
等
・
協
刈
の
関
係
へ
と
転
換
さ
せ
る
こ
と
)
を
推

進
す
る
立
場
に
あ
る
委

H
会
と
し
て
、
市
町
村
合
併
は
あ
く
ま
で
も
'
口
、
巨
的
で
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市
町
村
合
併
へ
の
視
点

⑨
八
?
権
改
革
ど
市
町
村
令
併

地
万
分
権
推
進
委
員
会
は
、
そ
の
六
年
間
の
任
務
を
終
え
る
に
当
た
り
、
平

成
卜
三
年
六
月
卜
問
日
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
「
地
万
分
権
推
進
委
員
会

最
終
報
告
|
分
権
型
社
会
の
創
造
一
そ
の
道
筋
」
を
提
出
し
た
。
こ
の
報
告
は
、

第

一
次
分
権
改
革
を
回
顧
し
た
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

「分
権
改
革
の
推
進
と
は
別
途
に
、
し
か
し
不
幸
に
し
て
こ
れ
と
時
を
同
じ
く

し
て
、
同
と
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
危
機
的
状
況
は
そ
の
深
刻
さ
の
度
合
い

を
深
め
て
き
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
は
こ
れ
か

ら
さ
ら
に
年
を
追
う
ご
と
に
そ
の
厳
し
さ
を
増
す
も
の
と
見
込
ま
ざ
る
を
得
な

い
。
同
に
救
済
を
求
め
て
み
て
も
、
凶
に
は
も
は
や
こ
れ
に
こ
た
え
る
余
俗
が

な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
か
か
る
事
態
に
立
ち
至
っ

た
こ
と
を
慨
嘆
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
椛
造
改
革
を
推
進
す
る
好
機
と
と
ら
え
直
し

て
ほ
し
い
。
地
方
公
共
団
体
は
こ
の
機
会
に
、
固
へ
の
依
存
心
を
払
拭
し
、
自

己
責
任
・
内
己
決
定
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
円
治
の
道
を
点
剣
に
模
索
し
て
ほ

し
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
同
に
向
け
て
い
た
目
を
地
域
住
民
に
向
け
直
し
、
地

方
自
治
の
運
併
の
透
明
性
を
高
め
、
地
域
住
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
来
た
し

つ
つ
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
取
捨
選
択
の
万
途
を
地
域
住
民
に
問
い
か
け
、
そ
の

判
断
に
必
づ
い
て
、
成
山
の
徹
底
し
た
削
減
を
阿
る
と
い
う
地
道
な
努
刈
の
積

み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
住
民
に
身
近
な
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体

で
あ
る
市
町
村
に
お
け
る
自
主
的
な
合
併
の
推
進
は
、
こ
う
し
た
努
力
を
結
実

さ
せ
る
た
め
の
有
ル
な
選
択
肢
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
ほ
し
い
」。

地
五
分
権
批
進
法
の
制
定
以
前
の
段
階
で
は
、
地
万
分
権
を
進
め
る
の
な
ら
、

大
森

罰
相

千
葉
大
学
教
綬

耳
目

東
京
大
学
名
誉
教
綬

ま
ず
、
市
町
村
の
規
模
を
大
き
く
し
て
行
政
体
制
を
整
え
て
か
ら
だ
、
と
い
う

い
わ
ゆ
る

「受
け
皿
」
論
が
相
当
に
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
。
委
員
会
は
当
初
、

こ
の
受
け
肌
論
を

一
時
棚
上
げ
に
し
、
当
而
は
現
行
の
体
制
の
下
で
可
能
な
限

り
の
推
進
策
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
実
際
に
は
、
地
万
分
権
推
進
法

の
制
定
に
至
る
ま
で
の
論
議
の
過
程
で
、
こ
の
点
で
の
合
意
が
関
係
者
の
問
に

お
お
む
ね
成
立
し
て
い
た
と
理
解
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
市
町
村
合
併
を
分
権
改
市
と
同
時
件
犯
行
し
て
推
進
す
べ
し
と
す
る

戸
が
、
与
党
や
行
邸
を
含
め
各
万
而
で
高
ま

っ
た
。
そ
こ
で
委

μ会
と
し
て
は
、

機
関
委
任
事
務
制
度
の
全
面
廃
止
が
政
府
内
に
つ
い
て
合
意
が
得
ら
れ
る
見
通

し
が
立
っ
た
第

一
次
勧
告
提
出
の
時
点
で
、
市
町
村
合
併
問
題
を
地
方
行
政
体

制
の
整
備
お
よ
び
雌
立
方
策
の
重
要
な
.
環
と
し
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
と

し
、
第
二
次
勧
告
に
お
い
て
市
町
村
の
円
主
的
な
合
併
の
杭
娠
的
な
促
進
万
策

を
勧
告
す
る
運
び
と
な

っ
た
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

「国
・
地
方
を
通
じ
た
厳
し
い
財
政
状
況
の
下
、
今
後
と
も
ま
す
ま
す
増
大
す

る
市
町
村
に
対
す
る
行
政
前
要
や
住
民
の
け
常
生
活
、
経
済
活
動
の

一
一
胞
の
広

域
化
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
法
礎
的
円
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
行
財

政
能
力
の
向
上
、
効
率
的
な
地
方
行
政
体
制
の
整
備
・
確
立
が
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
:
・今
ま
で
以
卜
.
に
積
極
的
に
自
主
的
な
市
町
村
合

併
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
」。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
分
権
改
革

(.
定
地
域
に
お
け
る
住
民
と
そ
の
代

表
機
関
の
自
己
決
定
権
を
拡
充
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
園
地
方
関
係
を
従
来
の

主
従

・
上
下
の
関
係
か
ら
対
等
・
協
刈
の
関
係
へ
と
転
換
さ
せ
る
こ
と
)
を
推

進
す
る
立
場
に
あ
る
委

H
会
と
し
て
、
市
町
村
合
併
は
あ
く
ま
で
も
'
口
、
巨
的
で
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
を
堅
持
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
市
町

村
合
併
は
強
制
型
あ
る
い
は
制
裁
型
に
し
な
い
限
り
進
ま
な
い
と
い
う
主
張
が

あ
る
が
、
委
員
会
は
、
そ
う
い
う
主
張
に
は
く
み
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、

法
律
上
は
、
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
変
更
を
廃
置
分
合
と
い

っ
て
い
る
が
、

市
町
村
が
住
民
に
最
も
身
近
な

「地
方
政
府
」
(
基
礎
自
治
体
)
で
あ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
区
域
の
変
更
は
住
民
自
治
の
範
囲
の
変
更
で
あ
り
、
し
た
が

っ

て
、
市
町
村
に
と

っ
て
は
最
も
重
要
な
意
思
決
定
事
項
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
向
主
合
併
な
ど
う
ま
く
い
く
は
ず
が
な
い
と
い
う

冷
淡
な
議
論
も
あ
る
が
、
強
制
型
や
制
裁
型
の
合
併
は
分
権
時
代
に
そ
ぐ
わ
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

⑨
政
府
の
方
針
ど
そ
の
意
味
令
い

廃
置
分
合
に
は
合
併
だ
け
で
な
く
分
割
も
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、
分
合
と
い

え
ば
、
ほ
と
ん
ど
合
併

(新
設
合
併
か
編
入
合
併
)
に
目
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。

平
成
十
二
年
五
月
現
在
、
市
町
村
の
数
は
三
千
二
百
二
十
四
と
な

っ
て
い
る
。

問
題
は
、
人
口

一
万
人
未
満
の
市
町
村
の
数
が
、
千
五
百
三
十
五
で
、
全
体
の

凹
七
六
%
を
占
め
、

三
万
人
未
満
に
な
る
と
二
千
五
百
八
、
七
七
・
八
%
を

占
め
、
小
規
模
な
自
治
体
が
多
い
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

平
成
十
三
年
六
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「今
後
の
経
済
財
政
運
営
及
び
経
済

社
会
の
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
」
の

「第
四
章

個
性
あ
る
地
方
の
競

争
|
自
立
し
た
同
・
地
方
関
係
の
確
立」

の

「
1
自
立
し
得
る
自
治
体
」
で

は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「自
助
と
自
立
に
基
づ
く
新
た
な
国
・
地
方
の
関
係
の
実
現
に
は
、
ま
ず
、
受

け
皿
と
な
る
自
治
体
の
財
政
基
線
の
拡
充
と
自
立
能
力
の
向
上
を
促
し
、
固
に

依
存
し
な
く
て
も

「自
立
し
得
る
自
治
体
」
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
す
み
や
か
な
市
町
村
の
再
編
を
市
町
村
合
併
や
広
域
行
政
を
よ
り
強
力
に

促
進
し
、
目
途
を
立
て
す
み
や
か
な
市
町
村
の
再
編
を
促
す
②
規
模
な
ど
に
応

じ
て
市
町
村
の
責
任
を
人
口
数
千
の
団
体
と
数
十
万
の
団
体
が
同
じ
よ
う
に

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
と
い
う
仕
組
み
を
見
直
し
、
団
体
規
模
な
ど
に
応
じ
て

仕
事
や
責
任
を
変
え
る
仕
組
み
を
さ
ら
に
検
討
す
る
(
た
と
え
ば
、
人
口
三
十

万
以
上
の
自
治
体
に
は

一
層
の
仕
事
と
責
任
を
付
与
、
小
規
模
町
村
の
場
合
は

仕
事
と
責
任
を
小
さ
く
し
、
都
道
府
県
な
ど
が
肩
代
わ
り
な
ど
)」
。

小
泉
内
閣
の
こ
の
よ
う
な
方
針
は
、
打
ち
続
く
園
地
・
万
を
通
ず
る
財
政
悪
化

の
下
で
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な

「国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
」
か
ら

「個
性
あ
る

地
域
の
発
展
」

へ
の
転
換
を
促
し
、
地
方
が
自
ら
の
判
断
と
財
源
に
よ

っ
て
魅

力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
必
要
性
を
意
識
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
市

町
村
再
編
の
推
進
方
策
と
し
て
は
、
広
域
行
政
(
広
域
連
合
な
ど
)
も
挙
げ
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
合
併
だ
け
限
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
最
近
の
動
き
を
見
れ
ば
、

市
町
村
合
併
を
協
力
に
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
政
府
の
意
図
は
明
白
で
あ

る
。
先
の
森
内
閣
の
と
き
、
与
党
三
党
は
、

一
千
と
い
う
数
値
目
標
を
決
め
て

い
る
。
政
府
は

「市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
(
合
併
特
例
法
)

を
改
正
し
た
(
平
成
十

一
年
七
月
十
六
日
公
布
・
施
行
)
。
こ
の
特
例
法
は
、

平
成
十
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
時
限
法
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
、
で
き
る

だ
け
合
併
を
進
め
た
い
意
向
で
あ
る
。
こ
の
内
容
を
見
る
と
、
政
府
は
可
能
な

限
り
の
積
極
的
な
推
進
策
を
提
示
し
、
市
町
村
の
自
主
的
な
合
併
を
強
力
に
促

そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
で
に
、
全
都
道
府
県
が
、
合
併
推
進
の

た
め
の
要
綱
を
策
定
し
、
市
町
村
合
併
の
パ
タ
ー
ン
を
参
考
の
た
め
提
示
し
、

勧
奨
を
強
め
て
い
る
。

与
党
お
よ
び
政
府
が
市
町
村
合
併
に
熱
心
で
あ
る
政
治
的
理
由
は
定
か
で
は

な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
背
景
に
は
国
政
や
地
方
選
挙
に
お
け
る
都
市
住
民
の

支
持
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る

「都
市
派
」
な
い
し

「都
市
再
生
論
者
」
の
台
頭

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
国
政
に
お
け
る
過
剰
な
農
村
代
表
を
改
め
、
農
山
漁
村

へ
配
分
さ
れ
て
き
た
財
源
を
都
市
整
備
に
配
分
し
直
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
都
市

住
民
の
支
持
を
取
り
付
け
よ
う
と
す
る
政
治
戦
略
で
あ
る
。
こ
の
戦
略
で
は
、

こ
と
さ
ら
都
市
と
農
山
村
の
利
害
の
対
立
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
の
問
題
は
、
自
然
の
営
み
が
豊
か
な
農
山
村
が
衰
退
し
て
い
け
ば
都
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
を
堅
持
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
市
町

村
合
併
は
強
制
型
あ
る
い
は
制
裁
型
に
し
な
い
限
り
進
ま
な
い
と
い
う
主
張
が

あ
る
が
、
委
員
会
は
、
そ
う
い
う
主
張
に
は
く
み
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、

法
律
上
は
、
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
変
更
を
廃
置
分
合
と
い

っ
て
い
る
が
、

市
町
村
が
住
民
に
最
も
身
近
な

「地
方
政
府
」
(
基
礎
自
治
体
)
で
あ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
区
域
の
変
更
は
住
民
自
治
の
範
囲
の
変
更
で
あ
り
、
し
た
が

っ

て
、
市
町
村
に
と

っ
て
は
最
も
重
要
な
意
思
決
定
事
項
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
向
主
合
併
な
ど
う
ま
く
い
く
は
ず
が
な
い
と
い
う

冷
淡
な
議
論
も
あ
る
が
、
強
制
型
や
制
裁
型
の
合
併
は
分
権
時
代
に
そ
ぐ
わ
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

⑨
政
府
の
方
針
ど
そ
の
意
味
令
い

廃
置
分
合
に
は
合
併
だ
け
で
な
く
分
割
も
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、
分
合
と
い

え
ば
、
ほ
と
ん
ど
合
併

(新
設
合
併
か
編
入
合
併
)
に
目
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。

平
成
十
二
年
五
月
現
在
、
市
町
村
の
数
は
三
千
二
百
二
十
四
と
な

っ
て
い
る
。

問
題
は
、
人
口

一
万
人
未
満
の
市
町
村
の
数
が
、
千
五
百
三
十
五
で
、
全
体
の

凹
七
六
%
を
占
め
、

三
万
人
未
満
に
な
る
と
二
千
五
百
八
、
七
七
・
八
%
を

占
め
、
小
規
模
な
自
治
体
が
多
い
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

平
成
十
三
年
六
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「今
後
の
経
済
財
政
運
営
及
び
経
済

社
会
の
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
」
の

「第
四
章

個
性
あ
る
地
方
の
競

争
|
自
立
し
た
同
・
地
方
関
係
の
確
立」

の

「
1
自
立
し
得
る
自
治
体
」
で

は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「自
助
と
自
立
に
基
づ
く
新
た
な
国
・
地
方
の
関
係
の
実
現
に
は
、
ま
ず
、
受

け
皿
と
な
る
自
治
体
の
財
政
基
線
の
拡
充
と
自
立
能
力
の
向
上
を
促
し
、
固
に

依
存
し
な
く
て
も

「自
立
し
得
る
自
治
体
」
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
す
み
や
か
な
市
町
村
の
再
編
を
市
町
村
合
併
や
広
域
行
政
を
よ
り
強
力
に

促
進
し
、
目
途
を
立
て
す
み
や
か
な
市
町
村
の
再
編
を
促
す
②
規
模
な
ど
に
応

じ
て
市
町
村
の
責
任
を
人
口
数
千
の
団
体
と
数
十
万
の
団
体
が
同
じ
よ
う
に

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
と
い
う
仕
組
み
を
見
直
し
、
団
体
規
模
な
ど
に
応
じ
て

仕
事
や
責
任
を
変
え
る
仕
組
み
を
さ
ら
に
検
討
す
る
(
た
と
え
ば
、
人
口
三
十

万
以
上
の
自
治
体
に
は

一
層
の
仕
事
と
責
任
を
付
与
、
小
規
模
町
村
の
場
合
は

仕
事
と
責
任
を
小
さ
く
し
、
都
道
府
県
な
ど
が
肩
代
わ
り
な
ど
)」
。

小
泉
内
閣
の
こ
の
よ
う
な
方
針
は
、
打
ち
続
く
園
地
・
万
を
通
ず
る
財
政
悪
化

の
下
で
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な

「国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
」
か
ら

「個
性
あ
る

地
域
の
発
展
」

へ
の
転
換
を
促
し
、
地
方
が
自
ら
の
判
断
と
財
源
に
よ

っ
て
魅

力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
必
要
性
を
意
識
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
市

町
村
再
編
の
推
進
方
策
と
し
て
は
、
広
域
行
政
(
広
域
連
合
な
ど
)
も
挙
げ
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
合
併
だ
け
限
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
最
近
の
動
き
を
見
れ
ば
、

市
町
村
合
併
を
協
力
に
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
政
府
の
意
図
は
明
白
で
あ

る
。
先
の
森
内
閣
の
と
き
、
与
党
三
党
は
、

一
千
と
い
う
数
値
目
標
を
決
め
て

い
る
。
政
府
は

「市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
(
合
併
特
例
法
)

を
改
正
し
た
(
平
成
十

一
年
七
月
十
六
日
公
布
・
施
行
)
。
こ
の
特
例
法
は
、

平
成
十
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
時
限
法
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
、
で
き
る

だ
け
合
併
を
進
め
た
い
意
向
で
あ
る
。
こ
の
内
容
を
見
る
と
、
政
府
は
可
能
な

限
り
の
積
極
的
な
推
進
策
を
提
示
し
、
市
町
村
の
自
主
的
な
合
併
を
強
力
に
促

そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
で
に
、
全
都
道
府
県
が
、
合
併
推
進
の

た
め
の
要
綱
を
策
定
し
、
市
町
村
合
併
の
パ
タ
ー
ン
を
参
考
の
た
め
提
示
し
、

勧
奨
を
強
め
て
い
る
。

与
党
お
よ
び
政
府
が
市
町
村
合
併
に
熱
心
で
あ
る
政
治
的
理
由
は
定
か
で
は

な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
背
景
に
は
国
政
や
地
方
選
挙
に
お
け
る
都
市
住
民
の

支
持
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る

「都
市
派
」
な
い
し

「都
市
再
生
論
者
」
の
台
頭

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
国
政
に
お
け
る
過
剰
な
農
村
代
表
を
改
め
、
農
山
漁
村

へ
配
分
さ
れ
て
き
た
財
源
を
都
市
整
備
に
配
分
し
直
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
都
市

住
民
の
支
持
を
取
り
付
け
よ
う
と
す
る
政
治
戦
略
で
あ
る
。
こ
の
戦
略
で
は
、

こ
と
さ
ら
都
市
と
農
山
村
の
利
害
の
対
立
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
の
問
題
は
、
自
然
の
営
み
が
豊
か
な
農
山
村
が
衰
退
し
て
い
け
ば
都
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市
自
体
の
生
存
が
危
な
く
な
る
と
い
う

思
慮
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
(
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

全
国
町
村
会
が
平
成
十
三
年
七
月
に
打

ち
出
し
た

「
私
た
ち
は
定
言
し
ま
す

二
十

一
世
紀
の
日
本
に
と

っ
て
、
島
山

村
が
、
な
ぜ
大
切
な
の
か
|
揺
る
ぎ
な

い
国
民
的
合
意
に
む
け
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
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@
市
町
村
令
併
問
題
の

質

自
治
体
側
に
は
、
分
権
改
革
と
い
う
が
、
政
府
は
、

一
方
で
は
税
源
移
譲
を

棚
上
げ
し
た
ま
ま
、
他
方
で
合
併
を
や
れ
や
れ
と
言
っ

て
い
る
よ
う
に
映

っ
て

い
る
。
自
主
合
併
と
い
い
な
が
ら
、

実
質
的
に
は
財
源
的
な
締
め
付
け
で
合
併

に
追
い
込
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
合
併
問
題
の
難
し
さ

の
本
質
は
、
そ
れ
が
各
市
町
村
の
自
己
決
定
事
項
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
方
自

治
制
度
、
な
か
ん
ず
く
市
町
村
の
行
財
政
制
度
の
あ
り
方
と
関
係
し
て
い
る
点

に
あ
る
。
現
在
、
国
で
推
進
し
て
い
る
市
町
村
合
併
の
考
え
方
と
施
策
に
お
い

て
は
、
財
政
効
率
の
確
保
と
行
政
体
制
の
整
備
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
実
は、

こ
れ
は
今
後
の
地
方
自
治
制
度
の
行
方
に
か
か
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
市

町
村
が
自
分
の
都
合
だ
け
考
え
て
い
た
の
で
は
、
そ
の
存
立
自
体
が
危
な
く
な

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
最
も
重
要
な
問
題
は
現
行
の
地
方
交
付
税
制
度

を
維
持
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
小
規
模
市
町
村
に
と

っ
て
は
・
煽

手
と
な
る
段
階
補
正
の
見
直
し
が
始
ま

っ
て
い
る
。

市
町
村
ご
と
に
住
民

一
人
当
た
り
の
歳
出
総
額
を
比
較
す
る
と
、

当
然
な
が

ら
、
人
口
規
模
に
よ

っ
て
相
当
の
聞
き
が
あ
る
。
人
口
の
二
百
人
足
ら
ず
の
離

島
の
村
は
、

三
十
万
人
規
模
の
都
市
自
治
体
の

二
十
倍
も
の
経
費
を
か
け
て
仕

事
を
し
て
い
る
。
小
規
模
町
村
の
中
に
は
、
役
場
の
職
員
の
給
与
を
ま
か
な
う

だ
け
の
地
方
税
収
入
が
な
い
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
全
体
と
し
て
は
明
ら
か

に
財
政
効
率
は
よ
く
な
い

。
こ
れ
は
、

結
ど
ん
な
に
小
規
模
の
自
治
体
に
対
し
て

で一時

も

一
定
の
行
政
水
準
を
権
保
す
る
よ
う

苦

に
仕
事
を
義
務
づ
け
、
必
要
な
財
源
を

け
保
障
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

制
た
だ
し
、
こ
れ
を
ど
う
見
る
か
は
簡

一玉
-到

単
で
は
な
い
。
財
源
保
障
制
度
が
あ
る

た
め
、
今
の
ま
ま
で
い
い
と
い
う
消
極
的
態
度
を
混
存
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え

る
し
、
こ
の
制
度
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
地
域
的
事
情
が
多
様
な
日
本
列
島
は
何
と

か
維
持
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二
定
の
人
口
規
模
で
す
べ
て
を
く
く

っ
て
い

っ
た
ら
、
離
島
や
僻
地
の
町
村
は
存
続
し
え
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る

が
、
そ
れ
が
国
境
管
理
や
国
土
経
営
の
観
点
か
ら
望
ま
し
い
か
ど
う
か
検
討
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
べ
て
を

一
定
以
上
の
規
模
の
市
へ
再
編
し
て
、
日
本
の

自
治
を
全
面
的
に
市
制
化
し
て
農
山
漁
村
地
域
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
ど
う
か
も
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。

行
政
体
制
の
点
は
、
確
か
に
小
規
模
自
治
体
で
は

一
般
に
、
単
位
組
織
や
職

員
は
複
数
の
異
な

っ
た
仕
事
を
担
当
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
都
市
自
治
体
に
比
べ

て
人
的
・
組
織
的
体
制
は
弱
い
か
も
し
れ
な
い
。
規
模
を
広
げ
て
充
実
し
た
体

制
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に

一
理
は
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、

一
ム足
規

模
以
上
の
都
市
自
治
体
が
す
べ
て
、
現
に
、
充
実
し
た
行
政
活
動
を
展
開
し
て

い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
沈
滞
し
て
い
る
都
市
自
治
体
を
探
す
の
に
そ
ん

な
に
苦
労
は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
。
小
規
模
の
町
村
の
中
に
も
実
に
生
き
生
き
と

地
域
づ
く
り
に
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
が
あ
ま
り
成
果
を
上
げ
え
な
か

っ
た

「事

務
権
限
の
移
譲
」
を
、
今
後
の
分
権
改
革
と
し
て
推
進
す
る
た
め
に
は
、
現
在

の
よ
う
な
小
規
模
市
町
村
の
存
在
を
検
討
し
な
い
で
済
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
こ
の
た
び
の
分
権
改
革
で
市
町
村
へ
の
事
務
権
限
の
移
譲
が
進
ま
な
か

っ

た
の
は
、

主
と
し
て
、

一
方
で
市
町
村
側
か
ら
そ
の
要
望
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ

1m峨づくり2002年1月号⑨6

市
自
体
の
生
存
が
危
な
く
な
る
と
い
う

思
慮
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
(
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

全
国
町
村
会
が
平
成
十
三
年
七
月
に
打

ち
出
し
た

「
私
た
ち
は
定
言
し
ま
す

二
十

一
世
紀
の
日
本
に
と

っ
て
、
島
山

村
が
、
な
ぜ
大
切
な
の
か
|
揺
る
ぎ
な

い
国
民
的
合
意
に
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け
て
」
を
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さ
れ
た
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)
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市
町
村
令
併
問
題
の

質

自
治
体
側
に
は
、
分
権
改
革
と
い
う
が
、
政
府
は
、

一
方
で
は
税
源
移
譲
を

棚
上
げ
し
た
ま
ま
、
他
方
で
合
併
を
や
れ
や
れ
と
言
っ

て
い
る
よ
う
に
映

っ
て

い
る
。
自
主
合
併
と
い
い
な
が
ら
、

実
質
的
に
は
財
源
的
な
締
め
付
け
で
合
併

に
追
い
込
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
合
併
問
題
の
難
し
さ

の
本
質
は
、
そ
れ
が
各
市
町
村
の
自
己
決
定
事
項
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
方
自

治
制
度
、
な
か
ん
ず
く
市
町
村
の
行
財
政
制
度
の
あ
り
方
と
関
係
し
て
い
る
点

に
あ
る
。
現
在
、
国
で
推
進
し
て
い
る
市
町
村
合
併
の
考
え
方
と
施
策
に
お
い

て
は
、
財
政
効
率
の
確
保
と
行
政
体
制
の
整
備
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
実
は、

こ
れ
は
今
後
の
地
方
自
治
制
度
の
行
方
に
か
か
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
市

町
村
が
自
分
の
都
合
だ
け
考
え
て
い
た
の
で
は
、
そ
の
存
立
自
体
が
危
な
く
な

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
最
も
重
要
な
問
題
は
現
行
の
地
方
交
付
税
制
度

を
維
持
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
小
規
模
市
町
村
に
と

っ
て
は
・
煽

手
と
な
る
段
階
補
正
の
見
直
し
が
始
ま

っ
て
い
る
。

市
町
村
ご
と
に
住
民

一
人
当
た
り
の
歳
出
総
額
を
比
較
す
る
と
、

当
然
な
が

ら
、
人
口
規
模
に
よ

っ
て
相
当
の
聞
き
が
あ
る
。
人
口
の
二
百
人
足
ら
ず
の
離

島
の
村
は
、

三
十
万
人
規
模
の
都
市
自
治
体
の

二
十
倍
も
の
経
費
を
か
け
て
仕

事
を
し
て
い
る
。
小
規
模
町
村
の
中
に
は
、
役
場
の
職
員
の
給
与
を
ま
か
な
う

だ
け
の
地
方
税
収
入
が
な
い
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
全
体
と
し
て
は
明
ら
か

に
財
政
効
率
は
よ
く
な
い

。
こ
れ
は
、

結
ど
ん
な
に
小
規
模
の
自
治
体
に
対
し
て

で一時

も

一
定
の
行
政
水
準
を
権
保
す
る
よ
う

苦

に
仕
事
を
義
務
づ
け
、
必
要
な
財
源
を

け
保
障
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

制
た
だ
し
、
こ
れ
を
ど
う
見
る
か
は
簡

一玉
-到

単
で
は
な
い
。
財
源
保
障
制
度
が
あ
る

た
め
、
今
の
ま
ま
で
い
い
と
い
う
消
極
的
態
度
を
混
存
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え

る
し
、
こ
の
制
度
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
地
域
的
事
情
が
多
様
な
日
本
列
島
は
何
と

か
維
持
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二
定
の
人
口
規
模
で
す
べ
て
を
く
く

っ
て
い

っ
た
ら
、
離
島
や
僻
地
の
町
村
は
存
続
し
え
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る

が
、
そ
れ
が
国
境
管
理
や
国
土
経
営
の
観
点
か
ら
望
ま
し
い
か
ど
う
か
検
討
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
べ
て
を

一
定
以
上
の
規
模
の
市
へ
再
編
し
て
、
日
本
の

自
治
を
全
面
的
に
市
制
化
し
て
農
山
漁
村
地
域
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
ど
う
か
も
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。

行
政
体
制
の
点
は
、
確
か
に
小
規
模
自
治
体
で
は

一
般
に
、
単
位
組
織
や
職

員
は
複
数
の
異
な

っ
た
仕
事
を
担
当
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
都
市
自
治
体
に
比
べ

て
人
的
・
組
織
的
体
制
は
弱
い
か
も
し
れ
な
い
。
規
模
を
広
げ
て
充
実
し
た
体

制
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に

一
理
は
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、

一
ム足
規

模
以
上
の
都
市
自
治
体
が
す
べ
て
、
現
に
、
充
実
し
た
行
政
活
動
を
展
開
し
て

い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
沈
滞
し
て
い
る
都
市
自
治
体
を
探
す
の
に
そ
ん

な
に
苦
労
は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
。
小
規
模
の
町
村
の
中
に
も
実
に
生
き
生
き
と

地
域
づ
く
り
に
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
が
あ
ま
り
成
果
を
上
げ
え
な
か

っ
た

「事

務
権
限
の
移
譲
」
を
、
今
後
の
分
権
改
革
と
し
て
推
進
す
る
た
め
に
は
、
現
在

の
よ
う
な
小
規
模
市
町
村
の
存
在
を
検
討
し
な
い
で
済
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
こ
の
た
び
の
分
権
改
革
で
市
町
村
へ
の
事
務
権
限
の
移
譲
が
進
ま
な
か

っ

た
の
は
、

主
と
し
て
、

一
方
で
市
町
村
側
か
ら
そ
の
要
望
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
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異
な
っ
た
も
の
同
士
が

一
緒
に
な
っ
て
新
た
な
自
治
を
形
成
し
て
い
く
ほ
う
が

地
域
は
豊
か
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
は
、
今
ま
で
築

い
て
き
た
各
地
域
の
個
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
新
た
な
住
民
自
治
の
地
図
を
書
く

の
で
あ
る
か
ら
、
特
段
に
忍
耐
と
工
夫
が
要
請
さ
れ
る
。

市
町
村
は
、
合
併
を
自
ら
選
び
と
っ
て
い
く
た
め
に
も
、
す
べ
て
の
関
連
情

報
を
公
表
し
検
討
し
た
う
え
で
、
何
ら
か
の
形
で
住
民
の
直
接
的
な
意
思
を
吸

収
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
時
節
を
見
定
め
、
地
域
の
将
来
を
展
望
し
、
自
治

の
充
実
を
期
し
て
、
す
べ
て
の
市
町
村
は
、
合
併
の
是
非
を
早
急
に
真
剣
に
検

討
し
、
そ
の
う
え
で
、
合
併
の
是
非
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。

②
地
域
は
そ
こ
に
暮
ら
し
活
動
し
て
い
る
人
び
と
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
。
人
び
と
の
う
ち
、
自
分
の
こ
と
を
語
る
と
き
に
、
自
分
と
地
域
の
営
み
に

関
係
を
語
る
こ
と
な
し
に
、
自
分
を
語
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
人
び
と
が
い
る
。

そ
う
し
た
意
識
を
広
く
地
域
へ
の
愛
着
と
呼
べ
ば
、
そ
の
愛
着
を
は
ぐ
く
む
構

想
や
試
み
な
し
に
、
た
だ
地
理
的
な
単
位
を
広
げ
て
も
自
治
は
充
実
し
た
も
の

に
は
な
り
に
く
い
。
合
併
し
た
ら
周
辺
地
域
が
衰
退
と
い
う
声
が
あ
る
。
住
民

自
治
の
充
実
を
図
る
こ
と
な
し
が
区
域
を
外
に
向
か
っ
て
拡
大
す
る
の
で
は
情

け
な
い
。
外
に
向
か

っ
て
拡
大
す
る
な
ら
ば
、
従
来
以
上
に
内
に
お
け
る
充
実

を
図
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ま
さ
ま
な
場
と
機
会
に
お
け
る
住
民
参
画
の
拡
充
で

あ
る
。
区
域
を
広
げ
る
と
住
民
自
治
は
遠
の
く
と
い
う
の
は
、
構
想
力
と
手
法

が
貧
困
で
あ
る
か
ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
組
み
立
て
型
の
、
あ
る
い
は
重
層

的
な
住
民
参
画
の
仕
組
み
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
こ
そ
分
権
時
代
に
ふ
さ
わ

し
い
と
言
え
る
。

③
首
長
も
議
員
も
公
選
で
あ
る
自
治
制
度
を
踏
ま
え
れ
ば
、
首
長
と
議
会
の

対
応
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
は
、
現
在
の
都
合
や
利
益
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
地
域
に
生
ま
れ
て
く

る
世
代
へ
の
責
任
意
識
に
基
従
づ
け
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
深
謀
遠
慮
こ

そ
リ
ー
ダ
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
原
別
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
域
の
将
来
に
大

き
な
影
響
を
も
た
ら
す
合
併
に
関
し
て
と
く
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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た
こ
と
と
、
他
方
で
中
央
省
庁
の
側
が
市
町
村
の
意
欲
と
体
制
に
つ
い
て
強
い

不
信
感
を
持

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
合
併
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

固
と
市
町
村
の
中
間
に
位
置
す
る
都
道
府
県
か
ら
み
れ
ば
、

二
定
規
模
以
上

の
基
礎
自
治
体
が
整
備
す
れ
ば
、
そ
こ
へ
で
き
る
だ
け
事
務
権
限
を
移
譲
で
き

る
が
、
小
規
模
市
町
村
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
へ
移
譲
で
き
な
い
事
務
事
業
を
自
ら

行
わ
ざ
る
を
え
ず
、
と
て
も
ス
リ
ム
化
は
で
き
な
い
。
都
道
府
県
は
、
も
し

一

定
規
模
以
上
(
た
と
え
ば
人
口
二
十
万
人
規
模
の
特
例
市
)
へ
の
再
編
が
進
め

ば
、
次
に
は
自
ら
の
合
併
を
含
む
そ
の
在
り
方
を
問
わ
れ
か
ね
な
い
と
思
い
つ

つ
、
国
の
合
併
政
策
に
協
力
し
て
い
る
の
が
現
状
で
は
な
い
か
。
都
道
府
県
議

会
議
員
の
中
に
は
、
合
併
に
よ
っ
て
、
目
鼻
立
ち
の
く
っ
き
り
し
た
市
が
増
え

れ
ば
、
そ
の
市
長
候
補
に
転
出
す
る
政
治
的
チ
ャ
ン
ス
が
増
す
と
見
て
い
る
人

が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑨
問
わ
れ
る
往
民
白
治
の
在
リ
方

こ
う
し
て
市
町
村
合
併
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
図
や
思
惑
が
混
在
す
る
中
で
進

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
市
町
村
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
か
、

な
か
な
か
難
し
い
。
し
か
し
、
分
か

っ
て
い
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
点
で
は
な

か
ろ
、
っ
か
。

①
住
民
に
最
も
身
近
な
自
治
体
(
「最
初
の
政
府
」
)
で
あ
る
市
町
村
の
在
り

方
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
自
治
体
が
自
分
た
ち
の
地
域
の
将
来
を
ど
の
よ
う
に

し
て
い
き
た
い
か
と
い
う
意
欲
な
い
し
意
思
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
こ
れ

は
自
治
権
の
核
心
を
な
す
自
己
決
定
権
の
行
使
の
仕
方
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
区
成
を
広
げ
て
自
治
の
充
実
を
図
ろ
う
と
す
る
意
思
・
意
欲
を
持

た
な
い
市
町
村
が
、
や
む
を
え
ず
、
あ
る
い
は
「
パ
ス
に
乗
り
遅
れ
ま
い
」
と

し
て
合
併
し
て
も
、
不
平
不
満
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。
元
の
町
村
の
地
元
意
識

が
強
く
て
ま
と
ま
り
が
な
い
と
か
と
い
う
声
も
聞
く
。
合
併
を
条
件
も
気
風
も

同
じ
者
同
士
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
と
い
う
の
は
本
当
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
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ほ
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も
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を
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住
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住
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接
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な
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ま
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。
時
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将
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を
展
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期
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て
、
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の
市
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合
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是
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を
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剣
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え
で
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是
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人
び
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よ
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び
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ち
、
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分
の
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を
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地
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び
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着
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想
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し
に
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た
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的
な
単
位
を
広
げ
て
も
自
治
は
充
実
し
た
も
の

に
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合
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る
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住
民

自
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し
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拡
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で
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に
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て
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な
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、
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来
以
上
に
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に
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る
充
実

を
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る
必
要
が
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る
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ま
さ
ま
な
場
と
機
会
に
お
け
る
住
民
参
画
の
拡
充
で

あ
る
。
区
域
を
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と
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民
自
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は
遠
の
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と
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う
の
は
、
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想
力
と
手
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が
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で
あ
る
か
ら
だ
と
も
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る
。
組
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立
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の
、
あ
る
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は
重
層

的
な
住
民
参
画
の
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み
を
充
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て
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く
こ
と
こ
そ
分
権
時
代
に
ふ
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わ

し
い
と
言
え
る
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③
首
長
も
議
員
も
公
選
で
あ
る
自
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制
度
を
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ま
え
れ
ば
、
首
長
と
議
会
の

対
応
が
決
定
的
に
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で
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こ
と
は
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う
ま
で
も
な
い
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の
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、
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在
の
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や
利
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だ
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で
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ら
地
域
に
生
ま
れ
て
く

る
世
代
へ
の
責
任
意
識
に
基
従
づ
け
ら
れ
て
い
る
必
要
が
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そ
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に
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に
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た
こ
と
と
、
他
方
で
中
央
省
庁
の
側
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欲
と
体
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強
い
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あ
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を
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と
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の
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間
に
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す
る
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府
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ら
み
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ば
、
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定
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以
上

の
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自
治
体
が
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備
す
れ
ば
、
そ
こ
へ
で
き
る
だ
け
事
務
権
限
を
移
譲
で
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る
が
、
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模
市
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村
が
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れ
ば
、
そ
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で
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い
事
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業
を
自
ら
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を
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、
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も
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(
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口
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の
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)
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の
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が
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ば
、
次
に
は
自
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の
合
併
を
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そ
の
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り
方
を
問
わ
れ
か
ね
な
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と
思
い
つ

つ
、
国
の
合
併
政
策
に
協
力
し
て
い
る
の
が
現
状
で
は
な
い
か
。
都
道
府
県
議

会
議
員
の
中
に
は
、
合
併
に
よ
っ
て
、
目
鼻
立
ち
の
く
っ
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た
市
が
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え

れ
ば
、
そ
の
市
長
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に
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出
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る
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的
チ
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が
増
す
と
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る
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な
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な
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や
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す
る
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で
進
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た
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で
市
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は
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ど
の
よ
う
に
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え
れ
ば
よ
い
か
、

な
か
な
か
難
し
い
。
し
か
し
、
分
か

っ
て
い
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
点
で
は
な

か
ろ
、
っ
か
。

①
住
民
に
最
も
身
近
な
自
治
体
(
「最
初
の
政
府
」
)
で
あ
る
市
町
村
の
在
り

方
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
自
治
体
が
自
分
た
ち
の
地
域
の
将
来
を
ど
の
よ
う
に

し
て
い
き
た
い
か
と
い
う
意
欲
な
い
し
意
思
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
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は
自
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権
の
核
心
を
な
す
自
己
決
定
権
の
行
使
の
仕
方
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
区
成
を
広
げ
て
自
治
の
充
実
を
図
ろ
う
と
す
る
意
思
・
意
欲
を
持

た
な
い
市
町
村
が
、
や
む
を
え
ず
、
あ
る
い
は
「
パ
ス
に
乗
り
遅
れ
ま
い
」
と

し
て
合
併
し
て
も
、
不
平
不
満
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。
元
の
町
村
の
地
元
意
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が
強
く
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ま
と
ま
り
が
な
い
と
か
と
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う
声
も
聞
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。
合
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を
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も
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者
同
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と
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で
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日
本
の
近
代
は
あ
る
意
味
で
の
終
需
を
迎
え
よ
う

と
し
て
い
る
。
丙
倣
化
そ
し
て
工
業
化
を
起
点
と
し

た
経
済
成
長
や
都
市
拡
張
に
代
表
さ
れ
る
更
新
の
時

代
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
聞
に

私
た
ち
が
得
た
も
の
も
あ
る
が
、

一
方
で
私
た
ち
の

H
A
W
か
ら
考
え
れ
ば
失

っ
た
も
の
も
多
く
、
な
か
で

も
生
活
の
場
で
あ
る
「
環
境
や
空
間
の
魅
力
」
の耐火

失
は
、
次
附
一代
の
市
民
に
と

っ
て
も
負
の
遺
産
と
な

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
再
生
し
て
い
く
か
が
、

私
た
ち
の
時
代
の
大
き
な
課
題
と
な

っ
て
い
る
。

白
治
体
の
施
策
を
み
る
と
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
に

「自
然
環
境
保
全
や
歴
史
景
観
保
全
」
の
施
策
を
再

度
強
化
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

「景
観
や
ま
ち
づ
く
り
に
閲
す
る
条
例
」
の
制
定
や

改
正
に
関
し
て
も
質
祉
と
も
に
拡
充
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
要
閃
と
し
て
、
市
民
の
環
境
へ
の
関
心
の
高
ま

り
ゃ
ま
ち
づ
く
り
へ
の
参
加
の
意
欲
に
支
え
ら
れ
て

い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
緑
地
な
ど
の
白
然
地
の

破
壊
、
あ
る
い
は
良
好
な
農
地
の
消
滅
、
高
層
建
築

に
よ
る
町
並
み
の
混
乱
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
事
象

が
市
民
の
日
常
生
活
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
深
刻
な

問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
伐
の
法
律
制
度
は
成
長
理
の
社
会
像
や
都
市
像

を
規
範
と
し
て
お
り
、
環
境
や
京
観
の
保
全
を
求
め

る
声
と
従
来
型
の
開
発
と
の
問
に
起
こ
る
矛
盾
に
は

対
応
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
の
特
性
を
反
映
し
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
各
白
治

体
は
条
例
や
要
綱
な
ど
を
制
度
し
、
限
界
は
あ
る
が

独
向
の
計
画
や
基
準
、
手
続
き
な
ど
に
関
す
る
方
法

を
編
み
出
し
て
き
た
。

一
九
六

0
年
代
の
円
然
環
境
の
保
全
や
歴
史
民
観

の
保
全
に
対
す
る
「市
民
運
動
」
へ
の
円
治
体
の
対
応

あ
る
い
は
乱
開
発
に
対
す
る
防
衛
策
と
し
て
の
「
宅

地
開
発
要
綱
」
を
手
始
め
と
し
て
、
九
七

0
年
代

に
は
「
都
市
最
観
条
例
」
「
歴
史
環
境
保
全
条
例
」
の

制
定
の
動
き
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
「
伝
統
的
建
造

物
群
保
存
地
区
」
「
地
区
計
阿
」
な
ど
に
見
る
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
地
区
」
に
あ
る

「例
性
」
会
二

つ
の
公

共
性
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
制
度
的
転
換
が
行
わ
れ

た
。
八
0
年
代
に
は
市
民
の
声
を
い
か
に
施
策
に
取

り
入
れ
る
か
と
い
う
参
加
型
の
制
度
が
見
ら
れ
、
九

0
年
代
は
参
加
や
市
民
提
案
型
の
計
画
策
定
な
ど
を

含
む
総
合
的
な

「
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
が
普
及
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
過
程
の
中
で
「
対
観
基

本
計
阿
」
や
「
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
な
ど
が
策
定

さ
れ
、
側
性
や
地
域
性
を
記
述
す
る
手
法
も
ゆ
っ
く

り
と
で
は
あ
る
が
進
泌
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
景
観
や
空
間
の
あ
り
方
を
い
く
つ
か
の
事

例
を
も
と
に
考
え
て
み
た
い
。
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生
活
空
間
の
纂
本
は
偶
か

内
H

然
環
境
と
の
か
か
わ
り
か
ら
自
分
の
住
宅
環
境

に
?で
る
ま
で
、
都
市
は
さ
ま
ざ
ま
な
空
間
の
連
続
休

と
し
て
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
い
る
。
利
川
か
ら

見
れ
ば
空
間
は

一
連
の
も
の
で
あ
り
分
断
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
急
激
な
都
市
化
に

対
応
す
る
た
め
諸
施
設
の
建
設
や
管
理
・
運
営
は
平

準
化
す
る
法
制
度
に
よ
っ
て
、
分
割
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

道
を
考
え
て
も
幹
線
道
路
か
ら
裏
路
地
ま
で
全
問

ど
こ
に
い

っ
て
も
同
じ
法
準
で
あ
る
。
利
用
と
い
う

観
点
か
ら
見
れ
ば
ず
い
ぶ
ん
追
う
背
民
を
も

っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
空
間
は
、
ま
た
い
く
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迎
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。
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れ
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あ
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も
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く



つ
も
の
時
代
に
わ
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
利
用
が
さ
れ
使

い
や
す
い
も
の
へ
と
子
を
加
え
て
き
た
、
人
び
と
の

英
知
の
積
み
屯
ね
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

空
間
を
ど
う
継
承
す
る
か
、
ど
う
使
い
こ
な
し
い

く
か
、
何
を
加
え
て
い
く
べ
き
か
。
そ
の
方
向
性
が

私
た
ち
に
今
見
え
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
空
間
は
私

た
ち
の
日
常
の
生
活
に
本
当
に
適
し
た
も
の
と
な

っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
問
い
直
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

私
は
、
い
ろ
い
ろ
な
町
を
訪
れ
る
機
会
が
多
い
が
、

よ
く
「
ど
う
い
う
町
が
良
い
町
な
の
か
」
聞
か
れ
る
。

「町
並
み
や
風
景
が
美
し
い
こ
と
」
と
話
を
す
る
が

こ
れ
と
て
令
岡
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
細
川
性
が
あ
り

一
様

で
は
な
い
。
そ
こ
で
美
し
さ
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

を
三
つ
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
「
ま
ず
は
お
祭
り
が
盛

ん
で
あ
る
こ
と
。
つ
い
で
、
地
酒
が
美
味
し
い
こ
と
。

最
後
は
、
和
菓
子
が
美
味
し
い
こ
と
」
で
あ
る
。

見
、
風
景
や
町
並
み
と
は
関
係
が
な
い
項
円
で
あ
る

が
、
こ
の
三
つ
が
揃
っ
て
い
る
町
は
美
し
い
と
感
じ

る
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は

「楽
し
さ
や
ゆ
と
り
が
あ
る
空
間
、

気
持
ち
が
良
い
空
間
、
刺
激
的
な
あ
る
い
は
創
造
的

な
空
間
」
と
さ
ま
ざ
ま
に
私
た
ち
の
感
性
に
働
き
か

け
る
も
の
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
物
理
的
な
空
間
と

人
が
集
い
活
動
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
雰
開
気
が

，

体
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
実
態
と
し
て

の
空
間
の
質
(
狭
い
意
味
で
の
デ
ザ
イ
ン
)
と
好
き

と
か
楽
し
い
と
い

っ
た
心
に
触
れ
る
空
間
の
質
(
広

特集=}也減資源で景観づくり

い
意
味
で
の
デ
ザ
イ
ン
)
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
な
ど
が
あ
る
。

空
間
利
用
計
画
を
つ
く
る

日
本
の
都
市
空
間
の
特
質
は
、
水
平
的
都
市
像
、

あ
る
い
は
自
然
と
の
融
合
、
時
間
の
中
で
移
ろ
う
空

間
、
表
と
裏
、
奥
行
き
、
な
ど
と
言
わ
れ
る
が
、
そ

れ
は
長
い
時
間
の
中
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
空
間
で
あ

り
共
同
の
感
覚
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
現

代
に
お
い
て
急
速
に
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
戦
後
尚

度
成
長
期
か
ら
顕
著
と
な
り
、
す

で
に
二
世
代
の
時
間
が
経
と
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
感
覚
と
し

の町ら

る

j

、

御

れ

い川

ゆ

わ

ヨ抽山崎

つF一
υ
時

服

U
神
州

て
こ
う
し
た
共
有
の
イ
メ
ー
ジ
を
家
勢
光

町

ゆ

観

一緒
る
の
は
す
で
に
難
し
く
な
っ
て
刺
打
抗

主

布

と

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

珂
州
枇

す

お

保

つ
ま
り
私
た
ち
が
期
待
し
て
い
乱
勢
み

日
比
司
タ
梓
川
且

る
空
間
は
簡
単
に
は
見
い
だ
せ
な
⑮
動
町

い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
今

そ
の
将
来
像
を
捕
か
な
い
限
り
は
無
意
味
な
破
壊
と

建
設
を
繰
り
返
す
危
険
が
あ
る
。
で
は
、
ど
こ
に
手

が
か
り
が
あ
る
の
か
。
ま
ず
は
町
や
都
市
の
歴
史
的

蓄
積
に
着
目
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
感
性
に
訴
え
る
資
産
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
。
資
産
リ
ス
ト
を
作
成
し
公
表
す
る
。
世
田
谷

区
の
風
鼠
づ
く
り
条
例
な
ど
は
、
地
域
資
産
を
市
民

自
ら
が
調
べ
る
こ
と
で
空
間
の
一詩
仙
の
視
点
(
価
値

観
)
の
形
成
か
ら
始
め
て
い
る
。
時
間
は
か
か
る
が
、

見
る
日
や
共
布
で
き
る
イ
メ
ー
ジ
が
ま
ち
づ
く
り
の

基
礎
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

つ
い
で
、
こ
れ
に
何
を
加
え
る
べ
き
か
が
議
論
さ

れ
て
い
く
、
歴
史
的
空
間
や
そ
こ
で
の
活
動
を
活
用

し
、
さ
ら
に
新
し
い
魅
力
を
加
え
、
新
し
い
価
値
を

築
い
て
い
く
方
向
が
模
索
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
都

市
の
機
能
的
解
決
や
資
源
の
配
分
な
ど
を
中
心
と
し

た
長
期
計
画
や
総
合
計
画
に
基
づ
く
「
土
地
利
用
計

阿
」
と
い
っ
た
現
実
的
な
要
素
を
で
き
る
だ
け
抽
象

化
し
単
純
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
側
々
の
町
内
の
特

質
に
あ
っ
た
空
間
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

景
観
基
本
計
闘
が
神
戸
市
の
都
市
景
観
条
例
を
契

機
と
し
て
普
及
し
て
い
る
が
、
真
鶴
町
の
「
美
の
基
準
」
、

千
代
間
区
の
最
観
づ
く
り
「
ガ
イ
ド
プ
ラ
ン
」
と
い
う

よ
う
に
空
間
像
(
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
呼
ば
れ
る
)
を
示

す
具
体
的
な
も
の
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
か
っ
そ
こ

に
期
待
さ
れ
る
活
動
(
住
宅
、
商
業
、
あ
る
い
は
磁
用
、

9・I自邸づくり2002年1月号

つ
も
の
時
代
に
わ
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
利
用
が
さ
れ
使

い
や
す
い
も
の
へ
と
子
を
加
え
て
き
た
、
人
び
と
の

英
知
の
積
み
屯
ね
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

空
間
を
ど
う
継
承
す
る
か
、
ど
う
使
い
こ
な
し
い

く
か
、
何
を
加
え
て
い
く
べ
き
か
。
そ
の
方
向
性
が

私
た
ち
に
今
見
え
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
空
間
は
私

た
ち
の
日
常
の
生
活
に
本
当
に
適
し
た
も
の
と
な

っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
問
い
直
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

私
は
、
い
ろ
い
ろ
な
町
を
訪
れ
る
機
会
が
多
い
が
、

よ
く
「
ど
う
い
う
町
が
良
い
町
な
の
か
」
聞
か
れ
る
。

「町
並
み
や
風
景
が
美
し
い
こ
と
」
と
話
を
す
る
が

こ
れ
と
て
令
岡
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
細
川
性
が
あ
り

一
様

で
は
な
い
。
そ
こ
で
美
し
さ
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

を
三
つ
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
「
ま
ず
は
お
祭
り
が
盛

ん
で
あ
る
こ
と
。
つ
い
で
、
地
酒
が
美
味
し
い
こ
と
。

最
後
は
、
和
菓
子
が
美
味
し
い
こ
と
」
で
あ
る
。

見
、
風
景
や
町
並
み
と
は
関
係
が
な
い
項
円
で
あ
る

が
、
こ
の
三
つ
が
揃
っ
て
い
る
町
は
美
し
い
と
感
じ

る
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は

「楽
し
さ
や
ゆ
と
り
が
あ
る
空
間
、

気
持
ち
が
良
い
空
間
、
刺
激
的
な
あ
る
い
は
創
造
的

な
空
間
」
と
さ
ま
ざ
ま
に
私
た
ち
の
感
性
に
働
き
か

け
る
も
の
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
物
理
的
な
空
間
と

人
が
集
い
活
動
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
雰
開
気
が

，

体
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
実
態
と
し
て

の
空
間
の
質
(
狭
い
意
味
で
の
デ
ザ
イ
ン
)
と
好
き

と
か
楽
し
い
と
い

っ
た
心
に
触
れ
る
空
間
の
質
(
広

特集=}也減資源で景観づくり

い
意
味
で
の
デ
ザ
イ
ン
)
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
な
ど
が
あ
る
。

空
間
利
用
計
画
を
つ
く
る

日
本
の
都
市
空
間
の
特
質
は
、
水
平
的
都
市
像
、

あ
る
い
は
自
然
と
の
融
合
、
時
間
の
中
で
移
ろ
う
空

間
、
表
と
裏
、
奥
行
き
、
な
ど
と
言
わ
れ
る
が
、
そ

れ
は
長
い
時
間
の
中
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
空
間
で
あ

り
共
同
の
感
覚
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
現

代
に
お
い
て
急
速
に
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
戦
後
尚

度
成
長
期
か
ら
顕
著
と
な
り
、
す

で
に
二
世
代
の
時
間
が
経
と
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
感
覚
と
し

の町ら

る

j

、

御

れ

い川

ゆ

わ

ヨ抽山崎

つF一
υ
時

服

U
神
州

て
こ
う
し
た
共
有
の
イ
メ
ー
ジ
を
家
勢
光

町

ゆ

観

一緒
る
の
は
す
で
に
難
し
く
な
っ
て
刺
打
抗

主

布

と

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

珂
州
枇

す

お

保

つ
ま
り
私
た
ち
が
期
待
し
て
い
乱
勢
み

日
比
司
タ
梓
川
且

る
空
間
は
簡
単
に
は
見
い
だ
せ
な
⑮
動
町

い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
今

そ
の
将
来
像
を
捕
か
な
い
限
り
は
無
意
味
な
破
壊
と

建
設
を
繰
り
返
す
危
険
が
あ
る
。
で
は
、
ど
こ
に
手

が
か
り
が
あ
る
の
か
。
ま
ず
は
町
や
都
市
の
歴
史
的

蓄
積
に
着
目
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
感
性
に
訴
え
る
資
産
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
。
資
産
リ
ス
ト
を
作
成
し
公
表
す
る
。
世
田
谷

区
の
風
鼠
づ
く
り
条
例
な
ど
は
、
地
域
資
産
を
市
民

自
ら
が
調
べ
る
こ
と
で
空
間
の
一詩
仙
の
視
点
(
価
値

観
)
の
形
成
か
ら
始
め
て
い
る
。
時
間
は
か
か
る
が
、

見
る
日
や
共
布
で
き
る
イ
メ
ー
ジ
が
ま
ち
づ
く
り
の

基
礎
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

つ
い
で
、
こ
れ
に
何
を
加
え
る
べ
き
か
が
議
論
さ

れ
て
い
く
、
歴
史
的
空
間
や
そ
こ
で
の
活
動
を
活
用

し
、
さ
ら
に
新
し
い
魅
力
を
加
え
、
新
し
い
価
値
を

築
い
て
い
く
方
向
が
模
索
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
都

市
の
機
能
的
解
決
や
資
源
の
配
分
な
ど
を
中
心
と
し

た
長
期
計
画
や
総
合
計
画
に
基
づ
く
「
土
地
利
用
計

阿
」
と
い
っ
た
現
実
的
な
要
素
を
で
き
る
だ
け
抽
象

化
し
単
純
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
側
々
の
町
内
の
特

質
に
あ
っ
た
空
間
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

景
観
基
本
計
闘
が
神
戸
市
の
都
市
景
観
条
例
を
契

機
と
し
て
普
及
し
て
い
る
が
、
真
鶴
町
の
「
美
の
基
準
」
、

千
代
間
区
の
最
観
づ
く
り
「
ガ
イ
ド
プ
ラ
ン
」
と
い
う

よ
う
に
空
間
像
(
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
呼
ば
れ
る
)
を
示

す
具
体
的
な
も
の
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
か
っ
そ
こ

に
期
待
さ
れ
る
活
動
(
住
宅
、
商
業
、
あ
る
い
は
磁
用
、
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文
化
、
芸
術
な
ど
)
が
併
せ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
、
施

策
に
結
び
つ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
「
空
間
利
用
計
画
」
と
こ
こ
で
は
呼
ん

で
お
く
が
、
計
画
と
い
っ
て
も
ま
ず
都
市
全
体
と
い

う
よ
り
は
地
区
レ
ベ
ル
で
市
民
参
画
に
よ
っ
て
イ
メ

ー
ジ
を
共
有
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
。
つ
い
で
小
さ

な
実
践
(
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
)
を
少
し
ず
つ
加
え
、
最

終
的
に
は
地
区
の
ル

l
ル
と
し
て
定
着
(
制
度
化
)

さ
れ
る
。
そ
し
て
空
間
が
隅
々
ま
で
利
用
さ
れ
て
い

く
。
こ
の

一
連
の
過
程
肉
体
が
空
間
利
用
計
阿
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
都
市
全
体
の
将
来
像
に
も
は

っ
き

り
と
し
た
輪
郭
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
空
間
利

用
計
阿
は
、
本
絡
的
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
課
題
と

考
え
て
い
る
。

全
同
に
一一一
百
以
上
あ
る
と
言
わ
れ
る
景
観
条
例
に

よ
っ
て
も
、
な
お
災
際
に
地
区
が
指
定
さ
れ
て
い
る

の
は
ご
く

一
部
で
あ
る
。
空
間
利
用
計
画
に
は
、
都

市
計
両
や
良
村
計
岡
、
個
別
事
業
計
画
な
ど
に
関
し

て
分
断
さ
れ
た
法
律
や
計
闘
の
体
系
を
見
直
し
総
合

化
す
る
こ
と
と
自
治
体
の
自
立
的
な
制
度
制
定
権
の

拡
大
と
い

っ
た
諜
題
が
あ
る
。
ま
た
、
市
民
の
自
主

的
な
参
加
や
取
り
組
み
が
ど
う
生
か
さ
れ
る
か
が
カ

ギ
で
あ
り
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
効
果
的
な
も
の
と

す
る
た
め
に
は
、
自
治
体
職
員
や
都
市
の
計
画
や
デ

ザ
イ
ン
の
専
門
家
の
役
割
が
大
き
い
。

資
源
活
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る

い
ず
れ
に
し
て
も
現
に
あ
る
資
源
を
ど
れ
だ
け
使

。
金
沢
市
民
芸
術
村
(旧
紡
織
工
場
の
施
殺
を
再
利
用
し
た
市
民
活
動
施
設
)

@
喜
多
方
大
和
川
酒
造
資
料
館
(
老
舗
に
残
る
殺
や
資
料
を
活
用
)

@
飛
騨
古
川
(匠
が
生
き
る
町
並
み
、
新
し
い
建
築
に
も
創
意
工
夫
が
凝
縮
)

い
こ
な
せ
る
か
が
カ
ギ
で
あ
る
。
歴
史
的
資
産
に
つ

い
て
は
、
と
も
す
れ
ば
特
別
な
文
化
財
に
限
定
さ
れ
、

そ
の
評
価
も
希
少
性
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

自
分
た
ち
の
財
産
・
公
共
財
と
し
て
市
民
向
ら
が
語

る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私

た
ち
の
生
活
文
化
の
尺
度
、
生
活
を
豊
か
に
す
る
と

い
う
評
価
軸
、
地
域
性
か
ら
の
評
価
を
す
べ
き
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
継
続
し
、
保
存
、
活
用
、
展
開

す
る
こ
と
で
、
環
境
負
荷
の
軽
減
に
な
る
ば
か
り
で

な
く
、
地
域
に
と
っ
て
も
ゆ
と
り
を
も
た
ら
す
。
さ

ら
に
言
え
ば
他
に
は
な
い
活
動
そ
し
て
産
業
や
雇
用

の
創
出
に
も
大
き
な
貢
献
が
あ
り
、
そ
う
し
た
実
例

も
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

し
か
し
歴
史
的
な
資
姥
や
町
並
み
は
そ
の
維
持
述

営
が
難
し
い
。
第

一
に
地
方
都
市
で
も
あ
る
い
は
農

村
部
で
も
、
た
と
え
ば
在
来
工
法
に
よ
る
家
づ
く
り

や
修
繕
は
伝
統
技
術
や
職
人
や
そ
れ
を
支
え
る
組
織

が
持
続
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
住
宅
メ
ー
カ

ー
の
商
品
化
・
規
絡
化
が
与
え
た
伝
統
組
織
へ
の
打

撃
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
町
家
な
ど
伝
統
空
間
が

現
代
の
生
活
に
適
し
て
い
な
い
と
い
う
価
値
観
が
定

着
し
て
し
ま

っ
た
と
こ
ろ
に
要
因
が
あ
る
。

一
方
で
、
京
都
西
陣
で
は
多
く
の
芸
術
家
や
工
芸

家
が
好
ん
で
占
い
町
家
に
住
み
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

持
続
や
再
生
に
も
大
い
な
る
期
待
が
も
た
れ
て
い

る
。
金
沢
の
町
並
み
の
保
存
地
区
で
は
、
地
元
の
若

手
経
常
者
が
町
家
を
活
用
し
て
新
し
い
病
を
開
き
に

ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
数
多
く
の

地
方
都
市
に
見
ら
れ
、
創
造
的
な
仕
事
や
新
し
い
・
尚

売
を
始
め
た
い
と
い
う
人
が
古
い
建
物
の
活
用
を
積

極
的
に
進
め
て
い
る
。

岐
阜
県
占
川
町
で
は

「飛
騨
占
川
ふ
る
さ
と
景
観

条
例
」
に
よ
り
町
並
み
を
保
全
し
て
い
る
が
、
新
し

い
町
家
も
多
い
。
こ
れ
は
市
民
の
聞
に

「相
場
崩
し

を
嫌
う
」
と
い
う
伝
統
様
式
を
生
か
す
機
運
や
空
間

へ
の
感
覚
が
生
き
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

暮
ら
し
の
中
で
伝
統
の
様
式
や
文
化
を
維
持
し
、
ゆ

と
り
あ
る
生
活
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
持
続
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
百
五
十
人
と
も
言
わ
れ
る
大
工
が
そ
れ

ぞ
れ
に
腕
を
競
い
若
手
の
育
成
に
も
努
め
て
い
る
。

ま
さ
に
「
慌
の
虫
」
で
あ
る
。

ま
た
、
市
街
地
に
三
つ
の
寺
が
あ
る
が
、
こ
の
箆

を
新
し
い
建
物
は
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
空
間
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文
化
、
芸
術
な
ど
)
が
併
せ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
、
施

策
に
結
び
つ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
「
空
間
利
用
計
画
」
と
こ
こ
で
は
呼
ん

で
お
く
が
、
計
画
と
い
っ
て
も
ま
ず
都
市
全
体
と
い

う
よ
り
は
地
区
レ
ベ
ル
で
市
民
参
画
に
よ
っ
て
イ
メ

ー
ジ
を
共
有
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
。
つ
い
で
小
さ

な
実
践
(
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
)
を
少
し
ず
つ
加
え
、
最

終
的
に
は
地
区
の
ル

l
ル
と
し
て
定
着
(
制
度
化
)

さ
れ
る
。
そ
し
て
空
間
が
隅
々
ま
で
利
用
さ
れ
て
い

く
。
こ
の

一
連
の
過
程
肉
体
が
空
間
利
用
計
阿
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
都
市
全
体
の
将
来
像
に
も
は

っ
き

り
と
し
た
輪
郭
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
空
間
利

用
計
阿
は
、
本
絡
的
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
課
題
と

考
え
て
い
る
。

全
同
に
一一一
百
以
上
あ
る
と
言
わ
れ
る
景
観
条
例
に

よ
っ
て
も
、
な
お
災
際
に
地
区
が
指
定
さ
れ
て
い
る

の
は
ご
く

一
部
で
あ
る
。
空
間
利
用
計
画
に
は
、
都

市
計
両
や
良
村
計
岡
、
個
別
事
業
計
画
な
ど
に
関
し

て
分
断
さ
れ
た
法
律
や
計
闘
の
体
系
を
見
直
し
総
合

化
す
る
こ
と
と
自
治
体
の
自
立
的
な
制
度
制
定
権
の

拡
大
と
い

っ
た
諜
題
が
あ
る
。
ま
た
、
市
民
の
自
主

的
な
参
加
や
取
り
組
み
が
ど
う
生
か
さ
れ
る
か
が
カ

ギ
で
あ
り
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
効
果
的
な
も
の
と

す
る
た
め
に
は
、
自
治
体
職
員
や
都
市
の
計
画
や
デ

ザ
イ
ン
の
専
門
家
の
役
割
が
大
き
い
。

資
源
活
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る

い
ず
れ
に
し
て
も
現
に
あ
る
資
源
を
ど
れ
だ
け
使

。
金
沢
市
民
芸
術
村
(旧
紡
織
工
場
の
施
殺
を
再
利
用
し
た
市
民
活
動
施
設
)

@
喜
多
方
大
和
川
酒
造
資
料
館
(
老
舗
に
残
る
殺
や
資
料
を
活
用
)

@
飛
騨
古
川
(匠
が
生
き
る
町
並
み
、
新
し
い
建
築
に
も
創
意
工
夫
が
凝
縮
)

い
こ
な
せ
る
か
が
カ
ギ
で
あ
る
。
歴
史
的
資
産
に
つ

い
て
は
、
と
も
す
れ
ば
特
別
な
文
化
財
に
限
定
さ
れ
、

そ
の
評
価
も
希
少
性
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

自
分
た
ち
の
財
産
・
公
共
財
と
し
て
市
民
向
ら
が
語

る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私

た
ち
の
生
活
文
化
の
尺
度
、
生
活
を
豊
か
に
す
る
と

い
う
評
価
軸
、
地
域
性
か
ら
の
評
価
を
す
べ
き
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
継
続
し
、
保
存
、
活
用
、
展
開

す
る
こ
と
で
、
環
境
負
荷
の
軽
減
に
な
る
ば
か
り
で

な
く
、
地
域
に
と
っ
て
も
ゆ
と
り
を
も
た
ら
す
。
さ

ら
に
言
え
ば
他
に
は
な
い
活
動
そ
し
て
産
業
や
雇
用

の
創
出
に
も
大
き
な
貢
献
が
あ
り
、
そ
う
し
た
実
例

も
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

し
か
し
歴
史
的
な
資
姥
や
町
並
み
は
そ
の
維
持
述

営
が
難
し
い
。
第

一
に
地
方
都
市
で
も
あ
る
い
は
農

村
部
で
も
、
た
と
え
ば
在
来
工
法
に
よ
る
家
づ
く
り

や
修
繕
は
伝
統
技
術
や
職
人
や
そ
れ
を
支
え
る
組
織

が
持
続
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
住
宅
メ
ー
カ

ー
の
商
品
化
・
規
絡
化
が
与
え
た
伝
統
組
織
へ
の
打

撃
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
町
家
な
ど
伝
統
空
間
が

現
代
の
生
活
に
適
し
て
い
な
い
と
い
う
価
値
観
が
定

着
し
て
し
ま

っ
た
と
こ
ろ
に
要
因
が
あ
る
。

一
方
で
、
京
都
西
陣
で
は
多
く
の
芸
術
家
や
工
芸

家
が
好
ん
で
占
い
町
家
に
住
み
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

持
続
や
再
生
に
も
大
い
な
る
期
待
が
も
た
れ
て
い

る
。
金
沢
の
町
並
み
の
保
存
地
区
で
は
、
地
元
の
若

手
経
常
者
が
町
家
を
活
用
し
て
新
し
い
病
を
開
き
に

ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
数
多
く
の

地
方
都
市
に
見
ら
れ
、
創
造
的
な
仕
事
や
新
し
い
・
尚

売
を
始
め
た
い
と
い
う
人
が
古
い
建
物
の
活
用
を
積

極
的
に
進
め
て
い
る
。

岐
阜
県
占
川
町
で
は

「飛
騨
占
川
ふ
る
さ
と
景
観

条
例
」
に
よ
り
町
並
み
を
保
全
し
て
い
る
が
、
新
し

い
町
家
も
多
い
。
こ
れ
は
市
民
の
聞
に

「相
場
崩
し

を
嫌
う
」
と
い
う
伝
統
様
式
を
生
か
す
機
運
や
空
間

へ
の
感
覚
が
生
き
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

暮
ら
し
の
中
で
伝
統
の
様
式
や
文
化
を
維
持
し
、
ゆ

と
り
あ
る
生
活
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
持
続
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
百
五
十
人
と
も
言
わ
れ
る
大
工
が
そ
れ

ぞ
れ
に
腕
を
競
い
若
手
の
育
成
に
も
努
め
て
い
る
。

ま
さ
に
「
慌
の
虫
」
で
あ
る
。

ま
た
、
市
街
地
に
三
つ
の
寺
が
あ
る
が
、
こ
の
箆

を
新
し
い
建
物
は
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
空
間
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的
な
不
文
律
が
生
き
て
い
る
。
周
辺
に
は
豊
か
な
農

地
や
山
林
が
残
り
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
市
街
地
と
自
然
が

共
生
す
る
都
市
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境
や

妓
観
、
文
化
を
持
続
で
き
る
の
は
、
そ
こ
に
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
生
き
て
い
る
点
に
つ
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

場
所
性
が
生
き
る
新
し
い
展
開

日
本
型
の
都
市
空
間
と
は
何
か
。
い
ろ
い
ろ
と
考

え
を
巡
ら
す
が
、

一
番
は
そ
の
多
様
な
地
域
性
や
場

所
性
で
あ
ろ
う
。
川
行
手
県
の
県
北
地
方
の
-調
査
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
中
世
の
城
下
町
、
街
道
の
宿
駅
あ
る

い
は
鉄
や
漆
と
い

っ
た
産
地
で
あ

っ
た
と
い
う
豊
か

な
地
域
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
か
つ
て
は
、

全
閣
の
町
に
例
性
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、

岩
手
県
大
野
村
で
は
林
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
木

工
を
産
業
と
し
て
お
円
成
し
製
品
の
質
を
高
め
る
た
め

二
十
年
前
に

「大
野
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設

し
た
。
数
年
前
か
ら
は
、
木
工
職
人
の
育
成
を
本
絡

的
に
始
め
、

全
国
か
ら
研
修
生
を
募
る
な
ど
農
村
と

し
て
は
ユ
ニ
ー
ク
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
。

私
た
ち
が
こ
の
地
を
訪
れ
た
の
は
四
年
前
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
来
交
流
が
生
ま
れ
、
村
の
計
画
づ
く
り

を
支
援
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
村
で
の
議
論
か
ら

各
集
落
を
つ
な
ぎ
、
全
体
を

一
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
と

見
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
生
か
し
た
新
し
い
産

業
や
活
動
、
空
間
を
生
み
出
し
て
い
く
「
大
野
キ
ャ

ン
パ
ス
・
ビ
レ
ッ
ジ
」
と
い
う
視
点
を
立
て
た
。

役
場
な
ど
が
あ
る
本
村
(
旧
大
野
村
)
で
は
、

特集=地域資源で崇観づくり

昨

年
か
ら
町
並
み
の
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
村
の
人
た
ち
と

共
に
つ
く
り
だ
す
こ
と
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
や

共
同
作
業
を
行

っ
て
き
た
。
昨
年
、

「
大
野
ま
ち
づ

く
り
推
進
会
議
」
が
組
織
さ
れ
、
町
後
み
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
や
広
場
や
街
灯
の
デ
ザ
イ
ン
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
小
さ
い
が
い
く
つ
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
実
施

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
今
年
の
夏
に
は
実
験
的
に
開

い
て
い
る
蔵
や
町
家
を
借
り
て
「

一
日
博
物
館
」

「公
開
工
房
」
な
ど
を
村
民
参
加
で
行

っ
た
。
そ
の

成
巣
を
ま
た
計
阿
に
生
か
す
と
し
て
い
る
。
時
間
は

か
か
る
が
、
そ
こ
で
し
か
で
き
な
い

「
地
域
性
」

「
場
所
性
」
を
発
見
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
。

場
所
性
を
生
か
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
さ
ま
ざ
ま
考

え
う
る
が
、

一
つ
の
視
点
と
し
て
「
町
角
博
物
館
」
に

品精
白
し
て
い
る
。
町
角
の
小
さ
な
博
物
館
を
実
施
し

て
い
る
の
は
、
現
在
三
十
都
市
と
も
四
十
都
市
と
も

言
わ
れ
て
い
る
が
、
自
ら
の
財
産
、
た
と
え
ば
建
造

物
や
遺
跡
、
史
跡
だ
け
で
は
な
く
、
無
形
の
文
化
財

か
ら
現
代
的
な
生
活
文
化
に
い
た
る
ま
で
の
「
場
所

性
」
を
故
大
の
武
器
に
来
街
者
と
の
交
流
に
よ
っ
て
新

し
い
可
能
性
や
評
価
を
得
ょ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

実
例
と
し
て
は
、
墨
回
区
役
所
が
中
心
と
な
っ
て
提

嶋
し
た
「
小
さ
な
博
物
館
」
。
工
場
な
ど
で
自
ら
の
職

人
技
術
や
歴
史
、
製
品
な
ど
の
展
示
を
通
し
て
振
興

を
は
か
ろ
う
と
し
た
も
の
で
、

一
九
八
五
年
に
始
め

ら
れ
て
最
初
期
の
例
で
あ
る
。
歴
史
的
な
建
物
や
文

化
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
は
、
大
阪
市
平
野
区
の

「
平
野
の
町
づ
く
り
を
考
え
る
会
」
を
中
心
と
し
た

「町
ぐ
る
み
博
物
館
」
(
一
九
九
三
年
)
や
、
伊
勢
市
の

「
ザ
・
伊
勢
講
」
と
い
う
か
つ
て
の
「
御
師
」
に
な
ら
い
、

来
街
者
を
も
て
な
す
こ
と
を
円
的
に
設
立
さ
れ
た
団

体
「
ま
ち
か
ど
博
物
館
」
(
一
九
九
三
年
)
な
ど
が
あ

る
。
最
終
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
は
、
生
活
を
は

ぐ
く
む
「
空
間
」
を
ど
う
形
成
し
、
そ
の
中
で
豊
か

な
生
活
を
ど
う
つ
く
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
尺
度
と
な
る
「
見
方
」
は
、
私
た
ち
自
身
が
築
く

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
同
の
方
針
や
法
律

に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
公
共
性
と
は
異
な
る
「
円
分

た
ち
の
都
市
や
町
の
公
共
性
」
、
さ
ら
に
は
自
分
が

住
む

「
地
区
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
公
共
性
」
が
あ

る
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
将
来
の

市
民
と
い
う
点
か
ら
も
公
共
性
を
捉
え
る
必
要
性
が

あ
る
。
公
共
性
の
担
い
手
も
、
固
か
ら
、
自
治
体
へ

と
い
う
分
権
が
進
む
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
市
民

や
市
民
組
織
に
移
行
し
て
い
く
と
言
え
る
。

ま
た
、
ま
ち
づ
く
り
に
か
か
わ
る
専
門
家
、
自
治

体
の
職
貝
や
都
市
の
計
両

・
デ
ザ
イ
ン
の
専
門
家
の

役
割
も
近
要
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
こ
う
し
た
専

門
家
の
地
位
や
待
遇
は
あ
ま
り
い
い
と
は
言
え
な

い
。
今
後
、
複
雑
化
す
る
都
市
や
町
の
問
題
は
、
経

営
や
法
律
、
芸
術
や
文
化
な
ど
多
分
野
の
専
門
家
の

コ
ラ
ボ
レ

l
シ
ヨ
ン
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
く
べ
き

こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
ま
と
め
役
と

し
て
、
総
合
的
な
検
討
や
判
断
を
担
う
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
!
と
し
て
の
計
画
・
デ
ザ
イ
ン
の
専
門
家
の
必

要
性
は
世
間
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
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的
な
不
文
律
が
生
き
て
い
る
。
周
辺
に
は
豊
か
な
農

地
や
山
林
が
残
り
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
市
街
地
と
自
然
が

共
生
す
る
都
市
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境
や

妓
観
、
文
化
を
持
続
で
き
る
の
は
、
そ
こ
に
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
生
き
て
い
る
点
に
つ
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

場
所
性
が
生
き
る
新
し
い
展
開

日
本
型
の
都
市
空
間
と
は
何
か
。
い
ろ
い
ろ
と
考

え
を
巡
ら
す
が
、

一
番
は
そ
の
多
様
な
地
域
性
や
場

所
性
で
あ
ろ
う
。
川
行
手
県
の
県
北
地
方
の
-調
査
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
中
世
の
城
下
町
、
街
道
の
宿
駅
あ
る

い
は
鉄
や
漆
と
い

っ
た
産
地
で
あ

っ
た
と
い
う
豊
か

な
地
域
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
か
つ
て
は
、

全
閣
の
町
に
例
性
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、

岩
手
県
大
野
村
で
は
林
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
木

工
を
産
業
と
し
て
お
円
成
し
製
品
の
質
を
高
め
る
た
め

二
十
年
前
に

「大
野
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設

し
た
。
数
年
前
か
ら
は
、
木
工
職
人
の
育
成
を
本
絡

的
に
始
め
、

全
国
か
ら
研
修
生
を
募
る
な
ど
農
村
と

し
て
は
ユ
ニ
ー
ク
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
。

私
た
ち
が
こ
の
地
を
訪
れ
た
の
は
四
年
前
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
来
交
流
が
生
ま
れ
、
村
の
計
画
づ
く
り

を
支
援
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
村
で
の
議
論
か
ら

各
集
落
を
つ
な
ぎ
、
全
体
を

一
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
と

見
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
生
か
し
た
新
し
い
産

業
や
活
動
、
空
間
を
生
み
出
し
て
い
く
「
大
野
キ
ャ

ン
パ
ス
・
ビ
レ
ッ
ジ
」
と
い
う
視
点
を
立
て
た
。

役
場
な
ど
が
あ
る
本
村
(
旧
大
野
村
)
で
は
、

特集=地域資源で崇観づくり

昨

年
か
ら
町
並
み
の
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
村
の
人
た
ち
と

共
に
つ
く
り
だ
す
こ
と
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
や

共
同
作
業
を
行

っ
て
き
た
。
昨
年
、

「
大
野
ま
ち
づ

く
り
推
進
会
議
」
が
組
織
さ
れ
、
町
後
み
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
や
広
場
や
街
灯
の
デ
ザ
イ
ン
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
小
さ
い
が
い
く
つ
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
実
施

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
今
年
の
夏
に
は
実
験
的
に
開

い
て
い
る
蔵
や
町
家
を
借
り
て
「

一
日
博
物
館
」

「公
開
工
房
」
な
ど
を
村
民
参
加
で
行

っ
た
。
そ
の

成
巣
を
ま
た
計
阿
に
生
か
す
と
し
て
い
る
。
時
間
は

か
か
る
が
、
そ
こ
で
し
か
で
き
な
い

「
地
域
性
」

「
場
所
性
」
を
発
見
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
。

場
所
性
を
生
か
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
さ
ま
ざ
ま
考

え
う
る
が
、

一
つ
の
視
点
と
し
て
「
町
角
博
物
館
」
に

品精
白
し
て
い
る
。
町
角
の
小
さ
な
博
物
館
を
実
施
し

て
い
る
の
は
、
現
在
三
十
都
市
と
も
四
十
都
市
と
も

言
わ
れ
て
い
る
が
、
自
ら
の
財
産
、
た
と
え
ば
建
造

物
や
遺
跡
、
史
跡
だ
け
で
は
な
く
、
無
形
の
文
化
財

か
ら
現
代
的
な
生
活
文
化
に
い
た
る
ま
で
の
「
場
所

性
」
を
故
大
の
武
器
に
来
街
者
と
の
交
流
に
よ
っ
て
新

し
い
可
能
性
や
評
価
を
得
ょ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

実
例
と
し
て
は
、
墨
回
区
役
所
が
中
心
と
な
っ
て
提

嶋
し
た
「
小
さ
な
博
物
館
」
。
工
場
な
ど
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職

人
技
術
や
歴
史
、
製
品
な
ど
の
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示
を
通
し
て
振
興

を
は
か
ろ
う
と
し
た
も
の
で
、

一
九
八
五
年
に
始
め

ら
れ
て
最
初
期
の
例
で
あ
る
。
歴
史
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な
建
物
や
文

化
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
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、
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阪
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平
野
区
の

「
平
野
の
町
づ
く
り
を
考
え
る
会
」
を
中
心
と
し
た

「町
ぐ
る
み
博
物
館
」
(
一
九
九
三
年
)
や
、
伊
勢
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の

「
ザ
・
伊
勢
講
」
と
い
う
か
つ
て
の
「
御
師
」
に
な
ら
い
、

来
街
者
を
も
て
な
す
こ
と
を
円
的
に
設
立
さ
れ
た
団

体
「
ま
ち
か
ど
博
物
館
」
(
一
九
九
三
年
)
な
ど
が
あ

る
。
最
終
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
は
、
生
活
を
は

ぐ
く
む
「
空
間
」
を
ど
う
形
成
し
、
そ
の
中
で
豊
か

な
生
活
を
ど
う
つ
く
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
尺
度
と
な
る
「
見
方
」
は
、
私
た
ち
自
身
が
築
く

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
同
の
方
針
や
法
律

に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
公
共
性
と
は
異
な
る
「
円
分

た
ち
の
都
市
や
町
の
公
共
性
」
、
さ
ら
に
は
自
分
が

住
む

「
地
区
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
公
共
性
」
が
あ

る
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
将
来
の

市
民
と
い
う
点
か
ら
も
公
共
性
を
捉
え
る
必
要
性
が

あ
る
。
公
共
性
の
担
い
手
も
、
固
か
ら
、
自
治
体
へ

と
い
う
分
権
が
進
む
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
市
民

や
市
民
組
織
に
移
行
し
て
い
く
と
言
え
る
。

ま
た
、
ま
ち
づ
く
り
に
か
か
わ
る
専
門
家
、
自
治

体
の
職
貝
や
都
市
の
計
両

・
デ
ザ
イ
ン
の
専
門
家
の

役
割
も
近
要
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
こ
う
し
た
専

門
家
の
地
位
や
待
遇
は
あ
ま
り
い
い
と
は
言
え
な

い
。
今
後
、
複
雑
化
す
る
都
市
や
町
の
問
題
は
、
経

営
や
法
律
、
芸
術
や
文
化
な
ど
多
分
野
の
専
門
家
の

コ
ラ
ボ
レ

l
シ
ヨ
ン
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
く
べ
き

こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
ま
と
め
役
と

し
て
、
総
合
的
な
検
討
や
判
断
を
担
う
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
!
と
し
て
の
計
画
・
デ
ザ
イ
ン
の
専
門
家
の
必

要
性
は
世
間
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
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有
珠
山
噴
火
口
が
新
た
な
観
光
ス
。
ホ
ッ
ト
に

白

岡

国

切

で

自

国

国

W
I
l
l
i
-
-
l
i
l
--
北
海
道
虻
田
町

胆
振
西
部
6
市
町
村
で
エ
コ
ミ
ユ
l
ジ
ア
ム
構
想

平
成
十
二
年
三
月
三
十

一
日
午
後

一
時
十
分
、
有

珠
山
山
麓
の
西
側
が
噴
火
し
た
。
有
珠
山
の
火
山
活

動
は
三
十
年
か
ら
五
十
年
の
間
隔
で
八
回
噴
火
し
て

い
る
が
、
今
回
は
二
十
三
年
ぶ
り
の
噴
火
で
あ

っ
た
。

噴
火
口
は
住
宅
地
に
近
く
、
虻
田
町
を
は
じ
め
有

珠
山
周
辺
三
市
町
の
避
難
者
は

一
万
六
千
人
近
く
と

な
っ
た
。
四
月

一
日
に
は
洞
爺
湖
温
泉
街
の
山
側
金

比
羅
山
山
腹
か
ら
新
た
に
噴
火
。
三
日
に
は
つ
い
に

虻
田
町
役
場
庁
舎
も
閉
鎖
し
て
豊
浦
町
に
移
転
し
て

い
る
。

噴
火
に
よ
る
被
害
は
、
全
壊
被
害
な
ど
地
殻
変
動

に
よ
る
住
宅
被
害
の
ほ
か
、
洞
爺
湖
温
泉
町
と
本
町

地
区
を
結
ぶ
国
道
、
町
道
、
上
下
水
道
、
公
営
住
宅
、

図
書
館
、
小
学
校
、
保
育
所
、
浄
水
場
、
消
防
署
、

ゴ
ミ
焼
却
場
な
ど
で
約
二
百
五
十
億
円
の
被
害
額
に

達
し
た
。

現
在
も
金
比
維
火
口
か
ら
火
山
灰
が
降
り
続
き
、

風
向
き
に
よ

っ
て
窓
も
聞
け
ら
れ
な
い
、
せ
き
が
出

る
状
況
に
あ
る
。
だ
が
、
災
害
復
興
は
着
々
と
進
み

は
じ
め
て
い
る
。
不
通
と
な

っ
て
い
た
高
速
道
な
ど

動
脈
ル

l
ト
も
開
通
、
泥
流
・
土
石
流
災
害
対
策
、

上
下
水
道
の
復
旧
工
事
も
本
格
化
し
た
。
大
雨
時
の

泥
流
が
心
配
な
ど
の
理
由
で
、
仮
設
住
宅
で
生
活
し

て
い
る
状
況
に
あ
る
が
、
災
害
公
営
住
宅
の
建
設
も

進
み
、
間
も
な
く
引

っ
越
し
が
始
ま
る
。
こ
れ
に
つ

れ
て
、
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る
洞
爺
湖
温
泉
へ
の
観

光
客
も
戻
り
は
じ
め
た
。

洞
爺
湖
温
泉
の
年
間
宿
泊
は
約
百
万
人
。
サ
ー
ビ

ス
業
、
土
産
品
、
菓
子
製
造
業
な
ど
観
光
関
連
従
事

者
は
町
民
の
約
七
割
以
上
に
及
び
、
噴
火
災
害
は
地

域
経
済
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

災
害
か
ら
復
興
す
る
た
め
に
役
場
内
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
l
ム
が

「有
珠
山
噴
火
災
害
虻
田
町
復
興
計

画
」
第

一
次
案
を
ま
と
め
、
つ
れ
て
町
民
三
十
人
で

構
成
す
る
災
害
復
興
対
策
検
討
委
員
会
に
よ
り
、
復

興
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。

将
来
も
噴
火
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
次
世
代

の
た
め
に
も
官
民

一
体
と
な

っ
た
安
全
な
ま
ち
づ
く

り
に
取
り
組
む
た
め
、
復
興
の
テ

l
マ
を
「
二
十

一

世
紀
の
火
山
観
光
都
市
を
め
ざ
し
て
」
と
し
た
。

虻
田
町
総
務
部
企
画
財
政
課
長

大
道
義
則

復
興
の
基
本
理
念
は
、

①
被
災
者
の
生
活
再
建
優

先
の

H

ひ
と
・
く
ら
し
H

の
た
め
の
復
興
を
目
指
す

②
再
噴
火
に
備
え
、
「
火
山
防
災
強
化
地
域
」
を
設

定
し
、
ハ

ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
被
害
の
軽
減
を

目
指
す
計
画
と
す
る
③
新
し
い
火
山
観
光
資
源
を
活

(上)23年ぶりに噴火した有珠山
(下)復活した手づくりの竜神灯ろう

用
し
、
各
種
産
業
活
性
化
に
つ
な
が
る
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
す
|
こ
と
の
三
点
と
し
た
。

ま
た
、
次
の
噴
火
で
の
被
害
を
最
小
に
す
る
た
め

に
学
校
、
公
営
住
宅
、
病
院
な
ど
は
有
珠
山
か
ら
遠

ざ
け
る
こ
と
と
し
、
洞
爺
湖
温
泉
小
学
校
は
，
安
全
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な
月
浦
地
区
へ
移
転
。
洞
爺
湖
温
泉
町
の
公
営
住
宅

五
棟
百
二
十
四
戸
は
安
全
地
域
へ
移
転
し
て
建
設
を

進
め
て
い
る
。

西
山
火
口
周
辺
は
火
山
活
動
で
七
十
川
も
地
割
れ

隆
起
し
た
た
め
、
国
道
二
三

O
号
は
階
段
状
と
な
り
、

道
路
標
識
や
電
柱
は
埋
も
れ
、
建
物
は
崩
壊
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
そ
れ
ら
の
遺
構
と
、
噴
気
を
上
げ
る

火
口
群
な
ど
を
開
放
し
よ
う
と
、
「
西
山
火
口
散
策

路
」
の
整
備
が
始
ま

っ
た
。
有
珠
山
噴
火
を
逆
手
に

取
り
、
新
た
な
観
光
ス
ポ

ッ
ト
に
し
よ
う
と
い
う
構

想
で
あ
る
。
節
約
す
る
た
め
、
木
道
の
枕
木
は

J
R

の
協
力
を
仰
ぎ
、
企
業
や
団
体
、
役
場
や
消
防
職
員

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
り
木
道
が
整
備
さ
れ
、
町
道

泉
公
園
線
の
歩
道
部
分
約
六
百

M
の
木
道
が
、
昨
年

七
月
十
日
か
ら

一
般
開
放
さ
れ
た
。

来
場
者
数
は

一
日
平
均
三
千
三
百
人
、
ピ
ー
ク
時

に
は
八
千
六
百
人
と
予
想
を
上
回
る
観
光
客
で
、
十

一
月
中
旬
ま
で
に
累
計
三
十
八
万
八
千
人
を
集
め
る

に
ぎ
わ
い
。
今
急
い
で
、
公
衆
ト
イ
レ
や
駐
車
場
の

整
備
を
進
め
て
い
る
さ
な
か
に
あ
る
。

ま
た
、
ホ
テ
ル
再
開
後
、
宿
泊
客
に
屋
上
か
ら
火

山
ガ
イ
ド
を
始
め
た
こ
と
が
発
展
し
て
今
、
約
三
十

人
の
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
組
織
さ
れ
、
金
比
羅

火
口
や
西
山
火
口
で
説
明
に
当
た
っ
て
い
る
。
火
山

の
状
況
や
避
難
生
活
の
体
験
な
ど
臨
場
感
あ
ふ
れ
る

解
説
は
、
観
光
客
に
も
好
評
で
あ
る
。

特集=地域資源で景観づくり

噴
火
を
契
機
に
、
地
域
住
民
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
が
活
発
化
し
は
じ
め
た
。
そ
の

一
つ
と
し
て
、
火

山
灰
に
よ
る
泥
流
災
害
を
防
止
す
る
大
規
模
砂
防
施

設
計
画
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
で
「
五
百

六
十
万
人
の
観
光
地
づ
く
り
を
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
」
が
組
織
化
さ
れ
た
。
砂
防
施
設
内
と
な
る
被

災
し
た
町
営
浴
場
や
公
営
住
宅
な
ど
、
災
害
遺
構
物

を
保
存
す
る
よ
う
、
関
係
機
関
へ
提
案
し
た
り
、
砂

防
施
設
内
の
空
間
を
活
用
す
る
「
火
山
泥
流
メ
モ
リ

ア
ル
パ

l
ク
構
想
」
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
洞
爺
湖
温
泉
街
の
に
ぎ
わ
い
創
出
を
目
的

に
「
に
ぎ
わ
い
空
間
創
出
計
画
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

が
地
域
住
民
の
手
で
立
ち
上
げ
ら
れ
、
に
ぎ
わ
い
タ

ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
開
催
し
た
り
、
に
ぎ
わ
い
構

想
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
事
業
と
し
て
、

温
泉
街
の
雰
囲
気
が
少
し
で
も
明
る
く
な
れ
ば
と
、

噴
火
後
、
休
業
し
て
い
る
メ

l
ン
通
り
の
庖
舗
十
庖

に
洞
爺
湖
の
伝
説
な
ど
の
イ
ラ
ス
ト
を
描
く

「
シ
ャ

ッ
タ
ー
ァ

l
ト
」
が
、

学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
完
成

?レ
h
~

。
さ
ら
に
、
「
灯
ろ
う
を
復
活
す
る
会
」
が
組
織
化

さ
れ
た
。
昭
和
五
十
二
年
の
有
珠
山
噴
火
で
中
止
し

て
い
た
洞
爺
湖
湖
水
祭
り
の
灯
ろ
う
流
し
を
復
活
さ

せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
十
月
六
日
、
手
づ
く
り
の

高
さ
約
七
釘
の
「
竜
神
の
灯
ろ
う
」
が
再
現
さ
れ
、

幻
想
的
な
シ
ル
エ

ッ
ト
が
湖
面
に
映
え
、
新
し
い
祭

り
と
し
て
人
気
を
呼
ん
だ
。

こ
う
し
た
中
、
有
珠
山
周
辺
の
胆
振
西
部
六
市
町

村
で
組
織
す
る
「
レ
イ
ク
ト
ピ
ア
幻
推
進
協
議
会
」

で
「
エ
コ
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム
構
想
」
が
話
し
合
わ
れ
て

い
る
。

平
成
十
二
年
度
に
北
海
道
開
発
局
を
中
心

に
、
エ
コ
ミ
ユ

1
ジ
ア
ム
構
想
に
つ
い
て
勉
強
会
が

行
わ
れ
、
昨
年
九
月
に
は
、
洞
爺
湖
、
有
珠
山
周
辺

の
胆
振
西
部
の
六
市
町
村
で
組
織
す
る
「
レ
イ
ク
ト

ピ
ア
幻
推
進
協
議
会
」
の
中
に
エ
コ
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム

構
想
策
定
部
会
が
発
足
。

エ
コ
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム
と
い
う
言
葉
で
は
な
か
な
か

理
解
さ
れ
に
く
い
こ
と
か
ら
、
メ
ー
ン
・
コ
ン
セ
プ
ト

を
「
火
の
山
と
北
の
大
地
の
歴
史
に
触
れ
る
自
然
博

物
館
」
と
し
て
、
有
珠
山
の
噴
火
遺
構
を
中
心
に
、
六

市
町
村
の
自
然
や
観
光
施
設
、
歴
史
文
化
遺
産
な
ど

を
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
せ
、
火
山
と
の
共
生
や
観
光

振
興
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
中
間
報
告
を
ま
と
め
た
。

テ
ー
マ
と
エ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
①
有
珠

山
・
昭
和
新
山
・
有
珠
湾
周
辺
の
「
火
山
の
遺
構
と

大
地
の
歴
史
」
エ
リ
ア
②
洞
爺
湖
・
長
流
川
周
辺
の

「大
地
の
自
然
と
文
化
・
芸
術
」

エ
リ
ア
③
噴
火
湾

沿
岸
周
辺
の
「
先
人
の
歴
史
と
文
化
」
エ
リ
ア
|
の

三
つ
と
し
、
テ
ー
マ
セ
ン
タ
ー
や
サ
テ
ラ
イ
ト
の
抽

出
、
サ
テ
ラ
イ
ト
周
辺
の
散
策
路
な
ど
に
つ
い
て
今

後
、
住
民
と
の
意
見
交
換
を
図

っ
て
い
く
こ
と
に
し

て
い
る
。
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な
月
浦
地
区
へ
移
転
。
洞
爺
湖
温
泉
町
の
公
営
住
宅

五
棟
百
二
十
四
戸
は
安
全
地
域
へ
移
転
し
て
建
設
を

進
め
て
い
る
。

西
山
火
口
周
辺
は
火
山
活
動
で
七
十
川
も
地
割
れ

隆
起
し
た
た
め
、
国
道
二
三

O
号
は
階
段
状
と
な
り
、

道
路
標
識
や
電
柱
は
埋
も
れ
、
建
物
は
崩
壊
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
そ
れ
ら
の
遺
構
と
、
噴
気
を
上
げ
る

火
口
群
な
ど
を
開
放
し
よ
う
と
、
「
西
山
火
口
散
策

路
」
の
整
備
が
始
ま

っ
た
。
有
珠
山
噴
火
を
逆
手
に

取
り
、
新
た
な
観
光
ス
ポ

ッ
ト
に
し
よ
う
と
い
う
構

想
で
あ
る
。
節
約
す
る
た
め
、
木
道
の
枕
木
は

J
R

の
協
力
を
仰
ぎ
、
企
業
や
団
体
、
役
場
や
消
防
職
員

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
り
木
道
が
整
備
さ
れ
、
町
道

泉
公
園
線
の
歩
道
部
分
約
六
百

M
の
木
道
が
、
昨
年

七
月
十
日
か
ら

一
般
開
放
さ
れ
た
。

来
場
者
数
は

一
日
平
均
三
千
三
百
人
、
ピ
ー
ク
時

に
は
八
千
六
百
人
と
予
想
を
上
回
る
観
光
客
で
、
十

一
月
中
旬
ま
で
に
累
計
三
十
八
万
八
千
人
を
集
め
る

に
ぎ
わ
い
。
今
急
い
で
、
公
衆
ト
イ
レ
や
駐
車
場
の

整
備
を
進
め
て
い
る
さ
な
か
に
あ
る
。

ま
た
、
ホ
テ
ル
再
開
後
、
宿
泊
客
に
屋
上
か
ら
火

山
ガ
イ
ド
を
始
め
た
こ
と
が
発
展
し
て
今
、
約
三
十

人
の
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
組
織
さ
れ
、
金
比
羅

火
口
や
西
山
火
口
で
説
明
に
当
た
っ
て
い
る
。
火
山

の
状
況
や
避
難
生
活
の
体
験
な
ど
臨
場
感
あ
ふ
れ
る

解
説
は
、
観
光
客
に
も
好
評
で
あ
る
。

特集=地域資源で景観づくり

噴
火
を
契
機
に
、
地
域
住
民
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
が
活
発
化
し
は
じ
め
た
。
そ
の

一
つ
と
し
て
、
火

山
灰
に
よ
る
泥
流
災
害
を
防
止
す
る
大
規
模
砂
防
施

設
計
画
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
で
「
五
百

六
十
万
人
の
観
光
地
づ
く
り
を
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
」
が
組
織
化
さ
れ
た
。
砂
防
施
設
内
と
な
る
被

災
し
た
町
営
浴
場
や
公
営
住
宅
な
ど
、
災
害
遺
構
物

を
保
存
す
る
よ
う
、
関
係
機
関
へ
提
案
し
た
り
、
砂

防
施
設
内
の
空
間
を
活
用
す
る
「
火
山
泥
流
メ
モ
リ

ア
ル
パ

l
ク
構
想
」
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
洞
爺
湖
温
泉
街
の
に
ぎ
わ
い
創
出
を
目
的

に
「
に
ぎ
わ
い
空
間
創
出
計
画
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

が
地
域
住
民
の
手
で
立
ち
上
げ
ら
れ
、
に
ぎ
わ
い
タ

ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
開
催
し
た
り
、
に
ぎ
わ
い
構

想
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
事
業
と
し
て
、

温
泉
街
の
雰
囲
気
が
少
し
で
も
明
る
く
な
れ
ば
と
、

噴
火
後
、
休
業
し
て
い
る
メ

l
ン
通
り
の
庖
舗
十
庖

に
洞
爺
湖
の
伝
説
な
ど
の
イ
ラ
ス
ト
を
描
く

「
シ
ャ

ッ
タ
ー
ァ

l
ト
」
が
、

学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
完
成

?レ
h
~

。
さ
ら
に
、
「
灯
ろ
う
を
復
活
す
る
会
」
が
組
織
化

さ
れ
た
。
昭
和
五
十
二
年
の
有
珠
山
噴
火
で
中
止
し

て
い
た
洞
爺
湖
湖
水
祭
り
の
灯
ろ
う
流
し
を
復
活
さ

せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
十
月
六
日
、
手
づ
く
り
の

高
さ
約
七
釘
の
「
竜
神
の
灯
ろ
う
」
が
再
現
さ
れ
、

幻
想
的
な
シ
ル
エ

ッ
ト
が
湖
面
に
映
え
、
新
し
い
祭

り
と
し
て
人
気
を
呼
ん
だ
。

こ
う
し
た
中
、
有
珠
山
周
辺
の
胆
振
西
部
六
市
町

村
で
組
織
す
る
「
レ
イ
ク
ト
ピ
ア
幻
推
進
協
議
会
」

で
「
エ
コ
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム
構
想
」
が
話
し
合
わ
れ
て

い
る
。

平
成
十
二
年
度
に
北
海
道
開
発
局
を
中
心

に
、
エ
コ
ミ
ユ

1
ジ
ア
ム
構
想
に
つ
い
て
勉
強
会
が

行
わ
れ
、
昨
年
九
月
に
は
、
洞
爺
湖
、
有
珠
山
周
辺

の
胆
振
西
部
の
六
市
町
村
で
組
織
す
る
「
レ
イ
ク
ト

ピ
ア
幻
推
進
協
議
会
」
の
中
に
エ
コ
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム

構
想
策
定
部
会
が
発
足
。

エ
コ
ミ
ュ

l
ジ
ア
ム
と
い
う
言
葉
で
は
な
か
な
か

理
解
さ
れ
に
く
い
こ
と
か
ら
、
メ
ー
ン
・
コ
ン
セ
プ
ト

を
「
火
の
山
と
北
の
大
地
の
歴
史
に
触
れ
る
自
然
博

物
館
」
と
し
て
、
有
珠
山
の
噴
火
遺
構
を
中
心
に
、
六

市
町
村
の
自
然
や
観
光
施
設
、
歴
史
文
化
遺
産
な
ど

を
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
せ
、
火
山
と
の
共
生
や
観
光

振
興
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
中
間
報
告
を
ま
と
め
た
。

テ
ー
マ
と
エ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
①
有
珠

山
・
昭
和
新
山
・
有
珠
湾
周
辺
の
「
火
山
の
遺
構
と

大
地
の
歴
史
」
エ
リ
ア
②
洞
爺
湖
・
長
流
川
周
辺
の

「大
地
の
自
然
と
文
化
・
芸
術
」

エ
リ
ア
③
噴
火
湾

沿
岸
周
辺
の
「
先
人
の
歴
史
と
文
化
」
エ
リ
ア
|
の

三
つ
と
し
、
テ
ー
マ
セ
ン
タ
ー
や
サ
テ
ラ
イ
ト
の
抽

出
、
サ
テ
ラ
イ
ト
周
辺
の
散
策
路
な
ど
に
つ
い
て
今

後
、
住
民
と
の
意
見
交
換
を
図

っ
て
い
く
こ
と
に
し

て
い
る
。
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白
神
山
地
を
生
か
し
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト

倫
醐
岡
国
閑
W
で
合
同
凶
闘
闘
W
I
-
-
-
I
l
l
i
-
-ー
@
秋
田
県
八
森
町

自
然
破
壊
防
止
を
目
的
に
エ
コ
ツ
l
リ
ズ
ム

八
森
町
は
日
本
海
沿
い
の
秋
田
県
の
最
北
端
に
位

置
し
、
世
界
自
然
遺
産

「白
神
山
地
」
を
背
に
、
真

瀬
川
な
ど
の
清
流
が
日
本
海
に
注
い
で
い
る
。

「秋
田
名
物
八
森
ハ
タ
ハ
タ
:
・
」
と
秋
田
音
頭
で
も

歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
江
戸
時
代
か
ら
漁
業
が
盛
ん

な
町
で
、
農
林
漁
業
や
鉱
業
を
主
要
な
産
業
と
し
て

い
た
。
だ
が
、
第

一
次
産
業
の
衰
退
や
鉱
物
資
源
の

枯
渇
に
よ
る
企
業
の
撤
退
な
ど
に
よ
り
、
地
域
経
済

を
取
り
巻
く
状
況
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
た
。

」
う
し
た
中
、
平
成
五
年
十
二
月
、
「
白
神
山
地
」

が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
新
た

な
地
域
振
興
の
機
会
を
得
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か

し
、
方
向
を
誤
れ
ば
自
然
破
壊
に
つ
な
が
る
恐
れ
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
町
独
自
に
「
八
森
町
エ
コ
ツ

1
リ

ズ
ム
構
想
」
を
策
定
し
、
人
と
自
然
と
の
共
生
を
テ

ー
マ
と
し
た
地
域
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

そ
の
象
徴
的
な
事
業
に

「
エ
コ
ツ
ア

1
白
神
探
検

隊
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
界
自
然
遺
産
に
指
定
さ

れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
白
神
山
地
を
訪
れ
る
観
光
容

が
急
噌
し
、
自
然
環
境
へ
の
悪
影
轡
が
懸
念
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
地
元
の
自
然
環
境
指
導
員
を
ガ
イ
ド
に

し、

「
環
境
保
全
」
「
環
境
教
育
」
「
地
域
貢
献
」
を

目
的
に
企
画
さ
れ
た
。

七
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
毎
年
、
春
、
夏
、
秋
、

冬
の
問
同
、
首
都
圏
を
巾
心
に
全
閏
か
ら
隊
員
を
公

募
し
、
白
神
山
地
・
真
瀬
川
日
本
海
を
活
動
フ
ィ

ー
ル
ド
と
し
て
、
ブ
ナ
原
生
林
に
探
索
や
渓
流
釣
り
、

ア
ニ
マ
ル
ト
ラ

ッ
キ
ン
グ
や
地
一瓜
料
理
づ
く
り
な

ど、

二
泊
三
日
の
ユ
ニ
ー
ク
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
満
載
の

白神探検隊

体
験
ツ
ア
ー
を
行

っ
て
い
る
。

参
加
者
か
ら
は
、

「白
神
の
自
然
の
す
ば
ら
し
さ

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
地
域
の
文
化
や
人
情
に
触
れ

八
森
町
総
務
課
長
補
佐

須
藤
徳
雄

る
こ
と
が
で
き
感
激
し
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら

れ
、
地
域
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
に
つ
な
が

っ
た
と
評
価

し
て
い
る
。
ま
た
、
ガ
イ
ド
役
の
ぶ
な

っ
こ
自
然
環

境
指
導
員
や
地
元
ス
タ

ッ
フ
の
感
想
で
は
、

「全
国

各
地
か
ら
集
ま

っ
た
隊
員
と
の
交
流
で
視
野
を
広
げ

ら
れ
る
し
、
普
段
、
見
て
い
る
風
景
や
日
常
的
な
活

動
に
隊
員
た
ち
が
感
動
し
て
く
れ
る
こ
と
で
、
改
め

て
自
分
の
町
や
文
化
の
素
晴
ら
し
き
を
再
発
見
で
き

た
」
「
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
に
感
じ
て
い
た
な
ま
り
も
、

秋
田
弁
講
座
な
ど
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
加
え
た
結
果
、

交
流
を
盛
り
上
げ
る
大
き
な
手
助
け
に
な

っ
た
」
な

ど
の
声
が
聞
か
れ
、
郷
土
へ
の
誇
り
と
愛
着
心
が
こ

の
イ
ベ
ン
ト
で
よ
り
高
ま

っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

最
近
で
は
、

J
R
束
円
本
と
連
携
し
、

一
泊
二
日

の
エ
コ
ツ
ア
ー
も
行
わ
れ
て
お
り
、
地
元
ガ
イ
ド
は

大
忙
し
の
毎
日
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
活
動
を
も

っ
と
長
期
的
に
考
え
て
い
こ

う
と
、
十
年
、

「
八
森
町
百
年
構
想
」
を
策
定
し
た
。

こ
の
構
想
は
、

「
い
や
し
」
を
基
本
テ

l
マ
と
し

て
お
り
、

「太
古
の
記
憶
白
神
の
森
と
海
に
生
き

旭織づくり2002年1月号⑨14

白
神
山
地
を
生
か
し
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
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秋
田
県
八
森
町

自
然
破
壊
防
止
を
目
的
に
エ
コ
ツ
l
リ
ズ
ム

八
森
町
は
日
本
海
沿
い
の
秋
田
県
の
最
北
端
に
位

置
し
、
世
界
自
然
遺
産

「白
神
山
地
」
を
背
に
、
真

瀬
川
な
ど
の
清
流
が
日
本
海
に
注
い
で
い
る
。

「秋
田
名
物
八
森
ハ
タ
ハ
タ
:
・
」
と
秋
田
音
頭
で
も

歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
江
戸
時
代
か
ら
漁
業
が
盛
ん

な
町
で
、
農
林
漁
業
や
鉱
業
を
主
要
な
産
業
と
し
て

い
た
。
だ
が
、
第

一
次
産
業
の
衰
退
や
鉱
物
資
源
の

枯
渇
に
よ
る
企
業
の
撤
退
な
ど
に
よ
り
、
地
域
経
済

を
取
り
巻
く
状
況
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
た
。

」
う
し
た
中
、
平
成
五
年
十
二
月
、
「
白
神
山
地
」

が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
新
た

な
地
域
振
興
の
機
会
を
得
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か

し
、
方
向
を
誤
れ
ば
自
然
破
壊
に
つ
な
が
る
恐
れ
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
町
独
自
に
「
八
森
町
エ
コ
ツ

1
リ

ズ
ム
構
想
」
を
策
定
し
、
人
と
自
然
と
の
共
生
を
テ

ー
マ
と
し
た
地
域
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

そ
の
象
徴
的
な
事
業
に

「
エ
コ
ツ
ア

1
白
神
探
検

隊
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
界
自
然
遺
産
に
指
定
さ

れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
白
神
山
地
を
訪
れ
る
観
光
容

が
急
噌
し
、
自
然
環
境
へ
の
悪
影
轡
が
懸
念
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
地
元
の
自
然
環
境
指
導
員
を
ガ
イ
ド
に

し、

「
環
境
保
全
」
「
環
境
教
育
」
「
地
域
貢
献
」
を

目
的
に
企
画
さ
れ
た
。

七
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
毎
年
、
春
、
夏
、
秋
、

冬
の
問
同
、
首
都
圏
を
巾
心
に
全
閏
か
ら
隊
員
を
公

募
し
、
白
神
山
地
・
真
瀬
川
日
本
海
を
活
動
フ
ィ

ー
ル
ド
と
し
て
、
ブ
ナ
原
生
林
に
探
索
や
渓
流
釣
り
、

ア
ニ
マ
ル
ト
ラ

ッ
キ
ン
グ
や
地
一瓜
料
理
づ
く
り
な

ど、

二
泊
三
日
の
ユ
ニ
ー
ク
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
満
載
の

白神探検隊

体
験
ツ
ア
ー
を
行

っ
て
い
る
。

参
加
者
か
ら
は
、

「白
神
の
自
然
の
す
ば
ら
し
さ

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
地
域
の
文
化
や
人
情
に
触
れ

八
森
町
総
務
課
長
補
佐

須
藤
徳
雄

る
こ
と
が
で
き
感
激
し
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら

れ
、
地
域
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
に
つ
な
が

っ
た
と
評
価

し
て
い
る
。
ま
た
、
ガ
イ
ド
役
の
ぶ
な

っ
こ
自
然
環

境
指
導
員
や
地
元
ス
タ

ッ
フ
の
感
想
で
は
、

「全
国

各
地
か
ら
集
ま

っ
た
隊
員
と
の
交
流
で
視
野
を
広
げ

ら
れ
る
し
、
普
段
、
見
て
い
る
風
景
や
日
常
的
な
活

動
に
隊
員
た
ち
が
感
動
し
て
く
れ
る
こ
と
で
、
改
め

て
自
分
の
町
や
文
化
の
素
晴
ら
し
き
を
再
発
見
で
き

た
」
「
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
に
感
じ
て
い
た
な
ま
り
も
、

秋
田
弁
講
座
な
ど
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
加
え
た
結
果
、

交
流
を
盛
り
上
げ
る
大
き
な
手
助
け
に
な

っ
た
」
な

ど
の
声
が
聞
か
れ
、
郷
土
へ
の
誇
り
と
愛
着
心
が
こ

の
イ
ベ
ン
ト
で
よ
り
高
ま

っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

最
近
で
は
、

J
R
束
円
本
と
連
携
し
、

一
泊
二
日

の
エ
コ
ツ
ア
ー
も
行
わ
れ
て
お
り
、
地
元
ガ
イ
ド
は

大
忙
し
の
毎
日
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
活
動
を
も

っ
と
長
期
的
に
考
え
て
い
こ

う
と
、
十
年
、

「
八
森
町
百
年
構
想
」
を
策
定
し
た
。

こ
の
構
想
は
、

「
い
や
し
」
を
基
本
テ

l
マ
と
し

て
お
り
、

「太
古
の
記
憶
白
神
の
森
と
海
に
生
き



る
」
を
副
題
に
し
て
い
る
。
実
は
八
森
町
に
は
、
白

神
山
地
に
「
二
ツ
森
」
と
い
う
山
が
あ
り
、
そ
こ
を

源
に
流
れ
る
真
瀬
川
の
河
口
に
二
ツ
森
と
い
う
漁
場

が
あ
る
。
前
く
か
ら
山
を
守
る
こ
と
が
漁
業
援
興
に

つ
な
が
る
と
い
う
意
識
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、

ほ
と
ん
ど
の
漁
師
が
山
を
持
ち
、
林
業
も
営
ん
で
い

た
。
近
年
、

「森
は
海
の
恋
人
」
を
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ

ー
ズ
に
全
国
で
植
樹
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
先
人
た

ち
は
無
意
識
の
う
ち
に
森
と
海
の
関
係
を
重
要
視

し
、
山
を
守

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
先
人
た
ち
の
思
い
を
大
事
に
し
、
百
年
後
に

ブ
ナ
林
を
復
元
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
で
、
十

二
年
か
ら
ブ
ナ
の
森
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
植
樹
祭
を
実
施

し
て
い
る
。

こ
の
事
業
は
、

ぶ
な
っ
こ
自
然
環
境
指
導
員
や
観

光
協
会
の
会
員
な
ど
で
組
織
さ
れ
た

「白
神
ネ
イ
チ

ャ
l
協
会
」
と
い
う
任
意
団
体
が
主
催
し
て
い
る
も

の
で
、
全
国
か
ら
公
募
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
地
元

住
民
に
よ
る
植
樹
活
動
で
あ
り
、
白
神
山
地
か
ら
採

取
し
た
ブ
ナ
の
実
か
ら
育
て
た
苗
木
を
植
樹
し
、
ブ

ナ
の
森
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
白
神
の
森

か
ら
良
質
な
水
の
供
給
を
図
り
、
「
海
の
森
」
藻
場

の
再
生
に
?
な
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。毎
年
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
プ
の
ほ
か
に
、
ブ
ナ
の
生
長
を
研
究
し

て
い
る
東
京
農
大
生
も
参
加
し
て
い
る
。
他
の
多
く

の
植
樹
活
動
と
違
い
、
こ
こ
で
の
こ
だ
わ
り
は
、
こ

特集=地域資源で景観づくり

の
地
域
の
ブ
ナ
の
実
か
ら
育
て
た
苗
木
だ
け
を
植
樹

し
、
他
地
域
の
遺
伝
子
を
持

っ
た
ブ
ナ
は
植
え
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
大
規
模
で
は
な
い
が
、
長

く
、
辛
抱
強
く
、
植
樹
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
」

と
会
員
の

一
人
が

h
強
く
諮

っ
て
い
た
。

最
も
新
た
な
活
動
と
し
て
、
十
三
年
か
ら

「悠
久

の
森
白
神
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
を
開
催
し
て
い
る
。

こ
の
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
き
っ
か
け
は
、

町
山
身

で
元
オ
フ
コ

l
ス
の
ギ
タ
リ
ス
ト
松
尾

一
彦
さ
ん

が
、
白
神
や
八
森
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ヒ

l
リ
ン
グ
ミ

ュ
ー
ジ

ッ
ク

「悠
久
の
都
冨
可
図
。
B
巾
叶
。
を
コ
」

を
町
に
寄
贈
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
雄
大
な
白
神
の

自
然
を
連
想
す
る
こ
の
曲
を
活
用
し
、
「
白
神
や
町

の
名
を
全
国
に
広
め
よ
う
」

「自
然
の
素
晴
ら
し
さ

を
伝
え
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
曲
に
対
す
る

作
詞
を
募
集
す
る

「白
神
の
詩
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
実

施
し
た
。
当
初
は
、
応
募
数
が
二
ケ
タ
い
く
の
か
心

配
し
た
が
、
結
果
は
大
盛
況
で
、
全
国
二
十
三
都
道

府
県
と
英
国
の
計
二
百
六
十
七
人
か
ら
二
百
七
十
六

点
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ
、
横
浜
市
在
住
の
男
性
が
大

賞
を
射
止
め
た
。
十
月
六
日
に
は
白
神
山
地
の
ふ
も

と
に
位
置
す
る
御
所
の
台
ふ
れ
あ
い
パ

l
ク
特
設
ス

テ
ー
ジ
で
、
大
賞
曲
の
発
表
や
表
彰
式
、
触
れ
合
い

コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
が
行
わ
れ
、
小
雨
の
中
、
集
ま

っ

て
く
れ
た
多
く
の
観
客
を
魅
了
し
た
。
大
賞
作
品
に

つ
い
て
は
、

C
D
化
を
計
画
し
て
お
り
、
将
来
的
に

は
大
賞
作
品
を
集
め
た

C
D
ア
ル
バ
ム
を
つ
く
り
た

い
と
考
え
て
い
る
。

ソ
フ
ト
面
を
主
に
挙
げ
た
が
、
ハ
ー
ド
面
で
は
、

半
く
か
ら
白
神
山
地
へ
の
玄
関
川
に
、
体
験
交
流
施

設

「
ぶ
な

っ
こ
ラ
ン
ド
」
を
整
備
し
て
い
る
。
イ
ン

フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
有
す
る
ほ
か
、
木
工
や
炭

焼
き
体
験
な
ど
の
体
験
交
流
機
能
、
さ
ら
に
は
白
神

ガ
イ
ド
の
事
務
所
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
温
泉
保
養

施
設
「
ハ
タ
ハ
タ
館
」

を
小
核
施
設
と
し
た

ハ
タ
ハ
タ
の
里
づ
く

り
事
業
も
進
め
ら

れ
、
年
間
観
光
客
の

入
り
込
み
数
も
三
十

万
人
か
ら
現
在
で
は

六
十
万
人
を
超
え
る

ま
で
に
な

っ
た
。

プナの森ホ‘ランテ ィア槌樹祭

最
初
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
白
神
山
地

の
世
界
自
然
遺
産
登
録
に
よ
り
、
観
光
客
は
飛
躍
的

に
増
加
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
百
年
後
も
白
神
山
地

が
豊
か
な
自
然
環
境
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
活
用
し

て
い
く
こ
と
が
白
神
山
地
周
辺
市
町
村
の
責
任
で
あ

る
。
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こ
れ
か
ら
も
八
森
町
エ
コ
ツ
!
リ
ズ
ム
構
想
や
百

年
構
想
を
ベ

l
ス
に
広
域
的
視
点
で
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
」
を
副
題
に
し
て
い
る
。
実
は
八
森
町
に
は
、
白

神
山
地
に
「
二
ツ
森
」
と
い
う
山
が
あ
り
、
そ
こ
を

源
に
流
れ
る
真
瀬
川
の
河
口
に
二
ツ
森
と
い
う
漁
場

が
あ
る
。
前
く
か
ら
山
を
守
る
こ
と
が
漁
業
援
興
に

つ
な
が
る
と
い
う
意
識
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、

ほ
と
ん
ど
の
漁
師
が
山
を
持
ち
、
林
業
も
営
ん
で
い

た
。
近
年
、

「森
は
海
の
恋
人
」
を
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ

ー
ズ
に
全
国
で
植
樹
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
先
人
た

ち
は
無
意
識
の
う
ち
に
森
と
海
の
関
係
を
重
要
視

し
、
山
を
守

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
先
人
た
ち
の
思
い
を
大
事
に
し
、
百
年
後
に

ブ
ナ
林
を
復
元
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
で
、
十

二
年
か
ら
ブ
ナ
の
森
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
植
樹
祭
を
実
施

し
て
い
る
。

こ
の
事
業
は
、

ぶ
な
っ
こ
自
然
環
境
指
導
員
や
観

光
協
会
の
会
員
な
ど
で
組
織
さ
れ
た

「白
神
ネ
イ
チ

ャ
l
協
会
」
と
い
う
任
意
団
体
が
主
催
し
て
い
る
も

の
で
、
全
国
か
ら
公
募
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
地
元

住
民
に
よ
る
植
樹
活
動
で
あ
り
、
白
神
山
地
か
ら
採

取
し
た
ブ
ナ
の
実
か
ら
育
て
た
苗
木
を
植
樹
し
、
ブ

ナ
の
森
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
白
神
の
森

か
ら
良
質
な
水
の
供
給
を
図
り
、
「
海
の
森
」
藻
場

の
再
生
に
?
な
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。毎
年
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
プ
の
ほ
か
に
、
ブ
ナ
の
生
長
を
研
究
し

て
い
る
東
京
農
大
生
も
参
加
し
て
い
る
。
他
の
多
く

の
植
樹
活
動
と
違
い
、
こ
こ
で
の
こ
だ
わ
り
は
、
こ
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の
地
域
の
ブ
ナ
の
実
か
ら
育
て
た
苗
木
だ
け
を
植
樹

し
、
他
地
域
の
遺
伝
子
を
持

っ
た
ブ
ナ
は
植
え
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
大
規
模
で
は
な
い
が
、
長

く
、
辛
抱
強
く
、
植
樹
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
」

と
会
員
の

一
人
が

h
強
く
諮

っ
て
い
た
。

最
も
新
た
な
活
動
と
し
て
、
十
三
年
か
ら

「悠
久

の
森
白
神
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
を
開
催
し
て
い
る
。

こ
の
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
き
っ
か
け
は
、

町
山
身

で
元
オ
フ
コ

l
ス
の
ギ
タ
リ
ス
ト
松
尾

一
彦
さ
ん

が
、
白
神
や
八
森
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ヒ

l
リ
ン
グ
ミ

ュ
ー
ジ

ッ
ク

「悠
久
の
都
冨
可
図
。
B
巾
叶
。
を
コ
」

を
町
に
寄
贈
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
雄
大
な
白
神
の

自
然
を
連
想
す
る
こ
の
曲
を
活
用
し
、
「
白
神
や
町

の
名
を
全
国
に
広
め
よ
う
」

「自
然
の
素
晴
ら
し
さ

を
伝
え
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
曲
に
対
す
る

作
詞
を
募
集
す
る

「白
神
の
詩
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
実

施
し
た
。
当
初
は
、
応
募
数
が
二
ケ
タ
い
く
の
か
心

配
し
た
が
、
結
果
は
大
盛
況
で
、
全
国
二
十
三
都
道

府
県
と
英
国
の
計
二
百
六
十
七
人
か
ら
二
百
七
十
六

点
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ
、
横
浜
市
在
住
の
男
性
が
大

賞
を
射
止
め
た
。
十
月
六
日
に
は
白
神
山
地
の
ふ
も

と
に
位
置
す
る
御
所
の
台
ふ
れ
あ
い
パ

l
ク
特
設
ス

テ
ー
ジ
で
、
大
賞
曲
の
発
表
や
表
彰
式
、
触
れ
合
い

コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
が
行
わ
れ
、
小
雨
の
中
、
集
ま

っ

て
く
れ
た
多
く
の
観
客
を
魅
了
し
た
。
大
賞
作
品
に

つ
い
て
は
、

C
D
化
を
計
画
し
て
お
り
、
将
来
的
に

は
大
賞
作
品
を
集
め
た

C
D
ア
ル
バ
ム
を
つ
く
り
た

い
と
考
え
て
い
る
。

ソ
フ
ト
面
を
主
に
挙
げ
た
が
、
ハ
ー
ド
面
で
は
、

半
く
か
ら
白
神
山
地
へ
の
玄
関
川
に
、
体
験
交
流
施

設

「
ぶ
な

っ
こ
ラ
ン
ド
」
を
整
備
し
て
い
る
。
イ
ン

フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
有
す
る
ほ
か
、
木
工
や
炭

焼
き
体
験
な
ど
の
体
験
交
流
機
能
、
さ
ら
に
は
白
神

ガ
イ
ド
の
事
務
所
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
温
泉
保
養

施
設
「
ハ
タ
ハ
タ
館
」

を
小
核
施
設
と
し
た

ハ
タ
ハ
タ
の
里
づ
く

り
事
業
も
進
め
ら

れ
、
年
間
観
光
客
の

入
り
込
み
数
も
三
十

万
人
か
ら
現
在
で
は

六
十
万
人
を
超
え
る

ま
で
に
な

っ
た
。

プナの森ホ‘ランテ ィア槌樹祭

最
初
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
白
神
山
地

の
世
界
自
然
遺
産
登
録
に
よ
り
、
観
光
客
は
飛
躍
的

に
増
加
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
百
年
後
も
白
神
山
地

が
豊
か
な
自
然
環
境
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
活
用
し

て
い
く
こ
と
が
白
神
山
地
周
辺
市
町
村
の
責
任
で
あ

る
。

15⑨It!!峨づくり2002年1月号

こ
れ
か
ら
も
八
森
町
エ
コ
ツ
!
リ
ズ
ム
構
想
や
百

年
構
想
を
ベ

l
ス
に
広
域
的
視
点
で
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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小
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原
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小
学
校
も
侍
匡
敷
・
町
家
を
イ
メ
ー
ジ

小
田
原
市
は
、
東
京
か
ら
約
八
十
キロ。

面
積
は
約

百
十
四
平
方
J
で
県
下
で
は
横
浜
市
、
川
崎
市
に
つ

い
で
第
三
位
の
広
さ
の
市
で
あ
る
。
徳
川
家
康
が

一

六
O
一
年
に
宿
駅

・
伝
馬
制
度
を
定
め
て
以
来
、
江

戸
と
京
を
結
ぶ
東
海
道
(
現
在
の
国
道
一
号
)
の
宿

場
町
で
あ
り
、
ま
た
城
下
町
と
し
て
栄
え
て
き
た
o

H

天
下
の
険
μ

と
言
わ
れ
た

「箱
根
越
え
」
の
旅
人

を
い
や
し
、
ま
た
食
糧
や
生
活
物
資
な
ど
、
人
と
物

そ
し
て
文
化
を
運
ぶ
命
の
道
と
し
て
の
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
。
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
や
伝
統
、

歴
史
文
化
を
背
景
に
、
神
奈
川
県
の
西
の
玄
関
口
と

し
て
栄
え
て
き
た
。

本
市
の
景
観
形
成
へ
の
本
格
的
な
取
り
組
み
は
、

平
成
元
年
に
建
設
省
(
当
時
)
の
都
市
長
観
形
成
モ

デ
ル
都
市
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
。

二
年
に
は
小
田
原
市
都
市
景
観
ガ
イ
ド
プ
ラ
ン
を
策

定
。
そ
の
中
で
、
小
田
原
駅
の
南
に
集
積
し
た
中
心

商
業
地
と
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
小
田
原
城
天
守
閣
を

は
じ
め
と
し
た
歴
史
的
遺
産
で
あ
る
小
田
原
城
祉
公

園
と
い
う
、
性
格
の
全
く
異
な
っ
た
二
つ
の
区
域
が

共
存
す
る
城
周
辺
約
百
七
十
五
口
を
景
観
形
成
重
点

地
区
と
し
、
先
導
的
に
景
観
形
成
を
進
め
る
地
区
と

し
て
位
置
付
け
た
。

景
観
形
成
重
点
地
区
で
は
、
と
く
に
小
田
原
城
を

シ
ン
ボ
ル
的
地
域
資
源
と
し
て
景
観
形
成
上
の
配
慮

を
図

っ
て
い
く
必
要
が
あ

っ
た
た
め
、
景
観
形
成
の

目
標
を
「
小
田
原
の
顔
H
小
田
原
城
を
生
か
し
た
魅

力
あ
る
ふ
る
さ
と
づ
く
り
」
と
し
た
。
こ
の
目
標
に

基
づ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
景
観
整
備
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

具
体
的
な
施
策
と
し
て
は
、
地
区
景
観
ガ
イ
ド
プ

ラ
ン
の
中
で
重
要
な
ア
メ
ニ
テ
ィ
軸
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
た
、
お
堀
端
道
路
と
呼
ば
れ
る
都
市
計
画
道

路
沿
道
を
、
小
田
原
市
都
市
景
観
条
例
(
平
成
五
年

制
定
)
に
基
づ
く
市
内
初
の
景
観
形
成
地
区
と
し
て
、

幸
四
三
の
丸
地
区
を
指
定
。
こ
の
地
区
で
は
、
地
区

住
民
な
ど
を
構
成
員
と
す
る
景
観
形
成
協
議
会
が
組

織
さ
れ
、
合
意
形
成
が
図
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
当
協

議
会
で
は
小
田
原
城
祉
を
中
心
と
し
た
小
田
原
の
歴

史
、
小
田
原
の
個
性
を
生
か
し
な
が
ら
楽
し
く
、
に
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小
田
原
市
都
市
計
画
課
景
観
担
当

市
川
典
夫

ぎ
わ
い
の
あ
る
、
歩
行
者
を
中
心
と
し
た
、
緑
豊
か

で
安
心
し
て
歩
け
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
標
と
し
た
。

最
観
形
成
計
画
と
建
築
物
の
基
準
が
策
定
さ
れ
、
今

後
建
築
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
し
た
が
っ

て
建
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

計
画
・
基
準
で
は
、
小
田
原
市
の
中
心
商
業
地
と

小
田
原
域
社
付
近
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
リ
ア
の
特
性
を
生

か
し
、
連
携
を
保
ち
な
が
ら
小
田
原
城
へ
向
か
う
に

つ
れ
て
歴
史
的
な
雰
囲
気
の
高
ま
る
景
観
形
成
を
進

め
る
こ
と
を
基
本
方
針
と
し
て
お
り
、
将
来
像
を
小

凹
原
の
中
心
地
区
と
し
て
、
に
ぎ
わ
い
と
歴
史
が
調

和
し
た
ま
ち
と
し
、
現
在
、
景
観
形
成
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
ほ
ぽ
同
時
期
に
、
建
設
省
(
当
時
)
の
東

海
道
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
構
想
に
基
づ
き
、
景
観
形
成
重

点
地
区
内
の
国
道

一
号
の
電
線
類
の
地
中
化
や
歩
車

道
の
整
備
を
行
う
こ
と
に
な

っ
た
。
沿
道
住
民
が
国

道
整
備
に
合
わ
せ
て
沿
道
の
景
観
形
成
を
図
ろ
う

と
、
景
観
形
成
協
議
会
を
組
織
し
、
小
田
原
市
都
市

景
観
条
例
に
基
づ
く
自
主
的
景
観
形
成
地
区
と
し
て
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て



指
定
。
こ
の
地
区
で
も
、
先
に
述
べ
た
景
観
形
成
地

区
と
同
様
に
、
地
区
の
景
観
形
成
計
画
・
基
準
を
策

定
し
、
景
観
形
成
を
図
っ
て
い
る
が
、
幸
田
三
の
丸

長
観
形
成
地
区
が
小
凹
原
城
祉
を
中
心
と
し
た
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
、
当
地
区
も
歴
史
的
景
観
と
さ
ら

に
か
つ
て
の
東
海
道
と
い
う
視
点
も
加
味
さ
れ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
景
観
形
成
へ
の
取
り
組
み
を
地
区
住

民
が
中
心
と
な
り
進
め
て
い
る
中
、
行
政
側
で
も
、

周
辺
二
つ
の
小
学
校
の
統
合
に
当
た
り
、
新
た
に
建

設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
三
の
丸
小
学
校
に
つ
い
て

は
、
そ
の
建
設
場
所
が
史
跡
小
田
原
城
に
隣
接
し
、

ま
た
、
景
観
形
成
重
点
地
区
の

一
画
を
構
成
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
周
辺
の
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
し
た
。

外
観
は
町
家
・
侍
屋
敷
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
、
内

部
は
校
舎
と
し
て
、
地
区
景
観
形
成
の
た
め
に
先
導

的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
は
木
の
良

さ
を
生
か
し
、
子
供
た
ち
が
自
然
の
素
材
に
触
れ
合

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
し
た
。
小
田
原
を
訪
れ

る
人
は
こ
の
建
物
が
小
学
校
だ
と
聞
く
と
、
み
ん
な

驚
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
こ
の
建
物
は
城
下

町
に
と
け
込
ん
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
武

家
屋
敷
風
の
建
物
と
、
そ
の
す
ぐ
脇
を
流
れ
る
小
川

を
含
む
「
せ
せ
ら
ぎ
の
歩
道
」
は
、
都
市
景
観
大
賞

に
も
選
ば
れ
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

そ
の
近
く
に
は
観
光
客
用
の
大
型
パ
ス
駐
車
場
が

特集=地域資源で景観づくり

あ
り
、
多
く
の
観
光
客
が
そ
れ
を
利
用
し
て
市
内
観

光
に
訪
れ
る
こ
と
か
ら
、

三
の
丸
小
学
校
は
い
ろ
い

ろ
な
人
の
目
に
触
れ
る
機
会
が
多
い
。
一

度
訪
れ
た

人
か
ら
は
、
そ
の
外
観
と
充
実
し
た
施
設
に
対
し
、

「
城
下
町
に
ふ
さ
わ
し
い
建
築
物
で
あ
る
」
と
の
評

価
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
小
学
校
を
民
間
の

合
唱
団
な
ど
に
開
放
す
る
こ
と
で
、
地
域
住
民
の
誇

り
と
愛
着
が
持
て
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

ま
た
、
小
間
原
市
の
長
年
の
懸
案
事
項

で
あ
っ
た
、
小
田
原
駅
東
西
自
由
連
絡
通

路
・
駅
舎
の
改
築
を
平
成
卜
五
年
度
の
完

成
を
目
指
し
施
工
し
て
い
る
が
、
こ
の
デ

ザ
イ
ン
に
つ
い
て
も
、
山
並
み
、
黒
潮
を

イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
に
す
る
な
ど
、
最
観

面
に
配
慮
し
た
施
設
と
し
て
整
備
を
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

で
あ
る
。
小
田
原
で
は
、
電
線
類
の
地
中
化
に
加
え
、

ポ
ケ
ッ
ト
パ

l
ク
や
せ
せ
ら
ぎ
水
路
な
ど
の
オ
ー
プ

ン
ス
ペ
ー
ス
づ
く
り
、
さ
ら
に
、
街
路
樹
や
照
明
な

ど
の
演
出
に
よ
っ
て
、
地
域
の
個
性
を
生
か
し
た
、

小
田
原
ら
し
い
道
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
。

ま
ち
は
単
に
物
を
そ
ろ
え
る
だ
け
で
は
魅
力
的
な

も
の
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
が
、
本

小
田
原
宿
な
り
わ
い
交
流
館
角
吉

国
道
一
号
バ
ス
停
留
所

こ
の
ほ
か
に
、
昨
年
九
月
に
、
昭
和
初

期
の
建
築
物
で
あ
る
、
国
道

一
号
沿
道
に

か
ど
き
ち

あ
る
元
網
問
屋
「
角
吉
」
を
改
修
し
、
地

域
と
来
訪
者
と
の
「
な
り
わ
い
交
流
館
」

と
し
て
オ
ー
プ
ン
さ
せ
る
な
ど
、
小
田
原

駅
か
ら
東
海
道
ま
で
を
含
め
た
ま
ち
の
回
遊
性
を
高

め
る
拠
点
の
整
備
も
進
め
て
い
る
。

ま
ち
の
表
情
は
、
道
路
や
川
、
公
国
と
建
物
な
ど

が

一
体
に
な
っ
て
造
ら
れ
る
。
中
で
も
、
道
路
は
沿

道
の
街
並
み
の
「
顔
」
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
大
切

当
に
ま
ち
を
愛
し
て
は
じ
め
て
魅
力
が
生
ま
れ
る
の

で
あ
る
。

単
に
機
能
だ
け
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
ゆ
と

り
や
安
ら
ぎ
を
感
じ
て
、
子
供
も
お
年
寄
り
も
み
ん

な
が
歩
い
て
み
た
く
な
る
、
そ
ん
な
道
で
い
っ
ぱ
い

の
ま
ち
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
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指
定
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述
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史
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さ
れ
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史
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ブ
川
を
再
生
し
花
い
か
だ
イ
ベ
ン
ト

自
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国
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1
1
1
1@
新
潟
市

道
路
掘
り
起
こ
し
掘
割
復
元
に
挑
戦

新
潟
の
水
辺
を
考
え
る
会
は
昭
和
六
十
二
年、

宮

崎
駿
製
作
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

「柳
川
堀
割

物
一訪
」
の
上
映
会
を
き

っ
か
け
に
発
足
し
た
。
身
近

な
水
辺
を
再
発
見
し
、
考
え
て
い
こ
う
と
会
社
員
や

主
婦
、
教
師
、
行
政
マ
ン
、
マ
ン
ガ
家
な
ど
、
現
在
新

潟
県
内
を
含
め
全
国
に
約
三
百
人
の
会
員
が
い
る
。

主
な
活
動
は
水
辺
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
や
水
辺

ウ
オ

ッ
チ
ン
グ
、
会
報

『新
潟
の
水
辺
だ
よ
り
』
の

発
行
(
平
成
卜
二
年
度
地
域
づ
く
り
誌
コ
ン
テ
ス
ト

優
秀
賞
)
、
イ
ン
パ
ク
出
展
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、

新
潟
市
西
部
に
位
置
す
る
ラ
ム
サ

l
ル
条
約
登
録
湿

地
「
佐
潟
」
に
つ
い
て
、
そ
の
保
全
方
法
や
公
園
整

備
計
画
に
対
す
る
提
言
や
意
見
交
換
の
ほ
か
、
人
と

自
然
と
の
か
か
わ
り
を
再
確
認
す
る
た
め
、
収
穫
さ

れ
な
く
な

っ
て
繁
茂
し
て
い
る
ハ
ス
(
蓮
根
)
を
み

ん
な
で
採
り
、
天
ぷ
ら
に
し
て
食
べ
る

「佐
潟
ハ
ス

採
り
大
会
」
を
開
催
し
て
い
る
。
九
年
か
ら
子
供
た

ち
の
環
境
活
動
支
援
と
し
て
「
に
い
が
た
の
水
辺
賞
」

を
主
催
し
て
い
る
。

新
潟
市
は
大
河
信
濃
川
が
町
の
中
心
部
を
流
れ
る

港
町
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
年
代
に
堀
が
す
べ
て
埋

め
ら
れ
て
し
ま
い
、
水
都
新
潟
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る

所
は
少
な
い
。
そ
の
水
の
都
・
新
潟
ら
し
さ
を
復
活

さ
せ
る
た
め
の
活
動
が
会
の
大
き
な
目
的
の

一
つ
で

あ
る
。
具
体
的
に
実
現
し
た
も
の
に
、
信
濃
川
に
市

民
の
足
と
し
て
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
の
水
上
パ
ス

(ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ャ
ト
ル
)
が
あ
る
。
十
年
、
市
民

株
主
か
ら
資
本
金

一
億
六
千
万
円
を
集
め
設
立
さ
れ

た
信
濃
川
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ャ
ト
ル
株
式
会
社
の
中
心

メ
ン
バ
ー
に
な

っ
て
い
る
。
現
在
は
定
期
運
航
の
た

め
の
船
着
場
が
未
整
備
の
た
め
、

「
ア
ナ
ス
タ
シ
ア

号
」

一
艇
で
観
光
船
と
し
て
運
航
し
て
い
る
。
将
来

的
に
は
市
街
地
と
郊
外
を
結
ぶ
延
長
九
・
五
J
の
航

路
に
よ
り
、
市
民
の
通
勤
・
通
学
の
起
と
し
て
、
ま

た
水
都
新
潟
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。
活
動
は
多
岐
に
わ
た
る
が
基
本

姿
勢
は
い
ろ
い
ろ
な
水
辺
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
活

動
の
支
援
・
協
働
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
通
船
川
川

づ
く
り
、
掘
割
再
生
の
一
.
つ
の
活
動
を
紹
介
す
る
。

平
成
四
年
、
当
会
主
催
で
第
八
回
水
郷
水
都
全
国
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新
潟
の
水
辺
を
考
え
る
会
事
務
局
長

森

本

利

会
議
新
潟
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
、
通
船

川
近
く
の
食
堂
脂
主
で
後
に
通
船
川
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス

幻
の
代
表
に
な
る
星
島
卓
美
さ
ん
が
通
船
川
再
生
プ

ラ
ン
を
発
表
し
た
。
通
船
川
は
新
潟
市
の
東
部
を
流

れ
、
阿
賀
野
川
と
信
濃
川
を
結
ぶ
延
長
八
・
五
キロ
の

都
市
河
川
で
あ
る
が
、
昭
和
三
卜
九
年
の
新
潟
地
震

後
の
河
川
改
修
で
水
位
が

H
本
海
よ
り
約
二
日
低

い
、
流
れ
も
少
な
い
全
固
有
数
の
ド
ブ
川
に
な

っ
て

し
ま

っ
た
。
そ
の
通
船
川
を
観
光
コ

l
ス
に
と
い
う

プ
ラ
ン
は
会
に
と

っ
て
大
き
な
刺
激
に
な
り
、
こ
の

と
き
か
ら
、
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
汗
を
流
す
活
動

が
始
ま

っ
た
。
野
鳥
や
植
物
を
観
察
す
る
リ
バ

l
ウ

ォ
ッ
チ
ン
グ
や
川
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
、
地
元
企
業
・
自
治
会
や
小
学
校
と
と
も

に
行
う

「
通
船
川
ク
リ
ー
ン
ア

ッ
プ
活
動
」
、
子
供

た
ち
に
よ
る

「通
船
川
夢
マ

ッ
プ
」
づ
く
り
、
会
の

有
志
で
の
「
通
船
川
草
刈
り
隊
」
な
ど
そ
の
活
動
は

次
第
に
地
元
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

き
た
。
ま
た
、
新
潟
の
特
産
で
、
捨
て
ら
れ
る
チ
ュ

ー
リ

ッ
プ
の
花
で
作

っ
た
絵
を
い
か
だ
に
釆
せ
、
信

濃
川
や
通
船
川
を
流
す

「花
筏
」
な
ど
市
民
参
加
の

活
動
も
広
く
知
ら
れ
て
き
た
。
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こ
し
掘
割
復
元
に
挑
戦

新
潟
の
水
辺
を
考
え
る
会
は
昭
和
六
十
二
年、

宮

崎
駿
製
作
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

「柳
川
堀
割

物
一訪
」
の
上
映
会
を
き

っ
か
け
に
発
足
し
た
。
身
近

な
水
辺
を
再
発
見
し
、
考
え
て
い
こ
う
と
会
社
員
や

主
婦
、
教
師
、
行
政
マ
ン
、
マ
ン
ガ
家
な
ど
、
現
在
新

潟
県
内
を
含
め
全
国
に
約
三
百
人
の
会
員
が
い
る
。

主
な
活
動
は
水
辺
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
や
水
辺

ウ
オ

ッ
チ
ン
グ
、
会
報

『新
潟
の
水
辺
だ
よ
り
』
の

発
行
(
平
成
卜
二
年
度
地
域
づ
く
り
誌
コ
ン
テ
ス
ト

優
秀
賞
)
、
イ
ン
パ
ク
出
展
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、

新
潟
市
西
部
に
位
置
す
る
ラ
ム
サ

l
ル
条
約
登
録
湿

地
「
佐
潟
」
に
つ
い
て
、
そ
の
保
全
方
法
や
公
園
整

備
計
画
に
対
す
る
提
言
や
意
見
交
換
の
ほ
か
、
人
と

自
然
と
の
か
か
わ
り
を
再
確
認
す
る
た
め
、
収
穫
さ

れ
な
く
な

っ
て
繁
茂
し
て
い
る
ハ
ス
(
蓮
根
)
を
み

ん
な
で
採
り
、
天
ぷ
ら
に
し
て
食
べ
る

「佐
潟
ハ
ス

採
り
大
会
」
を
開
催
し
て
い
る
。
九
年
か
ら
子
供
た

ち
の
環
境
活
動
支
援
と
し
て
「
に
い
が
た
の
水
辺
賞
」

を
主
催
し
て
い
る
。

新
潟
市
は
大
河
信
濃
川
が
町
の
中
心
部
を
流
れ
る

港
町
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
年
代
に
堀
が
す
べ
て
埋

め
ら
れ
て
し
ま
い
、
水
都
新
潟
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る

所
は
少
な
い
。
そ
の
水
の
都
・
新
潟
ら
し
さ
を
復
活

さ
せ
る
た
め
の
活
動
が
会
の
大
き
な
目
的
の

一
つ
で

あ
る
。
具
体
的
に
実
現
し
た
も
の
に
、
信
濃
川
に
市

民
の
足
と
し
て
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
の
水
上
パ
ス

(ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ャ
ト
ル
)
が
あ
る
。
十
年
、
市
民

株
主
か
ら
資
本
金

一
億
六
千
万
円
を
集
め
設
立
さ
れ

た
信
濃
川
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ャ
ト
ル
株
式
会
社
の
中
心

メ
ン
バ
ー
に
な

っ
て
い
る
。
現
在
は
定
期
運
航
の
た

め
の
船
着
場
が
未
整
備
の
た
め
、

「
ア
ナ
ス
タ
シ
ア

号
」

一
艇
で
観
光
船
と
し
て
運
航
し
て
い
る
。
将
来

的
に
は
市
街
地
と
郊
外
を
結
ぶ
延
長
九
・
五
J
の
航

路
に
よ
り
、
市
民
の
通
勤
・
通
学
の
起
と
し
て
、
ま

た
水
都
新
潟
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。
活
動
は
多
岐
に
わ
た
る
が
基
本

姿
勢
は
い
ろ
い
ろ
な
水
辺
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
活

動
の
支
援
・
協
働
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
通
船
川
川

づ
く
り
、
掘
割
再
生
の
一
.
つ
の
活
動
を
紹
介
す
る
。

平
成
四
年
、
当
会
主
催
で
第
八
回
水
郷
水
都
全
国
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新
潟
の
水
辺
を
考
え
る
会
事
務
局
長

森

本

利

会
議
新
潟
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
、
通
船

川
近
く
の
食
堂
脂
主
で
後
に
通
船
川
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス

幻
の
代
表
に
な
る
星
島
卓
美
さ
ん
が
通
船
川
再
生
プ

ラ
ン
を
発
表
し
た
。
通
船
川
は
新
潟
市
の
東
部
を
流

れ
、
阿
賀
野
川
と
信
濃
川
を
結
ぶ
延
長
八
・
五
キロ
の

都
市
河
川
で
あ
る
が
、
昭
和
三
卜
九
年
の
新
潟
地
震

後
の
河
川
改
修
で
水
位
が

H
本
海
よ
り
約
二
日
低

い
、
流
れ
も
少
な
い
全
固
有
数
の
ド
ブ
川
に
な

っ
て

し
ま

っ
た
。
そ
の
通
船
川
を
観
光
コ

l
ス
に
と
い
う

プ
ラ
ン
は
会
に
と

っ
て
大
き
な
刺
激
に
な
り
、
こ
の

と
き
か
ら
、
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
汗
を
流
す
活
動

が
始
ま

っ
た
。
野
鳥
や
植
物
を
観
察
す
る
リ
バ

l
ウ

ォ
ッ
チ
ン
グ
や
川
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
、
地
元
企
業
・
自
治
会
や
小
学
校
と
と
も

に
行
う

「
通
船
川
ク
リ
ー
ン
ア

ッ
プ
活
動
」
、
子
供

た
ち
に
よ
る

「通
船
川
夢
マ

ッ
プ
」
づ
く
り
、
会
の

有
志
で
の
「
通
船
川
草
刈
り
隊
」
な
ど
そ
の
活
動
は

次
第
に
地
元
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

き
た
。
ま
た
、
新
潟
の
特
産
で
、
捨
て
ら
れ
る
チ
ュ

ー
リ

ッ
プ
の
花
で
作

っ
た
絵
を
い
か
だ
に
釆
せ
、
信

濃
川
や
通
船
川
を
流
す

「花
筏
」
な
ど
市
民
参
加
の

活
動
も
広
く
知
ら
れ
て
き
た
。



九
年
、
地
元
の
ま
ち
づ
く
り
団
体
「
通
船
川
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
幻
」
「
中
地
区
を
考
え
る
会
」
、
新
潟
市
東

地
区
公
民
館
、
水
辺
の
会
で
「
通
船
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
を
結
成
し
た
。
こ
れ
は
会
の
協
力
の
も
と
公
民

館
が
行
っ
て
き
た
「
通
船
川
環
境
講
座
」
な
ど
を
基

礎
に
、
四
者
が
連
携
協
力
し
て
通
船
川
再
生
に
か
か

わ
っ
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

十
年
、
市
民
と
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ

る
川
づ
く
り
組
織
「
通
船
川
・
栗
ノ
木
川
下
流
再
生

市
民
会
議
」
が
発
足
し
た
。
九
年
に
河
川
法
が
改
正

さ
れ
、
河
川
の
具
体
的
整
備
方
針
に
は
住
民
の
意
見

も
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
受
け
て
、

流
域
住
民
を
は
じ
め
と
す
る
新
潟
市
民
、

N
P
O
団

体
、
流
域
内
企
業
、
学
識
経
験
者
、
新
潟
県
、
新
潟

市
が
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
。
当
会
の
大
熊
孝
会
長

が
代
表
に
な
り
、
多
く
の
会
員
が
参
加
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
自
由
な
発
言
と
対
話
を
通
じ
て
、
再
生
へ

向
け
た
将
来
像
を
共
有
し
、
川
づ
く
り
案
の
策
定
、

管
理
の
在
り
方
や
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
に
つ
い

て
、
合
意
形
成
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
現
在
は
整
備
計
画
づ
く
り
の
た
め
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
積
極
的
に
行
わ
れ
、

そ
れ
を
受
け
て
、

一
部
具
体
的
な
整
備
も
始
ま
っ
て

い
る
。
会
も
、
通
船
川
を
昔
走
っ
て
い
た
外
輪
船
は

復
元
で
き
な
い
ま
で
も
「
板
合
わ
せ
」
と
い
う
四
間

半
(
約
八
灯
)
の
木
舟
を
作
ろ
う
と
製
作
依
頼
を
始

め
て
い
る
。
多
く
の
板
合
わ
せ
が
川
に
浮
か
び
、
市

民
が
川
に
触
れ
合
い
、
楽
し
み
、
川
辺
の
ま
ち
づ
く

特集=地域資源で景観づくり

り
を
再
現
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
、
昨
年
の

N
P
O
法
人
化
を
機
に
「
川
業
」
の
可
能
性
を
探
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

江
戸
初
期
に
ま
ち
づ
く
り
の

一
環
と
し
て
掘
ら
れ

た
堀
は
交
通
路
で
あ
り
、
品
物
が
運
ば
れ
、
飲
用
水

に
利
用
さ
れ
、
洗
濯
場
に
も
子
供
の
遊
び
場
に
も
な

っ
た
。
明
治
初
期
に
は
掘
の
数
が
約
二
十
本
、
延
長

十
四
キ
ロ
に
達
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
、
天
然
ガ
ス
採

取
に
よ
る
地
盤
沈
下
が
進
み
「
汚
い
、
臭
い
、
黒
い
」
ド

ブ
川
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
昭
和
三
十
九
年

の
新
潟
国
体
を
機
に

一
気
に
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
掘
割
の
復
元
を
会
発
足
の
テ
l
マ
に
し
て
い

た
わ
れ
わ
れ
に
意
外
な
仲
間
が
現
れ
た
。
中
心
市
街

地
活
性
化
の
た
め
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
よ
う
と
い
う
商

庖
主
や
過
疎
化
に
悩
む
下
町
の
住
民
で
あ
っ
た
。
古

町
を
は
じ
め
中
心
部
に
い
ま

一
つ
元
気
の
な
い
新
潟

市
に
と
っ
て
、
水
辺
は
郷
愁
で
は
な
く
、
観
光
資
源

ゃ
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
す
核
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
十
二
年
三
月
、
会
員
は
じ
め

商
庖
主
や
学
生
、
会
社
員
の
約
三
十
人
が
「
堀
割
再

生
物
語
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
」
を
立
ち
上
げ

た
。
昔
の
場
跡
を
歩
き
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
勉
強

会
を
重
ね
る
う
ち
、
堀
再
生
が
容
易
で
は
な
い
こ
と

に
気
付
き
、
ま
ず
学
習
が
必
要
と
三
つ
の
グ
ル
ー
プ

(
昔
の
堀
を
調
べ
る
、
堀
復
活
の
可
能
性
を
探
る
、

好
事
例
を
調
査
す
る
)
で
活
動
を
始
め
た
。
新
潟
市

も
「
堀
と
柳
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
に
予
算
を

組
み
、
共
催
で
二
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
こ
と

に
な
っ
た
。
十

一
月
に
は
H

姻
割
を
知
ろ
う
u
と
い
う

テ
l
マ
で
「
に
い
が
た
堀
割
・
堀
端
会
議
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
」
を
行
い
、
ま
ち
歩
き
と
昔
の
掘
割
の
話
を
聞
い

た
。
今
年
の
二

月
に
は
「
こ
れ

が
新
潟
の
掘
割

だ
」
と

H

掘
割

を
解
く
u

シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
閲

く
。
堀
割
再
生

物
語
は
今
始
ま

っ
た
ば
か
り

で
、
委
員
の
中

で
も
い
ろ
い
ろ

な

考

え

が

あ

り
、
現
在
の
幹

線
道
路
を
掘
り

起
こ
す
掘
割
再

生
が
実
際
に
可

能
な
の
か
、
堀

信濃川を運航する
ウォ一世ーシャトル

端
の
住
民
の
合

意
を
得
ら
れ
る
か
な
ど
、

こ
れ
か
ら
解
決
す
べ
き
課

題
も
多
い
。
し
か
し
、
水
都
新
潟
へ
の
第

一
歩
が
確

実
に
歩
み
始
め
た
手
ご
た
え
を
感
じ
る
。
何
十
年
後

に
は
堀
の
た
も
と
の
柳
の
下
で
人
が
集
い
、
船
が
行

き
交
う
新
潟
水
都
の
町
物
語
を
夢
見
て
い
る
。
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九
年
、
地
元
の
ま
ち
づ
く
り
団
体
「
通
船
川
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
幻
」
「
中
地
区
を
考
え
る
会
」
、
新
潟
市
東

地
区
公
民
館
、
水
辺
の
会
で
「
通
船
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
を
結
成
し
た
。
こ
れ
は
会
の
協
力
の
も
と
公
民

館
が
行
っ
て
き
た
「
通
船
川
環
境
講
座
」
な
ど
を
基

礎
に
、
四
者
が
連
携
協
力
し
て
通
船
川
再
生
に
か
か

わ
っ
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

十
年
、
市
民
と
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ

る
川
づ
く
り
組
織
「
通
船
川
・
栗
ノ
木
川
下
流
再
生

市
民
会
議
」
が
発
足
し
た
。
九
年
に
河
川
法
が
改
正

さ
れ
、
河
川
の
具
体
的
整
備
方
針
に
は
住
民
の
意
見

も
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
受
け
て
、

流
域
住
民
を
は
じ
め
と
す
る
新
潟
市
民
、

N
P
O
団

体
、
流
域
内
企
業
、
学
識
経
験
者
、
新
潟
県
、
新
潟

市
が
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
。
当
会
の
大
熊
孝
会
長

が
代
表
に
な
り
、
多
く
の
会
員
が
参
加
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
自
由
な
発
言
と
対
話
を
通
じ
て
、
再
生
へ

向
け
た
将
来
像
を
共
有
し
、
川
づ
く
り
案
の
策
定
、

管
理
の
在
り
方
や
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
に
つ
い

て
、
合
意
形
成
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
現
在
は
整
備
計
画
づ
く
り
の
た
め
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
積
極
的
に
行
わ
れ
、

そ
れ
を
受
け
て
、

一
部
具
体
的
な
整
備
も
始
ま
っ
て

い
る
。
会
も
、
通
船
川
を
昔
走
っ
て
い
た
外
輪
船
は

復
元
で
き
な
い
ま
で
も
「
板
合
わ
せ
」
と
い
う
四
間

半
(
約
八
灯
)
の
木
舟
を
作
ろ
う
と
製
作
依
頼
を
始

め
て
い
る
。
多
く
の
板
合
わ
せ
が
川
に
浮
か
び
、
市

民
が
川
に
触
れ
合
い
、
楽
し
み
、
川
辺
の
ま
ち
づ
く

特集=地域資源で景観づくり

り
を
再
現
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
、
昨
年
の

N
P
O
法
人
化
を
機
に
「
川
業
」
の
可
能
性
を
探
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

江
戸
初
期
に
ま
ち
づ
く
り
の

一
環
と
し
て
掘
ら
れ

た
堀
は
交
通
路
で
あ
り
、
品
物
が
運
ば
れ
、
飲
用
水

に
利
用
さ
れ
、
洗
濯
場
に
も
子
供
の
遊
び
場
に
も
な

っ
た
。
明
治
初
期
に
は
掘
の
数
が
約
二
十
本
、
延
長

十
四
キ
ロ
に
達
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
、
天
然
ガ
ス
採

取
に
よ
る
地
盤
沈
下
が
進
み
「
汚
い
、
臭
い
、
黒
い
」
ド

ブ
川
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
昭
和
三
十
九
年

の
新
潟
国
体
を
機
に

一
気
に
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
掘
割
の
復
元
を
会
発
足
の
テ
l
マ
に
し
て
い

た
わ
れ
わ
れ
に
意
外
な
仲
間
が
現
れ
た
。
中
心
市
街

地
活
性
化
の
た
め
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
よ
う
と
い
う
商

庖
主
や
過
疎
化
に
悩
む
下
町
の
住
民
で
あ
っ
た
。
古

町
を
は
じ
め
中
心
部
に
い
ま

一
つ
元
気
の
な
い
新
潟

市
に
と
っ
て
、
水
辺
は
郷
愁
で
は
な
く
、
観
光
資
源

ゃ
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
す
核
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
十
二
年
三
月
、
会
員
は
じ
め

商
庖
主
や
学
生
、
会
社
員
の
約
三
十
人
が
「
堀
割
再

生
物
語
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
」
を
立
ち
上
げ

た
。
昔
の
場
跡
を
歩
き
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
勉
強

会
を
重
ね
る
う
ち
、
堀
再
生
が
容
易
で
は
な
い
こ
と

に
気
付
き
、
ま
ず
学
習
が
必
要
と
三
つ
の
グ
ル
ー
プ

(
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堀
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可
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、
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調
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潟
市
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づ
く
り
」
に
予
算
を
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共
催
で
二
回
の
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ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
こ
と

に
な
っ
た
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十

一
月
に
は
H

姻
割
を
知
ろ
う
u
と
い
う

テ
l
マ
で
「
に
い
が
た
堀
割
・
堀
端
会
議
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
」
を
行
い
、
ま
ち
歩
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昔
の
掘
割
の
話
を
聞
い

た
。
今
年
の
二

月
に
は
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こ
れ
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新
潟
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割

だ
」
と

H

掘
割

を
解
く
u

シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
閲

く
。
堀
割
再
生

物
語
は
今
始
ま

っ
た
ば
か
り

で
、
委
員
の
中

で
も
い
ろ
い
ろ

な

考

え

が

あ

り
、
現
在
の
幹

線
道
路
を
掘
り

起
こ
す
掘
割
再

生
が
実
際
に
可

能
な
の
か
、
堀

信濃川を運航する
ウォ一世ーシャトル

端
の
住
民
の
合
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を
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れ
る
か
な
ど
、
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ら
解
決
す
べ
き
課
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し
か
し
、
水
都
新
潟
へ
の
第

一
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確
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感
じ
る
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何
十
年
後

に
は
堀
の
た
も
と
の
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行
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交
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新
潟
水
都
の
町
物
語
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夢
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て
い
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。
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京
町
家
生
か
し
た
届
舗
が
増
加

倫
醐
同
国
切
で
白
凶
闘
闘
W
I
l
l
i
-
-
I
l
-
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京
都
市

保
全
・
再
生
に
市
民
団
体
が
活
躍

「
愛
着
の
あ
る
町
家
の
活
用
を
考
え
た
い
。
ど
の
よ

う
な
計
画
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
?
」

「使
っ
て

い
な
い
町
家
が
あ
る
が
、
借
り
手
は
あ
る
だ
ろ
う

か
?
」
「
改
修
し
た
い
が
費
用
は
?
」
こ
ん
な
相
談

が
、
制
京
都
市
景
観
・
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
(
以

下
、
セ
ン
タ
ー
)
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
身
近
な
相
談
役
が
必
要
」
「
市
民
の
皆
さ
ん
が
必

要
と
さ
れ
る
限
り
の
情
報
提
供
を
し
よ
う
」
こ
の
よ

う
な
考
え
か
ら
、
セ
ン
タ
ー
で
は
、
京
町
家
の
維

持
・
継
承
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
や
悩
み
の
解
消

に
向
け
て
、
「
京
町
家
な
ん
で
も
相
談
」
を
平
成
十

三
年
九
月
か
ら
実
施
し
た
。

こ
れ
は
、
従
来
か
ら
の
「
京
町
家

一
般
相
談
」
に

加
え
、
京
町
家
の
居
住
者
・
所
有
者
の
方
か
ら
の
相

談
に
、
京
町
家
専
門
相
談
員
(
不
動
産
事
業
者
、
大

工
・
工
務
庖
、
建
築
士
)
が
応
じ
る
「
京
町
家
専
門

相
談
」
を
行
う
も
の
。
ま
た
、
京
町
家
の
活
用
・
改

修
の
可
能
性
や
有
効
性
な
ど
に
つ
い
て
も
、
「
京
町

家
再
生
セ
ミ
ナ
ー
」
を
継
続
的
に
開
催
し
て
い
る
。

京
町
家
な
ん
で
も
相
談
の
開
始
以
来
、

三
カ
月
で

百
件
を
超
え
る
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
従
来
は
、

「
町
家
に
入
り
た
い
の
で
、
紹
介
し
て
ほ
し
い
」
と

い
う
も
の
が
半
数
近
く
あ
っ
た
が
、
今
は
、
京
町
家

を
所
有
し
て
い
る
方
か
ら
の
も
の
が
多
く
な
り
、
空

き
家
の
ま
ま
に
し
て
い
る
家
主
か
ら
の
相
談
が
少
し

ず
つ
確
実
に
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
セ
ン
タ
ー
が

「
信
頼
で
き
る
相
談
者
」
「
安
心
し
て
相
談
で
き
る
場

所
」
と
し
て
、
根
付
き
始
め
た
こ
と
の
表
れ
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

セ
ン
タ
ー
で
は
、
京
町
家
な
ん
で
も
相
談
の
取
り

組
み
を
通
じ
て

「次
代
に
引
き
継
ぐ
京
町
家
」
の
再

生
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

-mu
"" 
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平
成
十
年
に
、
京
町
家
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め

に
調
査
を
実
施
し
た
。
明
治
後
期
に
市
街
地
で
あ
っ

た
地
域
を
対
象
と
し
、
京
町
家
を
全
数
調
査
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
、
先
行
し
て
行
わ
れ
た
市
民
調
査

「
木
の
文
化
都
市
二
塁
郁
の
伝
統
的
都
市
居
住
の
作

法
と
様
式
に
関
す
る
研
究
」
(
平
成
七
年

1
八
年
)

の
範
囲
を
除
く
地
域
を
も
れ
な
く
調
査
し
た
。

京
町
家
ま
ち
づ
く
り
調
査
は
、
セ
ン
タ
ー
が
事
務

側
京
都
市
景
観
・
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
女
l
事
務
局
次
長

平
家
直
美
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局
と
な
り
約
六
百
人
の
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加

と
市
民
活
動
団
体
、
大
学
研
究
室
な
ど
の
協
力
を
得

て
、
外
観
調
査
、
ア
ン
ケ
ー
ト
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

っ
た
。
先
の
市
民
調
査
結
果
の
デ

l
タ
と
合
わ
せ
、

三
万
二
千
軒
の
分
析
の
結
果
、
京
町
家
に
分
類
さ
れ

る
も
の
は
約
二
万
八
千
軒
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
、
京
町
家
の
敷
地
規
模

で
は
二
十
五
坪
以
下
の
も
の
が
約
半
数
、
仕
事
の
場

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
約
半
数
。
一

方、

住
み
続
け
る
た
め
の
努
力
と
し
て
八
割
以
上
の
方
が

修
繕
を
行
い
、
「
住
み
続
け
た
い
」
と
い
う
意
向
は
、

七
割
を
超
え
て
い
た
。
一

方
、
町
家
を
引
き
継
ぐ
悩

み
と
し
て
、
耐
震
性
・
耐
火
性
、
維
持
・
修
繕
費
、

近
隣
の
ビ
ル
化
、
相
続
税
、
改
修
の
困
難
性
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
た
。

京
町
家
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
保
全
・

再
生
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
、
三
の
事
例

を
通
し
て
市
民
の
皆
さ
ん
の
声
を
紹
介
し
た
い
。

定
年
退
職
の
少
し
前
、
生
ま
れ
育
っ
た
わ
が
家
を

京
町
家
生
か
し
た
届
舗
が
増
加

倫
醐
同
国
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で
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闘
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l
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さ
れ
て
い
る
の
で
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て
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、
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わ
が
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を



骨
董
品
屋
に
改
造
し
た

S
さ
ん
は
「
建
て
替
え
よ
う

と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
壊
し
て
し
ま
え
ば
二

度
と
元
に
戻
ら
な
い
。
同
じ
よ
う
に
建
て
ら
れ
で
も
、

長
い
年
月
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
こ
の
味
は
つ
く
れ
な

い
。
そ
う
い
う
思
い
か
ら
、
町
家
の
ス
タ
イ
ル
を
継

承
し
て
庖
舗
に
活
用
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
話
し
て

い
る
。

上
京
区
に
は
、
京
町
家
を
再
生
し
た
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
売
り
に
出
さ
れ
た

も
の
を
あ
る
社
会
福
祉
法
人
が
購
入
し
、
木
の
温
も

り
に
包
ま
れ
た
施
設
に
改
修
し
た
も
の
で
、
利
用
者

か
ら
は
、
「
自
分
の
家
の
よ
う
に
く
つ
ろ
げ
る
」
と

好
評
。

商
業
ピ
ル
が
建
ち
並
ぶ
京
都
の
繁
華
街
で
、
京
町

家
が
売
り
に
出
さ
れ
た
。
売
り
主
は
、
壊
さ
ず
に
使

っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
が
、
出
て
く
る
の
は
「
つ
ぶ

し
て
ピ
ル
に
」
と
い
う
話
ば
か
り
。
そ
れ
を
聞
き
つ

け
購
入
し
た

K
さ
ん
は
、
「
ど
う
し
て
も
残
し
て
や

り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
先
に
立
ち
ま
し
た
。
建
て

た
人
の
気
持
ち
、
大
工
さ
ん
の
気
持
ち
、
住
ん
で
い

た
人
の
気
持
ち
、
そ
れ
ら
が
い

っ
ぱ
い
詰
ま

っ
て
い

る
。
私
は
、
先
代
か
ら
の
バ
ト
ン
を
受
け
取
っ
た
だ

け
で
あ
り
、
次
に
だ
れ
か
に
引
き
継
い
で
も
ら
う
ま

で
は
、
責
任
を
持
っ
て
走
る
つ
も
り
で
す
」
と
語
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
「
子
供
、
孫
の
希
望
で
残
し
、

住
み
や
す
く
改
修
」

「
N
P
O
法
人
の
事
務
所
に
活

用
」
「
職
住

一
体
の
フ
レ
ン
チ
レ
ス
ト
ラ
ン
と
し
た
」

な
ど
、
の
事
例
が
あ
る
。

特集=地域資源で崇観づくり

近
年
、
京
町
家
の
保
全
・
再
生
を
支
援
す
る
市
民

活
動
団
体
の
活
動
は
、
ま
す
ま
す
活
発
に
な

っ
て
き

た
。
「
京
町
家
再
生
研
究
会
」
(
平
成
四
年
発
足
)
は
、

再
生
を
目
的
に
そ
の
歴
史
や
現
状
に
関
す
る
基
礎
的

研
究
、
そ
の
実
践
、
市
民
向
け
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

継
続
し
て
開
催
。
「
古
材
パ
ン
ク
の
会
」
(
六
年
発
足
)

は
、
古
建
築
お
よ
び
古
材
の
活
用
を
促
進
し
、
体
験

講
座
、
古
材
市
を
通
じ
、
資
源
と
共
存
す
る
持
続
可

能
な
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
活
動
し
て
い
る
。

「
関
西
木
造
住
文
化
研
究
会
」
(
十
年
発
足
)
は
、
木

造
伝
統
住
文
化
の
都
市
へ
の
再
生
・
継
承
・
発
展
の

た
め
に
、
耐
震
・
防
火
・
居
住
性
・
耐
久
性
な
ど
の

実
験
を
行
っ
て
い
る
。
「
作
事
組
」
(
十

一
年
発
足
)

は
、
設
計
事
務
所
、
工
務
応
、
左
官
、
瓦
職
な
ど
の

職
種
の
方
々
で
構
成
さ
れ
、
京
町
家
の
改
修
の
相
談

を
受
け
て
、
現
地
調
査
を
行
い
、
改
修
工
法
を
提

案

・
実
践
。
ま
た
「
町
家
倶
楽
部
」
(
十

一
年
発
足
)

は
、
町
家
に
磁
力
を
感
じ
る
人
と
町
の
縁
結
び
を
す

る
ρ

仲
人
u

と
し
て
約
七
十
軒
以
上
の
町
家
の
活
用

に
貢
献
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
市
民
活
動
団
体
の
活
動
で
、
京
町
家
を

大
切
な
資
源
と
し
て
見
直
す
市
民
が
だ
ん
だ
ん
増
え

つ
つ
あ
る
。
最
近
で
は
、
京
町
家
を
活
用
し
た
庖
舗

が
都
心
部
に
増
え
、
行
政
も
関
心
を
高
め
て
い
る
。

セ
ン
タ
ー
と
し
て
今
、
力
を
入
れ
た
い
の
は
、
七
割

以
上
の
方
が
住
み
続
け
る
こ
と
を
希
望
し
、
た
く
さ

ん
の
人
び
と
の
日
常
生
活
の
場
で
あ
る
京
町
家
の
住

む
機
能
と
し
て
の
活
用
法
で
あ
る
。
普
通
の
人
が
生

き
い
き
と
京
町
家
で
生
活
を
す
る
こ
と
が
、
京
都
の

活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
か
ら

だ
。セ

ン
タ
ー
は
、

二
十

一
世
紀
に
展
開
す
る
ま
ち
づ

く
り
の
原
点
と
な
る
そ
の
保
全
・
再
生
の
た
め
に
、

多
く
の
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
な
が
ら
「
橋

P-ν アユリ
つ

生

で

と

再

覚

ひ

て

感

の

し
家
代
ル

と
町
現
ボ

宏
之
尽
て
ン

住
の
い
シ

い
舗
用
の

す
老
を
家

や
す
ク
町

み
一
ホ
ン
吉
小

住
を
リ
は

を
感
一
子

家
在
日
格

町
存
フ
出

。
@
@
@

渡
し
役
」
を
果
た
し
て
い
き
た
い
。

十
四
年
二
月
十
七
日
に
は
、
初
め
て
の
試
み
と
し

て
、
「
第

一
回
京
都
ま
ち
づ
く
り
交
流
博
」
を
開
催

す
る
。
こ
こ
で
は
、

京
都
を
舞
台
に
し
た
ま
ち
づ
く

り
に
取
り
組
む
住
民
、
市
民
団
体
、
学
生
、
企
業
、

行
政
な
ど
が

一
堂
に
会
し
、
情
報
を
発
信
し
、
交
流

を
深
め
、
新
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
を
発
見
す
る
こ
と
を

目
指
し
た
い
。
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骨
董
品
屋
に
改
造
し
た

S
さ
ん
は
「
建
て
替
え
よ
う

と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
壊
し
て
し
ま
え
ば
二

度
と
元
に
戻
ら
な
い
。
同
じ
よ
う
に
建
て
ら
れ
で
も
、

長
い
年
月
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
こ
の
味
は
つ
く
れ
な

い
。
そ
う
い
う
思
い
か
ら
、
町
家
の
ス
タ
イ
ル
を
継

承
し
て
庖
舗
に
活
用
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
話
し
て

い
る
。

上
京
区
に
は
、
京
町
家
を
再
生
し
た
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
売
り
に
出
さ
れ
た

も
の
を
あ
る
社
会
福
祉
法
人
が
購
入
し
、
木
の
温
も

り
に
包
ま
れ
た
施
設
に
改
修
し
た
も
の
で
、
利
用
者

か
ら
は
、
「
自
分
の
家
の
よ
う
に
く
つ
ろ
げ
る
」
と

好
評
。

商
業
ピ
ル
が
建
ち
並
ぶ
京
都
の
繁
華
街
で
、
京
町

家
が
売
り
に
出
さ
れ
た
。
売
り
主
は
、
壊
さ
ず
に
使

っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
が
、
出
て
く
る
の
は
「
つ
ぶ

し
て
ピ
ル
に
」
と
い
う
話
ば
か
り
。
そ
れ
を
聞
き
つ

け
購
入
し
た

K
さ
ん
は
、
「
ど
う
し
て
も
残
し
て
や

り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
先
に
立
ち
ま
し
た
。
建
て

た
人
の
気
持
ち
、
大
工
さ
ん
の
気
持
ち
、
住
ん
で
い

た
人
の
気
持
ち
、
そ
れ
ら
が
い

っ
ぱ
い
詰
ま

っ
て
い

る
。
私
は
、
先
代
か
ら
の
バ
ト
ン
を
受
け
取
っ
た
だ

け
で
あ
り
、
次
に
だ
れ
か
に
引
き
継
い
で
も
ら
う
ま

で
は
、
責
任
を
持
っ
て
走
る
つ
も
り
で
す
」
と
語
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
「
子
供
、
孫
の
希
望
で
残
し
、

住
み
や
す
く
改
修
」

「
N
P
O
法
人
の
事
務
所
に
活

用
」
「
職
住

一
体
の
フ
レ
ン
チ
レ
ス
ト
ラ
ン
と
し
た
」

な
ど
、
の
事
例
が
あ
る
。
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。
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史
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、
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、
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は
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に
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と
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し
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以
上
の
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の
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に
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こ
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ら
の
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活
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団
体
の
活
動
で
、
京
町
家
を

大
切
な
資
源
と
し
て
見
直
す
市
民
が
だ
ん
だ
ん
増
え

つ
つ
あ
る
。
最
近
で
は
、
京
町
家
を
活
用
し
た
庖
舗

が
都
心
部
に
増
え
、
行
政
も
関
心
を
高
め
て
い
る
。

セ
ン
タ
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と
し
て
今
、
力
を
入
れ
た
い
の
は
、
七
割

以
上
の
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が
住
み
続
け
る
こ
と
を
希
望
し
、
た
く
さ

ん
の
人
び
と
の
日
常
生
活
の
場
で
あ
る
京
町
家
の
住

む
機
能
と
し
て
の
活
用
法
で
あ
る
。
普
通
の
人
が
生

き
い
き
と
京
町
家
で
生
活
を
す
る
こ
と
が
、
京
都
の

活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
か
ら

だ
。セ

ン
タ
ー
は
、

二
十

一
世
紀
に
展
開
す
る
ま
ち
づ

く
り
の
原
点
と
な
る
そ
の
保
全
・
再
生
の
た
め
に
、

多
く
の
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
な
が
ら
「
橋

P-ν アユリ
つ

生

で

と

再

覚

ひ

て

感

の

し
家
代
ル

と
町
現
ボ

宏
之
尽
て
ン

住
の
い
シ

い
舗
用
の

す
老
を
家

や
す
ク
町

み
一
ホ
ン
吉
小

住
を
リ
は

を
感
一
子

家
在
日
格

町
存
フ
出

。
@
@
@

渡
し
役
」
を
果
た
し
て
い
き
た
い
。

十
四
年
二
月
十
七
日
に
は
、
初
め
て
の
試
み
と
し

て
、
「
第

一
回
京
都
ま
ち
づ
く
り
交
流
博
」
を
開
催

す
る
。
こ
こ
で
は
、

京
都
を
舞
台
に
し
た
ま
ち
づ
く

り
に
取
り
組
む
住
民
、
市
民
団
体
、
学
生
、
企
業
、

行
政
な
ど
が

一
堂
に
会
し
、
情
報
を
発
信
し
、
交
流

を
深
め
、
新
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
を
発
見
す
る
こ
と
を

目
指
し
た
い
。
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ー官

我

の

ま
も
な
く
ソ
ル
ト
レ

1
ク
シ
テ
ィ
で
冬
季
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
、
ま
た
日
本
人
の
活
躍
に

一
喜

一
憂
す
る
季
節
が
く
る
。
甲
子
園
の
高
校
野
球
も
同

様
で
あ
る
が
、
な
ぜ
、
あ
ん
な
に
盛
り
上
が
る
の
だ

ろ
う
。
い
つ
も
は
、
隣
は
な
に
を
す
る
人
ぞ
と
の
意

識
も
な
く
、
ま
し
て
や
園
、
地
域
や
町
と
い
っ
た
も

の
に
も
、
特
段
の
興
味
も
感
じ
て
い
な
い
人
た
ち
が

で
あ
る
。

」
の
現
象
を
見
て
い
る
と
、
皆
熱
く

一
体
感
を
感

錘山mn

側
電
力
中
央
研
究
所
理
事
長

佐
藤
太
英

じ
る
も
の
に
飢
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え

て
し
ょ
う
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
魅
力
は
、
高
度
な
技

術
や
選
手
の
純
粋
さ
、
ひ
た
む
き
さ
と
い
っ
た
も
の

も
あ
ろ
う
が
、
有
無
を
言
わ
せ
な
い

一
体
感
、
達
成

感
を
多
く
の
人
と
共
有
で
き
る
こ
と
も
大
き
な
要
素

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
強
制
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
内
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
多
く
の
人
は
、
よ
り
高
度
な
技
術

や
ひ
た
む
き
さ
を
調
味
料
と
し
て
、
ほ
か
と
の
差
別

個4

の

カY

と

化
に
よ
り
、

一
体
感
、
達
成
感
を
感
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
差
別
化
を
排
他
的
と
と
ら
え
ら
れ
る
と
困
る

が
、
要
は
ほ
か
と
の
違
い
を
明
確
に
意
識
で
き
共
有

で
き
る
場
が
、
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ま
ち
づ
く
り
、
む
ら
づ
く
り
に
も
通
じ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ふ
る
さ
と
創

生
資
金
な
ど
の
例
を
み
る
ま
で
も
な
く
、
地
域
づ
く

り
と
い

っ
た
も
の
は
、
上
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
住
む
人

一
人
ひ
と
り
か
ら
湧

き
上
が

っ
て
く
る
も
の
が
、
な
け
れ
ば
成
功
し
な
い
。

そ
し
て
、
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
超

一
流
の
も
の
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目
標
に
向
か

っ
て
地
域
が

一
つ
に
な
る
過
程
が
、
す

で
に
地
域
お
こ
し
で
あ
り
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
た
と

き
、
地
域
が
住
民

一
人
ひ
と
り
の
身
近
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

今
ま
で
は
、

一
村

一
品
運
動
の
よ
う
に
特
産
品
に

よ
る
ま
ち
お
こ
し
が
中
心
で
あ

っ
た
。
物
は

一
時
期

は
良
い
が
、
時
間
が
た
つ
と
安
い
も
の
が
海
外
な
ど

か
ら
入

っ
て
き
て
、
対
抗
で
き
な
く
な
る
。
対
抗
す

る
に
は
、
よ
ほ
ど
の
付
加
価
値
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

・ν

ん

iま

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
か
ら
有
効
な
の
は
人
の
交

流
を
媒
体
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
観
光
で
あ
る
。

売
り
も
の
は
、
自
然
で
あ
り
歴
史
で
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
こ
に
住
む
人
び
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

そ
の
土
地
の
持

っ
て
い
る
雰
囲
気
で
あ
る
。
う
ま
く
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い
っ
た
所
と
同
じ
箱
物
を
あ
つ
ら
え
て
も
、
成
功
す

る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
各
種
の
テ

l
マ
パ
ー

ク
が
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。
ど
こ
に
行

っ
て
も
同
じ
も
の
が
あ
る

時
代
、
し
っ
か
り
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
と
独
自
性
、
そ

し
て
時
間
的
な
戦
略
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

要
は
ソ
フ
ト
で
あ
り
人
で
あ
る
。
地
域
づ
く
り
は

一
朝

一
夕
に
達
成
さ
れ
な
い
。
強
力
な
個
が
ど
れ
だ

け
粘
り
強
く
皆
を
巻
き
込
ん
で
、
盛
り
上
が
り
を
つ

く
れ
る
か
。
そ
し
て
、
官
が
結
果
を
た
だ
ち
に
求
め

る
態
度
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
我
慢
し
て
支

援
で
き
る
か
が
、
成
功
の
分
か
れ
目
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
金
銭
的
な
補
助
も
大
切
だ
が
、
推
進
す
る
人
た

ち
と
イ
コ
ー
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
こ
と
こ
そ
が
官

に
求
め
ら
れ
る
役
割
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
官
の
我

慢
と
個
の
が
ん
ば
り
が
、
地
域
づ
く
り
の
カ
ギ
を
握

っ
て
い
る
よ
、
つ
に
思
う
。

り

ー官

我

の

ま
も
な
く
ソ
ル
ト
レ

1
ク
シ
テ
ィ
で
冬
季
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
、
ま
た
日
本
人
の
活
躍
に

一
喜

一
憂
す
る
季
節
が
く
る
。
甲
子
園
の
高
校
野
球
も
同

様
で
あ
る
が
、
な
ぜ
、
あ
ん
な
に
盛
り
上
が
る
の
だ

ろ
う
。
い
つ
も
は
、
隣
は
な
に
を
す
る
人
ぞ
と
の
意

識
も
な
く
、
ま
し
て
や
園
、
地
域
や
町
と
い
っ
た
も

の
に
も
、
特
段
の
興
味
も
感
じ
て
い
な
い
人
た
ち
が

で
あ
る
。

」
の
現
象
を
見
て
い
る
と
、
皆
熱
く

一
体
感
を
感

錘山mn

側
電
力
中
央
研
究
所
理
事
長

佐
藤
太
英

じ
る
も
の
に
飢
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え

て
し
ょ
う
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
魅
力
は
、
高
度
な
技

術
や
選
手
の
純
粋
さ
、
ひ
た
む
き
さ
と
い
っ
た
も
の

も
あ
ろ
う
が
、
有
無
を
言
わ
せ
な
い

一
体
感
、
達
成

感
を
多
く
の
人
と
共
有
で
き
る
こ
と
も
大
き
な
要
素

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
強
制
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
内
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
多
く
の
人
は
、
よ
り
高
度
な
技
術

や
ひ
た
む
き
さ
を
調
味
料
と
し
て
、
ほ
か
と
の
差
別

個4

の

カY

と

化
に
よ
り
、

一
体
感
、
達
成
感
を
感
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
差
別
化
を
排
他
的
と
と
ら
え
ら
れ
る
と
困
る

が
、
要
は
ほ
か
と
の
違
い
を
明
確
に
意
識
で
き
共
有

で
き
る
場
が
、
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ま
ち
づ
く
り
、
む
ら
づ
く
り
に
も
通
じ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ふ
る
さ
と
創

生
資
金
な
ど
の
例
を
み
る
ま
で
も
な
く
、
地
域
づ
く

り
と
い

っ
た
も
の
は
、
上
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
住
む
人

一
人
ひ
と
り
か
ら
湧

き
上
が

っ
て
く
る
も
の
が
、
な
け
れ
ば
成
功
し
な
い
。

そ
し
て
、
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
超

一
流
の
も
の
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目
標
に
向
か

っ
て
地
域
が

一
つ
に
な
る
過
程
が
、
す

で
に
地
域
お
こ
し
で
あ
り
、
そ
れ
が
達
成
さ
れ
た
と

き
、
地
域
が
住
民

一
人
ひ
と
り
の
身
近
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

今
ま
で
は
、

一
村

一
品
運
動
の
よ
う
に
特
産
品
に

よ
る
ま
ち
お
こ
し
が
中
心
で
あ

っ
た
。
物
は

一
時
期

は
良
い
が
、
時
間
が
た
つ
と
安
い
も
の
が
海
外
な
ど

か
ら
入

っ
て
き
て
、
対
抗
で
き
な
く
な
る
。
対
抗
す

る
に
は
、
よ
ほ
ど
の
付
加
価
値
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

・ν

ん

iま

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
か
ら
有
効
な
の
は
人
の
交

流
を
媒
体
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
観
光
で
あ
る
。

売
り
も
の
は
、
自
然
で
あ
り
歴
史
で
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
こ
に
住
む
人
び
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

そ
の
土
地
の
持

っ
て
い
る
雰
囲
気
で
あ
る
。
う
ま
く
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い
っ
た
所
と
同
じ
箱
物
を
あ
つ
ら
え
て
も
、
成
功
す

る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
各
種
の
テ

l
マ
パ
ー

ク
が
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。
ど
こ
に
行

っ
て
も
同
じ
も
の
が
あ
る

時
代
、
し
っ
か
り
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
と
独
自
性
、
そ

し
て
時
間
的
な
戦
略
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

要
は
ソ
フ
ト
で
あ
り
人
で
あ
る
。
地
域
づ
く
り
は

一
朝

一
夕
に
達
成
さ
れ
な
い
。
強
力
な
個
が
ど
れ
だ

け
粘
り
強
く
皆
を
巻
き
込
ん
で
、
盛
り
上
が
り
を
つ

く
れ
る
か
。
そ
し
て
、
官
が
結
果
を
た
だ
ち
に
求
め

る
態
度
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
我
慢
し
て
支

援
で
き
る
か
が
、
成
功
の
分
か
れ
目
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
金
銭
的
な
補
助
も
大
切
だ
が
、
推
進
す
る
人
た

ち
と
イ
コ
ー
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
る
こ
と
こ
そ
が
官

に
求
め
ら
れ
る
役
割
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
官
の
我

慢
と
個
の
が
ん
ば
り
が
、
地
域
づ
く
り
の
カ
ギ
を
握

っ
て
い
る
よ
、
つ
に
思
う
。

り
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城門内側別11市
、ド成6年、東海の名城とうたわれた掛川城の天守|持lが往

時のまま、わが国で初めて本絡木造によって復元、 翌年にはシ

ャチ瓦を飾る入母屋づくり白壁の大手門がヲ¥:Jixした。城を中心

に、城下町、宿場11汀にマッチしたまちづくりが進む

... 

石間治のミユージアム= 肝Wdlulll町
東山町のセメント工場で、 1宮津賢治が技師として働

いていたことがある。工場は現在、 「石と賢治のミュージア

ム」として保存されており、施設内には 「石っこ賢さん」と

H手ばれた賢治にちなみ、世界中から集められた石や、賢治

に関する資料が展示

。プリ ッ クアート=千』良県~仮想rm.心
ノ、 幕張新都心は、中核施設である幕張メ ツ

セの89年秋オーブン以来 「峨・住・学・遊」の複

合化が進み、日々10万人の人が活動する11汀とな

った。20を超えるパブリ ックアート群が個性的

なまちづくりに花を添える
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棚 111= nJ附開削I
山深い邸主地区では4∞年前から 7 ~の斜而に約3ω枚の

柳j凶カt代々受け継がれてきた。95ir:から始めた 「割引l問inうきは

彼岸花めぐり」をきっかけに地域資源として注目、保全を凶る

オーナー制度をはじめ、 m柏え、稲刈り、地元との交流などを

企阿
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zEC備制Jlli=1判山市

ゑa、市r̂JIj'心部の旭川のJ;t橋のたもとで|井jかれる朝市は、活

気とほのぼのと した雰閥気が同居する岡山市の妹提Jlの一つ。京

総のまちづくりを考えるボランテイア・京橋Mi11実行委員会が

元年から企画巡営に当たり、今年 2)Jには1501111目を迎える。

毎年10月には全国初市が1mかR 5月には紙飛行機大会も

登開=愛知l抗日間わ1;
登り言葉は、窯のレンガづくり煙突ととも

に包矧fの象徴。日本の 6古窯の一つ、 i市計t焼き

は、 平安時代には全国で使われていた。19J治に

60基ほどあった登り黛がuきだけ残り 、「やき

もの散渉進」 などを形成。 'ì~i'lti' I'では flj'部国
際空港Jを建設巾で、 3年後に新たな景観が加

わる
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省
1
3
か
ら
市
町
村
合
併
の
推
進
方
策
が
打
ち
出
さ

F
t
t
れ
、
全
国
各
地
で
合
併
に
向
け
た
議
論
が
盛

ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

平
成
十
年
十
二
月
、
合
併
特
例
法
が
改
正
さ
れ
、

そ
の
適
用
第

一
号
と
し
て
翌
年
の
四
月
多
紀
郡
四
町

が
合
併
し
て
誕
生
し
た
篠
山
市
に
は
、
連
日
合
併
関

連
視
察
が
相
次
い
で
い
る
。
ま
た
、
取
材
に
応
じ
る

こ
と
も
多
く
、
し
か
も
、
私
は
各
地
で
行
わ
れ
る
合

併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
る
機

会
が
多
く
な
っ
て
き
た
。

講
演
で
各
地
を
訪
れ
て
感
じ
る
こ
と
は
、
地
域
に

よ
っ
て
温
度
差
は
あ
る
も
の
の
、
合
併
議
論
を
通
し

て
、
こ
れ
か
ら
の
地
方
自
治
体
の
在
り
方
や
ま
ち
づ

く
り
を
住
民
交
え
て
討
論
で
き
る
こ
と
は
素
晴
ら
し

い
こ
と
で
あ
る
。

今
日
、
道
路
交
通
網
の
整
備
な
ど
に
よ

っ
て
、
住

民
の
生
活
圏
は
随
分
と
拡
大
し
、
生
活
基
盤
そ
の
も

の
が
広
域
化
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か

も
、
多
様
化
す
る
住
民
ニ

l
ズ
へ
の
対
応
や
効
率
的

な
行
政
運
営
を
図
る
う
え
で
、
小
規
模
な
自
治
体
に

あ
っ
て
は
、
首
長
や
議
会
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
住

民
も
合
併
の
必
要
性
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
で
は
、
長
年
親

し
ん
で
き
た
歴
史
あ
る
ま
ち
の
名
称
や
、
地
域
の
思

い
入
れ
は
そ
う
簡
単
に
捨
て
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

講
演
に
行
く
と
必
ず
と
い

っ
て
よ
い
ほ
ど
「
合
併

の
メ
リ
ッ
ト
は
」
と
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
。

合
併
の
メ
リ
ッ

ト
は
、
今
す
ぐ
に
結
果
が
で
る
も

コラム

一
併
か
う

ま
ち
づ

~ 
c 

錘山mn

の
く
り

兵
庫
県
篠
山
市
長

瀬
戸
亀
男

の
で
は
な
い
。
合
併
し
て
良
か

っ
た
と
思
え
る
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
に
あ
る
と
思
う
。
現
在
、
篠

山
市
で
は
、
大
き
な
行
政
課
題
で
あ

っ
た
清
掃
セ
ン

タ
ー
の
改
築
整
備
や
、
市
民
の
期
待
に
こ
た
え
図
書

館
建
設
、
市
民
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
総
合
支
援
セ
ン

タ
ー
な
ど
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
手
し
て
い
る
。

合
併
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
四
つ
の
町
に

そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

一
つ
で
対

応
で
き
、
し
か
も
、
充
実
し
た
施
設
整
備
が
可
能
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
合
併
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
効
率
的
な
行
政
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
、
生
じ

た
財
源
を
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
充
て
る
こ
と
が
可
能
に

な

っ
た
の
で
あ
る
。

'h・・
て
、
合
併
を
実
現
す
る
場
合
、
最
も
重
要
な

J
4
カ
ギ
を
握
る
の
は
、
首
長
の
姿
勢
と
議
員
、

つ
ま
り
議
会
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
環
境
問

題
や
少
子
高
齢
化
の
進
行
、
都
市
基
盤
の
整
備
な
ど

数
多
く
の
行
政
課
題
を
抱
え
、
行
財
政
基
盤
の
確
立

や
住
民
の
幸
せ
な
暮
ら
し
を
守

っ
て
い
く
た
め
に
合

併
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
確
固
た
る
信
念
の
も
と

に
、
こ
の
道
を
選
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。

本
市
で
は
、
合
併
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
に
お
い
て
も
住
民
参
加
に
よ
る
地
域
づ
く
り
が

盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
本
当
に
う

れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
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合
併
以
来
こ
の
二
年
間
は
計
画
の
段
階
、
そ
し
て
、

今
実
行
の
段
階
を
迎
え
、
篠
山
市
の
本
格
的
な
ま
ち

づ
く
り
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。
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篠
山
市
に
は
、
連
日
合
併
関

連
視
察
が
相
次
い
で
い
る
。
ま
た
、
取
材
に
応
じ
る

こ
と
も
多
く
、
し
か
も
、
私
は
各
地
で
行
わ
れ
る
合

併
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
る
機

会
が
多
く
な
っ
て
き
た
。

講
演
で
各
地
を
訪
れ
て
感
じ
る
こ
と
は
、
地
域
に

よ
っ
て
温
度
差
は
あ
る
も
の
の
、
合
併
議
論
を
通
し

て
、
こ
れ
か
ら
の
地
方
自
治
体
の
在
り
方
や
ま
ち
づ

く
り
を
住
民
交
え
て
討
論
で
き
る
こ
と
は
素
晴
ら
し

い
こ
と
で
あ
る
。

今
日
、
道
路
交
通
網
の
整
備
な
ど
に
よ

っ
て
、
住

民
の
生
活
圏
は
随
分
と
拡
大
し
、
生
活
基
盤
そ
の
も

の
が
広
域
化
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か

も
、
多
様
化
す
る
住
民
ニ

l
ズ
へ
の
対
応
や
効
率
的

な
行
政
運
営
を
図
る
う
え
で
、
小
規
模
な
自
治
体
に

あ
っ
て
は
、
首
長
や
議
会
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
住

民
も
合
併
の
必
要
性
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
で
は
、
長
年
親

し
ん
で
き
た
歴
史
あ
る
ま
ち
の
名
称
や
、
地
域
の
思

い
入
れ
は
そ
う
簡
単
に
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て
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

講
演
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い

っ
て
よ
い
ほ
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合
併
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ッ
ト
は
」
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質
問
を
受
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こ
と
が
多
い
。

合
併
の
メ
リ
ッ

ト
は
、
今
す
ぐ
に
結
果
が
で
る
も

コラム

一
併
か
う

ま
ち
づ

~ 
c 

錘山mn

の
く
り

兵
庫
県
篠
山
市
長

瀬
戸
亀
男

の
で
は
な
い
。
合
併
し
て
良
か

っ
た
と
思
え
る
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
に
あ
る
と
思
う
。
現
在
、
篠

山
市
で
は
、
大
き
な
行
政
課
題
で
あ

っ
た
清
掃
セ
ン

タ
ー
の
改
築
整
備
や
、
市
民
の
期
待
に
こ
た
え
図
書

館
建
設
、
市
民
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
総
合
支
援
セ
ン

タ
ー
な
ど
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
手
し
て
い
る
。

合
併
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
四
つ
の
町
に
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れ
必
要
と
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て
い
た
も
の
が
、

一
つ
で
対

応
で
き
、
し
か
も
、
充
実
し
た
施
設
整
備
が
可
能
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
合
併
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
効
率
的
な
行
政
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
、
生
じ

た
財
源
を
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
充
て
る
こ
と
が
可
能
に

な

っ
た
の
で
あ
る
。

'h・・
て
、
合
併
を
実
現
す
る
場
合
、
最
も
重
要
な

J
4
カ
ギ
を
握
る
の
は
、
首
長
の
姿
勢
と
議
員
、

つ
ま
り
議
会
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
環
境
問

題
や
少
子
高
齢
化
の
進
行
、
都
市
基
盤
の
整
備
な
ど

数
多
く
の
行
政
課
題
を
抱
え
、
行
財
政
基
盤
の
確
立

や
住
民
の
幸
せ
な
暮
ら
し
を
守

っ
て
い
く
た
め
に
合

併
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
確
固
た
る
信
念
の
も
と

に
、
こ
の
道
を
選
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。

本
市
で
は
、
合
併
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
に
お
い
て
も
住
民
参
加
に
よ
る
地
域
づ
く
り
が

盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
本
当
に
う

れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
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合
併
以
来
こ
の
二
年
間
は
計
画
の
段
階
、
そ
し
て
、

今
実
行
の
段
階
を
迎
え
、
篠
山
市
の
本
格
的
な
ま
ち

づ
く
り
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。
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鳥
取
県
倉
吉
市

光
の
回
廊
が
商
届
街
へ
の
回
避
促
す

倉
吉
の
町
並
み

の
始
ま
り
は
、
室

町
時
代
に
さ
か
の

ぼ
り
、
江
戸
か
ら

い
な
こ
さ
せ
ん

大
正
に
は
稲
扱
千

歯
や
木
綿
の
生
産

な
ど
の
産
業
が
栄

え
、
商
工
業
都
市

と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
当
時
か
ら
の

中
心
が
、
白
壁
土
蔵
群
な
ど
の
古
い
町
並
み
が
残
る

成
徳
地
区
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
か
ら
成

徳
地
区
は
、
そ
の
後
本
町
通
り
・
附
庖
街
や
倉
吉
銀
座

商
庖
街
な
ど
、
旧
来
の
小
売
商
が
集
積
す
る
商
庖
街

を
形
成
し
発
展
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
地
区
を
取
り
巻
く
状
況
は
、

全
国
の
中
心
市
街
地
の
例
に
も
れ
ず
年
々
厳
し
く
な

り
、
郊
外
型
大
型
小
売
庖
舗
の
進
出
、
消
費
者
ニ
ー

ズ
の
多
様
化
、
高
齢
化
に
よ
る
後
継
者
不
足
な
ど
に

よ
る
空
洞
化
、
衰
退
化
が
進
み
、
こ
れ
ら
に
歯
止
め

を
か
け
る
べ
く
、
地
域
資
源
を
活
用
し
た
新
た
な
商

庖
街
と
し
て
の
再
活
性
化
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
ま

た
、
同
地
区
内
に
は
、
歴
史
的
文
化
遺
産
で
あ
り
、

貴
重
な
観
光
資
源
で
も
あ
る
白
壁
土
蔵
群
の
存
在
が

あ
っ
た
が
、
そ
こ
を
訪
れ
る
観
光
客
か
ら
外
観
だ
け

の
物
足
り
な
き
を
指
摘
す
る
声
も
多
く
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
多
く
の
問
題
点
に
対
す
る
対
策
が
急

が
れ
る
中
、
「
行
政
・
民
間
・
地
域
が

一
体
と
な
っ

た
地
区
の
活
性
化
」
の
取
り
組
み
意
識
の
高
揚
が
図

ら
れ
、
平
成
九
年
九
月
に
民
間
主
導
型
の
第
三
セ
ク

タ
ー
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
会
社
「
附
赤
瓦
」
が
設
立

さ
れ
た
。

そ
の
後
、
国
の

「重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地

区
」
の
選
定
に
よ
る
古
い
町
並
み
の
保
存
整
備
と
、

白
壁
土
蔵
群
の
商
業
拠
点
施
設
と
し
て
の
位
置
付
け

に
よ
る
有
効
的
な
活
用
に
よ
り
、
新
た
な
独
自
性
の

あ
る
商
業
観
光
の
機
能
を
付
加
し
、
地
域
へ
の
集
客

効
果
お
よ
び
商
庖
街
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
施
設
が
誕
生
し
た
。

平
成
十
年
に
赤
瓦
直
営
の

一
1
三
号
館
が
段
階
的

に
オ
ー
プ
ン
し
、
従
来
の
外
観
を
眺
め
る
だ
け
の
観

光
か
ら
、
土
蔵
自
体
の
中
に
入

っ
て
、
買
い
物
を
し

て
、
休
憩
し
て
、
工
芸
品
の
製
作
体
験
も
と
、
短
時

倉
吉
市
商
工
観
光
課
主
事

牧
田
憲
一

聞
な
が
ら
滞
在
の
で
き
る
観
光
地
と
し
て
古
く
か
ら

の
町
並
み
が
「
新
し
く
」
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
年
間
を
通
じ
て
集
客
を
期
待
で
き
る

施
設
の
オ
ー
プ
ン
に
よ
り
、
行
政
、
運
輸
・
旅
行
関

係
団
体
な
ど
も
県
内
外
へ

P
R
し
や
す
く
な
り
、
倉

吉
の
観
光
の
顔
と
し
て
の
赤
瓦
の
存
在
は
ゆ
る
ぎ
な

い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

「
赤
瓦
」
は
オ
ー
プ
ン
後
二
回
の
増
資
を
行
い
、
十

一
年
に
協
力
庖
と
し
て
四

1
七
号
館
の
ス
タ
ー
ト
、

さ
ら
に
十
二
年
に
は
倉
吉
ふ
る
さ
と
物
産
館
を
リ
ニ

ュ
l
ア
ル
し
直
営
の
八
号
館
と
す
る
な
ど
、
地
道
に

で
は
あ
る
が
着
実
に
規
模
を
拡
大
し
現
在
に
至
っ
て

い
る
。

こ
う
し
た
ハ
!
ド
面
の
整
備
に
よ
り
、
倉
吉
を
訪

れ
る
観
光
客
は
日
を
追
う
ご
と
に
増
加
し
、
観
光
振

興
と
い
う
面
で
は

一
応
の
成
功
を
収
め
た
と
い
え
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
赤
瓦
」
と
い
う

一
点
の
み
が

盛
り
上
が
る
だ
け
で
、
当
初
の
目
的
で
あ
る
「
商
業

観
光
施
設
」
と
い
う
役
割
は
十
分
に
果
た
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
地
区
全
体
の
商
業
振
興
と
し
て
の

赤
瓦
の
目
的
は
こ
の
白
壁
土
蔵
群
を
訪
れ
る
人
び
と

の
、
商
庖
街
へ
の
回
遊
を
促
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
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そ
の
た
め
商
庖
街
と
赤
瓦
の
リ
ン
ク
を
図
る
ソ
フ

ト
面
の
事
業
と
し
て
、
赤
瓦
に
対
す
る
民
間
の
出
資

の
受
け
加
で
あ
る
「
協
同
組
合
打
吹
」
が
中
心
と
な

り
、
独
自
の
イ
ベ
ン
ト
や
、
同
地
区
内
で
開
催
さ
れ

る
従
来
か
ら
の
伝
統
行
事
・
ま
つ
り
へ
の
協
賛
イ
ベ

ン
ト
な
ど
、
小
規
模
な
が
ら
も
あ
く
ま
で
も
民
間
に

よ
る
手
づ
く
り
の
催
し
を
行
っ
て
き
た
。

「
土
蔵
ま
つ
り
・
光
の
回
廊
」
は
そ
の
代
表
的
な
も

の
で
あ
り
、
地
元
商
庖
街
と
赤
瓦
周
辺
の
道
路
わ
き

に
、
ガ
ラ
ス
瓶
灯
ろ
う
や
か
が
り
火
を
並
べ
夜
間
の

点
灯
、
商
庖
の
営
業
時
間
の
延
長
に
よ
り
、
赤
瓦
か

ら
商
店
街
へ
の
人
の
流
れ
の
形
成
・
観
光
と
商
業
の

融
合
に

一
役
買
っ
て
い
る
。

平
成
十
年
の
オ
ー
プ
ン
以
来
、
赤
瓦
が
倉
吉
の
観

光
の
拠
点
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
市
民
に
も
定
着
し

て
き
た
が
、
十
三
年
四
月
に
こ
れ
ま
で
の
観
光
客
の

流
れ
を
大
き
く
変
え
る
新
た
な
施
設
が
オ
ー
プ
ン
し

た
。赤

瓦
か
ら
直
線
距
離
に
し
て

一
キ
ロ弱
、
日
本
で
初

め
て
の
梨
の
博
物
館
「
鳥
取
二
十
世
紀
梨
記
念
館
」

を
含
む
文
化
・
観
光
・
教
育
施
設
「
倉
吉
パ

l
ク
ス

ク
エ
ア
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

特集=地域資源で景観づくり

今
後
は
こ
の
新
た
な
観
光
施
設
と
、
古
く
か
ら
残

る
白
壁
土
蔵
群
・
赤
瓦
周
辺
の
市
街
地
と
の
リ
ン
ク

が
最
重
要
課
題
と
な
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
に
対
応
す

ベ
く
新
た
な
動
き
が
起
こ
っ
て
い
る
。

赤
瓦
周
辺
の
駐
車
場
不
足
に
つ
い
て
は
、
倉
吉
市

観
光
協
会
が
無
料
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
の
貸
し
出
し
を

始
め
、
大
規
模
な
駐
車
場
を
有
す
る
パ

l
ク
ス
ク
エ

ア
か
ら
赤
瓦
ま
で
の
回
遊
を
図
ろ
う
と
試
み
て
い
る
。

ま
た
、
九
月
か
ら
十

一
月
ま
で
の
期
間
限
定
で
は

あ
る
が
、
今
年
新
た
に
観
光
ル

1
プ
パ
ス
の
運
行
も

開
始
さ
れ
、
赤
瓦
、
梨
記
念
館
、
中
国
庭
園
・
燕

組
園
を
回
る
半
日
の
ル

l
ト
が
形
成
さ
れ
た
。

さ
ら
に
は
ラ
ン
プ
リ
ン
グ
ス
ト
リ
ー
ト
事
業

と
称
し
て
、
将
来
的
に
成
徳
地
区
か
ら
パ

l
ク

ス
ク
エ
ア
ま
で
を
街
路
樹
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

ン
で
結
ぼ
う
と
い
う
計
画
も
持
ち
上
が
り
、
昨

年
市
役
所
前
の
通
り
で

一
部
実
現
さ
れ
好
評
を

得
て
い
た
が
、
こ
れ
も
今
後
の
規
模
拡
大
に
よ

る
新
た
な
人
の
流
れ
を
生
み
出
す
こ
と
が
期
待

で
き
る
。

赤
瓦
の
設
立
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
流
れ

に
よ
り

二
定
数
の
集
客
の
確
保
は
で
き
た
が
、

こ
れ
を
定
着
さ
せ
、
安
定
し
た
人
の
流
れ
を
形

成
す
る
に
は
現
在
の
問
題
点
を
把
握
し
た
う
え

で
、
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
、
何
を
実
際
に
補
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

一
度
に

多
く
を
望
ん
で
も
そ
れ
を
実
現
し
、
維
持
し
て
い
く

に
は
そ
れ
相
応
の
費
用
や
労
力
が
か
か
る
。

倉
吉
に
お
い
て
は
、
赤
瓦
の
設
立
の
時
点
で
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
規
模
は
小
さ
く
と
も
で
き
る
こ

と
か
ら
始
め
て
い
く
と
い
う
の
が
現
在
ま
で
の
倉
吉

と
い
う
ま
ち
を
つ
く
り
上
げ
た
「
倉
吉
ら
し
さ
」
で

あ
り
、
今
後
も
そ
の
「
倉
吉
ら
し
さ
」
を
頭
に
お
い

て
、
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
つ

て
い
る
。

赤
瓦
一
号
館
と
内
部
の
小
物
雑
貨
の
庖
多
々
屋
、
時
折
個
展
も
開
催
さ
れ
る

「
金
」
で
は
な
く
「
頭
」
を
使
い
、
な
い
も
の
ね
だ

り
で
は
な
く
、
今
あ
る
も
の
を
で
き
る
だ
け
活
用
し

て
、
資
金
を
単
に
増
や
す
の
で
は
な
く
、
目
的
意
識

を
共
有
で
き
る
仲
間
を
増
や
す
こ
と
で
、
ま
ち
づ
く

り
お
よ
び
観
光
地
づ
く
り
を
進
め
て
い
け
れ
ば
と
考

え
て
い
る
。
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石
畳
・
水
車
で
村
並
み
を
創
生

自
国
切
で
白
園
闘
W
I
l
l
i
-
-
-
-
-
l@
愛
媛
県
内
子
町

内
子
座
と
両
輪
で
ま
ち

ψ

つ
く
り

も
や

朝
舗
に
浮
か
ぶ
家
並
み
に
光
が
射
し
込
ん
で
、
静

か
に
人
び
と
の

一
日
の
暮
ら
し
が
始
ま
る
。
内
子
町

は
、
人
口

一
万
二
千
人
。
伝
統
的
な
町
並
み
保
存
運

動
を
二
十
余
年
に
わ
た

っ
て
展
開
し
、
江
戸
か
ら
明

治
、
大
正
に
か
け
て
木
蝋
で
栄
え
た
往
時
の
面
影
を

語
る
「
八
日
市
・
護
団
の
町
並
み
」
は
、
住
む
人
に

も
訪
れ
る
人
に
も
や
さ
し
い
空
間
を
提
供
し
て
く
れ

る
。
こ
の
町
並
み
は
、
松
山
街
道
沿
い
に
民
家
が
約

六
百
討
に
わ
た

っ
て
軒
を
連
ね
、
国
の
重
要
伝
統
的

建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。
建
物
は
、

豊
か
な
財
政
力
を
背
景
に
建
築
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ

て
質
も
高
く
、
ま
た
街
道
が
県
道
や
国
道
な
ど
に
取

っ
て
代
わ

っ
て
整
備
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
免
れ
て
、

ほ
と
ん
ど
が
建
て
替
わ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
て
い

た
。内

子
町
は
、
町
並
み
保
存
を
ま
ち
づ
く
り
の
核
と

し
て
位
置
づ
け
、
地
域
住
民
の
理
解
と
協
力
の
も
と

に
建
物
の
修
理
、
修
景
を
は
じ
め
路
面
整
備
な
ど
を

現
在
に
至
る
ま
で
継
続
的
に
行

っ
て
い
る
。
長
い
風

雪
に
耐
え
て
き
た
建
物
は
そ
こ
こ
こ
と
傷
み
も
見
ら

れ
、
所
有
者
に
よ
り
修
理
が
行
わ
れ
る
が
、
建
物
の

外
部
の
改
修
は
瓦
ふ
き
、
黄
し

つ
く
い
の
外
壁
、
な

ま
こ
壁
、
格
子
、
障
子
な
ど
内
子
町
の
町
並
み
の
特

徴
で
あ
る
歴
史
的
環
境
を
損
な
わ
な
い
よ
う
条
例
に

よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
内
部
は
住
む
人
が
柔
軟
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
道
路
の
幅
員
も
約
三

1
四

M
と
ほ
ど
よ
い
通
り
の
間
隔
で
、
電
話
線
は
埋

設
、
電
柱
は
セ

ッ
ト
パ

ッ
ク
さ
れ
、
そ
こ
に
建
物
の

軒
が
連
な
る
様
は
、
日
本
人
が
忘
れ
か
け
て
い
た
な

つ
か
し
い
風
景
と
落
ち
着
き
を
醸
し
出
す
。

内
子
町
が
町
並
み
保
存
に
取
り
組
ん
だ
昭
和
五
十

年
代
は
、
ま
だ
ま
だ
開
発
と
消
費
活
動
が
活
発
で
、

多
く
の
人
が
自
分
た
ち
の
周
辺
に
あ
る
固
有
の
資
源

を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
田
舎
よ
り
都
会
が
、
日
本
よ

り
外
国
の
暮
ら
し
方
や
文
化
が
優
れ
て
い
る
と
錯

覚
、
自
分
た
ち
が
し

っ
か
り
と
築
い
て
き
た
歴
史
や

暮
ら
し
へ
の
こ
だ
わ
り
を
失

っ
て
い

っ
た
時
代
で
あ

る
。
町
内
で
も
個
人
が
所
有
し
て
い
る
住
宅
環
境
を

保
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
果
た
し
て
住
民
の
合
意

形
成
が
得
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
の
声
も
あ

っ
た
が
、

幸
い
な
こ
と
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
に
支
え
ら
れ

て、

今
日
で
は
八
日
市
・
護
国
の
美
し
い
町
並
み
の

内
子
町
町
並
・
地
域
振
興
課
長

大
野
千
代
美

lt9~づくり 2002年1月号⑨30

景
観
は
全
国
的
に
も
知
ら
れ
る
内
子
町
の
顔
と
な

っ

て
い
る
。
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石
畳
・
水
車
で
村
並
み
を
創
生

自
国
切
で
白
園
闘
W
I
l
l
i
-
-
-
-
-
l@
愛
媛
県
内
子
町

内
子
座
と
両
輪
で
ま
ち

ψ

つ
く
り

も
や

朝
舗
に
浮
か
ぶ
家
並
み
に
光
が
射
し
込
ん
で
、
静

か
に
人
び
と
の

一
日
の
暮
ら
し
が
始
ま
る
。
内
子
町

は
、
人
口

一
万
二
千
人
。
伝
統
的
な
町
並
み
保
存
運

動
を
二
十
余
年
に
わ
た

っ
て
展
開
し
、
江
戸
か
ら
明

治
、
大
正
に
か
け
て
木
蝋
で
栄
え
た
往
時
の
面
影
を

語
る
「
八
日
市
・
護
団
の
町
並
み
」
は
、
住
む
人
に

も
訪
れ
る
人
に
も
や
さ
し
い
空
間
を
提
供
し
て
く
れ

る
。
こ
の
町
並
み
は
、
松
山
街
道
沿
い
に
民
家
が
約

六
百
討
に
わ
た

っ
て
軒
を
連
ね
、
国
の
重
要
伝
統
的

建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。
建
物
は
、

豊
か
な
財
政
力
を
背
景
に
建
築
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ

て
質
も
高
く
、
ま
た
街
道
が
県
道
や
国
道
な
ど
に
取

っ
て
代
わ

っ
て
整
備
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
免
れ
て
、

ほ
と
ん
ど
が
建
て
替
わ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
て
い

た
。内

子
町
は
、
町
並
み
保
存
を
ま
ち
づ
く
り
の
核
と

し
て
位
置
づ
け
、
地
域
住
民
の
理
解
と
協
力
の
も
と

に
建
物
の
修
理
、
修
景
を
は
じ
め
路
面
整
備
な
ど
を

現
在
に
至
る
ま
で
継
続
的
に
行

っ
て
い
る
。
長
い
風

雪
に
耐
え
て
き
た
建
物
は
そ
こ
こ
こ
と
傷
み
も
見
ら

れ
、
所
有
者
に
よ
り
修
理
が
行
わ
れ
る
が
、
建
物
の

外
部
の
改
修
は
瓦
ふ
き
、
黄
し

つ
く
い
の
外
壁
、
な

ま
こ
壁
、
格
子
、
障
子
な
ど
内
子
町
の
町
並
み
の
特

徴
で
あ
る
歴
史
的
環
境
を
損
な
わ
な
い
よ
う
条
例
に

よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
内
部
は
住
む
人
が
柔
軟
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
道
路
の
幅
員
も
約
三

1
四

M
と
ほ
ど
よ
い
通
り
の
間
隔
で
、
電
話
線
は
埋

設
、
電
柱
は
セ

ッ
ト
パ

ッ
ク
さ
れ
、
そ
こ
に
建
物
の

軒
が
連
な
る
様
は
、
日
本
人
が
忘
れ
か
け
て
い
た
な

つ
か
し
い
風
景
と
落
ち
着
き
を
醸
し
出
す
。

内
子
町
が
町
並
み
保
存
に
取
り
組
ん
だ
昭
和
五
十

年
代
は
、
ま
だ
ま
だ
開
発
と
消
費
活
動
が
活
発
で
、

多
く
の
人
が
自
分
た
ち
の
周
辺
に
あ
る
固
有
の
資
源

を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
田
舎
よ
り
都
会
が
、
日
本
よ

り
外
国
の
暮
ら
し
方
や
文
化
が
優
れ
て
い
る
と
錯

覚
、
自
分
た
ち
が
し

っ
か
り
と
築
い
て
き
た
歴
史
や

暮
ら
し
へ
の
こ
だ
わ
り
を
失

っ
て
い

っ
た
時
代
で
あ

る
。
町
内
で
も
個
人
が
所
有
し
て
い
る
住
宅
環
境
を

保
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
果
た
し
て
住
民
の
合
意

形
成
が
得
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
の
声
も
あ

っ
た
が
、

幸
い
な
こ
と
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
に
支
え
ら
れ

て、

今
日
で
は
八
日
市
・
護
国
の
美
し
い
町
並
み
の

内
子
町
町
並
・
地
域
振
興
課
長

大
野
千
代
美

lt9~づくり 2002年1月号⑨30

景
観
は
全
国
的
に
も
知
ら
れ
る
内
子
町
の
顔
と
な

っ

て
い
る
。
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内子座



し
い
歴
史
的
な
建
物
が
い
つ
の
間
に
か
様
変
わ
り
し

て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

方
内
子
町
で
は
、
農
村
部
の
地
域
活
性
化
を
目

的
に
美
し
い
村
並
み
の
創
生
を
目
指
し
て
、
地
域
住

民
と
協
働
で
農
村
景
観
の
保
存
・
再
生
運
動
を
展
開

し
て
い
る
。
過
疎
と
高
齢
化
は
、
も
う
何
年
も
前
か

ら
抱
え
て
い
る
内
子
町
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
業

た
ば
こ
、
果
樹
栽
培
が
中
心
の
内
子
町
の
農
業
で
あ

る
が
、
後
継
者
不
足
は
農
村
の
姿
を
大
き
く
変
え
つ

つ
あ
る
。
か
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
幼
少
の
こ
ろ
の
記

憶
に
あ
る
農
村
の
原
風
景
は
、
担
い
手
不
足
に
よ
る

放
棄
と
い
う
形
で
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
、
森
や
川
の
生

態
系
も
変
化
し
て
い
る
。
内
子
町
は
、
ま
ち
づ
く
り

の
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
「
と
も
に
つ
く
る
エ
コ
ロ

ジ
ー
タ
ウ
ン
う
ち
こ
」
を
掲
げ
、
自
然
環
境
や
生
態

系
、
人
の
暮
ら
し
を
大
切
に
し
た
町
の
実
現
に

一
歩

で
も
近
づ
こ
う
と
努
力
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
担

い
手
の
住
民
が
あ

っ
て
こ
そ
で
あ
り
、
机
上
の
プ
ラ

ン
で
実
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
山
間
地
の
風
景

は
、
農
家
が
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
田
畑
や
山
の
手

入
れ
を
す
る
こ
と
で
守
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

特集=地域資源で景観づくり

内
子
町
の
山
間
地
に
あ
る
石
畳
地
区
や
大
瀬
地
区

で
は
農
村
景
観
や
既
存
の
資
源
を
再
生
さ
せ
次
代
に

引
き
継
ぐ
活
力
あ
る
農
村
の
在
り
方
を
住
民
主
体
で

模
索
し
つ
つ
あ
る
。
石
畳
で
は
、
十
二
人
の
メ
ン
バ

ー
が
十
年
前

「
石
畳
を
思
う
会
」
を
組
織
し

一
人
五

万
円
を
出
し
て
、
か
つ
て
集
落
の
い
た
る
と
こ
ろ
で

見
る
こ
と
の
で
き
た
水
車
小
屋
を
復
元
、
そ
の
こ
と

を
活
動
の
契
機
に
石
畳
地
区
の
暮
ら
し
ゃ
資
源
、
風

景
へ
の
関
心
と
活
動
が
深
ま

っ
て
い
る
。
今
年
の
秋

に
は
、
十
年
を
迎
え
た

一
号
水
車
の
屋
根
の
ふ
き
替

え
を
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
行
い
、
水
車
小
屋
を
拠
点
に

毎
年
二
千
人
あ
ま
り
が
訪
れ
る
水
車
祭
り
に
花
を
添

え
た
。

三
基
の
水
車
が
回
る
清
流
閣
の
近
く
に
は
、
山
村

の
新
し
い
地
域
振
興
を
模
索
す
る
宿
泊
施
設
「
石
畳

の
宿
」
を
整
備
、
農
家
の
主
婦
が
中
心
と
な

っ
て
運

営
し
て
い
る
が
、
水
車
米
や
山
菜
な
ど
地
域
素
材
に

こ
だ
わ
っ
た
手
づ
く
り
の
も
て
な
し
が
魅
力
と
な
っ

て
口
コ
ミ
で
年
間
二
千
人
の
利
用
客
を
迎
え
て
い

る
。
宿
に
訪
れ
た
人
た
ち
は
、
地
域
に
流
れ
る
麓
川

の
自
然
、
ホ
タ
ル
の
乱
舞
や
夜
空
に
輝
く
星
空
を
楽

し
む
。
麓
川
の
自

然
環
境
を
保
全
し

て
い
く
た
め
の
手

全国でも珍しい屋恨付きの田丸矯

法
と
し
て
、
公
共

事
業
が
行
わ
れ
る

際
に
は
、
護
岸
に

ポ
ッ
ト
苗
の
植
栽

や
石
積
み
を
施
し

生
態
系
や
自
然
環

境
に
配
慮
し
た
近

ホ
タ
ル
な
ど
の
生
息
空
間
や
河

川
本
来
の
柔
軟
な
流
れ
が
維
持
で
き
る
よ
う
に
心
が

け
て
い
る
。
森
や
川
、
水
車
や
棚
田
、

全
国
で
も
め

ず
ら
し
い
屋
根
付
き
の
橋
、
手
入
れ
の
行
き
届
い
た

農
地
、
生
活
の
匂
い
の
す
る
民
家
、
そ
う
い
う
も
の

が
ト
ー
タ
ル
さ
れ
て
石
畳
の
村
並
み
は
維
持
さ
れ
る
。

町
並
み
も
村
並
み
も
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、

内
子
ら
し
さ
の
追
求
で
あ
り
、
市
街
地
に
は
市
街
地

の
、
石
畳
地
区
に
は
石
畳
の
人
び
と
の
生
き
様
を
映

し
出
す
景
観
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
内
子
町
を
訪
れ
る
観
光
客
は
、
年
間
五
十
三
万

人
。
そ
れ
は
、
ま
ち
づ
く
り
へ
の
積
極
的
な
取
り
組

み
を
評
価
す
る

一
つ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
外

か
ら
多
く
の
人
が
訪
れ
る
町
と
い
う
こ
と
で
町
民
に

も
誇
れ
る
町
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
百
万
の
観
光
客
が
訪
れ
る
町
に
し
よ

う
と
は
思
わ
な
い
。
住
む
人
が
安
心
し
、
自
分
た
ち

の
暮
ら
し
ゃ
た
た
ず
ま
い
が
パ
ブ
リ

ッ
ク
空
間
と
し

て
地
域
振
興
に
ど
の
よ
う
な
価
値
を
持

っ
て
い
る

か
、
そ
の
こ
と
に
配
癒
し
な
が
ら
楽
し
み
を
も

っ
て

地
域
づ
く
り
に
い
そ
し
み
、
そ
し
て
町
の
良
さ
を
理

解
し
て
も
ら
う
人
が

一
人
で
も
多
く
内
子
に
滞
在
し

て
も
ら
う
。
そ
う
い
う
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
、

次
年
度
か
ら
は
、
町
内
の
十
八
自
治
会
に
お
い
て
、

住
民
自
ら
が
策
定
し
た
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
計
画

の
取
り
組
み
が
十
年
計
画
で
ス
タ
ー
ト
す
る
。
そ
こ

か
ら
ま
た
、
新
し
い
内
子
の
物
語
が
生
ま
れ
そ
う
な

気
が
す
る
。

自
然
土
木
工
法
で
、
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史
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あ
る
。
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が
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後
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は
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か
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
幼
少
の
こ
ろ
の
記

憶
に
あ
る
農
村
の
原
風
景
は
、
担
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、
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の
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に
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に
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エ
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タ
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ち
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」
を
掲
げ
、
自
然
環
境
や
生
態

系
、
人
の
暮
ら
し
を
大
切
に
し
た
町
の
実
現
に

一
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で
も
近
づ
こ
う
と
努
力
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る
が
、
そ
れ
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は
担

い
手
の
住
民
が
あ

っ
て
こ
そ
で
あ
り
、
机
上
の
プ
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で
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現
で
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る
も
の
で
は
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い
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山
間
地
の
風
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は
、
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日
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ら
し
の
中
で
田
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や
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す
る
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の
で
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。
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に
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二
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人
あ
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新
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宿
」
を
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、
農
家
の
主
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が
中
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運
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が
、
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こ
だ
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手
づ
く
り
の
も
て
な
し
が
魅
力
と
な
っ

て
口
コ
ミ
で
年
間
二
千
人
の
利
用
客
を
迎
え
て
い

る
。
宿
に
訪
れ
た
人
た
ち
は
、
地
域
に
流
れ
る
麓
川

の
自
然
、
ホ
タ
ル
の
乱
舞
や
夜
空
に
輝
く
星
空
を
楽

し
む
。
麓
川
の
自

然
環
境
を
保
全
し

て
い
く
た
め
の
手

全国でも珍しい屋恨付きの田丸矯

法
と
し
て
、
公
共

事
業
が
行
わ
れ
る

際
に
は
、
護
岸
に

ポ
ッ
ト
苗
の
植
栽

や
石
積
み
を
施
し

生
態
系
や
自
然
環

境
に
配
慮
し
た
近

ホ
タ
ル
な
ど
の
生
息
空
間
や
河

川
本
来
の
柔
軟
な
流
れ
が
維
持
で
き
る
よ
う
に
心
が

け
て
い
る
。
森
や
川
、
水
車
や
棚
田
、

全
国
で
も
め

ず
ら
し
い
屋
根
付
き
の
橋
、
手
入
れ
の
行
き
届
い
た

農
地
、
生
活
の
匂
い
の
す
る
民
家
、
そ
う
い
う
も
の

が
ト
ー
タ
ル
さ
れ
て
石
畳
の
村
並
み
は
維
持
さ
れ
る
。

町
並
み
も
村
並
み
も
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、

内
子
ら
し
さ
の
追
求
で
あ
り
、
市
街
地
に
は
市
街
地

の
、
石
畳
地
区
に
は
石
畳
の
人
び
と
の
生
き
様
を
映

し
出
す
景
観
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
内
子
町
を
訪
れ
る
観
光
客
は
、
年
間
五
十
三
万

人
。
そ
れ
は
、
ま
ち
づ
く
り
へ
の
積
極
的
な
取
り
組

み
を
評
価
す
る

一
つ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
外

か
ら
多
く
の
人
が
訪
れ
る
町
と
い
う
こ
と
で
町
民
に

も
誇
れ
る
町
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
百
万
の
観
光
客
が
訪
れ
る
町
に
し
よ

う
と
は
思
わ
な
い
。
住
む
人
が
安
心
し
、
自
分
た
ち

の
暮
ら
し
ゃ
た
た
ず
ま
い
が
パ
ブ
リ

ッ
ク
空
間
と
し

て
地
域
振
興
に
ど
の
よ
う
な
価
値
を
持

っ
て
い
る

か
、
そ
の
こ
と
に
配
癒
し
な
が
ら
楽
し
み
を
も

っ
て

地
域
づ
く
り
に
い
そ
し
み
、
そ
し
て
町
の
良
さ
を
理

解
し
て
も
ら
う
人
が

一
人
で
も
多
く
内
子
に
滞
在
し

て
も
ら
う
。
そ
う
い
う
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
、

次
年
度
か
ら
は
、
町
内
の
十
八
自
治
会
に
お
い
て
、

住
民
自
ら
が
策
定
し
た
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
計
画

の
取
り
組
み
が
十
年
計
画
で
ス
タ
ー
ト
す
る
。
そ
こ

か
ら
ま
た
、
新
し
い
内
子
の
物
語
が
生
ま
れ
そ
う
な

気
が
す
る
。

自
然
土
木
工
法
で
、
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本
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山
鹿
市

ま
ち
づ
く
り
と
商
業
振
興
の
一
体
的
施
策
を
推
進

山
鹿
市
は
、
熊
本
県
の
北
部
に
位
置
し
、
市
北
部

を
東
西
に
山
岳
が
連
な
り
、
南
に
聞
け
た
古
く
か
ら

産
業
・
文
化
・
交
通
の
要
衝
と
し
て
発
展
し
て
き
た

田
園
都
市
で
あ
る
。

平
安
時
代
か
ら
千
年
の
歴
史
を
持
つ
山
鹿
千
軒
た

ら
い
な
し
と
歌
わ
れ
る
ほ
ど
豊
富
な
湯
量
を
誇
る

「
山
鹿
温
泉
」
、
か
つ
て
の
山
鹿
旦
那
衆
の
心
意
気
を

象
徴
す
る
明
治
の
芝
居
小
屋
「
八
千
代
座
」
、
幻
想

的
な
光
の
海
を
醸
し
出
す
「
山
鹿
灯
龍
」
、
そ
の
大

動
脈
と
な
る
の
が
、
か
つ
て
参
勤
交
代
で
お
殿
様
が

通
っ
た
白
壁
の
商
家
の
建
ち
並
ぶ
「
豊
前
街
道
」
で

(下)山鹿灯篇まつり

あ
り
、
併
せ
て
そ
の
歴
史
と
文
化
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
長
い
歴
史
の
中
で
先
人
た
ち
が
築

き
、
培
わ
れ
て
き
た
「
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
文
化

や
伝
統
」
を
絶
や
す
こ
と
な
く
次
世
代
に
引
き
継
ぐ

こ
と
が
、
今
の
市
民
に
諜
せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
り
、

そ
れ
は
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
大
き
な
核
と
な
る
の
が
「
八
千
代
座
」
を
中
心

と
す
る
豊
前
街
道
沿
い
の
ま
ち
な
み
で
あ
る
。

八
千
代
座
は
、
五
年
が
か
り
で
「
百
年
に

二
度」

と
い
わ
れ
る
大
修
理
を
終
え
、
平
成
十
三
年
五
月
、

二
回
目
の
こ
け
ら
落
と
し
を
迎
え
た
。

同
座
は
明
治
四
十
三
年
に
建
設
さ
れ
、
文
化
の
殿

堂
と
親
し
ま
れ
て
き
た
が
、
昭
和
四
十
年
代
後
半
の

娯
楽
の
変
化
に
取
り
残
さ
れ
、
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
老
人
会
の
「
瓦

一
枚
運
動
」
を
発
端
と
し
た

「
八
千
代
座
復
興
期
成
会
」
な
ど
の
募
金
活
動
、
さ

ら
に
、
六
十
三
年
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た

こ
と
が
追
い
風
に
な
り
、
半
解
体
修
理
に
入
っ
て
い

た
。
施
設
面
、
興
行
面
で
最
も
充
実
し
て
い
た
大
正

十
二
年
当
時
の
姿
に
戻
す
た
め
、
関
連
工
事
を
含
め

総
額
十
億
五
千
万
円
を
費
や
し
て
い
る
。
見
学
者
は

現
在

一
日
四
千

1
六
千
人
と
、
改
修
前
の
三
千
人
よ

(上)八千代座内部

山
鹿
市
都
市
計
画
課
景
観
建
築
係
長

三
森
一
寿

り
着
実
に
増
え
る
な
ど
、
好
評
で
あ
る
。
ま
た
、
利

用
申
し
込
み
も
倍
の
百
日
を
超
え
そ
う
な
見
通
し
に

あ
る
。
改
修
に
伴
い
、
八
千
代
座
と
豊
前
街
道
を
中

心
に
街
道
沿
い
六
商
庖
街
と
地
元
民
間
団
体
な
ど
の

連
携
に
よ
る
「
豊
前
街
道
八
千
代
座
ま
つ
り
」
が
実

施
さ
れ
、
今
後
も
継
続
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
こ
と

で
、
「
山
鹿
灯
能
ま
つ
り
」
「
山
鹿
温
泉
祭
」
に
次
ぐ

山
鹿
第
三
の
ま
つ
り
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

山
鹿
市
で
は
、
こ
れ
よ
り
先
、
平
成
七
年
度
か
ら

歴
史
的
地
区
環
境
整
備
街
路
事
業
で
あ
る
「
歴
史
を

活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
、
ま
た
、
市
街
地
に
か
つ

て
の
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
し
、
人
と
人
と
が
触
れ
合

う
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
十

一
年
に
は
「
山
鹿
市

中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
」
を
策
定
し
た
。

こ
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
策
定
委
員
会
を
設
置

し
、
行
政
だ
け
で
は
な
く
住
民
お
よ
び
商
業
者
の
主

体
的
な
か
か
わ
り
を
重
視
。
計
画
策
定
後
の
各
種
事

業
や
活
動
の
主
体
形
成
に
繋
が
る
よ
う
に
、
現
状
・

課
題
の
認
識
か
ら
方
針
・
計
画
・
実
施
へ
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
な
ど
に
作
業
と
し
て
か
か
わ
り
を
持
た
せ
な
が
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ら
つ
く
り
上
げ
て
い
く
こ
と
と
し
、
プ
ロ
セ
ス
を

「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
方
式
を
採
用
し
実
践
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
手
法
で
の
計
画
づ
く
り
に

行
政
サ
イ
ド
も
関
連
す
る
部
局
が
積
極
的
に
か
か
わ

る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
タ
テ
割
り
の
弊
害
を
解
消

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
認
識
し
、
総
合
的

な
支
援
体
制
の
確
立
を
目
指
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
ま
で
含
め
る
と
延
べ
五
千
人
を
超
え
る
幅
広
い
意

見
を
取
り
入
れ
た
基
本
計
画
と
な
っ
た
。

こ
の
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
中
心
市
街
地
の
活

性
化
は
ま
ち
づ
く
り
と
商
業
の

一
体
的
事
業
・
施
策

の
推
進
に
よ
り
実
施
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
市
街
地

に
蓄
積
さ
れ
た
山
鹿
の
歴
史
・
文
化
な
ど
誇
る
べ
き

素
材
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
と
と
も
に
、

市
民
自
ら
が
そ
れ
ら
の
資
源
を
十
分
に
使
い
こ
な
す

暮
ら
し
ゃ
産
業
活
動
を
誇
り
を
持
っ
て
営
ん
で
い
く

こ
と
が
コ
ン
セ
プ
ト
と
な
っ
た
。

次
に
、
中
心
市
街
地
内
に
お
い
て
の
地
域
資
源
を

活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
主
な
取
り
組
み
を
紹
介
す

る
。

特集=地域資源で景観づくり

都
市
景
観
条
例
に
基
づ
き
、
街
道
沿
い
に
残
る
伝

統
的
建
築
物
な
ど
の
修
景
や
修
復
で
は
、
電
線
地
中

化
に
加
え
、
地
元
産
の
石
を
素
材
と
し
た
構
築
物
の

設
世
や
山
鹿
灯
龍
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
街
路
灯
な
ど
の

設
世
を
行

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
雁
史
的
み
ち
す
じ

(
小
路
)
な
ど
を
積
極
的
に
活
用
し
て
の
歩
行
者
ネ

ッ
ト
ワ

l
ク
の
形
成
も
計
画
さ
れ
て
い
る
。

灯
り
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
と
し
て
、
本
市
の
代
表

的
な
観
光
資
源
で
あ
る
山
鹿
灯
龍
を
素
材
と
し
た
和

紙
灯
り
、
灯
簡
の
灯
り
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
か
が
り
火

設
置
や
観
光
施
設
な
ど
へ
の
ラ
イ
ト
ア

ッ
プ
の
各
事

業
も
旅
館
や
街
道
筋
を
中
心
に
観
光
協
会
・
商
庖
街

と
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

山
鹿
は
昔
か
ら
、
温
泉
宿
場
町
と
し
て
栄
え
て
お

り
、
菊
池
川
と
豊
前
街
道
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
が
山

鹿
市
街
へ
の
入
口
に
当
た
る
。
そ
こ
に
は
「
惣
門
」

が
あ
り
、
門
番
を
置
き
、
木
戸
を
開
閉
し
て
外
来
者

か
ら
ま
ち
を
守
り
続
け
て
い
た
。
菊
池
川
流
域
は
豊

か
な
水
と
土
壌
に
恵
ま
れ
た
熊
本
の
お
い
し
い
米
の

産
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
玉
名
市
か
ら
遠
く
は
、

大
阪
や
江
戸
ま
で
米
を
運
搬
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、

近
く
に
は
何
代
も
続
い
て
い
る
米
を
原
料
と
し
た
商

家
の
老
舗
が
残
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
歴
史
背
景
を

生
か
し
、
酒
造
・
味
噌
屋
・
米
蔵
な
ど
を
所
有
す
る

商
業
者
の
有
志
が
「
惣
門
会
」
を
組
織
し
、
惣
門
の

歴
史
に
触
れ
、
米
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る

か
を
テ

l
マ
と
し
た
「
米
・
米
惣
門
ツ
ア

l
」
が
開

始
さ
れ
、
多
く
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
を

策
定
し
た
中
心
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
、
そ
の
推
進
を
目

的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
団
体
で
あ
る
「
山
鹿
協
同
隊
」

が
、
市
民
向
け
に
豊
前
街
道
沿
い
の
歴
史
や
文
化
を

題
材
に
し
た
マ
ッ
プ
「
や
ま
が
さ
ろ
き
」
を
作
成
し
、

そ
れ
を
基
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
が
計
画
・
実
施
さ
れ

始
め
て
い
る
。

豊前街道まちなみ

な
お
、
本
年
度
か
ら
新
た
な
地
元
物
産
の
研
究
・

開
発
を
目
指
し
、
地
元
素
材
を
生
か
し
た
商
品
づ
く

り
の
検
討
が
始
ま
り
、
商
工
業
と
農
業
の
連
携
に
よ

る
ま
ち
づ
く
り
の
機
運
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

前
記
の
よ
う
に
地
域
の
歴
史
・
文
化
資
源
を
素
材

と
し
て
生
か
し
な
が
ら
、
山
鹿
独
自
の
個
性
あ
る
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お

り
、
そ
の
中
で
、
行
政
が
や
る
こ
と
、
民
聞
が
や
る

こ
と
、
そ
し
て
、
行
政
と
民
間
が
連
携
し
て
や
る
こ

と
を
、
お
互
い
が
自
覚
・
認
識
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
を
来
た
し
て
い
く
先
に
山
鹿
の
ま
ち
づ
く
り
が
少

し
ず
つ
で
は
あ
る
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
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ら
つ
く
り
上
げ
て
い
く
こ
と
と
し
、
プ
ロ
セ
ス
を

「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
方
式
を
採
用
し
実
践
し
た
。
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。
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く
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史
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。
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取
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介
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お
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で
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沖
縄
県
那
覇
市

素
通
り
観
光
型
か
ら
滞
在
型
目
指
す

那
覇
は
十
四
世
紀
こ
ろ
よ
り
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど

の
諸
外
国
と
の
交
易
も
盛
ん
に
な
り
、
東
ア
ジ
ア
属

指
の
貿
易
港
と
し
て
、
治
実
な
発
展
を
遂
げ
て
い

っ

た
。
一

四
五
二
年
に
冊
封
使
が
来
訪
す
る
こ
と
を
き

っ
か
け
に
、
那
覇
の
入
江
の
小
さ
な
島
々
が
集
ま
る

浮
島
を
結
ぶ

「長
虹
堤
」
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
の
道

路
の
開
通
に
よ
り
商
業
の
中
心
で
あ
る
那
稲
と
、
政

治
の
中
心
で
あ
る
首
回
一
一と
が

一
挙
に
近
づ
く
こ
と
に

な

っ
た
。

... ， 

那
覇
の
歴
史
あ
る
ま
ち
を
語
る
う
え
で
、
欠
か
せ

な
い
の
が
首
里
地
区
と
壷
屋
地
区
で
あ
り
、
去
る
大

戦
に
よ
り
沖
縄
全
土
が
壊
滅
状
態
と
な

っ
た
中
で

も
、
沖
制
の
落
ち
清
い
た
た
た
ず
ま
い
を
残
し
て
い

る
。
こ
の
伝
統
的
景
観
を
形
成
す
る
こ
と
で
共
通
す

る
両
地
区
の
地
域
づ
く
り
に
つ
い
て
、

「
長
虹
堤
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
な
が
ら
紹
介
し
た
い
。

首
里
地
区
の
特
性
は
、
歴
史
文
化
を
対
象
と
し
た

観
光
の
拠
点
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
首

里
城
周
辺
エ
リ
ア
の
首
里
城
公
園

一
帯
は
、
沖
縄
最

大
の
観
光
地
で
あ
り
、
県
内
外
か
ら
毎
年
多
く
の
観

首里城正殿

光
客
を
迎
え
て

い
る
。
城
の
復

元
整
備
、
観
光

サ
ー
ビ
ス
施
設

が
拡
充
さ
れ
た

」
シ
」
日
ド
レ
品

つ

て
、
今
後
ま
す

ま
す
観
光
客
の

増
加
が
想
定
さ

れ
る
。
し
か
し
、

観
光
の
実
体
は
、
肖
盟
域
公
園
だ
け
を
見
学
す
る
素

通
り
観
光
と
な

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
観
光
客
が
城
下
を
散
策
し
て
、
沖
縄
の

歴
史
・
文
化
を
追
体
験
で
き
る
創
意
工
夫
が
求
め
ら

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
行
政
で
は
、
歴
史
散
策

マ
ッ
プ
「
首
里
ま

l
い
」
を
作
成
し
て
、
観
光
客
や
県

民
が
城
下
を
興
味
深
く
散
策
で
き
る
よ
う
な
サ
ー
ビ

ス
に
努
め
て
い
る
。
こ
の
首
里
ま

1
い
は
、
散
策
ル
ー

ト
を
い
く
つ
か
設
定
し
、
地
名
と
民
俗
行
事
の
由
来

や
石
造
文
化
な
ど
を
図
柄
で
示
し
た
も
の
で
、
観
光

客
が
首
里
の
文
化
を
認
識
す
る
う
え
で
は
、
大
変
分

か
り
易
く
重
宝
な
も
の
と
し
て
評
価
を
得
て
い
る
。
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那
覇
市
都
市
計
画
課
都
市
デ
ザ
イ
ン
室
技
査

世
田
山
雅
則

さ
ら
に
、
往
時
の
名
残
を
よ
く
と
ど
め
た
首
里
金

城
町
で
は
、
先
人
た
ち
に
よ

っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た

地
域
の
版
史
的
、
伝
統
的
景
観
を
保
全
・
再
生
す
る

た
め
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
ヂ
成
六
年
に
市
条
例
に

よ
る
都
市
景
観
形
成
地
域
の
指
定
が
行
わ
れ
た
。
地

成
指
定
の
効
果
に
よ
り
伝
統
的
な
長
観
要
素
と
な

っ

て
い
る
赤
瓦
と
石
原
一の
あ
る
尾
花
み
が
色
濃
く
形
成

さ
れ
て
き
た
。
こ
の
甲
斐
が
あ

っ
て
、
観
光
客
が
着

実
に
増
加
し
、
段
近
で
は

N
H
K
の
連
続
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ

「ち
ゅ
ら
さ
ん
」
の
舞
台
設
定
に
も
な

っ
た
。

ま
た
、
首
単
一城
の
再
建
や
世
界
文
化
遺
産
の
登
録

に
よ
り
、

年
々
観
光
客
の
増
加
を
た
ど
る
中
で
、
サ

ー
ビ
ス
機
能
を
有
す
る
施
設
の
必
要
性
が
求
め
ら

れ
、
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
性
を
有
す
る

「首
里
金
城
村

屋
」
を
伝
統
的
な
琉
球
木
造
建
築
で
整
備
し
た
。
こ

の
施
設
は
、
観
光
客
が
自
由
に
く
つ
ろ
げ
る
こ
と
と
、

地
域
の
人
び
と
の
交
流
の
場
と
な

っ
て
お
り
、
機
会

あ
る
ご
と
に
地
域
の
マ
ス
コ
ミ
な
ど
か
ら
、
対
談
番

組
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
好
評
を
博
し
て
い
る
。

一
方
、
壷
屋
地
区
は
琉
球
王
朝
時
代
に
疏
球
王
府

首
里
城
と
壷
犀
を
結
び
ま
ち
づ
く
り
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と
の
交
易
も
盛
ん
に
な
り
、
東
ア
ジ
ア
属

指
の
貿
易
港
と
し
て
、
治
実
な
発
展
を
遂
げ
て
い

っ

た
。
一

四
五
二
年
に
冊
封
使
が
来
訪
す
る
こ
と
を
き

っ
か
け
に
、
那
覇
の
入
江
の
小
さ
な
島
々
が
集
ま
る

浮
島
を
結
ぶ

「長
虹
堤
」
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
の
道

路
の
開
通
に
よ
り
商
業
の
中
心
で
あ
る
那
稲
と
、
政

治
の
中
心
で
あ
る
首
回
一
一と
が

一
挙
に
近
づ
く
こ
と
に

な

っ
た
。

... ， 

那
覇
の
歴
史
あ
る
ま
ち
を
語
る
う
え
で
、
欠
か
せ

な
い
の
が
首
里
地
区
と
壷
屋
地
区
で
あ
り
、
去
る
大

戦
に
よ
り
沖
縄
全
土
が
壊
滅
状
態
と
な

っ
た
中
で

も
、
沖
制
の
落
ち
清
い
た
た
た
ず
ま
い
を
残
し
て
い

る
。
こ
の
伝
統
的
景
観
を
形
成
す
る
こ
と
で
共
通
す

る
両
地
区
の
地
域
づ
く
り
に
つ
い
て
、

「
長
虹
堤
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
な
が
ら
紹
介
し
た
い
。

首
里
地
区
の
特
性
は
、
歴
史
文
化
を
対
象
と
し
た

観
光
の
拠
点
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
首

里
城
周
辺
エ
リ
ア
の
首
里
城
公
園

一
帯
は
、
沖
縄
最

大
の
観
光
地
で
あ
り
、
県
内
外
か
ら
毎
年
多
く
の
観

首里城正殿

光
客
を
迎
え
て

い
る
。
城
の
復

元
整
備
、
観
光

サ
ー
ビ
ス
施
設

が
拡
充
さ
れ
た

」
シ
」
日
ド
レ
品

つ

て
、
今
後
ま
す

ま
す
観
光
客
の

増
加
が
想
定
さ

れ
る
。
し
か
し
、

観
光
の
実
体
は
、
肖
盟
域
公
園
だ
け
を
見
学
す
る
素

通
り
観
光
と
な

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
観
光
客
が
城
下
を
散
策
し
て
、
沖
縄
の

歴
史
・
文
化
を
追
体
験
で
き
る
創
意
工
夫
が
求
め
ら

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
行
政
で
は
、
歴
史
散
策

マ
ッ
プ
「
首
里
ま

l
い
」
を
作
成
し
て
、
観
光
客
や
県

民
が
城
下
を
興
味
深
く
散
策
で
き
る
よ
う
な
サ
ー
ビ

ス
に
努
め
て
い
る
。
こ
の
首
里
ま

1
い
は
、
散
策
ル
ー

ト
を
い
く
つ
か
設
定
し
、
地
名
と
民
俗
行
事
の
由
来

や
石
造
文
化
な
ど
を
図
柄
で
示
し
た
も
の
で
、
観
光

客
が
首
里
の
文
化
を
認
識
す
る
う
え
で
は
、
大
変
分

か
り
易
く
重
宝
な
も
の
と
し
て
評
価
を
得
て
い
る
。
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那
覇
市
都
市
計
画
課
都
市
デ
ザ
イ
ン
室
技
査

世
田
山
雅
則

さ
ら
に
、
往
時
の
名
残
を
よ
く
と
ど
め
た
首
里
金

城
町
で
は
、
先
人
た
ち
に
よ

っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た

地
域
の
版
史
的
、
伝
統
的
景
観
を
保
全
・
再
生
す
る

た
め
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
ヂ
成
六
年
に
市
条
例
に

よ
る
都
市
景
観
形
成
地
域
の
指
定
が
行
わ
れ
た
。
地

成
指
定
の
効
果
に
よ
り
伝
統
的
な
長
観
要
素
と
な

っ

て
い
る
赤
瓦
と
石
原
一の
あ
る
尾
花
み
が
色
濃
く
形
成

さ
れ
て
き
た
。
こ
の
甲
斐
が
あ

っ
て
、
観
光
客
が
着

実
に
増
加
し
、
段
近
で
は

N
H
K
の
連
続
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ

「ち
ゅ
ら
さ
ん
」
の
舞
台
設
定
に
も
な

っ
た
。

ま
た
、
首
単
一城
の
再
建
や
世
界
文
化
遺
産
の
登
録

に
よ
り
、

年
々
観
光
客
の
増
加
を
た
ど
る
中
で
、
サ

ー
ビ
ス
機
能
を
有
す
る
施
設
の
必
要
性
が
求
め
ら

れ
、
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
性
を
有
す
る

「首
里
金
城
村

屋
」
を
伝
統
的
な
琉
球
木
造
建
築
で
整
備
し
た
。
こ

の
施
設
は
、
観
光
客
が
自
由
に
く
つ
ろ
げ
る
こ
と
と
、

地
域
の
人
び
と
の
交
流
の
場
と
な

っ
て
お
り
、
機
会

あ
る
ご
と
に
地
域
の
マ
ス
コ
ミ
な
ど
か
ら
、
対
談
番

組
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
好
評
を
博
し
て
い
る
。

一
方
、
壷
屋
地
区
は
琉
球
王
朝
時
代
に
疏
球
王
府



が
窯
業
振
興
を
図
っ
て
以
来
、
陶
器
の

一
大
生
産
地

と
し
て
県
内
は
も
と
よ
り
全
国
的
に
知
ら
れ
、
往
時

の
風
景
を
と
ど
め
る
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

交
通
事
情
の
悪
化
や
伝
統
的
家
屋
の
崩
壊
な
ど
、
地

区
内
の
生
産
販
売
環
境
を
と
り
ま
く
マ
イ
ナ
ス
の
要

因
の
発
生
も
少
な
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
謀
題
を
踏
ま
え
、
地
区
の
歴
史
的
景

観
を
テ

l
マ
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
と
観
光
産
業
を
進

め
る
う
え
で
、
景
観
形
成
調
査
を
行
い

「壷
屋
地
区

整
備
全
体
構
想
」
を
と
り
ま
と
め
た
。
基
本
目
標
で

は
、
那
覇
市
の
中
心
商
業
地
を
構
成
す
る
地
区
と
し

て
、
快
適
で
魅
力
あ
る
商
業
観
光
の
拠
点
づ
く
り
を

目
指
す
こ
と
や
ヤ
チ
ム
ン
(
陶
器
)
の
里
づ
く
り
を

目
指
す
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

整
備
構
想
に
基
づ
き
、

壷
屋
の
顔
と
し
て
絞
と
な

る
施
設

「壷
屋
博
物
館
」
の
整
備
を
行
い
観
光
客
や

県
民
に
対
す
る
陶
業
の
学
習
の
機
会
を
提
供
し
て
い

る
。
ま
た
、
地
区
内
の
骨
格
と
な

っ
て
い
る
通
り
に

つ
い
て
、
壷
屋
に
ふ
さ
わ
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路

特集=地域資源で景観づくり

と
し
て

「
や
ち
む
ん
通
り
」
が
整
備
さ
れ
、
壷
屋
地

区
の
顔
が
整
い
つ
つ
あ
る
。

さ
ら
に
、
壷
屋
地
区
の
将
来
を
考
え
た
場
合
、
都

心
部
に
位
置
す
る
が
故
に
、
壷
屋
ら
し
さ
が
失
わ
れ

る
こ
と
が
危
倶
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

「壷
屋
地
区

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」
を
立
ち
上
げ
、
地
域
が
誇
り

を
持

っ
て
後
世
に
継
承
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

市
条
例
に
よ
る
都
市
景
観
形
成
地
域
指
定
を
行
う
運

び
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
首
里
地
区
と
壷
屋
地
区
で
は
、
今
後

の
地
域
発
展
を
促
す
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
を
行
政
と

地
域
と
で
行
っ
て
き
た
が
、
地
域
に
お
い
て
は
、
ま

ち
お
こ
し
に
欠
か
せ
な
い
祭
り
を
主
体
に
な

っ
て
企

画
し
取
り
組
ん
で
い
る
。

壷
屋
地
区
で
は

「
ピ

l
ス
・
ラ
ブ
・
マ
チ
グ
ワ

l
&
壷
屋
ま
つ
り
」
と
称
し
て
、
中
心
商
庖
街
と

一

体
と
な
り
に
ぎ
わ
い
と
活
性
化
を
目
的
に
、
観
光
客

へ
陶
器
の
里
壷
屋
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。

首
里
地
区
に
お
い
て
は
、

「
首
里
文
化
祭
」
が
沖

縄
の
文
化
と
歴
史
を
紹
介
し
、
観
光
事
業
の
発
展
に

貢
献
し
て
い
る
。
両
地
区
の
祭
り
は
年

一
回
の
メ
ー

ン
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
企
画
さ
れ
、
壷
屋
地
区
で
は
夏

に
、
首
里
地
区
で
は
秋
に
開
催
さ
れ
る
も
の
で
、
現

在
も
商
業
と
文
化
の
ま
ち
の
関
係
を
保
ち
、
互
い
の

ま
ち
の
良
さ
を
引
き
立
て
合
い
な
が
ら
発
展
し
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

両
地
区
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
観
光

都
市

「那
覇
」
を
よ
り
強
く
印
象
付
け
る
こ
と
が
で

き
、
地
域
づ
く
り
に
お
い
て
観
光
事
業
の
発
展
に
大

き
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
考
え
る
。
鉄
道
な
ど
を

持
た
な
い
那
覇
市
に
お
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
に

待
望
の
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
の
開
業
が
控
え
て
い
る
。

こ
の
開
通
に
よ
っ
て
、
往
時
の

「長
虹
堤
」
が
二
十

一
世
紀
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
り
、
首
里
地
区
と
壷

屋
地
区
が
太
い
パ
イ
プ
で
つ
な
が
れ
、
観
光
客
に
と

っ
て
は
、
素
通
り
観
光
で
は
な
く
地
域
散
策
、
滞
在

型
の
観
光
を
楽
し
む
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

伝
統
的
景
観
を
有
し
た
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
は
、

文
化
遺
産
を
大
切
に
保
全
す
る
と
と
も
に
活
用
を
図

り
な
が
ら
、

地
域
に
調
和

し
た
景
観
資

源
を
創
造
し

て
い
く
こ
と

で
、
魅
力
あ

る
も
の
と
す

る
こ
と
が
で

き
る
。
他
方
、

地
域
で
は
文

化
遺
産
を
抱

え
る
リ
ス
ク

と
生
活
上
の

不
便
さ
な
ど

の
謀
題
が
生

じ
る
こ
と
が

ヤチムン通りのサイン

あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
解
決
す
る
こ
と
は
容
易
な

こ
と
で
は
な
い
が
、
継
続
し
て
文
化
遺
産
を
大
切
に

し
て
き
た
地
域
の
人
た
ち
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い
。

今
後
も
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で
は
、
協
働
で

知
恵
を
出
し
合
え
る
生
き
生
き
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
形
成
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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が
窯
業
振
興
を
図
っ
て
以
来
、
陶
器
の

一
大
生
産
地

と
し
て
県
内
は
も
と
よ
り
全
国
的
に
知
ら
れ
、
往
時

の
風
景
を
と
ど
め
る
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

交
通
事
情
の
悪
化
や
伝
統
的
家
屋
の
崩
壊
な
ど
、
地

区
内
の
生
産
販
売
環
境
を
と
り
ま
く
マ
イ
ナ
ス
の
要

因
の
発
生
も
少
な
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
謀
題
を
踏
ま
え
、
地
区
の
歴
史
的
景

観
を
テ

l
マ
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
と
観
光
産
業
を
進

め
る
う
え
で
、
景
観
形
成
調
査
を
行
い

「壷
屋
地
区

整
備
全
体
構
想
」
を
と
り
ま
と
め
た
。
基
本
目
標
で

は
、
那
覇
市
の
中
心
商
業
地
を
構
成
す
る
地
区
と
し

て
、
快
適
で
魅
力
あ
る
商
業
観
光
の
拠
点
づ
く
り
を

目
指
す
こ
と
や
ヤ
チ
ム
ン
(
陶
器
)
の
里
づ
く
り
を

目
指
す
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

整
備
構
想
に
基
づ
き
、

壷
屋
の
顔
と
し
て
絞
と
な

る
施
設

「壷
屋
博
物
館
」
の
整
備
を
行
い
観
光
客
や

県
民
に
対
す
る
陶
業
の
学
習
の
機
会
を
提
供
し
て
い

る
。
ま
た
、
地
区
内
の
骨
格
と
な

っ
て
い
る
通
り
に

つ
い
て
、
壷
屋
に
ふ
さ
わ
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路

特集=地域資源で景観づくり

と
し
て

「
や
ち
む
ん
通
り
」
が
整
備
さ
れ
、
壷
屋
地

区
の
顔
が
整
い
つ
つ
あ
る
。

さ
ら
に
、
壷
屋
地
区
の
将
来
を
考
え
た
場
合
、
都

心
部
に
位
置
す
る
が
故
に
、
壷
屋
ら
し
さ
が
失
わ
れ

る
こ
と
が
危
倶
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

「壷
屋
地
区

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」
を
立
ち
上
げ
、
地
域
が
誇
り

を
持

っ
て
後
世
に
継
承
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

市
条
例
に
よ
る
都
市
景
観
形
成
地
域
指
定
を
行
う
運

び
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
首
里
地
区
と
壷
屋
地
区
で
は
、
今
後

の
地
域
発
展
を
促
す
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
を
行
政
と

地
域
と
で
行
っ
て
き
た
が
、
地
域
に
お
い
て
は
、
ま

ち
お
こ
し
に
欠
か
せ
な
い
祭
り
を
主
体
に
な

っ
て
企

画
し
取
り
組
ん
で
い
る
。

壷
屋
地
区
で
は

「
ピ

l
ス
・
ラ
ブ
・
マ
チ
グ
ワ

l
&
壷
屋
ま
つ
り
」
と
称
し
て
、
中
心
商
庖
街
と

一

体
と
な
り
に
ぎ
わ
い
と
活
性
化
を
目
的
に
、
観
光
客

へ
陶
器
の
里
壷
屋
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。

首
里
地
区
に
お
い
て
は
、

「
首
里
文
化
祭
」
が
沖

縄
の
文
化
と
歴
史
を
紹
介
し
、
観
光
事
業
の
発
展
に

貢
献
し
て
い
る
。
両
地
区
の
祭
り
は
年

一
回
の
メ
ー

ン
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
企
画
さ
れ
、
壷
屋
地
区
で
は
夏

に
、
首
里
地
区
で
は
秋
に
開
催
さ
れ
る
も
の
で
、
現

在
も
商
業
と
文
化
の
ま
ち
の
関
係
を
保
ち
、
互
い
の

ま
ち
の
良
さ
を
引
き
立
て
合
い
な
が
ら
発
展
し
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

両
地
区
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
観
光

都
市

「那
覇
」
を
よ
り
強
く
印
象
付
け
る
こ
と
が
で

き
、
地
域
づ
く
り
に
お
い
て
観
光
事
業
の
発
展
に
大

き
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
考
え
る
。
鉄
道
な
ど
を

持
た
な
い
那
覇
市
に
お
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
に

待
望
の
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
の
開
業
が
控
え
て
い
る
。

こ
の
開
通
に
よ
っ
て
、
往
時
の

「長
虹
堤
」
が
二
十

一
世
紀
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
り
、
首
里
地
区
と
壷

屋
地
区
が
太
い
パ
イ
プ
で
つ
な
が
れ
、
観
光
客
に
と

っ
て
は
、
素
通
り
観
光
で
は
な
く
地
域
散
策
、
滞
在

型
の
観
光
を
楽
し
む
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

伝
統
的
景
観
を
有
し
た
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
は
、

文
化
遺
産
を
大
切
に
保
全
す
る
と
と
も
に
活
用
を
図

り
な
が
ら
、

地
域
に
調
和

し
た
景
観
資

源
を
創
造
し

て
い
く
こ
と

で
、
魅
力
あ

る
も
の
と
す

る
こ
と
が
で

き
る
。
他
方
、

地
域
で
は
文

化
遺
産
を
抱

え
る
リ
ス
ク

と
生
活
上
の

不
便
さ
な
ど

の
謀
題
が
生

じ
る
こ
と
が

ヤチムン通りのサイン

あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
解
決
す
る
こ
と
は
容
易
な

こ
と
で
は
な
い
が
、
継
続
し
て
文
化
遺
産
を
大
切
に

し
て
き
た
地
域
の
人
た
ち
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い
。

今
後
も
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で
は
、
協
働
で

知
恵
を
出
し
合
え
る
生
き
生
き
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
形
成
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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地

方

行

財

政

関

連

施

策

解

説

圏

総
務
省
自
治
行
政
局
地
域
振
興
課

平
成
旧
年
度
地
域
政
策
の
動
向
か
う

総
務
省
お
よ
び
財
団
法
人
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー

は
、
平
成
十
三
年
十
月
十
七
日
、
「
市
町
村
の
活
性

化
新
規
施
策
2
0
0
事
例
(
平
成
十
三
年
度
地
域
政

策
の
動
向
)
」
を
と
り
ま
と
め
た
。

こ
の
報
告
書
は
、
自
治
省
が
全
市
町
村
を
対
象
に

実
施
し
た
「
平
成
十
三
年
度
地
域
政
策
の
動
向
調
査

(
市
町
村
分
)
」
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
市
町
村
の
新
規

施
策
コ
一
千
八
百
十
七
事
例
の
中
か
ら
、
代
表
的
、
先

進
的
、
特
徴
的
な
事
例
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。地

域
政
策
の
動
向
調
査
(
市
町
村
分
)
は
、
昭
和

五
十

一
年
度
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
調

査
内
容
を
大
幅
に
改
定
し
た
十
二
年
度
に
引
き
続

き
、
十
三
年
度
も
各
団
体
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い

る
代
表
的
、
先
進
的
、
特
徴
的
な
施
策
事
例
の
調
査

に
重
点
を
絞
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
当
該
報
告
書
は
、
側
地
域
活
性
化
セ
ン
タ

ー

(
合
O
一
一
一
|
五
二
O
二

|
六

一
三
三
)
で
有
償
頒

布
し
て
い
る
の
で
、
興
味
の
あ
る
向
き
は
問
い
合
わ

せ
ら
れ
た
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
、
当
該
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た

事
例
の
い
く
つ
か
を
抜
粋
し
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し

た
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
代
表
的
、
先
進

的
、
特
徴
的
な
施
策
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

総
務
省
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
事
例
を
推
薦
、
推
奨
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
を
附
言
す
る
。

-
岩
手
県
二
戸
市

雲|まニ
?Iち戸
主|づ市
護|く宝
芸|リを
~ I 条生
基|仔uか
工| し
手I t-
五
四

二
戸
市
は
平
成
四
年
以
来
、
「
楽
し
く
美
し
い
ま

ち
づ
く
り
事
業
」
を
通
し
て
、
市
民
を
対
象
に
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
聞
き
取
り
調
査
な
ど
に
よ
り
、

見
失
い
か
け
て
い
る
二
戸
市
の
「
宝
」
を
発
掘
、
再

発
見
し
て
き
た
。

地
域
社
会
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
巨
木
、
信
仰

や
生
活
の
な
か
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
行
事
、

先
人
の
知
恵
の
結
晶
で
あ
る
物
産
や
伝
統
技
術
、
市

民
が
触
れ
合
っ
て
き
た
折
爪
岳
や
馬
淵
川
な
ど
の
自

然
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
二
戸
市
の
「
宝
」
で
あ
る
。

よ
り
住
み
や
す
く
、
よ
り
暮
ら
し
ゃ
す
く
、
そ
し

て
、
誇
り
が
も
て
る
ま
ち
を
目
指
し
な
が
ら
、
市
民

二戸市宝を生かしたまちづくり条例
(趣旨)

第 1条 この条例降、宝を生かしたまちづくりの基本理念を明うかにするとともに、その他必要草事項を定めるものとする。
(基本理念)

第2条 宝を生かしたまちづくりl車、広く市民が慣れ親しみ、樗Dとし、生まれてきた自然、歴史、文化及び人物を=戸市の宝と位置
付i才、市民嘗加によりこれうを守口、活用し、将来にわたって継承するものとする。
(市の責務)

第3条市は、市政に前条の纂本理意が反映されるよう努めるものとする。

E 市は‘宝が汚;員、損傷、又は，肖失されるおそれがある事業又は行為について.これ己の実施主体に対し、前条の基本理念が反映さ
れるよう協力要請に努めるものとする。

3 市は、市民が主体的に宝を生かしたまちづくりについて考え、活動することがで苦るよう‘その条件の盤備に努めるものとする.
(市民と市の協働)

第4条市民は、宝菅生かしたまちづくDの推進について、市との協働に錦めるものとする.
(宝を生がしたまちづくり活動への支援)

第 5条市豊Ia:.宝を守口、活用することを目的として活動する者を支援することができる。
{宝を生かしたまちづくり推進委員会)

第6条宝を生かしたまちづくDに関する事項を舗査.審議するため、宝老生かしたまちづくり推進委員会
{以下 f委員会Jという0)を撞く.

E 委員会の委員l立20人以内とする.

3 委員会の委員の任期Ia:. 2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期鯛とする。
{補則)

第 7条 この条例の施行に関し必要拡事項は.規則で定める。

附 則
との条例は、平成12年11月1日かう施行する.
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地

方

行

財

政

関

連

施

策

解

説

圏

総
務
省
自
治
行
政
局
地
域
振
興
課

平
成
旧
年
度
地
域
政
策
の
動
向
か
う

総
務
省
お
よ
び
財
団
法
人
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー

は
、
平
成
十
三
年
十
月
十
七
日
、
「
市
町
村
の
活
性

化
新
規
施
策
2
0
0
事
例
(
平
成
十
三
年
度
地
域
政

策
の
動
向
)
」
を
と
り
ま
と
め
た
。

こ
の
報
告
書
は
、
自
治
省
が
全
市
町
村
を
対
象
に

実
施
し
た
「
平
成
十
三
年
度
地
域
政
策
の
動
向
調
査

(
市
町
村
分
)
」
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
市
町
村
の
新
規

施
策
コ
一
千
八
百
十
七
事
例
の
中
か
ら
、
代
表
的
、
先

進
的
、
特
徴
的
な
事
例
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。地

域
政
策
の
動
向
調
査
(
市
町
村
分
)
は
、
昭
和

五
十

一
年
度
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
調

査
内
容
を
大
幅
に
改
定
し
た
十
二
年
度
に
引
き
続

き
、
十
三
年
度
も
各
団
体
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い

る
代
表
的
、
先
進
的
、
特
徴
的
な
施
策
事
例
の
調
査

に
重
点
を
絞
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
当
該
報
告
書
は
、
側
地
域
活
性
化
セ
ン
タ

ー

(
合
O
一
一
一
|
五
二
O
二

|
六

一
三
三
)
で
有
償
頒

布
し
て
い
る
の
で
、
興
味
の
あ
る
向
き
は
問
い
合
わ

せ
ら
れ
た
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
、
当
該
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た

事
例
の
い
く
つ
か
を
抜
粋
し
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し

た
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
代
表
的
、
先
進

的
、
特
徴
的
な
施
策
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

総
務
省
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
事
例
を
推
薦
、
推
奨
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
を
附
言
す
る
。

-
岩
手
県
二
戸
市

雲|まニ
?Iち戸
主|づ市
護|く宝
芸|リを
~ I 条生
基|仔uか
工| し
手I t-
五
四

二
戸
市
は
平
成
四
年
以
来
、
「
楽
し
く
美
し
い
ま

ち
づ
く
り
事
業
」
を
通
し
て
、
市
民
を
対
象
に
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
聞
き
取
り
調
査
な
ど
に
よ
り
、

見
失
い
か
け
て
い
る
二
戸
市
の
「
宝
」
を
発
掘
、
再

発
見
し
て
き
た
。

地
域
社
会
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
巨
木
、
信
仰

や
生
活
の
な
か
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
行
事
、

先
人
の
知
恵
の
結
晶
で
あ
る
物
産
や
伝
統
技
術
、
市

民
が
触
れ
合
っ
て
き
た
折
爪
岳
や
馬
淵
川
な
ど
の
自

然
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
二
戸
市
の
「
宝
」
で
あ
る
。

よ
り
住
み
や
す
く
、
よ
り
暮
ら
し
ゃ
す
く
、
そ
し

て
、
誇
り
が
も
て
る
ま
ち
を
目
指
し
な
が
ら
、
市
民

二戸市宝を生かしたまちづくり条例
(趣旨)

第 1条 この条例降、宝を生かしたまちづくりの基本理念を明うかにするとともに、その他必要草事項を定めるものとする。
(基本理念)

第2条 宝を生かしたまちづくりl車、広く市民が慣れ親しみ、樗Dとし、生まれてきた自然、歴史、文化及び人物を=戸市の宝と位置
付i才、市民嘗加によりこれうを守口、活用し、将来にわたって継承するものとする。
(市の責務)

第3条市は、市政に前条の纂本理意が反映されるよう努めるものとする。

E 市は‘宝が汚;員、損傷、又は，肖失されるおそれがある事業又は行為について.これ己の実施主体に対し、前条の基本理念が反映さ
れるよう協力要請に努めるものとする。

3 市は、市民が主体的に宝を生かしたまちづくりについて考え、活動することがで苦るよう‘その条件の盤備に努めるものとする.
(市民と市の協働)

第4条市民は、宝菅生かしたまちづくDの推進について、市との協働に錦めるものとする.
(宝を生がしたまちづくり活動への支援)

第 5条市豊Ia:.宝を守口、活用することを目的として活動する者を支援することができる。
{宝を生かしたまちづくり推進委員会)

第6条宝を生かしたまちづくDに関する事項を舗査.審議するため、宝老生かしたまちづくり推進委員会
{以下 f委員会Jという0)を撞く.

E 委員会の委員l立20人以内とする.

3 委員会の委員の任期Ia:. 2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期鯛とする。
{補則)

第 7条 この条例の施行に関し必要拡事項は.規則で定める。

附 則
との条例は、平成12年11月1日かう施行する.

地邸づくり2002年1月号⑥36



宝
め
ぐ
り
ツ
ア
ー

が
慣
れ
親
し
み
、
誇

り
と
し
、
は
ぐ
く
ん

で
き
た
こ
れ
ら
の
自

然
や
歴
史
、
文
化
、

人
物
な
ど
を
二
戸
市

の
「
宝
」
と
位
置
付

け
、
市
民

一
人
ひ
と

り
の
本
質
的
な
価
値

十

一
世
紀
の
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
に
伝
え
て

い
く
こ
と
が
大
切
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
考
え
か
ら
、
市
民
と
市
と
が
協
働
し
て

「
宝
を
生
か
し
た
ま
ち
二
戸
市
」
を
創
造
す
る
た
め

に
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
こ
と
(
理
念
)
を
明

ら
か
に
し
、
市
民
と
市
と
が
共
有
す
べ
き
ま
ち
づ
く

り
の
方
向
性
を
示
す
た
め
、
十
二
年
十

一
月

一
日、

「
二
戸
市
宝
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
制

と
し
て

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

-
東
京
都
調
布
市

要|維調
主|持布
教Ii噌E寸T

11是孟
雲|お調
室|よ和
喜|び小
~ I 運学
面|営校
~I 事整
刊業停
七$

実|だ

地方行財政関連施策解説

①
背
景

調
布
市
で
は
、
小
規
模
校
対
策
と
し
て
野
川
小
学

校
と
大
町
小
学
校
の
統
廃
合
を
行
い
、
新
設
さ
れ
る

調
和
小
学
校
の
新
校
舎
建
設
を
予
定
し
て
い
た
。
こ

の
小
学
校
は
、
住
民
の
主
導
に
よ
り
、
生
涯
学
習
の

拠
点
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
し
て
の
学
校
教

育
や
社
会
教
育
な
ど
の
機
能
を
合
わ
せ
持
ち
、
屋
内

温
水
プ

l
ル
や
会
議
室
、
談
話
室
、
地
域
図
書
館
、

防
災
備
蓄
倉
庫
な
ど
を
備
え
た
施
設
の
計
画
と
な
っ

た
。当

初
、
十
二
年
度
か
ら
の
三
カ
年
事
業
と
し
て
、

従
来
の
公
共
事
業
方
式
で
の
建
設
を
予
定
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
建
設
見
込
額
が
四
十
五
億
円
以
上
と
い
う

こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
民
間
の
ア
イ
デ
ア
と
ノ
ウ

ハ
ウ
の
活
用
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
財
政
縮
減

の
効
果
を
期
待
し
て
、
こ
の
施
設
の
建
設
と
維
持
管

理
な
ど
に
つ
い
て

P
F
I
手
法
の
採
用
を
検
討
し
始

め
た
。

②
内
容

事
業
者
の
選
定
に
は
総
合
評
価

一
般
競
争
入
札
方

式
で
行
っ
た
。
統
廃
合
の
経
過
か
ら
十
凶
年
九
月
に

開
校
す
る
た
め
に
、
十
二
年
度
中
に
契
約
が
行
え
る

よ
う
短
期
間
で
の
作
業
と
な

っ
た
が
、
十
二
グ
ル

ー

プ
五
十

一
社
に
よ
る
応
募
が
あ
り
、
最
終
的
に
十

一

グ
ル
ー
プ
が
入
札
に
参
加
し
た
。
屋
内
温
泉
プ

l
ル

の
運
営
ゃ
、
施
行
方
法
に
対
す
る
優
れ
た
提
案
が
あ

っ
た
こ
と
と
、
従
来
の
方
式
で
は
十
六
年
間
の
事
業

費
総
額
(
消
費
税
抜
き
)
で
約
六
十
四
億
円
の
経
費

が
見
込
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
約
四
十
四
億
円
で
契
約
す

る
こ
と
が
で
き
、
大
き
な
効
果
が
待
ら
れ
た
。

こ
の
事
業
は
義
務
教
育
施
設
の
建
設
で
あ
り
、
本

来
、
国
庫
補
助
対
象
事
業
と
な
る
も
の
の
、

P
F
I

事
業
に
対
す
る
準
備
が
で
き
て
お
ら
ず
、
当
初
交
付

に
つ
い
て
の
明
示
は
な
か

っ
た
が
、
特
定
事
業
の
選

定

(
P
F
I
法
第
6
条
)
を
行
う
前
に
、
十
四
年
度

に

一
括
し
て
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
事
業
と
し
て

財
政
的
な
有
効
性
が
確
認
さ
れ
た
。

十
五
年
間
に
わ
た
る
サ
ー
ビ
ス
購
入
費
の
支
払
い

で
は
、
屋
内
温
泉
プ

l
ル
は
学
校
施
設
の
た
め
、
そ

の
使
用
料
な
ど
は
直
接
市
の
歳
入
と
な
る
の
で
、
基

準
を
上
回
る
入
場
者
数
に
対
す
る
支
払
費
用
の
増
額

と
、
プ
ー
ル
運
営
と
施
設
全
体
の
維
持
管
理
が
要
求

水
準
を
下
回

っ
た
場
合
の
減
額
措
置
を
契
約
に
定
め

て
、
事
業
期
間
中
、
民
間
事
業
者
が
維
持
管
理
の
水

準
を
低
下
さ
せ
ず
、

よ
り

一一
胞
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
目
指
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

-
福
井
県
大
野
市

株
式
会
社
平
成
大
野
屋

号
全
止

総
務
部
総
合
政
策
課
合
O
七
七
九
六
六
l
一
一
一
一

平
成
七
年
度
の
「
市
長
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
契

機
に
、
八
年
度
か
ら
は
じ
ま
っ
た
全
岡
の
大
野
氏
前

用
事
業
で
あ
る
「
平
成
大
野
屋
事
業
」。

幕
末
の
時
代
に
大
野
藩
の
家
老
が
財
政
危
機
を
救

う
た
め
に
つ
く

っ
た
全
国
的
な
特
産
品
チ
ェ
ー
ン
庖

で
あ
る
「
大
野
屋
」
に
ち
な
ん
で
、
平
成
の
大
野
に

新
し
い
活
力
を
と
の
願
い
を
込
め
て
事
業
名
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
。

現
在
、
全
同

一
都

一
道
.
府
二
十
八
県
、
問
十
五
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宝
め
ぐ
り
ツ
ア
ー

が
慣
れ
親
し
み
、
誇

り
と
し
、
は
ぐ
く
ん

で
き
た
こ
れ
ら
の
自

然
や
歴
史
、
文
化
、

人
物
な
ど
を
二
戸
市

の
「
宝
」
と
位
置
付

け
、
市
民

一
人
ひ
と

り
の
本
質
的
な
価
値

十

一
世
紀
の
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
に
伝
え
て

い
く
こ
と
が
大
切
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
考
え
か
ら
、
市
民
と
市
と
が
協
働
し
て

「
宝
を
生
か
し
た
ま
ち
二
戸
市
」
を
創
造
す
る
た
め

に
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
こ
と
(
理
念
)
を
明

ら
か
に
し
、
市
民
と
市
と
が
共
有
す
べ
き
ま
ち
づ
く

り
の
方
向
性
を
示
す
た
め
、
十
二
年
十

一
月

一
日、

「
二
戸
市
宝
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
制

と
し
て

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

-
東
京
都
調
布
市

要|維調
主|持布
教Ii噌E寸T

11是孟
雲|お調
室|よ和
喜|び小
~ I 運学
面|営校
~I 事整
刊業停
七$

実|だ

地方行財政関連施策解説

①
背
景

調
布
市
で
は
、
小
規
模
校
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策
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予
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わ
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l
ル
や
会
議
室
、
談
話
室
、
地
域
図
書
館
、

防
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っ
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た
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設
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億
円
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と
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っ
た
。
そ
こ
で
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と
ノ
ウ

ハ
ウ
の
活
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に
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る
サ
ー
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と
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縮
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の
効
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を
期
待
し
て
、
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設
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設
と
維
持
管

理
な
ど
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い
て

P
F
I
手
法
の
採
用
を
検
討
し
始

め
た
。

②
内
容
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選
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総
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評
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争
入
札
方
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す
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で
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た
が
、
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二
グ
ル

ー
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五
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社
に
よ
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応
募
が
あ
り
、
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終
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に
十

一

グ
ル
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プ
が
入
札
に
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し
た
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屋
内
温
泉
プ

l
ル
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運
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ゃ
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施
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方
法
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対
す
る
優
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あ

っ
た
こ
と
と
、
従
来
の
方
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で
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十
六
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間
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事
業
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額
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費
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抜
き
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億
円
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費
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込
ま
れ
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こ
ろ
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約
四
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四
億
円
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契
約
す
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こ
と
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で
き
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待
ら
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た
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な
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P
F
I
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付
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F
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付
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回
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に
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上
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が
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い
を
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道
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人
の
大
野
さ
ん
を
平
成
大
野
屋
支
庖
主
と
し
て
委
嘱

し、

大
野
市
の

P
R
や
イ
ベ
ン
ト
参
加
な
ど
に
よ
り

市
民
と
の
交
流
を
図
っ
て
い
る
。

こ
の
「
平
成
大
野
屋
事
業
」
を
進
め
る
な
か
で
、

さ
ら
に
市
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
市
民
の
機
運
の

高
ま
り
か
ら
経
済
活
動
部
門
を
新
た
に
独
立
さ
せ
た

「
株
式
会
社
平
成
大
野
屋
」
が
十

一
年
六
月
に
設
立

さ
れ
た
。
こ
の
会
社
は
大
野
市
と
公
募
に
よ
る
市
民

や
法
人
、
支
店
主
の
出
資
に
よ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
で

あ
り
、
地
場
産
品
の
全
国
販
売
や
土
産
品
の
開
発
、

市
民
と
観
光
客
の
交
流
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
、

大
野
フ
ァ
ン
の
拡
大
な
ど
の
事
業
を
展
開
す
る
地
域

お
こ
し
を
目
的
と
し
て
い
る
。

市
の
観
光
拠
点
施
設
で
あ
る
「
平
成
大
野
屋
」
を

拠
点
と
し
て
地
場
産
品
の
販
売
や
レ
ス
ト
ラ
ン

経

営
、
市
の
平
成
大
野
屋
事
業
の
受
託
を
通
し
て
交
流

事
業
を
進
め
る
な
ど
、
民
間
主
導
に
よ
る
幅
広
い
継

続
的
な
活
動
の
基
盤
づ
く
り
が
で
き
た
こ
と
に
よ

り
、
市
の
活
性
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。こ

れ
か
ら
も
社
会
に
対
す
る
期
待
は
大
き
く
、
市

の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
や
知
名
度
の
向
上
な
ど
に
効
果

を
上
げ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
が
会
社
の
経

済
的
収
益
面
に
お
い
て
有
効
に
直
結
し
て
い
る
と
は

い
え
な
い
現
状
で
あ
る
。
経
営
体
質
の
強
化
を
図
り

な
が
ら、

よ
り
積
極
的
な
事
業
展
開
を
図
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

-
山
口
県
下
関
市
・
福
岡
県
北
九
州
市

下
関
市
・
北
九
州
市
共
同
に
よ
る

関
門
地
滅
の
景
観
の
保
全
・
創
虫

会建都
O築市
九都整
三市備
|局部
五総都
八務市
二部計
|都画
二市課
五美g

九デO
五ザ八

イ三
ン二
室 |

O 

下
関
市
・

北
九
州
市
の
関
門
海
峡

一
帯
は
海
峡
を

挟
ん
で
、
変
化
に
富
む
水
際
線
や
連
続
す
る
街
並
み
、

そ
し
て
、
緑
豊
か
な
山
並
み
が

一
体
と
な
っ
て
表
情

豊
か
な
景
観
を
形
づ
く
り
、
両
市
共
有
の
財
産
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
関
門
地
域
を
舞
台
に
し
た
両
市
の
ま
ち
づ
く

り
を
、
新
た
な
視
点
で
協
働
・
連
携
し
て
い
く
第

一

歩
と
な
る
「
関
門
景
観
協
定
」
が
、
十
年
八
月
、
両

市
長
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
県
境
を
越
え

た
協
定
で
あ
り
、
両
市
共
有
の
財
産
で
あ
る
海
峡
を

介
し
て
景
観
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
全
国
で
初
め
て

の
取
り
組
み
で
あ
る
。

十

一
年
度
に
は
、
関
門
の
景
観
調
査
を
両
市
共
同

で
行
い
景
観
形
成
の
基
本
的
考
え
方
を
ま
と
め
た

「
関
門
景
観
基
本
計
画
」
を
策
定
し
、
十
三
年
二
月

に
、
関
門
景
観
の
魅
力
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
し
、
よ
り

よ
い
景
観
を
創
造
す
る
意
識
を
両
市
、
両
市
民
が
共

有
し
て
い
く
た
め
両
市
長
に
よ
る
「
関
門
景
観
共
同

宣
言
」
を
行
っ
た
。

さ
ら
に
両
市
は
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
恒
久
的
な

l関門地械は、海峡のダイナミックな潮流や変化に悩んだf相手線、総理豊

か なIJJkなどの添附らしい自然、そして歴史や文化がD:iる美 しい衡法み

が一体となって、対岸や海からの魅力的な波観をつく っています。

関門の球観は、関際航路を行き交う船と強い潮流で刻身と変化してい

ます。四季折ノヤに多彩な表情をもち、 一 日のうちでも、朝Iに郷きタベに

映え、 l~はその美しい復伐を映し合っています。

関門の景観は、北九州市氏、 FI則市民はもとより、すべての人命にと

ってかけがえのない共有財産であり、見る人に深い感銘を与えます。 こ

の1刻門の一体的な魅力は、互いに見合う岡市の市民が協力することによ

り、さらに高めていくことができます。

わたしたちは、この関門録械を愛し、両市民が共にカをあわせてその

保 全 と創出に取り組み、さらに魅力あるものとして後世に引き継いでい

くことを、共同でここに宣言 します。 平成1:3年 2月14[(

関門景観共同宣言

下関市長

江島潔

も
の
と
す
る
た
め
、
同

一
題
名
、
同

一
内
容
の
「
関

門
景
観
条
例
」
を
十
三
年
九
月
の
議
会
に
提
案
し
て

い
る
。

北九州市長

末吉興一

ま
た
、
こ

の
「
景
観
条
例
」
は
、
両
市
が
そ
れ
ぞ

れ
制
定
す
る
条
例
で
あ
る
た
め
、
両
市
の
条
例
問

「法
制
化
の
橋
」
を
架
け
る
も
の
と
し
て
、
地
方
自

治
法
に
基
づ
き
両
市
で

「関
門
景
観
協
議
会
」
を
設

置
し、

「
関
門
景
観
審
議
会
」
を
共
同
で
設
置
す
る

こ
と
と
し
、
同
様
に
両
市
の
議
会
に
提
案
し
て
い
る
。
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野
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。
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よ
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よ
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く
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ら
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が
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の
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面
に
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な
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現
状
で
あ
る
。
経
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の
強
化
を
図
り

な
が
ら、

よ
り
積
極
的
な
事
業
展
開
を
図
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

-
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下
関
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に
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る

関
門
地
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・
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虫
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下
関
市
・

北
九
州
市
の
関
門
海
峡

一
帯
は
海
峡
を

挟
ん
で
、
変
化
に
富
む
水
際
線
や
連
続
す
る
街
並
み
、

そ
し
て
、
緑
豊
か
な
山
並
み
が

一
体
と
な
っ
て
表
情

豊
か
な
景
観
を
形
づ
く
り
、
両
市
共
有
の
財
産
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
関
門
地
域
を
舞
台
に
し
た
両
市
の
ま
ち
づ
く

り
を
、
新
た
な
視
点
で
協
働
・
連
携
し
て
い
く
第

一

歩
と
な
る
「
関
門
景
観
協
定
」
が
、
十
年
八
月
、
両

市
長
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
県
境
を
越
え

た
協
定
で
あ
り
、
両
市
共
有
の
財
産
で
あ
る
海
峡
を

介
し
て
景
観
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
全
国
で
初
め
て

の
取
り
組
み
で
あ
る
。

十

一
年
度
に
は
、
関
門
の
景
観
調
査
を
両
市
共
同

で
行
い
景
観
形
成
の
基
本
的
考
え
方
を
ま
と
め
た

「
関
門
景
観
基
本
計
画
」
を
策
定
し
、
十
三
年
二
月

に
、
関
門
景
観
の
魅
力
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
し
、
よ
り

よ
い
景
観
を
創
造
す
る
意
識
を
両
市
、
両
市
民
が
共

有
し
て
い
く
た
め
両
市
長
に
よ
る
「
関
門
景
観
共
同

宣
言
」
を
行
っ
た
。

さ
ら
に
両
市
は
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
恒
久
的
な

l関門地械は、海峡のダイナミックな潮流や変化に悩んだf相手線、総理豊

か なIJJkなどの添附らしい自然、そして歴史や文化がD:iる美 しい衡法み

が一体となって、対岸や海からの魅力的な波観をつく っています。

関門の球観は、関際航路を行き交う船と強い潮流で刻身と変化してい

ます。四季折ノヤに多彩な表情をもち、 一 日のうちでも、朝Iに郷きタベに

映え、 l~はその美しい復伐を映し合っています。

関門の景観は、北九州市氏、 FI則市民はもとより、すべての人命にと

ってかけがえのない共有財産であり、見る人に深い感銘を与えます。 こ

の1刻門の一体的な魅力は、互いに見合う岡市の市民が協力することによ

り、さらに高めていくことができます。

わたしたちは、この関門録械を愛し、両市民が共にカをあわせてその

保 全 と創出に取り組み、さらに魅力あるものとして後世に引き継いでい

くことを、共同でここに宣言 します。 平成1:3年 2月14[(

関門景観共同宣言

下関市長

江島潔

も
の
と
す
る
た
め
、
同

一
題
名
、
同

一
内
容
の
「
関

門
景
観
条
例
」
を
十
三
年
九
月
の
議
会
に
提
案
し
て

い
る
。

北九州市長

末吉興一

ま
た
、
こ

の
「
景
観
条
例
」
は
、
両
市
が
そ
れ
ぞ

れ
制
定
す
る
条
例
で
あ
る
た
め
、
両
市
の
条
例
問

「法
制
化
の
橋
」
を
架
け
る
も
の
と
し
て
、
地
方
自

治
法
に
基
づ
き
両
市
で

「関
門
景
観
協
議
会
」
を
設

置
し、

「
関
門
景
観
審
議
会
」
を
共
同
で
設
置
す
る

こ
と
と
し
、
同
様
に
両
市
の
議
会
に
提
案
し
て
い
る
。
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T
I
E
S-tsv惨
湾
深
長
時
過
川
崎
曜
性
会

コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
・
利
用
拡
大
変
蚤
の
力
ギ

ス

電
話
や
バ

A
V

‘
、

ス
停
に
あ
る

B
S
情
報
端
末
を

te使
い
、
乗
車

畠

e
場

所

時

間

E
P
t
を
パ
ス
セ
ン

晶
品
目

タ
1
に
予
約

』
円

F
す
れ
ば
要
望

目
圃

に
応
じ
て
運

行
し
て
く
れ
る
フ
ル
デ
マ
ン
ド
パ
ス
、

「
中
村
ま
ち
パ
ス
」
が
通
院
す
る
お
年
寄

り
な
ど
に
頼
も
し
が
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、

I
T
Sを
活
用
し
て
い
る
だ
け
に
、
従
来

路
線
に
は
な
い
通
信

・
シ
ス
テ
ム
保
守
な

ど
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
が
難
点
。

二
ア

マ
ン
ド
(
一
人
の
要
望
)
に
対
す
る
運
行

を
い
か
に
少
な
く
し
て
、
骨
巾
に
複
数
乗
車

に
し
て
い
く
か
な
ど
を
工
夫
し
な
が
ら
、

遂
行
を
継
続
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

こ
の
パ
ス
は
、
国
の

I
T
S
モ
デ
ル
地

区
と
し
て
位
世
付
け
ら
れ
た
高
知
県
の
情

報
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
験
事
業
と
し
て

平
成
卜
・

一年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
尖
験

運
行
を
経
て
、
運
行
さ
れ
て
い
る
。
買
い

物
容
の
州
り
起
こ
し
に
よ
る
中
心
市
街
地

トピックス

の
活
性
化
、
パ
ス
事
業
の
効
率
化
を
進
め

る
の
が
狙
い
だ
。

運
行
車
両
は
二
十
凶
人
乗
り
小
型
パ
ス

一
台
で
、
以
前
の
路
線
運
行
車
両
を
使
用
。

運
行
業
務
は
パ
ス
会
社
に
任
せ
、
そ
の
職

員
が
オ
ペ
レ

ー
タ
業
務
を
行
う
。
運
行
は

セ
ン
タ
ー
の
サ

l
パ
に
よ
り
管
理
さ
れ
、

サ
l
バ
と
バ
ス
と
の
通
信
に
は
携
帯
電
話

の
パ
ケ

ッ
ト
通
信
が
利
用
さ
れ
、

サ
ー
バ

か
ら
は
「
次
停
車
‘
バ
ス
停
」
、
「
次
次
停
車

バ
ス
停
」
の
情
報
が
自
動
送
信
さ
れ
、
乗

務
員
は
そ
の
指
示
に
よ
り
運
行
す
る
。
パ

ス
か
ら
は
、

G
P
S
(全
地
球
測
位
シ
ス

テ
ム
)
に
よ
る
現
在
位
置
情
報
の
自
動
送

信
や
目
的
バ
ス
停
の
到
着
を
送
信
。
サ
ー

バ
に
よ
り
、
ほ
か
の
予
約
と
組
み
合
わ
せ

た
運
行
効
率
の
よ
い
順
路
が
自
動
的
に
計

算
さ
れ
、
希
望
に
最
も
近
い
乗
車
時
間
が

表
示
さ
れ
る
。
パ
ス
の
待
ち
時
間
は
十
1

十
五
分
。
電
話
で
依
頼
す
れ
ば
、
バ
ス
停

で
荷
物
を
受
け
取
り
、
最
寄
り
の
バ
ス
停

に
届
け
る
サ
ー
ビ
ス
も
行

っ
て
い
る
。

デ
マ
ン
ド
パ
ス
導
入
以
前
、
官
公
庁
、

J
R
駅
、
病
院
、
・
閥
庖
街
が
集
ま
っ
て
い

る
中
村
地
区
と
人
口
が
増
加
し
て
い
る
具

同
地
区
の
範
囲
だ
け
を
運
行
す
る
パ
ス
路

線
は

一
路
線
の
み
の

一
日
七
回
運
行
(
日

曜
日
運
休
)
、
利
用
者
は

一
日
七

1
十
人

程
度
で
あ
っ
た
。
非
効
率
か
つ
パ
ス
運
賃

の
割
高
感
が
あ
っ
た
。

フ
ル
デ
マ
ン
ド
の
実
験
運
行
で
は
、
廃

止
前
の
路
線
に
縦
横
の
路
線
を
加
え
、
格

子
状
と
し
て
シ
ョ

ー
ト
カ
ッ
ト
運
行
を
可

能
に
し
た
。
大
半
の
役
所
、
病
院
、
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
前
に
新
た
に

バ
ス
停
を
設
定
、
定
期
運
行
や
固
定
順
路

高
知
県
中
村
市
建
設
課
道
路
管
理
係

松
岡
正
大

は
な
く
な

っ
た
。
運
賃
は
二
汀
円
(
子
供

百
円
)
均

二

利
用
者
は
高
齢
者
が
七
割
を
占
め
、
主

に
具
同
地
一阪
の
住
民
が
通
院
に
利
用
し
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
の
三
百
円
強
で
二
時
間

に

一
運
行
に
比
べ
利
用
勝
手
が
非
常
に
よ

く
な

っ
た
と
一言
、
っ
声
が
多
い
。
こ
の
ほ
か
、

塾
通
い
の
児
竜
や
観
光
客
の
固
定
利
用
が

あ
る
。

実
験
中
、
釆
務
貝
二
人
態
勢
、
運
休
な

し
で
運
行
し
た
と
こ
ろ
、
利
用
者
が

一
日

六
十
人
と
増
え
た
が
、
人
件
費
増
で
年
間

欠
損
額
は
以
前
の

二
倍
近
く
な
る
と
見
込

ま
れ
た
。
こ
の
た
め
、
昨
年
十
月
か
ら
は

乗
務
員

一
人
態
勢
、
八
時
三
十
分
1
十
八

時
(
休
憩
二
回
、
計
二
時
間
三
十
分
)
と

し
た
。
同
月
の
利
用
者
は
三
十
三
人
に
減

っ
た
が
、
欠
航
額
は
実
験
以
前
と
同
程
度

に
と
ど
ま
る
見
込
み
。
な
お
、

一
日
当
た

り
の
走
行
距
離
を
デ
マ
ン
ド
以
前
と
比

べ
、
利
用
人
数
か
ら
す
る
と
非
常
に
効
率

が
良
く
な

っ
て
い
る
。
今
後
も
コ
ス
ト
の

斡
滅
を
関
り
な
が
ら
、
利
則
の
拡
大
を
追

求
し
て
い
き
た
い
。
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を
関
り
な
が
ら
、
利
則
の
拡
大
を
追

求
し
て
い
き
た
い
。
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小
さ
な
宅
老
所

昨
年
七
月
、
僕
の
自
宅

(平
塚
)
か
ら
五
十

M
ぐ

ら
い
の
と
こ
ろ
に
、

「
ひ
な
た
ぼ

っ
こ
」
と
い
う
小

さ
な

9

時
宅
老
所
が
で
き
た
。
い
わ
ゆ
る

「
デ
イ
セ

ン
タ
ー
」
で
あ
る
。

普
通
の
民
家
の
二
階
を
改
修
し
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

を
つ
け
た
。
定
貝
九
人
で
、
ワ

l
ヵ
ー
が
卜
三
人
。

九
時

1
冗
時
が
基
本
で
、
介
護
保
険
を
使
わ
な
い

と
本
人
負
担
が
托
千
円
で
あ
る
。一

.
卜
問
時
間
、
三
円

六
十
五

H
対
応
し
て
い
る
(泊
ま
り
は
問
人
ま
で
)
。

開
設
後
間
カ
川
だ
が
、
行
政
の
口
か
ら
す
る
と
信

じ
が
た
い
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
「
日
か
ら
う
ろ
こ

が
務
ち
る
」
と
は
こ
の
こ
と
だ
。

思
い
つ
く
ま
ま
に
特
徴
を
挙
げ
れ
ば

@
・・・・・・
公
費
ゼ
ロ
の
民
設
民
営

改
造
費

一
千
万
円
、
運
営
費
と
も
に
円
力
で
あ
る
。

行
政
が
や
れ
ば
、
設
置
だ
け
で
数
千
万
円
か
ら
位
が

必
要
で
あ
る
。

@
:
:
:
入
所
者
の
満
足
度
が
極
め
て
高
い

(大
半
が

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
1

・
老
年
性
痴
呆
の
女
性
)

そ
れ
は
そ
う
だ
ろ
う
。
普
通
だ
と
、

三
十
人
を
ヒ

人
で
介
護
す
る
の
で
、
て
い
ね
い
な
介
護
は
し
た
く

て
も
で
き
な
い
。い

つ
も
だ
れ
か
が
横
に
座

っ
て
い
て

く
れ
る
。
色
あ
ざ
や
か
な
、
あ
た
た
か
な
手
づ
く
り

の
食
事
を
、

こ
こ
で
は
、

一
緒
に
陶
磁
器
の
食
指
で
食
べ
る
。

通
所
者
は
、

a
H
気
ま
ま
に
何
を
し
て
い
て
も
い

い
。
つ
れ
あ
い
が
迎
え
に
来
て
も
帰
り
た
が
ら
な
い

人、

一
週
間
連
続
で
来
て
し
ま
う
人
、
嬉
し
く
て
涙

が
出
る
人
。

@
・・・
・・
・痴
呆
や
障
害
が
改
善
し
て
い
る

無
反
応
だ

っ
た
人
が
笑

っ
た
り
、
話
を
し
た
り
す

る
よ
う
に
な

っ
た
。
寝
た
き
り
と
言
わ
れ
て
退
院
し

ひ
惨
た

添
っ， 
、ー

木
谷
正
道

東
京
都
総
務
局

T
推
進
室
長

た
人
が
、
歩
く
意
欲
を
示
し
、
支
え
ら
れ
て
歩
け
る

よ
う
に
な

っ
た
。

す
べ
て
を
受
科
し
て
く
れ
る
、
砲
や
か
な
人
間
関

係
の
中
で
、
人
は
尊
厳
を
取
り
一以
す
こ
と
が
で
き
る
。

@
・・・・・・
介
護
者
の
満
足
度
が
極
め
て
高
い

ワ
l
ヵ
l
自
身
が
、
本
当
に
楽
し
そ
う
で
あ
る
。

あ
る
ス
タ

ッ
フ
は
、

「
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
働
け
る

な
ん
て
」
と
一阪
を
流
し
て
感
謝
し
て
い
た
。

伎
が
持

っ
て
い
た
介
護
の
イ
メ
ー
ジ

(過
附
で
人

が
や
り
た
が
ら
な
い
)
が
、
が
ら

っ
と
変
わ

っ
た
。
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@
・・・・・・
女
性
の
社
会
参
画

専
業
主
射
の
点
々
も
、
介
護
や
食
事
や
事
務
で
非

常
勤
労
働
し
て
い
る
。

「
楽
し
く
て
、
こ
れ
で
給
料
も
ら

っ
た
ら
申
し
わ
け

な
い
」
と
話
し
て
い
た
。

@
:
:
:
そ
う
、
雇
用
を
創
り
出
し
て
い
る
!

常
勤
ス
タ

ッ
フ
は
月
卜
八
万
円
、
非
常
勤
で
時
給

九
百
円
。
高
失
業
時
代
に
、
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
う
。

円
分
た
ち
で
雇
用
を
創
出
し
た
の
だ
か
ら
。

な
ぜ
給
料
を
山
せ
る
か
と
い
え
ば
、
軌
道
に
来
る

ま
で
・
家
賃
が
要
ら
な
い
こ
と
と
、
用
事
長
な
ど
に
役

職
手
当
て
を
出
さ
な
い
か
ら
。

五
卜
を
過
ぎ
る
と
パ

l
ト
の
働
き
け
も
な
い
が
、

こ
こ
で
は
年
齢
に
関
係
な
く
働
く
こ
と
が
で
き
る
。

@
・・・
・・・
高
齢
者
の
消
費
が
拡
大
し
そ
う
だ
!

今
春
、

N
T
V
の

「
二
十
四
時
間
テ
レ
ビ
」
で
リ

フ
ト
パ
ス
を
も
ら
え
る
こ
と
に
な

っ
た
そ
う
だ
。

必
縦

(粕
似
)
の
高
齢
省
・
障
害
芥
川
の
温
泉
に

み
ん
な
で
行
く
計
画
を
立
て
て
い
る
。

将
来
に
不
安
が
な
く
な
れ
ば
、
高
齢
者
は
安
心
し

て
円
分
の
楽
し
み
に
お
金
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、

日
本
経
済
再
生
の
決
め
下
に
な
る
。

@
:
:
:
第
二
号
、
第
三
号
軒
と
発
展
し
そ
う
だ

将
来
、
十
軒
に
し
た
い
と
言
っ

て
い
る
。
僕
の
瓦

人
は
、

「
『う
ち
で
も
や
ろ
う
よ
」
と
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今
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あ
ち
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が
、

こ
こ
で
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年
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に
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く
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く
こ
と
が
で
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る
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@
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高
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者
の
消
費
が
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大
し
そ
う
だ
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N
T
V
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時
間
テ
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ビ
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で
リ

フ
ト
パ
ス
を
も
ら
え
る
こ
と
に
な

っ
た
そ
う
だ
。

必
縦

(粕
似
)
の
高
齢
省
・
障
害
芥
川
の
温
泉
に

み
ん
な
で
行
く
計
画
を
立
て
て
い
る
。

将
来
に
不
安
が
な
く
な
れ
ば
、
高
齢
者
は
安
心
し

て
円
分
の
楽
し
み
に
お
金
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、

日
本
経
済
再
生
の
決
め
下
に
な
る
。

@
:
:
:
第
二
号
、
第
三
号
軒
と
発
展
し
そ
う
だ

将
来
、
十
軒
に
し
た
い
と
言
っ

て
い
る
。
僕
の
瓦

人
は
、

「
『う
ち
で
も
や
ろ
う
よ
」
と
、
今
、
か
あ
ち



ゃ
ん
と
話
し
て
る
ん
だ
」
と
言

っ
て
い
た
。

@・・
・・・・
親
と
自
分
自
身
の
介
護
問
題
が
解
決
さ
れ
る

自
宅
の
提
供
者
(
理
事
長
の
大
見
さ
ん
)
は
、
働

き
な
が
ら
、
親
を
自
宅
で
介
護
し
、
自
分
も
子
供
に

介
護
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑪
:
:
:
需
要
は
山
ほ
ど
あ
り
、
潜
在
労
働
力
も
た
っ

ぷ
り
あ
る

と
に
か
く
、
施
設
が
足
り
な
い
か
ら
、

ひ
と
た
び
親
が
要
介
護
に
な
っ
た
ら
本
当

に
大
変
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
介
護
需
要
は

現
実
に
山
ほ
ど
あ
る
。

そ
し
て
、
潜
在
労
働
力
も
実
は
山
ほ
ど

あ
る
。
「
外
国
か
ら
安
い
労
働
力
を
」
と

い
う
の
は
実
態
を
知
ら
な
い
議
論
な
の

だ
。
介
護
は
人
間
の
手
が
必
要
だ
か
ら
、

雇
用
拡
大
に
最
も
有
力
な
分
野
で
あ
る
。

⑪
・・・
・・
・地
域
社
会
と
の
良
い
関
係

も
と
も
と
そ
こ
に
あ
っ
た
お
宅
な
の

で
、
近
隣
か
ら
は
反
対
が
出
な
い
。

@
・・・・・・
地
域
力
が
躍
進
さ
れ
て
い
る

近
所
の
設
計
事
務
所
、
行
政
書
士
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
、
他
の

N
P
O
な
ど
と
の
つ

な
が
り
が
で
き
て
、

い
い
地
域
社
会
に
な

り
そ
う
で
あ
る
。

寄稿=ひなたぼっこ

信
じ
が
た
い
こ
と
だ
が
、
す
べ
て
事
実

で
あ
る
。

小
さ
な
事
例
な
の
で
、
こ
れ
で
世
の
中

日が
本す
のべ
未て
来う
にま
希く
ヨ圭 し、

をく
抱と
刀、し、

せ λ

てム

S tt 
Z5 

な

が

人
と
人
が
つ
な
が
る

「
ひ
な
た
ぼ
っ

こ
」
で
は
、
ワ

l
カ
!
の
働
く
曜
日
、

時
聞
が
ず
れ
る
か
ら
、
全
員
が
集
ま
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
を
埋
め
る
の
が
、

M
L
(
メ
l
ル
会
議
室
)
に

よ
る
バ

ー
チ

ャ
ル
な
運
営
委
員
会
で
あ
る
。

日
常
の
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
基
礎
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
意
見
交
換
や
連
絡
が

M
L
で
行
わ
れ
て

い
る
。視
察
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
絡
も
ま
た
、

自
然
に
メ

l
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
が

I
T

だ
」
な
ど
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
人
と
人
を
つ
な
げ
る
。
無
数

の

一
対

一
の
つ
な
が
り
に
よ
る
共
鳴
、
共

感
、
協
働
が
社
会
に
力
を
与
え
、
新
た
な

変
化
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

本
当
の
構
造
改
革

http://www.n-shonan.com/hinatabokko/ 

日
本
社
会
の
ベ

l
ス
は
意
外
に
し

っ
か

り
し
て
い
て
、
今
、
経
済
も
社
会
も
人
間

の
心
も
す
べ
て
が
ピ
ン
チ
の
と
き
に
、
底

力
を
発
揮
し
始
め
て
い
る
。

東
京
で
も
、
早
稲
田
の
商
庖
街
、
多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の

F
U
S
I
O
N
長
池
、

三
鷹
の
シ
ニ
ア

S
O
H
O
、
葛
飾
の
若
手

産
業
人
の
会
な
ど
、
見
事
な
ベ
ス
ト
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
が
生
ま
れ
て
い
る
。

日
本
再
生
の
切
り
札
は
、

国
民
の
知
恵
と
力
が
フ
ル
に
開
花
す
る
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。
行
政
は
、
苦
し
ま
ぎ
れ

の
官
主
導
で
な
く
、
民
間
・
地
域
を
ど
う

上
手
に
支
援
す
る
か
を
考
え
る
と
、
ず
っ

と
簡
単
に
、
安
く
、
う
ま
く
い
き
そ
う
で

あ
る
。

こ
う
し
た
、
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自
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き
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需
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山
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ど
あ
り
、
潜
在
労
働
力
も
た
っ

ぷ
り
あ
る

と
に
か
く
、
施
設
が
足
り
な
い
か
ら
、

ひ
と
た
び
親
が
要
介
護
に
な
っ
た
ら
本
当

に
大
変
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
介
護
需
要
は

現
実
に
山
ほ
ど
あ
る
。

そ
し
て
、
潜
在
労
働
力
も
実
は
山
ほ
ど

あ
る
。
「
外
国
か
ら
安
い
労
働
力
を
」
と

い
う
の
は
実
態
を
知
ら
な
い
議
論
な
の

だ
。
介
護
は
人
間
の
手
が
必
要
だ
か
ら
、

雇
用
拡
大
に
最
も
有
力
な
分
野
で
あ
る
。

⑪
・・・
・・
・地
域
社
会
と
の
良
い
関
係

も
と
も
と
そ
こ
に
あ
っ
た
お
宅
な
の

で
、
近
隣
か
ら
は
反
対
が
出
な
い
。

@
・・・・・・
地
域
力
が
躍
進
さ
れ
て
い
る

近
所
の
設
計
事
務
所
、
行
政
書
士
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
、
他
の

N
P
O
な
ど
と
の
つ

な
が
り
が
で
き
て
、

い
い
地
域
社
会
に
な

り
そ
う
で
あ
る
。

寄稿=ひなたぼっこ

信
じ
が
た
い
こ
と
だ
が
、
す
べ
て
事
実

で
あ
る
。

小
さ
な
事
例
な
の
で
、
こ
れ
で
世
の
中

日が
本す
のべ
未て
来う
にま
希く
ヨ圭 し、

をく
抱と
刀、し、

せ λ

てム

S tt 
Z5 

な

が

人
と
人
が
つ
な
が
る

「
ひ
な
た
ぼ
っ

こ
」
で
は
、
ワ

l
カ
!
の
働
く
曜
日
、

時
聞
が
ず
れ
る
か
ら
、
全
員
が
集
ま
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
を
埋
め
る
の
が
、

M
L
(
メ
l
ル
会
議
室
)
に

よ
る
バ

ー
チ

ャ
ル
な
運
営
委
員
会
で
あ
る
。

日
常
の
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
基
礎
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
意
見
交
換
や
連
絡
が

M
L
で
行
わ
れ
て

い
る
。視
察
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
絡
も
ま
た
、

自
然
に
メ

l
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
が

I
T

だ
」
な
ど
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
人
と
人
を
つ
な
げ
る
。
無
数

の

一
対

一
の
つ
な
が
り
に
よ
る
共
鳴
、
共

感
、
協
働
が
社
会
に
力
を
与
え
、
新
た
な

変
化
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

本
当
の
構
造
改
革

http://www.n-shonan.com/hinatabokko/ 

日
本
社
会
の
ベ

l
ス
は
意
外
に
し

っ
か

り
し
て
い
て
、
今
、
経
済
も
社
会
も
人
間

の
心
も
す
べ
て
が
ピ
ン
チ
の
と
き
に
、
底

力
を
発
揮
し
始
め
て
い
る
。

東
京
で
も
、
早
稲
田
の
商
庖
街
、
多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の

F
U
S
I
O
N
長
池
、

三
鷹
の
シ
ニ
ア

S
O
H
O
、
葛
飾
の
若
手

産
業
人
の
会
な
ど
、
見
事
な
ベ
ス
ト
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
が
生
ま
れ
て
い
る
。

日
本
再
生
の
切
り
札
は
、

国
民
の
知
恵
と
力
が
フ
ル
に
開
花
す
る
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。
行
政
は
、
苦
し
ま
ぎ
れ

の
官
主
導
で
な
く
、
民
間
・
地
域
を
ど
う

上
手
に
支
援
す
る
か
を
考
え
る
と
、
ず
っ

と
簡
単
に
、
安
く
、
う
ま
く
い
き
そ
う
で

あ
る
。

こ
う
し
た
、
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S
H
O
W
A未
来
塾
・
引
・.

お
月
見
ガ
ー
デ
ン
パ
ー
テ
ィ
ー
で
国
際
交
流

行
政
の
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
目
指
し

貸
し
農
固
な
ど
提
言

h
B察
研
修
か
う

a
E可
活
動
は
ス
タ
ー
ト

今
凶
紹
介
す
る
「
S
H
O
W
A
未
来

塾
・
幻
」
が
設
立
さ
れ
た
の
は
平
成
凶
年
。

当
時

「
ふ
る
さ
と
創
生
」
の
機
運
に
来
り
、

全
国
各
地
で
「
百
人
委
員
会
」
が
つ
く
ら

れ
、
住
民
と
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ

が
岡
ら
れ
て
い
た
。
抗
叫
.
玉
県
庄
和
町
で
も

「
こ
の
町
を
自
分
た
ち
の
手
で
良
く
し
て

い
き
た
い
」
と
い
う
気
概
を
持

っ
た
住
民

が
公
募
に
よ
り
集
ま
り
、

「
町
づ
く
り
百

人
委
員
会
」
が
設
立
さ
れ
、

「
S
H
O
W

A
未
来
塾
・
幻
」
と
命
名
さ
れ
た
。

塾
設
立
当
初
は
視
察
研
修
活
動
に
重
点

が
お
か
れ
て
い
た
。
こ
の
視
察
研
修
の
目

的
は
、
地
域
資
源
を
上
手
に
掘
り
お
こ
す

こ
と
で
活
性
化
し
て
い
る
地
域
の
、
そ
の

活
性
化
手
法
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
。

庄
和
町
は
「
日
本

一
の
大
凧
の
ま
ち
」

と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
。
毎
年

五
月
に
江
戸
川
河
川
敷
で
縦
十
五

M
、
横

灯
、
重
さ
八
戸円
キ
ロ
の
「
百
畳
敷
き
の

大
凧
」
を
揚
げ
る

「
大
川
あ
げ
ま
つ
り
」

が
開
催
さ
れ
、
多
く
の
人
を
集
め
て
い
る
。

当
然
こ
の
「
大
凧
」
が
庄
和
町
の
大
切
な

地
域
資
源
で
あ
り
、
町
で
も

「大
凧
あ
げ

ま
つ
り
」
の

C
I
マ
l
ク
を
作
成
す
る
な

ど
し
て

「大
凧
の
ま
ち
・
庄
和
」
を
P
R

し
て
い
る
。
し
か
し
、
町
に
は
ナ
ス
や
キ

ュ
ウ
リ
な
ど
の
お
い
し
い
野
菜
、
そ
し
て

そ
れ
を
取
り
巻
く
般
か
な
向
然
な
ど
、
大

凧
の
ほ
か
に
も
ま
だ
ま
だ
地
域
資
源
と
呼

べ
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
の
視
察

研
修
活
動
に
よ

っ
て
紘
一生
た
ち
が
学
ん
だ

こ
と
は
、
こ
う
い

っ
た
見
落
と
さ
れ
て
い

る
地
域
資
源
を
探
し
出
す
、

つ
ま
り
「
あ

る
も
の
探
し
」

の
重
要
性
で
あ
っ
た
。

「
あ
れ
が
ほ
し
い
、

こ
れ
も
ほ
し
い
」
と

「
無
い
も
の
ね
だ
り
」
を
す
る
よ
り
は
、

今
あ
る
も
の
を
再
発
見
し
た
ほ
う
が
地
域

を
活
性
化
さ
せ
る
早
道
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
だ
。

h

問
l
一
ア
ィ
ー
で

a副
司
外
国
人
と
交
流

視
察
研
修
活
動
に
よ
り
力
を
つ
け
た
叫
噌

の
活
動
は
、
次
第
に
ま
ち
お
こ
し
の
実
践

活
動
に
移
っ
て
い

っ
た
。
そ
の

一
つ
が
国

際
交
流
活
動
で
あ
る
。

庄
和
町
で
は
日
本
を
含
め
た
世
界
各
国

の
凧
約
四
百
五
十
点
を
展
示
し
た
大
凧
会

館
を
二
年
に
開
館
し
た
の
だ
が
、
塾
生
の

聞
で
こ
の
会
館
を
も

っ
と
有
効
活
用
し
て

町
を
活
性
化
さ
せ
た
ら
ど
う
か
、
と
い
う

意
見
が
出
て
い
た
。
そ
こ
で
与
え
出
さ
れ

た
ア
イ
デ
ア
が
、
大
凧
会
館
前
の
広
場
を

使

つ
て
の
「
お
月
見
ガ
ー
デ
ン
パ
ー
テ
ィ

ー
」
で
あ

っ
た
。
同
じ
こ
ろ
、
町
に
は
諸

外
国
か
ら
の
労
働
者
や
お
嫁
さ
ん
な
ど
が

増
え
て
き
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
外
岡
人
移

住
者
と
町
民
と
の
問
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
図
る
こ
と
の
必
要
性
も
生
じ
て
い

た
。
そ
こ
で
「
お
月
見
パ
ー
テ
ィ
ー
を
や

る
な
ら
、
そ
こ
に
外
国
人
の
皆
さ
ん
も
呼

抱鴎づくり2002年1月号・42

右
端
が
塾
長
の
岡
本
さ
ん

ん
で
み
よ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
八

年
の
九
月
、
お
よ
そ
二
百
五
十
人
の
参
加

者
の
も
と
、
お
月
見
ガ
ー
デ
ン
パ
ー
テ
ィ

ー
は
開
催
さ
れ
た
。
パ
ー
テ
ィ
ー
当
日
、

参
加
者
は

「お
月
見
」
と
い
う
日
本
の
文

化
を
は
じ
め
、
さ
ま
さ
ま
な
国
の
文
化
に

触
れ
合
い
、
交
流
し
た
。
フ
ル
ー
ト
や
シ

ン
セ
サ
イ
ザ
ー
の
生
演
奏
も
行
わ
れ
た
イ

ベ
ン
ト
の
模
織
は
、

N
H
K
で
も
放
映
さ

れ
た
。
第

一
回
目
の
評
判
が
良
か
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
こ
の
国
際
交
流
イ
ベ
ン
ト
は

「
餅
っ
き
パ
ー
テ
ィ
ー
」
「
雛
祭
り
パ

l
テ

S
H
O
W
A未
来
塾
・
引
・.

お
月
見
ガ
ー
デ
ン
パ
ー
テ
ィ
ー
で
国
際
交
流

行
政
の
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
目
指
し

貸
し
農
固
な
ど
提
言

h
B察
研
修
か
う

a
E可
活
動
は
ス
タ
ー
ト

今
凶
紹
介
す
る
「
S
H
O
W
A
未
来

塾
・
幻
」
が
設
立
さ
れ
た
の
は
平
成
凶
年
。

当
時

「
ふ
る
さ
と
創
生
」
の
機
運
に
来
り
、

全
国
各
地
で
「
百
人
委
員
会
」
が
つ
く
ら

れ
、
住
民
と
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ

が
岡
ら
れ
て
い
た
。
抗
叫
.
玉
県
庄
和
町
で
も

「
こ
の
町
を
自
分
た
ち
の
手
で
良
く
し
て

い
き
た
い
」
と
い
う
気
概
を
持

っ
た
住
民

が
公
募
に
よ
り
集
ま
り
、

「
町
づ
く
り
百

人
委
員
会
」
が
設
立
さ
れ
、

「
S
H
O
W

A
未
来
塾
・
幻
」
と
命
名
さ
れ
た
。

塾
設
立
当
初
は
視
察
研
修
活
動
に
重
点

が
お
か
れ
て
い
た
。
こ
の
視
察
研
修
の
目

的
は
、
地
域
資
源
を
上
手
に
掘
り
お
こ
す

こ
と
で
活
性
化
し
て
い
る
地
域
の
、
そ
の

活
性
化
手
法
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
。

庄
和
町
は
「
日
本

一
の
大
凧
の
ま
ち
」

と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
。
毎
年

五
月
に
江
戸
川
河
川
敷
で
縦
十
五

M
、
横

灯
、
重
さ
八
戸円
キ
ロ
の
「
百
畳
敷
き
の

大
凧
」
を
揚
げ
る

「
大
川
あ
げ
ま
つ
り
」

が
開
催
さ
れ
、
多
く
の
人
を
集
め
て
い
る
。

当
然
こ
の
「
大
凧
」
が
庄
和
町
の
大
切
な

地
域
資
源
で
あ
り
、
町
で
も

「大
凧
あ
げ

ま
つ
り
」
の

C
I
マ
l
ク
を
作
成
す
る
な

ど
し
て

「大
凧
の
ま
ち
・
庄
和
」
を
P
R

し
て
い
る
。
し
か
し
、
町
に
は
ナ
ス
や
キ

ュ
ウ
リ
な
ど
の
お
い
し
い
野
菜
、
そ
し
て

そ
れ
を
取
り
巻
く
般
か
な
向
然
な
ど
、
大

凧
の
ほ
か
に
も
ま
だ
ま
だ
地
域
資
源
と
呼

べ
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
の
視
察

研
修
活
動
に
よ

っ
て
紘
一生
た
ち
が
学
ん
だ

こ
と
は
、
こ
う
い

っ
た
見
落
と
さ
れ
て
い

る
地
域
資
源
を
探
し
出
す
、

つ
ま
り
「
あ

る
も
の
探
し
」

の
重
要
性
で
あ
っ
た
。

「
あ
れ
が
ほ
し
い
、

こ
れ
も
ほ
し
い
」
と

「
無
い
も
の
ね
だ
り
」
を
す
る
よ
り
は
、

今
あ
る
も
の
を
再
発
見
し
た
ほ
う
が
地
域

を
活
性
化
さ
せ
る
早
道
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
だ
。

h

問
l
一
ア
ィ
ー
で

a副
司
外
国
人
と
交
流

視
察
研
修
活
動
に
よ
り
力
を
つ
け
た
叫
噌

の
活
動
は
、
次
第
に
ま
ち
お
こ
し
の
実
践

活
動
に
移
っ
て
い

っ
た
。
そ
の

一
つ
が
国

際
交
流
活
動
で
あ
る
。

庄
和
町
で
は
日
本
を
含
め
た
世
界
各
国

の
凧
約
四
百
五
十
点
を
展
示
し
た
大
凧
会

館
を
二
年
に
開
館
し
た
の
だ
が
、
塾
生
の

聞
で
こ
の
会
館
を
も

っ
と
有
効
活
用
し
て

町
を
活
性
化
さ
せ
た
ら
ど
う
か
、
と
い
う

意
見
が
出
て
い
た
。
そ
こ
で
与
え
出
さ
れ

た
ア
イ
デ
ア
が
、
大
凧
会
館
前
の
広
場
を

使

つ
て
の
「
お
月
見
ガ
ー
デ
ン
パ
ー
テ
ィ

ー
」
で
あ

っ
た
。
同
じ
こ
ろ
、
町
に
は
諸

外
国
か
ら
の
労
働
者
や
お
嫁
さ
ん
な
ど
が

増
え
て
き
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
外
岡
人
移

住
者
と
町
民
と
の
問
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
図
る
こ
と
の
必
要
性
も
生
じ
て
い

た
。
そ
こ
で
「
お
月
見
パ
ー
テ
ィ
ー
を
や

る
な
ら
、
そ
こ
に
外
国
人
の
皆
さ
ん
も
呼
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右
端
が
塾
長
の
岡
本
さ
ん

ん
で
み
よ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
八

年
の
九
月
、
お
よ
そ
二
百
五
十
人
の
参
加

者
の
も
と
、
お
月
見
ガ
ー
デ
ン
パ
ー
テ
ィ

ー
は
開
催
さ
れ
た
。
パ
ー
テ
ィ
ー
当
日
、

参
加
者
は

「お
月
見
」
と
い
う
日
本
の
文

化
を
は
じ
め
、
さ
ま
さ
ま
な
国
の
文
化
に

触
れ
合
い
、
交
流
し
た
。
フ
ル
ー
ト
や
シ

ン
セ
サ
イ
ザ
ー
の
生
演
奏
も
行
わ
れ
た
イ

ベ
ン
ト
の
模
織
は
、

N
H
K
で
も
放
映
さ

れ
た
。
第

一
回
目
の
評
判
が
良
か
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
こ
の
国
際
交
流
イ
ベ
ン
ト
は

「
餅
っ
き
パ
ー
テ
ィ
ー
」
「
雛
祭
り
パ

l
テ



ィ
l
」
な
ど
趣
向
を
変
え
な
が
ら
、
現
在

ま
で
五
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
国
際
交
流
活
動

は
、
や
が
て
「
庄
和
町
に
も
国
際
交
流
協

会
が
ほ
し
い
、
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
未
来
塾
が
呼
び
か
け

て
、
未
来
塾
を
は
じ
め
と
す
る
町
内
の
四

団
体
が
集
ま
り
、
十
二
年
に
凶
際
交
流
協

会
設
立
発
起
人
会
が
設
立
さ
れ
た
。
発
起

人
会
は
そ
の
後
、
設
立
準
備
会
を
経
て
、

応
募
さ
れ
た
町
民
お
よ
び
諸
団
体
を
含
め

た

ρ
作
る
会
H

に
発
展
し
、
今
年
の
五
月

ご
ろ
の
協
会
設
立
を
目
指
し
て
準
備
を
進

地域づくり団体探訪

め
て
い
る
o

h
3し
農
園
で
町
内
農
家
の

E
屯
活
性
化
を
目
指
す

実
践
活
動
の
二
つ
目
が
、
十
三
年
の
三

月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
貸
し
農
園

「
体
験
段

図
ベ
ル
フ
ァ
ー
ム
」
の
運
営
で
あ
る
。
現

在
多
く
の
農
村
で
頭
を
抱
え
て
い
る
の
が

後
継
者
問
題
で
あ
る
、
そ
れ
は
兼
業
農
家

が
多
い
庄
和
町
も
例
外
で
は
な
く
、
後
継

者
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
農
地
を
手
放

し
て
宅
地
に
す
る
成
家
が
地
え
て
い
る
。

良
地
が
失
わ
れ
る
、
つ
ま
り
町
か
ら
緑
が

失
わ
れ
て
い
く
と
い
う
状
況
に
危
機
感
を

持

っ
た
塾
生
は
、
民
地
、
そ
し
て
町
の
対

概
観
を
守
る
た
め
の

一
つ
の
手
段
と
し
て
貸

収
し
良
闘
を
思
い
つ
い
た
。
こ
の
貸
し
農
園

ナ
八執

事
業
は
、
農
地
・
長
観
保
令
と
い
う
効
果

肢
が
期
待
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
臨
時
収

楓
人
の
地
加
、
入
手
不
足
に
な

っ
た
場
合
の

おの
余
剰
燥
地
の
受
け
肌
機
能
な
ど
、
民
家
に

園農
と
っ
て
も
メ
リ
ァ
ト
は
大
き
い
。

皮
図
の
広
さ
は
三
百
坪
、
そ
こ
を
現
在

八
人
が
借
り
て
い
る
。
未
来
塾
の
役
割
は
、

農
地
の
整
地
、
区
画
割
り
、
農
地
お
よ
び

借
り
手
の
募
集
な
ど
の
企
画
面
か
ら
、
会

費
の
徴
収
、
道
具
の
購
入
・
管
理
な
ど
の

運
営
面
ま
で
幅
広
く
こ
な
す
。
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こ
の
ベ
ル
フ
ァ
ー
ム
は
、

一
般
的
な
「
貸

し
た
ら
貸
し
っ
ぱ
な
し
」
と
い
う
貸
し
良

図
と
違
い
、
農
園
オ
ー
ナ
ー
が
手
取
り
足

取
り
指
導
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が

あ
る
。
利
用
者
か
ら
は

「
初
心
者
の
私
で

も
楽
し
く
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

助
か
る
」
と
い
う
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
新
し
い
交
流
が
芽
生
え
た

こ
と
で
、
農
園
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
農
家
の

お
年
答
り
が
元
気
に
な

っ
た
、
と
い
う
声

も
聞
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

昨
年
の
卜

一
月
二
卜
三
日
に
は
、
出
図

の
お
披
一以
日
を
ぷ
ね
た
収
穫
祭
が
開
催
さ

れ
、
野
菜
の
フ
リ

1
マ
ー
ケ

ッ
ト
な
ど
に

多
く
の
人
び
と
が
訪
れ
、
-
年

H
の
貸
し

農
園
事
業
は
成
功
を
収
め
た
。

h
，
政
の
良
き

a
Uパ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て

未
来
私
一で
は
八
年
と
卜

一
年
の
・

一川、

町
に
対
し
て
徒
一吉
占
を
桜
山
し
て
い
る
。

卜

.
年
に
作
成
し
た
提
言
舟
の
タ
イ
ト
ル

は

「
魅
力
あ
る
五
万
人
都
市
を

H
指
し

て
」。

こ
の
提
言
者
で
は

「
、
水
住
で
き
る

住
宅
計
画
構
想
」
「
楽
し
め
る
道
路
計
画

構
想
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
提

案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
提
言
去
の
中

で
、
先
に
紹
介
し
た
貸
し
良
国
事
業
の
実

同
埼
玉
県
庄
和
町
大
字
金
崎
八
三
九

施
を
提
案
し
て
い
る
。
「
体
験
農
園
ベ
ル

フ
ァ
ー
ム
」
の
運
営
は
、
自
分
た
ち
が
行

っ
た
提
案
が
実
際
に
う
ま
く
い
く
こ
と
を

証
明
す
る
形
と
な

っ
た
が
、
こ
の
こ
と
か

ら
未
来
塾
の
活
動
は
、
町
に
対
し
て
言
い

た
い
こ
と
を
言
う
だ
け
で
な
く
、
実
際
に

行
動
も
伴
、
つ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

現
在
塾
生
た
ち
が
望
ん
で
い
る
こ
と
は
、

今
以
上
に
町
職
員
と
交
流
す
る
こ
と
だ
。

町
に
提
案
す
る
に
し
て
も
、
相
手
を
よ
く

知
っ
た
う
え
で
物
を
言
っ
た
ほ
う
が
よ
り

説
得
力
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
、
今
は

陀
和
町
が
行
っ
て
い
る
出
前
講
座
を
積
極

的
に
活
用
し
、
町
が
何
を
与
え
、
何
を
計

阿
し
て
い
る
の
か
を
知
ろ
う
と
心
掛
け
て

い
る
。

未
来
塾
は
今
年
で
設
立
十
周
年
を
迎
え

る
。
十
年
も
す
れ
ば
活
動
が
マ
ン
ネ
リ
化

し
で
も
お
か
し
く
は
な
い
が
、
未
来
塾
に

は
そ
ん
な
心
配
は
無
用
だ
。
二
年

H
を
迎

え
る
貸
し
民
間
事
業
、
道
の
駅
に
つ
い
て

の
研
究
な
ど
や
る
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
山
積

し
て
い
る
。
「
S
H
O
W
A
未
来
塾

・
幻
」

が
二
十
周
年
、

三
十
周
年
を
迎
え
る
こ
と

を
切
に
願
う
。
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催
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を

支

え

る

@

パ

ワ

ー

山
長
崎
県
外
海
町

一
「

フ

工

ル

ム

・

ド

・

外

海

」

ed 

日
宇
ス
ギ
ノ
さ
ん
ら

て
き
る
ど
さ
ー

で
き
る
人
が

江
戸
時
代
の
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
弾

圧
に
材
を
採

っ
た
遠
藤
周
作
氏
の
小
説

そ
と
め

『沈
黙
」
の
舞
台
と
な

っ
た
長
崎
県
外
海

町
。
人
口
約
七
千
人
の
こ
の
ま
ち
は
、
現

在
で
も
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
が
綿
々
と
息

づ
い
て
お
り
、
町
内
各
所
に
教
会
や
修
道

院
、
キ
リ
ス
ト
教
に
ま
つ
わ
る
史
跡
や
記

念
館
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
町
の
阿
に
而

す
も
う
な
だ

す
る
角
力
灘
の
洋
上
七
キロ
に
浮
か
ぶ
九
州

唯

一
の
炭
鉱
、
池
島
炭
鉱
は
、
同
町
の
基

幹
産
業
で
あ
る
石
炭
産
業
の
拠
点
と
な

っ

て
い
た
が
、
平
成
十
三
年
十

一
月
二
十
九

日
を
も

っ
て
残
念
な
が
ら
閉
山
し
た
。

そ
の
外
海
町
に
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
を
展

開
す
る
女
性
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と

聞
き
、
取
材
に
う
か
が
う
こ
と
に
し
た
。

い
た
だ
い
た
資
料
に
は
、

主
な
活
動
内
容

と
し
て
、
ハ
ー
ブ
栽
培
や
、
ハ

l
ブ
を
利

用
し
た
特
産
品
開
発
な
ど
ハ

1
ブ
関
連
、

出
舎
体
験
学
習
受
け
入
れ
や
、
期
間
学
生
の

ホ
l
ム
ス
テ
イ
受
け
入
れ
な
ど
対
外
交
流

関
連
、
そ
し
て
町
外
の
人
へ
の
史
跡
な
ど

の
案
内
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

活
動
の
闘
の
広
さ
に
強
く
興
味
を
引
か

れ
、
秋
晴
れ
の
空
の
下
、
眼
下
に
美
し
い

角
力
灘
を
望
み
つ
つ
、
パ
ス
で
約

一
時
間

の
山
間
の
道
を
揺
ら
れ
同
町
に
向
か

っ

た
。現

在
は
歴
史
民
族
資
料
館
に
嘱
託
と
し

て
勤
務
す
る
「
フ
エ
ル
ム
・
ド
・
外
海
」

代
表
の
日
字
ス
ギ
ノ
さ
ん
は
、
待
ち
合
わ

せ
の
同
資
料
館
に
着
く
と
、

当
日
は
出
勤

日
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
来
訪
者

の
対
応
に
お
お
わ
ら
わ
で
あ
る
。
ち
ょ
う

ど
当
日
は
、

宣
教
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
か
ら

来
日
し
、
そ
の
生
涯
と
私
財
を
投
げ
打

っ

て
外
海
の
人
た
ち
に
尽
く
し
た
ド
・
ロ
神

父
(
マ
ル
コ
・
マ
リ
・
ド
・
ロ
神
父
)
が

~ 、.、

使
用
し
た
木
製
の
リ

l
ド
オ
ル
ガ
ン
の
煩

傷
が
激
し
く
、
修
理
の
た
め
の
下
見
調
査

を
し
て
お
り
、
新
聞
社
の
取
材
も
来
て
い

る
と
の
こ
と
。
日
字
さ
ん
が

「
フ
エ
ル

ム
・
ド
・
外
海
」
と
は
別
に
か
か
わ
る
文

化
グ
ル
ー
プ

「水
仙
会
」
で
は
、
明
治
二

十
二
年
フ
ラ
ン
ス
製
の
こ
の
オ
ル
ガ
ン
の

音
色
を
い
ま
の
人
び
と
に
聞
い
て
も
ら
う

た
め
、
今
年
八
十
三
歳
に
な
る
シ
ス
タ
ー

に
よ
る
演
奏
会
を
主
催
し
て
お
り
、
今
後

は
「
ド
・
ロ
神
父
オ
ル
ガ
ン
修
復
委
員
会
」

を
設
立
し
、
修
復
資
金
を
募
る
予
定
で
あ

る
。
取
材
開
始
早
々
に
、
(
別
組
織
で
は

あ
る
が
)
ま
た
新
た
な
活
動
を
知
る
こ
と

と
な

っ
た
。

一
特
産
品
開
発
の

/
小

d
ル
l
。フ
か
ら

そ
も
そ
も

「
フ
エ
ル
ム

・
ド
・
外
海
」

結
成
の
い
き
さ
つ
は
、
町
の
教
育
委
員
会

に
勤
務
し
て
い
た
日
字
さ
ん
が
社
会
教
育
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主
事
の
資
格
を
取
り
、
そ
の
研
究
テ

l
マ

と
し
て
、
以
前
か
ら
感
じ
て
い
た
あ
る

「
落
胆
」
を
選
ん
だ
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

そ
れ
は
、
農
家
の
娘
と
し
て
か
ね
て
か
ら

感
じ
て
い
た
、

「農
家
の
人
で
さ
え
、
町

外
か
ら
ト
ラ

ッ
ク
で
販
売
に
来
る
野
菜
を

買
う
光
景
は
、
実
に
し
の
び
が
た
い
」
と

い
う
落
胆
だ

っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
農
業
を

守
る
べ
き
女
性
の
学
習
活
動
の
具
体
的
計

画
と
し
て
、
特
産
品
開
発
を
通
じ
て
地
域

振
興
を
目
指
す
農
村
女
性
の
小
グ
ル
ー
プ

(
生
活
改
善
グ
ル
ー
プ
)
活
動
を
構
想
し
、

昭
和
五
十
八
年
に
活
動
を
開
始
し
た
。
名

称
に
は
、
ド

・
ロ
神
父
の
生
地
で
あ
り
、

外
海
町
と
姉
妹
都
市
提
携
を
結
ぶ
フ
ラ
ン

ス
の
ヴ
オ
ス
ロ
ー
ル
村
に
ち
な
み
、
フ
ラ

ン
ス
語
で

「外
海
の
農
場
、
農
家
」
と
い

う
意
味
の

「
フ
エ
ル
ム
・
ド

・
外
海
」
を

選
ん
だ
。
興
味
深
い
の
は
、
活
動
当
初
か

ら
学
習
お
よ
び
生
活
改
善
、
対
外
交
流
、

⑮

を

支

え

る

@

パ

ワ

ー

山
長
崎
県
外
海
町

一
「

フ

工

ル

ム

・

ド

・

外

海

」

ed 

日
宇
ス
ギ
ノ
さ
ん
ら

て
き
る
ど
さ
ー

で
き
る
人
が

江
戸
時
代
の
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
弾

圧
に
材
を
採

っ
た
遠
藤
周
作
氏
の
小
説

そ
と
め

『沈
黙
」
の
舞
台
と
な

っ
た
長
崎
県
外
海

町
。
人
口
約
七
千
人
の
こ
の
ま
ち
は
、
現

在
で
も
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
が
綿
々
と
息

づ
い
て
お
り
、
町
内
各
所
に
教
会
や
修
道

院
、
キ
リ
ス
ト
教
に
ま
つ
わ
る
史
跡
や
記

念
館
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
町
の
阿
に
而

す
も
う
な
だ

す
る
角
力
灘
の
洋
上
七
キロ
に
浮
か
ぶ
九
州

唯

一
の
炭
鉱
、
池
島
炭
鉱
は
、
同
町
の
基

幹
産
業
で
あ
る
石
炭
産
業
の
拠
点
と
な

っ

て
い
た
が
、
平
成
十
三
年
十

一
月
二
十
九

日
を
も

っ
て
残
念
な
が
ら
閉
山
し
た
。

そ
の
外
海
町
に
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
を
展

開
す
る
女
性
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と

聞
き
、
取
材
に
う
か
が
う
こ
と
に
し
た
。

い
た
だ
い
た
資
料
に
は
、

主
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活
動
内
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と
し
て
、
ハ
ー
ブ
栽
培
や
、
ハ

l
ブ
を
利

用
し
た
特
産
品
開
発
な
ど
ハ

1
ブ
関
連
、

出
舎
体
験
学
習
受
け
入
れ
や
、
期
間
学
生
の

ホ
l
ム
ス
テ
イ
受
け
入
れ
な
ど
対
外
交
流

関
連
、
そ
し
て
町
外
の
人
へ
の
史
跡
な
ど

の
案
内
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

活
動
の
闘
の
広
さ
に
強
く
興
味
を
引
か

れ
、
秋
晴
れ
の
空
の
下
、
眼
下
に
美
し
い

角
力
灘
を
望
み
つ
つ
、
パ
ス
で
約

一
時
間

の
山
間
の
道
を
揺
ら
れ
同
町
に
向
か

っ

た
。現

在
は
歴
史
民
族
資
料
館
に
嘱
託
と
し

て
勤
務
す
る
「
フ
エ
ル
ム
・
ド
・
外
海
」

代
表
の
日
字
ス
ギ
ノ
さ
ん
は
、
待
ち
合
わ

せ
の
同
資
料
館
に
着
く
と
、

当
日
は
出
勤

日
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
来
訪
者

の
対
応
に
お
お
わ
ら
わ
で
あ
る
。
ち
ょ
う

ど
当
日
は
、

宣
教
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
か
ら

来
日
し
、
そ
の
生
涯
と
私
財
を
投
げ
打

っ

て
外
海
の
人
た
ち
に
尽
く
し
た
ド
・
ロ
神

父
(
マ
ル
コ
・
マ
リ
・
ド
・
ロ
神
父
)
が

~ 、.、

使
用
し
た
木
製
の
リ

l
ド
オ
ル
ガ
ン
の
煩

傷
が
激
し
く
、
修
理
の
た
め
の
下
見
調
査

を
し
て
お
り
、
新
聞
社
の
取
材
も
来
て
い

る
と
の
こ
と
。
日
字
さ
ん
が

「
フ
エ
ル

ム
・
ド
・
外
海
」
と
は
別
に
か
か
わ
る
文

化
グ
ル
ー
プ

「水
仙
会
」
で
は
、
明
治
二

十
二
年
フ
ラ
ン
ス
製
の
こ
の
オ
ル
ガ
ン
の

音
色
を
い
ま
の
人
び
と
に
聞
い
て
も
ら
う

た
め
、
今
年
八
十
三
歳
に
な
る
シ
ス
タ
ー

に
よ
る
演
奏
会
を
主
催
し
て
お
り
、
今
後

は
「
ド
・
ロ
神
父
オ
ル
ガ
ン
修
復
委
員
会
」

を
設
立
し
、
修
復
資
金
を
募
る
予
定
で
あ

る
。
取
材
開
始
早
々
に
、
(
別
組
織
で
は

あ
る
が
)
ま
た
新
た
な
活
動
を
知
る
こ
と

と
な

っ
た
。

一
特
産
品
開
発
の

/
小

d
ル
l
。フ
か
ら

そ
も
そ
も

「
フ
エ
ル
ム

・
ド
・
外
海
」

結
成
の
い
き
さ
つ
は
、
町
の
教
育
委
員
会

に
勤
務
し
て
い
た
日
字
さ
ん
が
社
会
教
育

i也邸づくり2002年1月号⑨44

主
事
の
資
格
を
取
り
、
そ
の
研
究
テ

l
マ

と
し
て
、
以
前
か
ら
感
じ
て
い
た
あ
る

「
落
胆
」
を
選
ん
だ
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

そ
れ
は
、
農
家
の
娘
と
し
て
か
ね
て
か
ら

感
じ
て
い
た
、

「農
家
の
人
で
さ
え
、
町

外
か
ら
ト
ラ

ッ
ク
で
販
売
に
来
る
野
菜
を

買
う
光
景
は
、
実
に
し
の
び
が
た
い
」
と

い
う
落
胆
だ

っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
農
業
を

守
る
べ
き
女
性
の
学
習
活
動
の
具
体
的
計

画
と
し
て
、
特
産
品
開
発
を
通
じ
て
地
域

振
興
を
目
指
す
農
村
女
性
の
小
グ
ル
ー
プ

(
生
活
改
善
グ
ル
ー
プ
)
活
動
を
構
想
し
、

昭
和
五
十
八
年
に
活
動
を
開
始
し
た
。
名

称
に
は
、
ド

・
ロ
神
父
の
生
地
で
あ
り
、

外
海
町
と
姉
妹
都
市
提
携
を
結
ぶ
フ
ラ
ン

ス
の
ヴ
オ
ス
ロ
ー
ル
村
に
ち
な
み
、
フ
ラ

ン
ス
語
で

「外
海
の
農
場
、
農
家
」
と
い

う
意
味
の

「
フ
エ
ル
ム
・
ド

・
外
海
」
を

選
ん
だ
。
興
味
深
い
の
は
、
活
動
当
初
か

ら
学
習
お
よ
び
生
活
改
善
、
対
外
交
流
、



年
に
は
そ
の
実
績
を
生
か
し
、
町
の

「出

津
文
化
村
」
で
特
産
物
や
農
産
物
を
販
売
、

ま
た
同
年
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の

留
学
生
や
ヴ
ォ
ス
ロ

ー
ル
村
か
ら
の
来
訪

者
の
ホ

l
ム
ス
テ
イ
を
受
け
入
れ
た
。
外

海
町
に
は
宿
泊
施
設
が
な
く
、
ヴ
ォ
ス
ロ

ー
ル
村
を
は
じ
め
と
す
る
町
外
か
ら
の
来

訪
者
が
口
字
さ
ん
の
自
宅
に
泊
ま
る
こ
と

も
多
い
と
い
う
。
面
白
い
の
は
、
訪
問
し

た
口
宇
さ
ん
宅
の
壁
に
は
、
世
界
十
六
カ

国
か
ら
訪
れ
た
宿
泊
客
た
ち
の
「
寄
せ
書

き
」
や
写
真
が
あ
ら

ゆ
る
壁

一
而
を
埋
め

尽
く
し
て
い
た
こ
と

だ
。
日
宇
さ
ん
に
と

っ
て
は
そ
の

一
つ
ひ

と
つ
が
大
切
な
交
流

の
思
い
出
で
あ
り
、

特
産
品
開
発
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど

幅
広
い
活
動
目
標
を
視
野
に
入
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
グ
ル

ー
プ
の

結
成
当
初
か
ら
の
特
徴
の

一
つ
が
あ
る
。

一
国
交
流
を
は
じ
め

宇
多
ヴ
な
活
動
を
展
開

グ
ル
ー
プ
は
ま
ず
、
長
崎
県
の
農
業
改

良
普
及
所
の
協
力
を
得
て
、

地
元
野
菜
の

加
工
食
品

e

つ
く
り
に
着
手
し
、
勉
強
会
と

情
報
交
換
を
重
ね
、
昭
和
六
十
年
に
は
味

噌
と
漬
物
の
製
造
販
売
を
開
始
し
た
。
翌

高校の体験学習の受け入れ

地域を支える女性パワー

中
に
は
セ
ピ
ア
色
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
も

の
も
あ
る
そ
れ
ら
の

写
真
を
見
て
い
る

と
、
コ
ツ
コ
ツ
と
積

み
重
ね
た
小
さ
い
交

流
の
蓄
積
が
、
い
ま

や
家
全
体
を
覆
っ
て

い
る
と
い
う
印
象
を

受
け
た
。

日
宇
さ
ん
は
昭
和

六
十
二
年
に
町
役
場

を
退
職
し
、
グ
ル

ー
プ
の
活
動
に
専
念
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
は
特
産
品

開
発
や
国
際
交
流
活
動
も
継
続
し
な
が

ら
、
平
成
元
年
に
は
食
用
菊
の
栽
培
を
開

始、

二
年
に
は
無
農
薬
野
菜
の
自
然
飼
育

に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
鴨
煤
製
を
開
発
し
、
そ

の
活
動
の
深
化
を
図
っ
た
。
五
年
か
ら
は

ハ
l
ブ
や
今
ま
で
培
っ
て
き
た
特
産
品
開

発
の
実
績
を
生
か
し
た
手
づ
く
り
教
室
、

ハ
l
ブ
染
め
や
押
し
花
づ
く
り
、
町
の
文

化
施
設
め
ぐ
り
な
ど
を
メ
ニ
ュ
ー
と
し
た

「
田
舎
体
験
学
習
の
家
」
を
開
始
し
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の

一
環
と
し
て
各
種
女
性

グ
ル

ー
プ
や
高
校
生
な
ど
の
研
修
旅
行
の

受
け
入
れ
も
行
い
、
全
国
の
若
い
世
代
と

の
交
流
も
広
が
っ
て
い
る
。

結
成
当
初
の
目
標
ど
お
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
に
活
動
の
帽
を
広
げ
て
き
た

「
フ

エ
ル
ム
・
ド
・
外
海
」
で
あ
る
が
、
日
宇

さ
ん
は
そ
の
廃
史
を
、
「
で
き
る
と
き
に
、

で
き
る
人
が
」
対
処
し
て
い
る
だ
け
だ
と

説
明
す
る
。
確
か
に
、

こ
の
グ
ル
ー
プ
の

活
動
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
で
か
つ
多
彩
な
活

動
は
、
「
で
き
る
と
き
に
、
で
き
る
人
が
」

と
い
う
柔
軟
な
発
想
か
ら
き
て
い
る
。
ま

ず
組
織
や
、
活
動
す
べ
き
あ
る

一
つ
の
分

野
が
先
に
あ
り
、
そ
の
後
に
そ
の
枠
内
で

可
能
な
活
動
内
容
が
決
ま
る
の
で
は
な

く
、
全
く
逆
に
、
ま
ず
状
況
に
応
じ
て
達

成
す
べ
き
活
動
の
テ

l
マ
が
生
ま
れ
、
そ

の
テ

l
マ
を
達
成
す
る
た
め
に
、
シ
ス
タ

ー
や
若
い
母
親
、
公
務
員
た
ち
か
ら
構
成

さ
れ
る
「
フ
エ
ル
ム
・
ド
・
外
海
」
を
母

体
と
し
た
人
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
、
多
数

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
も
巻
き
込
み
な
が

ら
、
テ
ー
マ
ご
と
に
変
幻
自
在
な
形
を
と

っ
て
活
動
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、

町
役
場
や
町
外

に
も
幅
広
い
人

的
交
流
を
持
つ

H
宇
さ
ん
の
力

と
、
彼
女
を
中

心
と
し
て
集
ま

る
、
自
ら
が
で

き
る
範
囲
で
町

を
良
く
し
て
い

き
た
い
と
願
う

老人ホームでのハーブ植え込み作業

メ
ン
バ
ー
た
ち

の
等
身
大
の
熱

意
の
賜
物
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。

取
材
の
最
後
に
、
日
宇
さ
ん
に
今
後
の

グ
ル
ー
プ
の
活
動
方
針
と
展
望
に
つ
い
て

た
ず
ね
た
。
日
字
さ
ん
は
全
く
力
む
様
子

も
な
く
、
「
で
き
る
と
き
に
、
で
き
る
人

が
や
っ
て
い
く
だ
け
で
す
」
と
答
え
た
。
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岡
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
業
務
第

一
課

飯
田
真

一

年
に
は
そ
の
実
績
を
生
か
し
、
町
の

「出

津
文
化
村
」
で
特
産
物
や
農
産
物
を
販
売
、

ま
た
同
年
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の

留
学
生
や
ヴ
ォ
ス
ロ

ー
ル
村
か
ら
の
来
訪

者
の
ホ

l
ム
ス
テ
イ
を
受
け
入
れ
た
。
外

海
町
に
は
宿
泊
施
設
が
な
く
、
ヴ
ォ
ス
ロ

ー
ル
村
を
は
じ
め
と
す
る
町
外
か
ら
の
来

訪
者
が
口
字
さ
ん
の
自
宅
に
泊
ま
る
こ
と

も
多
い
と
い
う
。
面
白
い
の
は
、
訪
問
し

た
口
宇
さ
ん
宅
の
壁
に
は
、
世
界
十
六
カ

国
か
ら
訪
れ
た
宿
泊
客
た
ち
の
「
寄
せ
書

き
」
や
写
真
が
あ
ら

ゆ
る
壁

一
而
を
埋
め

尽
く
し
て
い
た
こ
と

だ
。
日
宇
さ
ん
に
と

っ
て
は
そ
の

一
つ
ひ

と
つ
が
大
切
な
交
流

の
思
い
出
で
あ
り
、

特
産
品
開
発
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど

幅
広
い
活
動
目
標
を
視
野
に
入
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
グ
ル

ー
プ
の

結
成
当
初
か
ら
の
特
徴
の

一
つ
が
あ
る
。

一
国
交
流
を
は
じ
め

宇
多
ヴ
な
活
動
を
展
開

グ
ル
ー
プ
は
ま
ず
、
長
崎
県
の
農
業
改

良
普
及
所
の
協
力
を
得
て
、

地
元
野
菜
の

加
工
食
品

e

つ
く
り
に
着
手
し
、
勉
強
会
と

情
報
交
換
を
重
ね
、
昭
和
六
十
年
に
は
味

噌
と
漬
物
の
製
造
販
売
を
開
始
し
た
。
翌

高校の体験学習の受け入れ

地域を支える女性パワー

中
に
は
セ
ピ
ア
色
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
も

の
も
あ
る
そ
れ
ら
の

写
真
を
見
て
い
る

と
、
コ
ツ
コ
ツ
と
積

み
重
ね
た
小
さ
い
交

流
の
蓄
積
が
、
い
ま

や
家
全
体
を
覆
っ
て

い
る
と
い
う
印
象
を

受
け
た
。

日
宇
さ
ん
は
昭
和

六
十
二
年
に
町
役
場

を
退
職
し
、
グ
ル

ー
プ
の
活
動
に
専
念
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
は
特
産
品

開
発
や
国
際
交
流
活
動
も
継
続
し
な
が

ら
、
平
成
元
年
に
は
食
用
菊
の
栽
培
を
開

始、

二
年
に
は
無
農
薬
野
菜
の
自
然
飼
育

に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
鴨
煤
製
を
開
発
し
、
そ

の
活
動
の
深
化
を
図
っ
た
。
五
年
か
ら
は

ハ
l
ブ
や
今
ま
で
培
っ
て
き
た
特
産
品
開

発
の
実
績
を
生
か
し
た
手
づ
く
り
教
室
、

ハ
l
ブ
染
め
や
押
し
花
づ
く
り
、
町
の
文

化
施
設
め
ぐ
り
な
ど
を
メ
ニ
ュ
ー
と
し
た

「
田
舎
体
験
学
習
の
家
」
を
開
始
し
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の

一
環
と
し
て
各
種
女
性

グ
ル

ー
プ
や
高
校
生
な
ど
の
研
修
旅
行
の

受
け
入
れ
も
行
い
、
全
国
の
若
い
世
代
と

の
交
流
も
広
が
っ
て
い
る
。

結
成
当
初
の
目
標
ど
お
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
に
活
動
の
帽
を
広
げ
て
き
た

「
フ

エ
ル
ム
・
ド
・
外
海
」
で
あ
る
が
、
日
宇

さ
ん
は
そ
の
廃
史
を
、
「
で
き
る
と
き
に
、

で
き
る
人
が
」
対
処
し
て
い
る
だ
け
だ
と

説
明
す
る
。
確
か
に
、

こ
の
グ
ル
ー
プ
の

活
動
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
で
か
つ
多
彩
な
活

動
は
、
「
で
き
る
と
き
に
、
で
き
る
人
が
」

と
い
う
柔
軟
な
発
想
か
ら
き
て
い
る
。
ま

ず
組
織
や
、
活
動
す
べ
き
あ
る

一
つ
の
分

野
が
先
に
あ
り
、
そ
の
後
に
そ
の
枠
内
で

可
能
な
活
動
内
容
が
決
ま
る
の
で
は
な

く
、
全
く
逆
に
、
ま
ず
状
況
に
応
じ
て
達

成
す
べ
き
活
動
の
テ

l
マ
が
生
ま
れ
、
そ

の
テ

l
マ
を
達
成
す
る
た
め
に
、
シ
ス
タ

ー
や
若
い
母
親
、
公
務
員
た
ち
か
ら
構
成

さ
れ
る
「
フ
エ
ル
ム
・
ド
・
外
海
」
を
母

体
と
し
た
人
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
、
多
数

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
も
巻
き
込
み
な
が

ら
、
テ
ー
マ
ご
と
に
変
幻
自
在
な
形
を
と

っ
て
活
動
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、

町
役
場
や
町
外

に
も
幅
広
い
人

的
交
流
を
持
つ

H
宇
さ
ん
の
力

と
、
彼
女
を
中

心
と
し
て
集
ま

る
、
自
ら
が
で

き
る
範
囲
で
町

を
良
く
し
て
い

き
た
い
と
願
う

老人ホームでのハーブ植え込み作業

メ
ン
バ
ー
た
ち

の
等
身
大
の
熱

意
の
賜
物
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。

取
材
の
最
後
に
、
日
宇
さ
ん
に
今
後
の

グ
ル
ー
プ
の
活
動
方
針
と
展
望
に
つ
い
て

た
ず
ね
た
。
日
字
さ
ん
は
全
く
力
む
様
子

も
な
く
、
「
で
き
る
と
き
に
、
で
き
る
人

が
や
っ
て
い
く
だ
け
で
す
」
と
答
え
た
。
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κ むm
〉
京
都
市
と
「
地
獄
活
性
化

《
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
川
京
都
」
を
共
催

側
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
は
十

月
三
十
日
、
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア

京
都
で
、
京
都
市
と
の
共
催
に
よ

り
「
地
域
活
性
化
フ
ォ
ー
ラ
ム

-m
京

都
」
を
開
催
し
た
。

「民
間
と
自
治
体
の
協
働
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り

l
地
域
活
性
化
に
お

け
る
民
間
と
自
治
体
の
役
割
を
考

え
る
」
と
題
し
て
行
わ
れ
た
こ
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
は
、

主
に
関
西
地

域
の

一
般
住
民
や
行
政
関
係
者
を

中
心
に
約
二
百
人
が
参
加
し
た
。

ま
ず
、
基
調
講
演

I
「
幻
世

紀
・
地
方
主
権
の
時
代
」
で
は
、

附
堀
場
製
作
所
の
堀
場
雅
夫
会
長

が
「
「個
の
時
代
」
が
二
十

一
世

紀
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、

『ま

ち
」
に
お
い
て
も
同
様
。
ほ
と
ん

ど
の
先
進
国
で
は
地
方
の
主
権
が

確
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

町
が
素
晴
ら
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
。

日
本
が
世
界
か
ら
信
頼
さ
れ
、

尊
敬
さ
れ
る
国
家
と
な
る
に
は
、

二
十
一
世
紀
を
地
方
の
時
代
に
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い

。
そ
し
て
、

地
方
の
時
代
は
、

産
学
協
働
が
な

さ
れ
て
は
じ
め
て
誕
生
す
る
」
と

講
演
。

続
く
基
調
講
演

H
「
地
方
の
活

性
化
を
は
か
る
に
は
」
で
は
、
吉

本
興
業
側
の
中
郁
秀
雄
会
長
が

「
タ
レ
ン
ト
を
つ
く
る
に
は
、

ま
ず

タ
レ
ン
ト
を
つ
く
る
裏
方
を
つ
く

る
こ
と
が
大
事
。「
ま
ち
づ
く
り
」

に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
す
な

わ
ち
、

『ま
ち
」
に
い
く
ら
文
化
財

が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
生
か
す
ク

リ
エ

1
タ
ー
が
い
な
い
と

『ま
ち
」

は
活
性
化
し
な
い
。

で
は
、
ク
リ
エ

l
タ
ー
に
は
何
が

求
め
ら
れ
る
か
、
そ
れ
は
次
の
時

代
を
読
む
能
力
で
あ
る
。
こ
れ
か

ら
は
女
性
お
よ
び
お
年
寄
り
を
楽

し
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ち

の
活
性
化
に
つ
な
が
る
」
と
講
演
。

こ
の
あ
と
、
京
都
府
立
大
学
京

国
好
史
助
教
授
の
進
行
に
よ
り
、

「
民
間
と
自
治
体
の
協
働
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り
」
と
題
し
て
、

例
京
都

市
景
観
・
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
専

務
理
事
の
小
山
選

一
氏
、
滋
賀
県

長
浜
市
長
の
川
島
信
也
氏
、
附
読

売
奈
良
ラ
イ
フ
編
集
長
の
朝
康
佳

子
氏
、
社
会
福
祉
法
人
プ
ロ
ッ
プ
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
理
事
長
の
竹
中
ナ
ミ

氏
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行

わ
れ
た
。

各
パ
ネ
ラ

l
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の

体
験
談
を
交
え
、
民
間
と
自
治
体

と
の
協
働
に
つ
い
て
の
立
見
を
交
換

し
合
っ
た
。
議
論
は
予
定
時
間
を

十
分
以
上
も
超
過
す
る
ほ
ど
盛
り

上
が
り
、
最
後
に
宗
田
氏
が

「
協

働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
の

は
、
行
政
に
と
っ
て
も
民
間
に
と
っ

て
も
、
ま
ず
自
立
し
た
存
在
で
あ

る
こ
と
が
必
要
。

今
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ち
が
、
協

働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
模
索
し

て
い
る
の
が
実
情
だ
ろ
う
が
、
そ
の

町
に
あ
っ
た
個
性
的
な
形
を
、
導

き
出
す
と
い
う
こ
と
が
、
民
間
と

自
治
体
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く

り
の
大
き
な
特
徴
な
の
で
は
な
い

か
」
と
締
め
く
く
っ
た
。

IT社会とこれからのまちづくり
21世紀を迎え、政府は le-]apan戦略」、Ie-

]apan重点計画」、Ie-]apan2∞2プログラム」な

どをもとに、わが国を世界最先端のIT国家と

するためのさまざまな施策を展開しています。

このことにより、情報技術 (IT) に関する

基草案整備が急速に進展するとともに、 ITは私

たちの社会生活にとってさらに身近なものにな

っていく ことでしょう。

また、地方分権化の流れの中で、各地域ごと

に個性のある 「まちづくり 」が展開されつつあ

ります。

このフォーラムでは、 ITをキーワードに、

ますます多機化 していくこれからの 「まちづく

り」について考えてみたいと思います。

ぜひご参加 くださし、。

@
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京
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性
化
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フ
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ー
ラ
ム
・
川
京
都
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共
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地
域
活
性
化
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ン
タ
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は
十

月
三
十
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、
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テ
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グ
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ア

京
都
で
、
京
都
市
と
の
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「
地
域
活
性
化
フ
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ラ
ム
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都
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を
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。
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活
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民
間
と
自
治
体
の
役
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を
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と
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行
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こ
の
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ム
に
は
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主
に
関
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地
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の
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般
住
民
や
行
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関
係
者
を

中
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に
約
二
百
人
が
参
加
し
た
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、
基
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講
演
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「
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世
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・
地
方
主
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の
時
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で
は
、

附
堀
場
製
作
所
の
堀
場
雅
夫
会
長

が
「
「個
の
時
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」
が
二
十

一
世

紀
の
キ
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ワ
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ド
で
あ
り
、

『ま

ち
」
に
お
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て
も
同
様
。
ほ
と
ん

ど
の
先
進
国
で
は
地
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の
主
権
が

確
立
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り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

町
が
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ら
し
い
ア
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テ
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テ
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を
持
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て
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日
本
が
世
界
か
ら
信
頼
さ
れ
、

尊
敬
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る
国
家
と
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に
は
、
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を
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の
時
代
に
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学
協
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は
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誕
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す
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と
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活
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に
は
」
で
は
、
吉

本
興
業
側
の
中
郁
秀
雄
会
長
が

「
タ
レ
ン
ト
を
つ
く
る
に
は
、

ま
ず

タ
レ
ン
ト
を
つ
く
る
裏
方
を
つ
く

る
こ
と
が
大
事
。「
ま
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づ
く
り
」

に
も
同
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こ
と
が
言
え
る
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す
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ら
文
化
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を
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る
か
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お
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び
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、
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の
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立
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を
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予
定
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を
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以
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る
ほ
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盛
り
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が
り
、
最
後
に
宗
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が
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働
に
よ
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ま
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と
い
う
の

は
、
行
政
に
と
っ
て
も
民
間
に
と
っ

て
も
、
ま
ず
自
立
し
た
存
在
で
あ

る
こ
と
が
必
要
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今
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ち
が
、
協

働
に
よ
る
ま
ち
づ
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り
を
模
索
し

て
い
る
の
が
実
情
だ
ろ
う
が
、
そ
の

町
に
あ
っ
た
個
性
的
な
形
を
、
導

き
出
す
と
い
う
こ
と
が
、
民
間
と

自
治
体
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く

り
の
大
き
な
特
徴
な
の
で
は
な
い

か
」
と
締
め
く
く
っ
た
。
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落
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娯

一
郎
町
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笑
顔
が
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ち
ば
ん
1

放
送
予
定

-1月
氾
日

宮
城
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石
巻
市
、
志
津
川
町

樹
立
!

マ

ン

ガ
ラ
ン
ド
帝
国

・1
月
剖
日

岡
山
県
勝
北
町
、
勝
央
町

風
と
光
と
心
の
劇
場

-1月
U
日

古
田
知
墨
田
岡
知
市
、
馬
路
村

山
村
印
息
子
顛
末
記

T
B
S系
、
毎
週
日
曜
日

午
前
7
時
1
午
前
7
時
お
分

※
一
部
で
放
送
日
時
が
異
な
る
地
域
か
あ
り
ま
す
九

-開催日時
平成14年 2月18日
.会場

JAホール (千代田区大手町1-8-3)

・開催内容
〈基調講演〉月尾嘉男 (東京大学大学院新領域創

成科学研究科教授)

〈先進事例発表〉三鷹市 ((株)まちづくり三鷹)

札幌市

〈パネルディスカ ッショ ン〉

平 本 一 雄 (側三菱総合研究所取締役)

長谷川文雄 (東北芸術工科大学副学長)

南場智子 (側ディ ・ヱヌ・工代表取締役)

安藤隆年 (岐車県理事・側、ノフトピアジャノル副理事長)

くお問い合わせ先〉
鋤地域活性化センター情報サービス課担当 ・小池
TEL : 03-5202-6135 FAX: 03-5202・0755

(月)13: 00-17 : 00 
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-d@新
潟
県
青
海
町

日

三

一

稀

祭

(
圏
雲
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
)

げ
の
か
写
実

青
海
町

4
F

は
新
潟
県
の
最
西
端
に
位
置
し
、
北
ア
ル
プ

ス
の
北
端
が
日
本
海
に
突
き
出
た
断
崖
絶
壁
が
景
勝

「親

不
知
・
子
不
知
」
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

町
の
中
心
部
を
流
れ
る
青
海
川
は
、
姫
川
と
と
も
に
、

わ
が
国
唯

一
の
ヒ
ス
イ
の
原
産
地
と
し
て
有
名
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
青
海
町
に
は
も
う
一
つ
、
全
国
で
も
珍
し

い
「
竹
の
か
ら
か
い
」
と
い
う
伝
統
行
事
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
う
し
た
行
事
で
今

な
お
残
っ
て
い
る
の
は
「
青
海
竹
の
か
ら
か
い
」
だ
け
と

い
う
w

』
と
で
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

竹
の
か
ら
か
い
は
、
正
月
行
事
の
「
さ
い
の
神
焼
(
左

義
長
こ
と

一
連
の
も
の
で
、
毎
年
、
小
正
月
の

一
月
十

五
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

町
内
が
東
西
に
分
か
れ
て
、
大
人
か
ら
平
供
ま
で
揃
い

の
ハ
ッ
ピ
に
鉢
巻
き
姿
、
腰
に
は
し
め
縄
を
巻
き
、
わ
ら

じ
履
き
の
い
で
た
ち
で
、
顔
に
は
限
取
り
を
し
、

二
本
の

竹
を
合
わ
せ
て
全
力
で
引
主
、
合
い
ま
す
。

勝
負
は
竹
が
引
か
れ
た
り
、
折
れ
た
り
、
割
れ
た
り
し

た
ほ
う
が
負
け
。
東
が
勝
て
ば
豊
作
・
西
が
勝
て
ば
豊
漁

が
く
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
は
っ
き
り
し
た
勝
負
は

つ
か
ず
、
ど
ち
ら
も
自
分
た
ち
が
勝
っ
た
と
意
気
揚
々
と

引
き
揚
げ
ま
す
。

こ
の
稀
祭
は
、
民
間
信
仰
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
、
五

穀
豊
穣
や
除
災
招
福
、
家
内
安
全
を
願
っ
た
も
の
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
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女日本橋プラザビル

イベントスペース

11 月 1 日 ~2日

鶴岡市 (山形県)

やまが‘た鶴岡観光と物産市@

1 1月実施イベント

E N E V E 

1 1 月 27日 ~28日
八戸地i或広域市町村圏事務組合

(青森県)
東北新幹線八戸駅開業キャンぺ

ーン ナニャドヤラ廻道/ふる

さとフェスタin東京

1 1 月 5日 ~7日

稲川町 (秋田県)

伝統の技が息づく町 ・秋田県い

なかわキャンペーン@

11 月 15日 ~16日
舞鶴市 (京都府)

舞鶴じまん市

1月のイベント予定

*日本橋プラザビル

イベントスペース

1 月 31 日 ~2月 1 日

中山町 (山形県)

11 月27日 ~28日
八戸地域広域市町村圏事務組合

(青森県)
東北新幹線八戸駅開業キャンペ

ーン ナニャドヤラ廻道/ふる

さとフ工スタIn東京

宵ふるさと情報プラザ

イベントスペース

1 月7日~1 1 日

姫路市 (兵庫県)

1 月 1 5日 ~18日
秋田県

1 月 21 日 ~24日

木頭村 (徳島県) 女ふるさと情報プラザ
イベントスペース

1 1 月5日~9日
盛岡市ほか10町村 (岩手県)

雪銀河 盛岡広域スキー・ 温

泉 ・観光ポスター展@

1 月 28日 ~31 日
小坂町 (岐阜県)

11 月 1 9日 ~22日
中国五県観光物産協議会 (鳥取

県、島根県、岡山県、広島県、
山口県)

中国五県観光展

-
編
集
後
記

今
阿
の
特
集
テ

l
マ
「対
飢
プ
ラ
ス
白
」
は、

以
飢
の
保
全
よ
り
も
、
地
域
資
源
に
付
加
側
仰

を
付
け
、
幅
広
く
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
る

事
例
を
選
ん
だ
。
内
子
町
、
那
紛
市
な
ど
ψ
l
然、

点
か
ら
而
へ
ま
ち
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

V
蝶
麟
獅
子
を
見
た
あ
と
、
倉
士
川
市
に
寄
り
、

白
壁
土
蔵
群
・
赤
瓦
を
見
た
。
小
ぢ
ん
ま
り
し

た
地
域
に
あ
り
、

-H
壁
の
裂
け

H
な
ど
し

つ
く

い
で
補
修
さ
れ
た
跡
が
あ

っ
た
。
修
以
後
、
同

じ
悠
物
、
同
じ
ま
ち
だ
と
は
思
え
な
い
よ
う
な

変
身
を
滋
げ
る
例
が
多
い
小
で
、
好
ま
し
く
感

じ
た
。
民
家
に
挟
ま
れ
て
い
る
た
め
、
生
活
の

匂
い
も
あ
る
。

向
治
体
の
財
政
事
情
の
悪
化
と
迫
ら
れ
る
構

造
改
革
な
ど
環
境
が
厳
し
い
中
、
ま
ち
づ
く
り

は
今
後
、
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
述
携
が
ま
す
ま

す
重
安
に
な

っ
て
く
る
。
だ
が
、
相
変
わ
ら
ず

縦
訓
り
行
政
で
そ
れ
ぞ
れ
、
景
観
づ
く
り
を
進

め
て
い
る
例
も
あ
る
と

一
部
で
、
感
じ
た
。

V
何
度
か
誘
い
が
あ
り
、
静
岡
県
龍
山
村
の
点

京
で
の
会
見
に
出
席
。
同
村
は

「
日
本

一
の
過

疎
の
村
」
と
、
品
目
か
ら
修
験
者
も
好
ん
だ
と
い

わ
れ
る
マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン
の
豊
か
さ
が
売
り
物

で
あ
り
、
今
回
は
そ
の

P
R
。
見
え
な
い
も
の

を
売
る
而
内
さ
と
、
何
度
も
誘
う

H

熱
意
u

も

っ
と
感
心
し
た
。

(丘
)

観
光
資
源
の

特
集
H

遊
び
心
で
ま
ち
づ
く
り

地域づくり 1月号
平成 14年 IJJ41l発行 編集発行=財同法人地域活性化センター

HI京都中央区1I本僑 2-3-4 II本僑プラザピル 13階 '， n: i.，~ 03-5202-6131 (ftJ http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/ 
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