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な
ぜ
住
民
は
参
加
す
る
の
か

―
長
野
県
小
布
施

町

の
町
づ
く
り
に
お
け
る
協
働
を
事
例
に
―

総

合

政

策

学

部

ニ

年

越

村

円

香

は

じ

め

に

―
研

究

意

義

と

そ

の

意

義 

一、
小

布
施

町

の
概
況

ニ
、

町
の
行

事

へ

参

加

す

る

住

民

と

行

政

の

意

識 

三
、

小

布

施

町

に

お

け

る

住

民

参

加

の

過

程

と

要

因 

お
わ
り
に

は

じ

め

に

政
治
や
社
会
に
対
す
る
f

意
識
の
低
下
が
®
^
さ
れ
て
久
し
い
。
事
実
、

一
®

 

に
政
治
活
動
を
全
く
行
な
わ
な
か
つ
た
ひ
と
は
ニ
〇
〇
八
年
時
に
約
七
割
を
占
め
る
と 

い
う
調
査
：

W

も
あ
る
一
。

「
面
倒
く
さ
い
」
、

「
自

分

の

行

動

が

を

与

え

る

と

は

思

え
な
い
」
、

「
実
情
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
つ
た
理
由
か
ら
政
治
や
社
会
に
#
^
す

国
全
体
で
政
治
や
社
会
へ
の
矣

i
意
識
が
低
下
®

に
あ
り
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
と 

し
て
、
「
自
分
と
の
生
活
の
関
連
性
を
見
出
せ
な
い

こ

と

」が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ 

で
は
生
活
と
の
関
連
性
を
見
出
だ
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
政
治
や
社
会
に
対
し
て
衾
®
 

す
る
意
識
は
高
ま
る
の
だ
ろ
ぅ
か
。

こ
こ
で
住
民
の
政
治
•
社
会
#
^
が

盛

ん

な

露
 

県
^

^

町
に
注
目
し
た
い
。
同
町
で
は
一
九
八
〇
#

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
住 

民
が
主
体
的
に
§

す

る

「
町
づ
く
り
」

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
鳩
山
政
権
が

s

し 

た

「
新
し
い
公
共
」
円

烹
3X
讓
で
は
、
官

民

篇

の

先

肇

例

と

し

て

取

り

上

げ

ら

れ

ニ

、 

全
国
か
ら
注
目
を
集
め
て
お
り
、
多
く
の
自
治
体
か
ら
視
察
団
が
訪
れ
て
い
る
。
小
布 

施
町
の
市
村
良
三
町
長
が
、
同

町

の

町

民

力

と

篇

力

の

高

さ

を

強

調

し

、
「
住
民
自
身 

が
主
：

に
町
づ
く
り
に
#
^
し
た
い
と
い
う
意
識
が
強
い
」
と
述
べ
る
と
お
り
一
二
、
住

な

ぜ

小

惠

町

の

住

民

は

疆

的

に

町

づ

く

り

に

蠢

す

る

の

か
。
本
稿
の
目
的
は
、

民
主
体
に
よ
る
様
々
な
取
り
組
み
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

る

こ

と

を

嫌

厭

す

る

ひ

と

は

一

定

^

^

！
!
在

す

る

と

考

え

ら

れ

る

。



小
#
^
町
の
住
民
が
_

的
に
#
^
す
る
要
因
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

小

蘿

町

は

、
人
口
一
万
ニ
千
人
弱
で
四
、
集
落
は
す
べ
て
町
役
場
か
ら
半
径
ニ
キ
ロ 

の
同
心
円
内
に収

ま

り

、住
民
同
士
が
互
い
を
認
識
す
る
相

n
s

を
形
成
し
て
い
る
五
。 

主
要
産
業
は
農
業
で
、
生

活

用

水

.

i

用
水
の
—

を
守
る
た
め
に
地
域
内
の

M

ロ 

が
強
い
地
域
と
な
つ
て
い
る
。

一
方
で
江
戸
時
代
は
菜
種
を
は
じ
め
と
し
た
商
品
@

 

の
生
産
が
盛
ん
でf

部
へ
商
売
に
出
か
け
て
い
た
こ
と
、
大

P
街

道

•
中
山
道
を
通 

じ
て
商
業
の
中
継
地
点
で
あ
つ
た
こ
と
な
ど
に
起
因
し
て
、
町
内
外
に
目
を
向
け
る
意 

識
が
早
く
か
ら
根
付
い
た
と
言
わ
れ
て
い
4

ハ
。

こ

ぅ

し

た背
景
か
ら
、
住

民

蠢

が

実

現

し

て

い

る

要

因

は

、
「
人
口
が
少
な
い
こ
と
、 

歴
史
的
文
@

シ
ン
ボ
ル
が
あ
る
こ
と
」
と
い
つ
た
町
の
！
^

か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と 

が
多
い
ヒ
。

そ
の
た
め
小
！

町
の
住
民
を
#
^
さ
せ
る
手
法
は
す
ば
ら
し
い
も
の
の
、 

他
の
地
域
へ
の
応
用
が
困
難
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
八
。

は

た

し

て

本

当

に

小

恵

町

の

住

民

余

爺

は

、
町

の

議

に

よ

る

説

明

で

十

分

と

言 

え
る
の
だ
ろ
う
か
。

一

言

に

「
住
民
」
と
言
つ
て
も
、

G
i?

に
サ
ポ
丨
-
か
が
な
か
っ
た

と

し

て

も

主

体

的

に

行

動

を

起

こ

と

が

で

き

る

「
疆

的

住

民

」
、
霄

ら

か

の

後
 

押
し
が
あ
れ
ば
行
動
を
起
こ
す
「
協
力
的
住
民
」
、
③

ど
ん
な
サ
ポ
ー
ト
が
あ
つ
て
も
行 

動

し

な

い

「
無

閨

心

な

唐

」

が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
通
り
、
$

 

施
町
で
は
、
協

力

的

住

民

^

言
す
れ
ば
、
何
ら
か
の

P

し
が
な
け
れ
ば
行
動
し 

な
い
住
民
も
、
町
づ
く

り

に

#

vg

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
協
力
的
住
民
の 

を

促

す

「
何

ら

か

の

捧

し

」
が
存
在
し
て
お
り
、
他
の
自
治
体
に
も
応
用
可
能
な
枠 

組
み
が
存
在
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
ぃ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

小
^
^
町
の
住
民
衾
®

に
よ
る
町
づ
く
り
を
事
例
と
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、
^

 ̂

施
町
で
実
施
さ
れ
た
^

M
m

に
つ
い
て
、
条
例
がi

さ
れ
る
過
程
か
ら
住
民
の
自 

主
性
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
を
検
証
し
た
川
井
•
川

向

(
ニ
〇
〇
八
)
九
、
修

へ

 

の
住
民
の
余
爺
プ
ロ
セ
ス
を
住
民
団
体
の
動
き
か
ら
^
^
し
、
住
民
が
ど
の
よ
ぅ
に
計 

画
に
関
わ
つ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
浅
川
ら
(
一
九
九
七
)

一
0
、

こ
れ
ま
で
の
町 

の
政
策
を
示
し
た
上
で
<

摄

の

小

！

町
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
た
^

4

•
関
ロ 

•
谷 

ロ 

(
ニ
〇
〇
八
)

一
一
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
^
#
^
町
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
政
策
の
変

129



遷
と
住
民
が
ど
の
よ
う
に

4 Jig

し
て
き
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
^
^
が
も
た
ら
さ
れ 

た
か
と
い
^

^

に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
住
民
が
な
ぜ
舍
®

し
た
の
か
と
い 

う
要
因
の
分
析
や
行
政
の
住
民

f

へ
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
は
十
分
な
答
え
を
示
し 

て
ぃ
な
ぃ
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
町
民
と
行
政
職
員
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
住
民
§

が 

実
現
し
て
い
る
要
因
分
析
を
行
い
、
他
の
自
治
体
に
も
応
用
可
能
な

i

み
が
存
在
す 

る
か
否
か
を
、
検
証
す
る
0

本
稿
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
^

^

町

に

お

け

る

住

民

盡

の 

現
状
i

ベ
る
。
現
在
の
^

^

町

の

ま

ち

づ

く

り

の

手

法

は

一

九

八

に

行

な
 

わ
れ
た
政
策
に
起
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
て
き
た
住
民
と
行
政
の 

篇

の

手

法

よ

り

、
現

隹
仃
な

わ

れ

て

い

る

屢

が

実

施

さ

れ

る

に

至

っ

た

震

を

明 

ら
か
に
す
る
。
第
二
章
で
は
、
具
体
的
な
事
例
か
ら
住
民
と
一
^

の
関
わ
^
^
と
住
民 

と
行
政
の
意
識
か
ら
な
ぜ
余
^
^
が
実
現
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
小 

^

町
で
実
施
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト

「̂
IX

Sm
n
m

ersch
o
o
lb

vH
- LA

B
」

と

「
六

斎
市
」

に
お
い
て
、
住

民

や

役

議

員

に

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー
し

た

繫

を

述

べ

る

。
第
一 

章

•
第
二
章
を
ふ
ま
え
て
、
第
三
章
で
は
な
ぜ
住
民
は
％

§

し
て
い
る
の
か
、
行
政
は 

ど
の
よ
ぅ
な
体
制
を
整
え
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
住
民
参 

加
が
盛
ん
で
は
な
い
他
の
自
治
体
や
よ
り
大
規
模
な
自
治
体
に
対
し
て
、
余

i
を
促
進 

さ
せ
る
手
法
を
撞

16

す
る
。

一
、

小

布

施

町

に

お

け

る

「
参
加
意
識
」

の

形

成

過

程

一
九
八
〇
年
以
降
^

^

町
で
実
施
さ
れ
た
修

m

i
と
花
の
ま
ち
づ
く
り
が 

と

住

民

の

屢

が

行

な

わ

れ

た

代

蠢

な

事

例

で

あ

る

。

こ

れ

ら
二
つ
の
事
例
で
住
民 

の
参
油
が
ど
の
よ
ぅ
に
実
践
さ
れ
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
住
民 

f

の
手
法
と
そ
れ
が
実
践
さ
れ
る
に
至
っ
た

i

を
示
す
。

(
1
)
葛
飾
北
斎
を
活
か
し
た
町
づ
く
り
の
は
じ
ま
り

昭

和

四

一

(
一
九
六
六
)
年

•
翌

四

ニ

年

に

覆

さ

れ

た

葛

飾

北

斎

の

塵

16

会
に
お

130



い
て
、
小

惠

町

か

ら

貸

し

出

し

た

¢
00
が
国
際
的
に
1

を
受
け
た
こ
と
か
ら
当
時 

の
町
長
で
あ
る
市
；̂

夫
は
葛
飾
北
斎
の

i

と
屋
台
の
保
存
、
郷
土
の
歴
史
文
化
に 

対
す
る
誇
り
を
取
り
戻
す
こ
と
を
目
的
に
、
葛
飾
北
斎
の
作
品
展
示
と
北
斎
芸
術
の
研 

究
拠
点
と
し
て
の
北
^

^

の

S

を
！
^

し
た
三
。

そ
の
後
昭
和
五
〇
年
に
_
発
公
社 

理

晝K

で
一
一
-.、
人
口
増
加
政
策
の
宅
墨
成
に
伴
ぅ
収
入
を
利
用
し
て
設
立
す
る
こ
と 

が
決
！
一
さ
れ
、
翌
五
一
年
に

S

し
た
。
人
口 S

の
小
さ
い
農
村
に
お
け
る
美
i
 

の
®

は
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
注
目
も
集
め
、

S

か
ら
五
力

nr®

で
三
万
五
千
人
超
が 

来

場

し

た

一

四

。

多
く
の
^
^
客
が
来
場
す
る
よ
ぅ
に
な
つ
た
こ
と
を
受
け
て
、
昭
和
五
四
年
に
町
を 

紹

介

す

る

中

心

震

が

設

立

さ

れ

る

。
北

霞

•
栗

菓

ど

八

一

団

体

が

％

§

 

す
る
^
#
^
町
観
光
協
会
が
1

し
、
観
光
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
住
民
生 

活

の

賺

を

重

視

し

地

域

文

化

を

楽

し

ん

で

も

ら

う

観

光

の

形

を

鳥

し

た

。

町
は
町
家
建
築
と
屋
敷
建
築
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ

の

種

を

活
 

か
し
た
町
づく
り

を
行
な

う
こ

と

が
必
要
と
さ
れ
た
。

こ
の
時
期
か
ら
、
^
!
職
員
と 民

間W
W

双
方
が
、K

の
町
づ
く
り
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
に
§

し
、
共
に
町
づ 

く

り

を

謹

し

て

い

く

動

き

が

活

発

化

す

る

。
昭
和
五
七
年
に
第
五
回
全
国
町
並
み
ゼ 

ミ
*

足
大
会
に
需
し
た
こ
と
を
通
し
て
ー
丑
、
住

震

の

整

備

.
地
域
コ
ミ
ユ
ニ
テ
イ 

と
ア

イ

デ

ン

テ

イ

テ

イ

•
観

光

を

含

め

た

豪

振

興

を

基

$

針
と
し
て
、
外
か
ら
の 

刺
激
が
絶
え
ず
入
っ
て
く
る
：̂

け
づ
く
り
を
行
な
ぅ
と
い
^
&
づ
く
り
の
目
的
が
確 

立
し
た
。
同
年
、
文

傷

光

雲

や

商

工

会

、

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
な
ど
が
主
催
し
て 

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

「
明
日
の
^

^

を
語
る
」
が

催

さ

れ

「
文
化
が
薫
る
^

一
町
」
「
北 

な
ど
を
中
心
にま
ち
全

体

が

ミ

ユ

ジ

ア

ム

」
を
町
の
方
針
と
す
る
こ
と
が
共
有 

さ
れ
た
。
こ
の
時
に
形
成
さ
れ
た
方
針
は
、
現
在
の
町
づ
く
り
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

同

年

に

高

井

鴻

山

の

書

斎
で
あ
る
簾
楼
を
同
家
か
ら
買
い
取
り
、
高

i

山
の
業 

績
を
広
く
伝
え
文
化
の
®

g

と
継
承
を
目
的
と
し
て
一
般
公
開
す
る
！
！
^
を
^
#
^
町 

の
行
政
が
打
ち
出
し
た
。

こ
れ
に
あ
わ
せ
て
周
辺
の
整
備

W
f

を
実
施
す
る
こ
と
が
計 

画
さ
れ
た
。

こ

れ

に

対

し

て

光

客

の

た

め

の

町

づ

く

り

に

よ

る

失

敗

例

が

あ

り

、 

一®

任

せ

に

す

る

だ

け

で

は

の

あ

る

計

画

が

立

案

で

き

な

い

こ

と

、
⑵
資
本
の
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蓄
積
が
な
い
町
が
で
き
る
こ
と
に
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
町
民
と
の
1

が
必
要
で
あ 

る
こ
と
、
⑶計
画
そ
れ
S
体
が
生
活
共
同
体
を
破
壊
す
る
も
の
に
な
る

危
険
性
があ
る
、 

と
考
え
た
市
村
次
夫
を
中
心
と
し
て
、
町
に
対
し
て
^

一
に
よ
る
町
づ
く
り
の
提
案
を 

行

な

っ

たH

ハ
。
^

^

町
は
資
本
の
蓄
積
が
小
さ
い
土
地
に
お
い
て
は
行
政
の
み
で
町 

づ
く
り
を
^
^
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
行

政

と

住

民

• 

そ
れ
ぞ
れ
が 

す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
石
。

こ
の
提
案
を
も
と
に
、
対
象
地
域
内
に
住
む
町
民
ニ
軒
.

^

^

堂

•
趣

信

用

金
 

庫

•
役

場

の

五

者

会

顏

が

羅

さ

れ

た

。
「
町
の
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
ぅ
な
も
の
が
大
切 

力
ど
ぅ
力
は
外
の
人
間
の
判
断
に
よ
る
の
で
は
な
く
内
の
人
間
に
よ
つ
て
決
め
る
も 

の
で
あ
る
」
と
考
ぇ
、
一̂

と
住
民
が
話
し
合
い
、
役
割
分
担
を
し
な
が
ら
町
づ
く
り 

を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。
行
政
は
当
初
か
ら
五
者

i

へ
の
#g

を
表
明
し
た
わ
け
で 

は
な
か
つ
た
が
、
！

と
の
対
等
な
会
議
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
官
民
の
1

プ 

ロ
ジ
ェ
ク卜
が
|i
始
し
た
。

こ

の

会

議

で

は

蠢

の

靈

の

見

直

し

、
現

代

の

生

活

を

糧

に

す

る

こ

と

な

く

日

C

星

活

の

な

か

で

®

^

に
歴
史
文
化
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な

1
®
*

備
を
行
な
う
と
い 

う
基
本
計
画
に
則
っ
て
町
づ
く
り
に
か
ん
す
る
決
定
が
な
さ
れ
た
。

こ
れ
が
修
®
*

 ̂

の
第
一
歩
と
な
る
。
^

一
町
で
は
歴
史
的

i

'E
町
並
み
を
復
元
し
保
存
す
る
の
で 

は
な
く
、
日

塞

活

の

中

で

歴

史

文

化

が

感

じ

ら

れ

る

よ

う

に

襲

を

整

備

す

る

。
古 

い
も
の
は
古
い
も
の
と
し
て
残
し
、

そ
れ
ら
と
連
^

を
保
ち
既
存
の
も
の
を
活
用
し 

な
が
ら
生
活
震
を
整
備
す
る
と
い
う
手
法
を
用
い
た
た
め
一
八
、
修
景
と
い
う
一
一
一
一
暴
が 

用
い
ら
れ
た
。
璧
が
現
在
ま
で

i

し
て
き
た
背
景
に
は
、
住
民
と
町
の
^

 ̂

の
結
果
が
全
国
的
な
評
価
を
受
け
た
こ
と
や
一
九
、

住
！®

を
よ
く
し
た
い
と
い

>5-

&
民 

自
身
の
内
発
的
な
動
機
が
ぁ
っ
た
こ
と
が
ぁ
げ
ら
れ
る
ニ
0
。
棄

の

讓

を

目

的

と

し
 

て
、

の

ち

に

こ

の

に

加

わ

る

ひ

と

へ

の

金

銭

的

支

援

や

優

れ

た

成

果

の

圈

員

、
相 

談

施

設

の

震

な

ど

の

支

糧

度

が

*

从
さ
れ
た
他
、
建
築
や
町
並
み
に
か
ん
す
る
基 

準
が
明
文
化
さ
れ
た
三
。

こ
れ
ら
の
一
連
の
取
り
組
み
に
基
づ
き
！̂

ニ

年

に

「
う
る 

お
い
の
あ
る
美
し
い
条
例
」

が
1

さ
れ
、
住
民
と
行
政
の

M

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り 

を
促
す
施
策
の
土
台
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
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第
一
次藍

！！

_

と
ま
ち
づ
く
^
^
例
を
背
景
に
、
®

で
も
町
づ
く
り
に
か
ん
す 

る
動
き
が
活
発
化
す
る
。
！̂

三
年
に
町
内
の
建
築
.
造
園

i

に
ょ
っ
て
^

^

景 

観
研
究
会
が
設
立
さ
れ
た
■
一
二
。
ま
た
^

i

町
商
工
会
の
地
域
振
興
部
• 

|1晕

部
は
地 

域
振
興
活
動
を
活
発
化
し
た
他
、
町
づ
く
り
の
促
進
の
た
め
に
若
者
を
中
心
に
讓
さ 

れ
た
イ
ベ
ン
ト
主
催
グ
ル
ー
プ
「
彩
時
屋
」
は
町
内
で
コ
ン
サ
ー
ト
を

S

す
る
な
ど 

の
活
動
を
行
っ
た
。

こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
は
イ
ベ
ン
ト
1

時
以
外
に
も
町
へ
の
提
言 

な
ど
横
|?
的
な
町
づ
く
り
活
動
を
^
^
し
、

の
ち
に
第
三
セ
ク
タ
ー
方
式
に
ょ
る
ア
. 

ラ
小
^
^
と
な
る
。

ア

•
ラ
-
^
1
^
は
官
§

者
の
長
所
を
活
か
し
な
が
ら
交
流
と
情 

報
発
信
の
拠
点
と
し
て
設
立
さ
れ
た
他
、
璧

i

拡
大
の
S

と
な
つ
た
一
一
一
一
0 

住
民
の
発
案
に
ょ
っ
て
開
始
さ
れ
た
町
並
み
藍
^

f

は
、
当
初
は
一
部
の
住
民
と 

行
政
に
よ
る
^
^
に
と
ど
ま
つ
て
い
た
。
だ
が
、
行
政
が
ま
ち
づ
く
り
の
^
^
と
住
民 

の
1

促
進
を
目
的
と
し
て
基
準
を
！
^

し
た
こ
と
、
町
の
変
化
を
み
た
他
の
住
民
. 

民

間

へ

、
町
づ
く
り
へ
の
蠢
が
波
及
し
た
こ
と
に
よ
り
住
民
と
行
政
の
篇 

が
拡
大
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
2
)
花
の
町
づ
く
り

昭
和
五
五
年
よ
り
住
！
^

の
質
の
向
上
を
目
的
と
し
て
町
の
美
化
運
動
や
_

運
動 

が
町
内
自f

や
地
区
単
位
で
開
始
し
た
。
昭
和
五
六
年
に
住
民
の
心
を
大
切
に
し
た 

歴

史

と

文

化

の

町

を

島

す

「第
二
次
総

<1 
許

画

」
が

畫

さ

れ

、
臭

文

化

と

景

観 

の
調
和
し
た
美
し
い
町
づ
く
り
を
目
指
し
、
町

木

篥

)
.
普

及

花

5

す
み
草
、
サ
ル 

ビ
ア
、
萩
)
•
町

花

(
り
ん
ご
)
を
定
め
、
景
観
形
成
の
柱
と
し
た
—

こ

れ

に

よ

备
 

を
中
心
と
し
た
町
づ
く
り
が
開
始
し
、
花
づ
く
り
を
^
^
す
る
団
体
が
行
政
•
住
民
の 

双
方
で
i

さ
れ
た
。

一
連
の
花
づ
く
り
の
運
動
は
、
尸£

の
方
針
に
対
し
て
市
®
 

体
や
自
治
会
の
協
力
に
よ
つ
て
拡
大
し
た
と
い
え
る
。
加

え

て

後

に

畫

さ

れ

る

震 

デ
ザ
ィ
ン
基
準
に
お
い
て
、
^
^
や
花
壇
づ
く
り
な
ど
が
町
民
の
自
主
的
な
行
動
指
針 

と
し
て
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
の
美
し
い
町
づ
く
り
に
花
を
も
つ
て
取
り
組 

む
と
い 

針
の
基
点
と
な
つ
た
。

行
政
は
町
民
の
町
づ
く
り
へ
の
関
心
を
高
め
る
ひ
と
つ
の
手
段
と

し

て

、

昭
和
六
ニ 

年
以
降
はま
ち
づ
く
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
現
、

ま

ち
づ
く
り
フ
ォi
フ
ム
)や
、

花
づ
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く
り
の
成
果
を
明
示
す
る
た
め
の

小
^
^
フ
ラ
ワ
^

—

コ
ン
ク
^
 

—

ル
、
お
ぶ
せ
花
ま
つ
り 

を
_
催
し
た
ー
|

1

元
年
、
^
#
^
町
は
竹
$

丑
内
閣
時
の
政
策
で
あ
る
ふ
る
さ
と 

創
世
一
億
円
事
業
を
活
用
し
て
、
町
民
_

研
修
と
$

思
都
か
ら
親
子
を
招
き
、
田
舎 

で
の
生
活
を
篇
し
て
も
ら
ぅ
ふ
る
さ
と
交
流
囊
を
行
な
つ
た
兵
。
町

民

舞

研

修 

は

「
緑
と
花
に
包
ま
れ
た
町
を
自
ら
の
目
で
確
か
め
る
こ
と
で
花
の
町
づ
く
り
に
活
か 

す
こ
と
」
「
ま
ち
づ
く
り
の
舞
先
進
地
を
視
察
し
、
国
1

覚
を
身
に
つ
け
、
帰
国
後 

は
ま
ち
、つ
く
り
の
リ
^

—

，ダ

'

—

と
な
る
」

こ
と
を
目
的
に
実
施
さ
れ
た
。
！̂
-
^
九
年
ま
で 

は
花
を
中
心
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
研
修
を
実
施
し
一
〇
七
名
の
町
民
が
#
^
し
た
。
平 

成

一

二

年

か

ら

還

一

五

年

ま

で

は

忠

重

ま

ち

づ

く

^

研
修
を
実
施
す
る
。
平 

成
三
年
四
月
に
は
迆
兀
住
民
の
手
作
り
で
完
成
し
た
山
王
島
地
区
の
地
域
ふ
れ
あ
い
花 

公
園
の
よ
う
な
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ活
動
を
通
じ
た
ま
ち
づ
く
り
1

へ
の
®

金
の
交 

付
を
決
定
し
、
住
民
の
活
動
を
支
援
す
る
制
度
を
確
立
し
た
ニ
七
。
行
政
は
住
民
が
主
体 

的
な
活
動
へ
の
支
！
^
:
制
を
¥
2
し
た
だ
け
で
な
く
、
花
を
中
心
と
し
た
町
づ
く
り
の 

中
心
人
物
を
育
成
し
、
成
果
を
明
示
す
る
こ
と
で
花
づ
く
り
の
議
を
墨
し
た
の
で

あ

る

0

町

の

蠢

を

嘉

に

活

用

す

る

と

い

針

か

ら

、
花
づ
く
り
は
生
活
震
や
景
観 

の
整
備
だ
け
で
な
く
、
産
業
に
も
活
用
さ
れ
た
。
！̂

九
年
に
は
花
の
産
業
振
興
に
よ 

る
町
づく
り

^

^

を目
的
に
、
お
ぶ
せ
フ

ラ

ワ

ー
セ
ン
夕

1

がした。

こ

の

施
設 

で
は
花
苗
の
生
産
•
供
給
の
他
に
生
産
農
家
の
育
成
•
花
の
^

•

販
^

g

の 

拠
点
と
し
て
の
役
割
を
担
つ
て
い
る
。

一̂

一
ニ
年
に
は
町
内
三
十
八
戸
の
協
力
を
得
て
、
個
人
の
庭
園
を
公
開
す
る
オ
ー 

プ
ン
ガ
ー
デ
ン
を
開
始
し
た
。
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
は
景
観
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
住 

民

同

士

の

交

流

や
町

内
外

か
ら

の
見

と

の
出

会

い

$

流
を
目
的
と
し
て
実
施
さ 

れ
た
。
同
時
に
個
人
の
趣
味
と
し
て
の
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
が
町
づ
く
り
に
も
た
ら
す
効
果 

を
明
確
に
示
す
目
的
も
あ
っ
た
。
現
在
で
は
一
三
〇
戸
が
自
宅
の
庭
を
公
開
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
花
づ
く
り
を
中
心
と
し
た
町
づ
く
り
は
、
花
づ
く
り
協

I
K
K

を
は
じ
め
、
花 

f14
讓
、
創
造
の
会
、
あ
す
か
会
、

ヨ
ー
ロ
ッ
バ
花
の
会
等
の
グ
ル
ー
プ
や
学
校
の
団 

体
に
支
え
ら
れ
拡
大
し
た
.一
公
花
づ
く
り
は
町
づ
く
り
の
主
軸
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
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の
で
あ
る
が
、
行
政
が
主
導
し
て
^
^
を
働
き
か
け
た
事
例
で
も
あ
り
、
町
民
同
士
の 

と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
促
進
さ
せ
た
と
言
え
る
。
加
え
て
界
か
ら
の
注
目
を 

集
め
、
晃
と
の
交
流
の
契
機
と
な
る
事
例
で
も
あ
る
。

(
3
)人
口
政
策
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維

持

を
目
指
し
た
町
づ
く
り

昭
和
四
三
年
に
人
口
が
減
少
し
始
め
た

こ

と

を
う
け
て
、
市
®

夫
町
長
は
人
口
増 

加
策
に
着
手
し
た
。
産
業
i

の
安
定
化
を
目
的
と
し
つ
つ
一
万
ニ
の
人
口 

^

を

し

て

団

地

の

建

1

ど
の
宅
地
造
成
が
進
め
ら
れ
た
。

i

に
あ
た
っ
て 

は
一
力
所
五
〇
〜
ー
〇
〇
戸
一
^

の
宅
地
開
発
を
行
い
、
既
存
の
集
落
と
集
落
の
間
を 

埋
め
るよ
う

に

配
置
し
時
間
を
か
け
て
行
う
こ
と
で
、
従
来
か
ら
住
ん
で

い

る

；
^

と 

移
住
し
て
き
た
住
民
が
：̂

す
る

こ

と

を
防
ぐ
工
夫
が
さ
れ
た
。
ま

た

新

し

く

さ
 

れ
た
団
地
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

を
！*

し
、
住
民
に
給
与
所
得
者
が
多
く
消
防 

団
が
つ
く
れ
な
い
地
域
の
た
め
に
婦
人
消
防
団
を
つ
く
る
な
ど
、
地
域
づ
く
り
も
同
時 

に
行
な
わ
れ
た
。

こ
れ
は
新
し
い
も
の
を
持
ち
込
む
開
発
型
で
は
な
く
、
既
存
の
町
の

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

と調
和
し
な
が
ら
新
し
い
も
の
を
取
り
込
ん
だ
と
い
で

小
#:

一
町 

の
町
づ
く
り
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
•
瓦
。

こ
れ
ら
の
政
策
は
役
場
が
設 

立
し
た
開
発
公
社
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
、
昭
和
四
七
年
に
は
人
口
は
一
万
人
^
^
に
ま 

で
回
復
し
た
。

そ
の
後
少i
I
i齢
化
や
景
気
低
迷
の
中
で
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
基
盤
の
維 

持•

繁
を
は
か
る
手
段
と
し
て
国
が
市
町
村
八
屏
を
謹
し
、
&

県
で
も 

村八綱」
が

i

さ
れ
た
。
そ
こ
で
^

一
町
は
、
町
の
将
来
を
住
民
の
総 

意
に
よ
っ
て
決
め
る
こ
と
と
し
て
、
！̂

一
三
年
五
月
か
ら
三
回
に
わ
た
っ
て
、
町
民 

に
対
し
て
供
を
行
な
っ
た
三
0。
同
年
八
月
に
は
役
#

村

4

究 

プ

ロ

ジ

ェ

ク

トチ

ー

ム

を

し

て

検

討

を

進

め

る

と

と

も

に

、
八
屏
^
®
に
つ
い
て 

町
民
のMi

：の
©
®

に
つ
と
め
た
三
。

こ
れ
に
あ
わ
せ
て
町
報
お
ぶ
せ
で
は
シ
リ
ー
ズ

市
町
村
八屏

歷

と

題

し

て

、鐘

の

震

に
よ

り

町
民
に
供
を
全
七
回
実
施 

し
た
。
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
^
-
は
九
十
五
•
九
％
と

A屏
に
対
す
る
関
心
の
高
さ 

も

同

え

る
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こ
れ
ら
の
調
査
の
—

、
^
#
^
町
は

A#

し
な
い
こ
と
を
決
定
し
、
i

一
六
年 

二

月

「
小
^
^
町

自

立

に

向

け

た

将

来

ビ

ジ

ョ

ン

-
小
さ
な
町
の
大
き
な
«
戦
丨
」

の
成
案
を
発
表
、
^

^

町
の
自
立
宣
言
を
行
な
ぅ
。
町

が

墨

す

指

針

と

し

て

⑴
小 

さ
な
町
の
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
て
住
み
た
い
町
小
#
^
を
実
現
し
一
人
一
人
が
健
や
か 

に
暮
ら
す
こ
と
、

発
六
次
産
業
や
小

i

流
お
も
て
な
し
、
生f

化
を
ブ 

ラ
ン
ド
に
し
に
ぎ
わ
い
と
交
流
の
ま

ち

づ

く

り

を進
め
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
八
屏
を 

し
な
い
と
い
ぅ
選
択
に
ょ
り
、
従
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
賺
さ
れ
た
ほ
か
、
^

^
 

町
の
8

を
活
か
し
た
町
づ
く
り
と
交
流
を
目
指
す
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

昭
和
五
五
年
に
に
就
任
し
た
中
村
功
町
長
は
住
民
余

i
の
行
政
を
進
め
る
た
め 

に
様
々
な
政
策
を
行
な
つ
た
I
。
「
町
民
が
進
ん
で
ま
ち
づ
く
り
に
％

§

す
る
た
め
に
は
、 

ま
ず
心
触
れ
合
う
対
話
か
ら
」
と
い
う
町
長
の
考
え
に
基
づ
き
、
地
区
行
政
懇
談
会
の 

S

と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
の
建
設
を
行
な
つ
た
。
そ
れ
に
併
せ
て
「
生
活
1

実
態 

調
査
」
「
證

長

行

政

懇

談

会

」
「
一

日

女

41」

「
住
み
良
い
町
に
す
る
た
め
の 

一
〇
〇
〇
人
ア
ン
ケ
ー
ト
」
な
ど
も
実
施
し
た
。

こ
れ
ら
は
大
勢
の
町
民
の
#

v
g

の
も

と
、
対
話
や
学
習
を
す
る
中
で
公
共
性
を
も
つ
課
題
を
共
有
し
、
施
策
に
活
か
す
こ
と 

を
目
的
に
し
た
。

屢
の
こ
と
は
そ
の
後
の
町
政
で
も
継
承
さ
れ
、
一̂

元
年
に
町
長
に
就
任
し
た
唐 

沢
町
長
も
前
町
長
と
疆
の
目
的
か
ら
、

町

基

塞

i
W

41 
条
例
」
に
基
づ 

き
同W

K

¥

1

、
1

三
年
を
^

W

と
す
る
小
#
^
総
合
計
画
に
つ
い
て
^

 ̂

を
行
な
つ
た
。
同
！

は
ニ
ー
^
^
を
語
る

 

一00
〇

人
委
員
会
•
地
域
づ
く
&
 

談

会

•
ま
ち
づ
く
り
一
〇
〇
〇
人
ア
ン
ケ
ー
ト

調

査

.

と
町 

長
と
の
懇
談
会
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
な
つ
た
住
民
ら
の
意
見
^
^
り
入
れ
た
上
で
第
三 

次
小
#
^
緊

合

計

画

の

證

、
還
六
年
に
後
期
基
本
計
画
を

i

し
た
。
前
期
五 

®

に
実
施
さ
れ
た
住
民
衾
®

に
ょ
る
町
づ
く
り
の
広
が
り
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め 

て
住
民
が
自
主
的
•
主
^
^
に
§

す
る
町
づ
く
り
を
基
本
的
方
向
と
し
て
定
め
て
い 

る
。
そ
の
後
も
疆
の
手
法
で
町
計
画
に
住
民
の
意
見
を
反
映
し
た
。
第
四
時
^

^
 

町
総
合
計
画
の

M
l
*

に
は
黑
一
三
年
に
は
花
咲
く
テ
ー
ブ
ル
懇
談
会
.
ま
ち
づ
く 

り
一
〇
〇
〇
人
ア
ン
ケ
1
ト

•
小
'

t
e
l

の
描
く
ニ
ー̂

^
g 

• i

づ
く
り
顏
狄
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会
な
ど
で
出
さ
れ
た
意
見
を
参
考
に
し
た
。

こ
れ
ら
か
ら
行
政
の
方
針
に
住
民
の
意
見 

を
反
映
す
る
手
法
が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

住
民
同
士
の
交
流
と
連
帯
感
を
高
め
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
町
民
運
動
会
も
開
催
さ 

れ
る

よ

う

に
な
る
。
町
基i

想
^1

4
1

の

答
申
を
受
け
てi

さ
れ
た
、
昭
和
五
六 

年
を
^W

と

す

る

「
小
#
^
町

総
合
計
画
(第
二
次
総
合
計
画
)
」
の
基
^
^
策
で
は 

「
住
民
がう
る

お

い

のあ
る
住
み
良
い
近
隣
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
社
会
を 

つ
く
ると
と

も

に

、行
政
の
効
率
的
な
運
営
を
図
る
」
目
的
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関 

す
る
^
^
を
す
す
め
た

一一一一-一0

こ
れ
ら
か
ら小
^

^

町
のt

：ti

を
と

ら

え

直
し
、
そ
れ
を
活
用
す
る
施
策
を
実
施
し 

た

こ

と

が
明
ら
か
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
醸
成
に
か
ん
し
て
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

の
運
営
を
住
民
に
委
託
す
る
の
で
は
な
く
、
行
政
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
^
^
す

る

よ

う
 

な
制
度
設
計
と
政
策
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
出
来
る
。
町

計

画

の

畫

過

程

か 

ら
は
、
行
政
の
施
策
や
方
針
に
住
民
の
意
見
を
反
映
す
る
：̂

み
を
殖

E
す
る
こ
と
を 

通
し
て
住
民
外
見
を
出
し
や
す
い

i
w

を
整
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

(
4
)
協

働

を
主
軸
と
し
た
町
づ
く
り

黑
一
七
年
よ
り
町
長
に
就
任
し
た
市
村
良
三
は
、

こ
れ
ま
で
町
外
出
身
者
と
の
連 

携
に
よ
つ
て
様
々
な
取
り
組
み
が
ぅ
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
上
司
の
顔
色
を
伺 

つ
て
い
る
暇
が
あ
れ
ば
外
の
霜
を
入
れ
て
こ
い
」
と
発
言
し
—
、
外

部

と

の

蹇

と 

新
た
な
創
造
を
求
め
る
方
針
を
示
し
た
。

こ
の
方
針
に
従
つ
て
、
行
政
と
そ
の
他
の
組 

織
と
の
交
流
や
観
光
客
を
含
め
た
'

在
住
の
ひ
と
の

I *

的
な
受
け
入
れ
を 

行
つ
て
い
る
。

従
来
町
の
指
針
と
し
て
い
た
出
身
者
と
の
交
流
に
か
ん
し
て
は
、

K

出
身
者 

の
定
住
を
慕
す
こ
と
に
加
え
て
若
者
定
住
に
向
け
た
取
り
組
み
も
開
始
し
、

就 

農
者
の
増
加
を
§

す
政
策
や
都
市
部
の
企
業
へ
シ
エ
ア
オ
フ
ィ
ス
と
し
て
_
放
す
る 

計
画
も
な
さ
れ
て
い
る
。

ニ
ー
年
三
月
に
ま
ち
づ
く
り
の
第
二
ス
テ
ー 

ジ
3へ
」

を
*
け
て
ス
タ
1
-
し
、
町
お
こ
し
に
よ
つ
て
住
民
の
！®
:
^
に
供
す
る
こ
と
を 

目
的
と
し
た
第
四
次
^
#
^
町
総
合
計
画
•
後
期
基
本
計
画
の
後
、
！̂

ニ
三
年
以
後 

一
〇
年
の
第
五
次
小
蠢
町
総

合

計

画

が
畫

さ

れ
た

一

零

こ

の
計

画

で

は
「
四
つ
の
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篇

」

「
交
流
産
業
」

「
景
観
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
」
を
戦
略
方
針
に

t
又
て
町
づ
く
り 

を
進
め
る
方
針
を
示
し
た
。

こ
こ
で
：̂

が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
つ
た
董

11

と
し
て
、
町 

づ
く
り
に
お
い
て
町
民
と
行
政
の
1

が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
^
^
や
、
新
た
な
取
り 

組
み
が
実
施
さ
れ
る
際
に
は
町
民
外
の
ひ
と
と
町
民
•
一̂

と
の

i

が
行
な
わ
れ
て 

い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

戦
略
の
一
項
目
の
「
四

つ

の

篇

」
と
は
行
政
と
以
下
の
「
住
民
」
*
「
専

r

機
i
や 

大

学

•
研
究
所
」
•
「
地
場
企
業
」
•
「
晃

の

企

業

」
と

の

屢

を

指

し

て

い

る

。
町
民 

と
の
^
^
で
は
、
住
民
や
0

と
行
政
の
そ
れ
ぞ
れ
が
担
ぅ
べ
き

s

を
明
^
^
す
る 

こ
と
に
ょ
つ
て
％

§

を
促
進
し
て
い
る
。
例
と
し
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
医
療
対 

応

や

黑

ニ

〇

(
ニ
〇
〇
八
)
年
に
ま
ち
づ
く
り
寶
会
を

證

し

た

こ

と

が

あ

げ

ら 

れ
る
。
医
療
対
応
に
関
し
て
は
一
^

が
責
任
を
と
る
と
い
う
形
式
を
定
め
、
ま
ち
づ
く 

り
委
_
簽
に
関
し
て
は
委
_

签

が
示
し
た
提
言
は
必
ず
政
！
^

す
る
こ
と
を
実
践
し
た
。

専

や

大

学

•
研
究
所
と
の
1

で
は
、
惠
足
理
科
大
学
ゃ
法
政
大
学
、
—
 

大
学
な
ど
大
学
と
の
連
携
を
行
な
つ
て
い
る
。

こ

れ

ら

の
機
関
は
新
た
な
取
り
組
み
を

行
な
ぅ
だ
け
で
な
く
、
住
民
と
の
協
働
を
通
し
て
行
政
と
住
民
の
の
仲
介
役
も
担 

つ
て
お
り
、
行
政
と
住
民
の
篇
が
円
滑
に
進
む
ひ
と
つ
の
麗
に
も
な
つ
て
い
る
。

地
元
企
業
や
町
外
企
業
と
の
屢
を
通
し
て
町
の
魅
力
の
発
信
と
新
た
な
囊
を
実 

施
し
て
い
る
。
企
業
が
町
の
文
化
づ

く

り

の

当

^

！
で

あ

る
こ
と
を
楽
し
み
な
が
ら
活 

動
す
る
こ
と
が
町
つ
く

り

で

あ

る

と

と

ら

え企
業
も
^
^
の一
主
体
とし
た

-
壬
，

ニ
項
目
の
交
流
産
業
と
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
や
文
化
を
守
^

！同
め
る
こ
と
で
そ
れ

鼻

が

産

業

に

な

る

こ

と

を

mile

し
て
い
る
。
小
恵
町
に
あ
る
霧
を
産
し
、
 

観
光
地
で
は
な
く
住
民
が
ょ
り
住
み
良
い
町
を
つ
く
ろ
ぅ
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
生 

活
と
唐
の
関
連
性
を
明
示
し
、
篇

を

謹

す

る

一

助

と

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。
景 

観
や
産
業
を
通
じ
た
町
外
と
の
交
流
は
、
町
に
新
た
な
視
点
を
取
り
入
れ
、
外
部
か
ら 

み
た
^

町
を
知
る
機
会
に
も
な
つ
て
い
る
。

ま
た
近
年
は
外
部
の
取
り
組
み
を
疆
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
。
前
町
長
時
代
の
平 

成
一
〇
年
に
国
際
北
斎
A墨
や

、
$

ニ
一
年
の
^

^

音
楽
祭
、
黑

ー

三

年

か

ら 

ッ

シ

ョ

ン

の

疆

、
還

一

七

年

の

日

^

M

八
囊
受
け
入
れ
、
黑

一

九

年
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日
^M
ム

議

の

麗

、i

ニ
四
年
か
ら
小
恵
若
者
会
議
、
黑

ニ

五

年

は

尜

 

施S
u
m
m
e
r

 School

 by

 H
-L
A
B

を
開
催
し
た
。

こ
れ
ら
は
単
に
イ
ベ
ン
ト
を
誘
致 

す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
若
者
が
集
ま
つ
て
発
言
し
讓
論
を
行
い
、 

新
た
な
活
動
の
発
霞
点
に
な
る
こ
と
を
墨
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
町
長
は
^

!
 

若
者
ム
囊
に
か
ん
し
て
、
「
世
界
に
影
響
を
与
え
る
若
者
に
よ
る
ダ
ボ
ス
会
議
を
墨
す
」 

と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
在
は
外
部
の
％

§

者
を
迎
え
る
企
画
や
外
部 

と
の
か
か
わ
り
の
中
で
町
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

5
) 

小布施町に
お
け
る
住
民
の
参
加
意
識

町
づ
く
り
の
起
点
と
な
つ
た
街
並
み
^

i
H
K

で
は
、
行
政
の
計
画
に
対
し
て
、
住 

民
が
対
案
を
示
し
た
こ
と
か
ら
住
民
#

vg

に
よ
る
町
づ
く
り
が
始
ま
つ
た
。
そ
の
一
方 

で
、
花
の
ま
ち
づ
く
り
で
は

it

^

王
導
に
よ
っ
て
住
民

1

が
進
め
ら
れ
た
。
前
者
の 

g
K
a
、

を
i

し
よ
う
と
す
る
中
心
人
物
に
周
囲
の
住
民
が
賛
同
し
て
#

 ̂

が
広
が
り
、
靈

は

住

民

ら

か

ら

の

意

見

を

謹

す

る

靈

を

担

つ

た

。
後

者

の

變

H

行
政
が
握
ボ
し
た
成
果
が
住
民
の
や
り
が
い
を
つ
く
っ
て
い
た
。
両
者
に
共
通
し
て
い 

る
点
と
し
て
、
自
分
の
生
活
の
質
を
高
め
よ
う
と
す
る
_

か
ら
#
^
が
行
な
わ
れ
た 

こ
と
、
i

が
よ
i
谷
易
な
#
^
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
住 

民
の
i

をM
K

え
す
る
形
で
、
行
政
に
よ
る
法
整
儀
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
言
え 

る
0ま

た
小
#
^
町
民
の
1
0
パ
タ
ー

ン
は
、
®

i

的
に
衾
®

す
る
住
民
、
協
力
的
な
住 

民
、
菌
心
な
住
民
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
と
考

X.
ら
れ
る
。
憧

麻

囊

で

は

霞

に
 

対
し
て
働
き
か
け
を
行
な
っ
た
市
村
次
夫
が

I ®

的
に
f

す
る
住
民
、
五
者
会
議
に 

加
わ
っ
た
住
民
や
^

i
w
w

を
i

に
な
ん
ら
か
の
行
な
っ
た
住
民
が
協
力
的 

な
住
民
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
花
の
ま
ち
づ
く
り
に
か
ん
し
て
も
一
^

の
^
^
が
み
ら
れ 

る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
に
分
類
を
行
な
つ
た
。
上
述
の
町
づ
く
り
の
®
®
を
踏
ま
え
る 

と
、
^

^

町
は

I
W

的
な
町
民
に
協
力
す
る
町
民
が
多
く 

し
て
い
る
の
で
は
な 

い
か
。
第
二
章
で
は
こ
の
協
力
的
な
住
民
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
#
^
が
促
さ
れ
て 

い
る
の
か
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
-

—

を
通
し
て
追
究
す
る
。
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ニ

、

町

の

行

事

へ

参

加

す

る

住

民

と

行

政

の

意

識

町
に
お
け
る
住
民
％

§

の
事
例
か
ら
、
住
民
が
ど
の
よ
ぅ
な
意
識
で
#
^
し 

て
い
る
の
か
、
行
政
は
ど
の
よ
ぅ
な
目
的
を
も
ち
、
活
動
し
て
い
る
の
か
を

阴
ら
か
に 

す
る
。垄

早
は
、
！

ニ
五
年
八
月
に
実
施
さ
れ
た
^

^

x
S
u
m
m
e
r

 School

 by 

H
-
L
A
B

と
同
年
一
〇
月

に

麗

さ

れ

た

六

斎

市

に

％

g

し
た
町
民
と
行
政
職
員
を
対 

象
に
ィ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
つ
た
結
果
を
検
証
す
る
。

(
1
)
住
民
参

加

が
行
な
わ
れ
て
い
る
事
例

ま
ず
、
今
回
取
り
上
げ
る
二
つ
の
事
例
の
概
要
を
述
べ
る
。

1

つ
目
に
取
り
上
げ
る 

小
-
^xs

u
m
m
e
r

 School

 by

 H
-
L
A
B

と
は
、H-

L
A
B

が
運
営
す
る
教
育
プ
ロ
グ 

ラ
ム
であ
る

— 

一̂

は
町
内
の
施
設
を
S

し
、
住
民
や
地
元
企
業
は
町
歩
き
や

ホ
 

丨
ム
ス
テ
イ
、
食
事
の
提
供
を
行
な
つ
た
。

こ
の
行
事
は
€

が
主
催
と

し

て

実
施
さ 

れ
て

い

る

も

の

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

一®

や
運
営
側
の
呼
び
か
け

に

よ

つ

て
住
民
が
参 

加
し
た
事
例
であ
る

。

^

#

町̂
の
魅
力
を
体
験
す
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
つ
た
こ

と

か

ら
、
町
外
に
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
協
力
し
た
住
民
は
、

に
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
与 

し
て
い
る
ひ
と
と
の
つ
な
が
り
か
ら
％

§

し
た
人
々
が
主
で
あ
る
。

二
つ
目
に
取
り
上
げ
る
六
斎
市
と
は
、
黑

ニ

ー

年

に

北

^

^

館
三
〇
周
年
、
高 

井
鴻
山
生
誕
ニ
〇
〇
年

「
お
ぶ
せ
六
斎
市
ニ
〇
〇
六
」
を
覆
し
た
こ
と
を
は
じ
ま
り 

と
し
て
、
現
在
も
議
し
て
行
わ
れ
て
い
る
お
祭
り
で
あ
る
。
近
年
は
約
八
万
人
が
訪 

れ
る
行
事
に
な
つ
て
い
る
。

こ

こ

で

は

や

小

#
^
町
に
ゆ
か
り
の
あ
る
企
業
や
団 

体
が
S

す
る
ほ
か
、
地
元
神
楽
に
よ
る
獅
子
舞
や
^

^

万
燈
％

一
!

に
よ
る
巡
行
、 

迆
兀
$

校
や
幼
稚
園
生
に
よ
る
催
し
物
発
表
も
行
な
わ
れ
る
。

こ

こ

に

崖

者

は

町 

報
な
ど
を
通
じ
て
集
め
ら
れ
、
町
民
で
あ
れ
ば
誰
で
も
％

§

で
き
る
形
態
と
な
つ
て
い 

る
。
行
政
は
お
祭
り
の
主
馨
と
し
て
、
蠢

整

備

や

一

^

^

の
出
導
を
行
つ
て 

い
る
が
、
出
店
者
の
多
く
は
迆
兀
企
業
や
^
#
^
町
内
に
あ
る
市
民
団
体
で
あ
る
こ
と 

か
ら
住
民
や
企
業
と
の
^
^
が
な
け
れ
ば
実
現
し
得
な
い
行
事
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か 

だ
。
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(
2
)
住
民
と
行
政
の
意
識

住
民
が
#
^
し
よ
う
と
す
る
要
因
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
％

§

す

る

契

機

や

議 

を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
町
民
で
は
な
い
ひ
と
の
発
案
に
よ
っ
て 

1

さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
協
力
し
た
住
民
に
「
な
ぜ
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
協
力
し
よ 

う
と
思
っ
た
の
か
」
を
伺
っ
た
。
ま
た

こ

れ

を
踏
ま
え
て
、
六
斎
市
で
は
事
前
に
ィ
ン 

夕
ビ
ュ
ー

の
お
願
い
を
し
て
い
た
役
場
職
員
、
六
斎
市
に
崖
し
て
い
た
人
、
町
民
、 

外
部
か
ら
出
向
し
て
い
る
ひ
と
の
計
八
名
に
お
話
を
伺
っ
た
。

^
vl̂

^
x
s
u
m
m
e
r
s
c
h
o
o

一
で
の
ィ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
、
^

一
^

^
町
特
有
の
性
質
か 

ら
説
明
し
う
る
住
民
#
^
の
形
は
描
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
住

民

•
行

政

•
町
の
性
質 

の
三
者
の
^tl

や
行
政
の
住
民
^

§

の
促
進
にお
け

る

役
割
や
行
政
の
靈
み
を
明 

ら
か
に
する
こ

と

は
で
き
な
か
つ
た
。
そ
の
た
め
六
斎
市
で
は
、
住
民
％

g

が
成
功
し 

て

い

る

と

い

わ

れ

て

い

る
理
由
は
な
ぜ
か
と

い
う
！
！®

を
中
心
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行 

な
つ
た
。

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

イ

ー

の

属

性

と

し

て

•

食

事

提

供

と

ホ

ー

ム

ス

テ

イ

に

協

力

し

た

^

M

と

一

2

0

生

の

母

親

三

ハ

• 

の

町

歩

き

•

ホ

ー

ム

ス

テ

イ

に

協

力

し

た

一

®

生

の

母

親

三

九
 

•

ホ

1
-5

ス

テ

イ

に

協

力

し

た

出

身

#

^

8

女
性
四

o

.

町

歩

き

ガ

イ

ド

を

務

め

る

町

内

出

身

者

男

性

四

.

•

小

-

^

町

役

場

へ

！
®

企

業

か

ら

出

向

し

て

い

る

®

^

四
こ 

•

小

#

^

町

役

場

教

育

グ

ル

1

プ

所

属

、

役

^

*

®

f

一
一

• 

町

役

場

行

政

肇

グ

ル

ー

プ

所

属

、

役

雜

昌

1

 

•

町

外

出

身

者

、

町

内

企

業

に

就

職

し

た

女

性

—

•

小

i

町

に

出

向

し

て

い

たi

_

f
六

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

の

結

果

か

ら

住

民

i

の

要

因

と

し

て

以

下

の

五

つ

を

示

す

こ

と

が
 

出

来

る

。

®

住

民

の撬

.

町

長

の

方

針

や

考

え

方

を

知

つ

て

い

る

か

ら

協

力

し

て

い

る

(
古

緩

生

の

S

。
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.

外
か
ら
き
た
自
分
を
寛
容
に
受
け
入
れ
て
も
ら
つ
た
こ
と
へ
の
恩
返
し
(
七
〇
代 

女
性
)
。

•

北
斎
館
の
開
館
と
い
う
外
の
目
を
意
識
す
る
明
確
な
契
機
が
あ
つ
た
こ
と
が
町
民 

と
行
政
が
一
致
し
た
意
識
を
も
つ
契
機
に
な
つ
た
(
町
歩
き
ガ
イ
ド
男
性
)
。

.

本
人
が
楽
し
め
る

s
a

で
i

し
て
い
るこ

と

(
町
歩
き
ガ
イ
ド
男
性
)
。 

•

楽

し

そ

う

に
％
^

す
る
大
人
を
子
供
が
み
て
い
る

こ

と

が

i

す
る
契
機
に
な
る 

(
町
歩
き
^
^
め
る
男
性
)
。

.

生
産
年
齢
のS

代
は
自
ら
の
仕
事
で
忙
し
い
こ
と
か
ら
％

g

す
る
の
は
そ
の
ひ 

と
つ
上
の
世
代
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
同
じ
世
代
に
な
る
と
！一
^

に
#
^
す
る 

ょ

う

に

な

る

(
町
歩
き
ガ
イ
ド
男
性
)
。

.

町
の
こ
と
を
町
民
が
気
に
入
つ
て
い
る
(
町
内
企
業
で
働
く
女
性
)
。

②
た®

か
ら
み
た
^

^

町
民

.
お

も

し

ろ

い

と思
つ
た

こ

と

に
は
協
力
し
て
く
れ
る
(教
育
グ
ル
ー
プ
所

職
員
)
。

•

晃

出

身

者

が

小

#
^
町
に
入
る
こ
と
を
許
容
。
そ
れ
に
ょ
り
新
た
な
取
り
組
み 

の
実
施
と
、
町
民
の
町
へ
の
気
づ
き
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
(
民
間
企
業
か
ら
出 

向
し
て
い
る
®
^

d )。

.

成
果
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

f

の
i

の
契
機
に
な
つ
て
い
る
(行
政
改 

革
グ
ル
ー
プ
所
属
役
場
職
員
)

.

町
民
同
士
が
集
ま
る
場
や
行
政
と
話
す
場
が
あ
る
こ
と
で
住
民
の
#
^
に
対
す
る 

敷
居
を
さ
げ
て
い
る
(
H

グ

ル

ー

プ

所

③
行

政

墨

の

猿

.

行

政

蠢

と

し

て

衡

を

促

す

形

は

と

つ

て

い

な

い

。
特
別

な

形

態

も

な

い

荇 

政
i

グ

ル

ー

プ

所
P
役

場

菅

(
•
1

$

員
)
0

•

市
村
良
三
町
長
が
常
に
新
し
い
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
求
め
、
町
長
の
方
針
が
役
場 

内
で
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
現
在
の
小
#
^
町
の
風
潮
を
つ
く
る
一
端
を
担
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つ
て
い
る

(
一

^
ル

ー

プ

所

員

)。

•

1

を
§

し
交
流
産
業
の
確
立
を

i

す
町
の
方
針
も
役
場
職
員
を
含
め
て
町 

全
体
で
共
有
さ
れ
て
い
る
(
行
政
グ
ル
ー
ブ
所
！̂

^

1
0

。

.

*
6
#
^

町

の

ロ

、
^
#
^
町
独
自
文
化
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
北
斎
の 

文
化
に
注
目
し
、
保
全
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
観
光
の
要
素
が
加
わ
り
、
飲
食
店
の 

の
農
産
物
な
ど
の
ブ
ラ
ン
ド
化
が
進
ん
だ
結
果
、
現
在
の
小
#

 ̂

町
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
こ

の

ょ

う

な文
化
的
シ
ン
ボ
ル
や
町
づ
く

り

に

な

るき 

っ
か
け
が
ぁ
れ
ば
ど
の
町
村
で
も
類
似
し
た
方
法
で
町
づ
く
り
を
進
め
ら
れ
る
の 

で
は
な
い
か
と
い
う
(一®

グ
ル
ー
。フ

所

職

員

)
。

.

行
政
規
模
の
小
さ
い
こ
と
に
ょ
つ
て
、
行
政
事
務
や
住
民
か
ら
の
要
望
の
反
映
等 

を
迅
速
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
(
横
浜
^

!

！

0

。

.

受
け
入
れ
た
要
望
の
実
施
主
体
を
住
民
側
に
お
く
こ
と
で
、
行
政
側
の
リ
ソ
ー
ス

を

講

ず

る
S

み

(横

浜

惠

員

)
。

.

1

§

が
地
域
の
人
が
集
ま
る
場
に
お
い
て
、
町
民
の
人
や
様
々
な
事
情
に

配
慮
し
て
い
る
(横

浜

員

)0

•

町
長
が
町
に

i
s
i

的
に
出
向
い
て
い
る
こ
と
や
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
や
^
^
を
求 

め

て
い
る
こ
と
(横
浜
^
^
員
)
。

• 

1

§

が
住
民
か
ら
の
提
案
に
対
し
て
採
用
可
否
に
か
か
わ
ら
ず
状
況
説
明
を
行
な 

つ

て

い

る

(横
浜
$

員
)
。

•

提
署
に
対
し
て
靈
を
与
え
る
こ
と
で
町
内
の
活
動
に
巻
き
込
ん
で
い
る
(横

浜

惠

員

)
。

.

行
事
は
#
^
を
目
的
と
し
て
交
流
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
地
域
に
賑
わ
い
を
取 

り
戻
し
、
よ
り
よ
い
も
の
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
(構
浜 
1

員
)
。

.

行
政
側
か
ら
住
民
に
1を
求

め

る
事
例
に
か
ん
し
て
は
、
町
民
が
楽
し
い

と

思 

ぅ

こ

と

.
や

り

が

い

を

感

じ

る

こ

と

を

提

供

す

る

こ

と

に

よ

つ

て

す

る

動

機
 

づ
け
を
行
っ
て
い
る
(
«
浜
$

員
)
。

④

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
連
帯
感
が
強
い
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•

旧
来
の
自
治
体
の
形
を
残
し
た
(行
政
1

 

グ

ル

ー

プ

所
S

場
職
員
)
。

.

周
囲
が
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
が
醸
成
し
や
す
か
っ 

た

(
町
歩
き
ガ
イ
ド
男
性
)
0

•

学
校
の

P
T
A
、
地
域
の
お
寺
の
副
住
職
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
％

§

し

た

(
小

C

重

と

襲

生

の

母

)
。

•

個
人
同
士
が
知
り
合
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
な
に
か
決
め
る
と
き
に
で
も
決
定
し 

や

す

い

(
町
歩
き
ガ
ィ
ド
男
性
)
。

蓊

の

蠶

•

産
業
と
職
業
が
関
連
し
て
い
な
い
(
行

政

肇

グ

ル

ー

プ

所

P
役
場
職
員
)
。

•

歴
史
的
シ
ン
ボ
ル
.
歴
史
的
i

を
共
有
し
て
い
る
(
行
政
^

4

グ
ル
ー
ブ
所
属 

役
場
職
員
)
。

.

大
学
の
研
究
所
を

i
f
W

し
て
い
る
こ
と
で
行
政
と
町
民
の
仲
介
役
が
い
る
(横
浜

惠

員

)
。

(
3
)住
民
の
意
識
と
行
政
の
役
割

こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
住
民
全
体
が
活
発
に
動
い
て
い
る
と
い
う
よ
り 

も
、

的
に
#
^
し
て
い
る
層
が
そ
の
ほ
か
の
^

H

を
巻
き
込
む
こ
と
で
、
多
く
の 

ひ
と
が
#
^
し
て
い
る
：

み
で
あ
る
。
^
!
職
員
の
言
葉
に
あ
つ
た
よ
う
に
、
全
員 

が
町
に
対
し
て
閨
心
を
も
つ
た
り
、
#
^
し
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
を 

踏
ま
え
る
と
、

こ
こ
で
％

§

し
て
い
た
ひ
と
が
矣
痛
を
す
る
契
機
と
な
つ
た
「
横
と
の 

つ
な
が
り
•
霍

的

％̂層
と
の
つ
な
が
り
」
が

藝

だ

と

考
X.
ら
れ
る
。
ま
た
、
参 

加
す
る
敷
居
が
低
い
、
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
た
に
#
^
す
る
こ 

と
が
容
易
で
あ
る
こ
と
も
％
^

を
促
進
し
て
い
る
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
町
づ 

く
り
と
い
う
行
為
そ
れ
—

が
仕
事
で
は
な
い
こ
と
や
、
個
々
人
が
楽
し
い
と
思
え
る 

こ
と
を無
理
の
な
い
範
囲
で
行
つ
て
い
る

こ
と
、町
長
や
役
場
職
員
と
の
接
点
が
あ
り
、 

町
の
方
針
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
住

民

が

蠢

し

や

す

い

震

を

整

え

て

い

る 

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

町
は
、
他
の
自
治
体
と
は
異
な
る
霖
な
^

^

態
を
と
つ
て
い
る
わ
け
で
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は
な
い
が
、
町
民
に
役
割
分
担
を
行
い
、
町
民
の
意
識
を
う
ま
く
活
用
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
痛
を
促
進
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
役
場
と
町
民
が
置
の
利
害 (
1
)
ィ
ン
タ

ビ

ュ

ー

の

結

果

か

ら

見

え

る

窬

の

糧
 

を
あ
る
程
度
涅
解
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
実
現
し
て
い
る
と
看
取
で
き
る
。
ま
た
住 

民
と
職
員
の
意
思
疎
通
が
可
能
な
震
で
あ
る
こ
と
や
、
住
民
の
意
見
を
政
策
に
反
映 

す

る

み

が

確
立
し
て
い
る
こ
と
で
双
方
の
考
え
を
^
^
し
理
解
を
深
め
る
こ
と
が 

可
能
な
i

が
あ
る
。
一®

と
町
民
間
に
「
町
へ
#
^
す
る
」
と
い
>
2
思
識
で
は
な
く
、

自
分
の
町
や
生
活
を
よ
く
し
よ
う
と
い
う
意
識
に
よ
つ
て
動
く
と
い
^

や
町
と
し 

て
目
指
し
て
い
る
方
針
が
共
有
さ
れ
て
い
§

j

と
が
わ
か
る
。箄
ニ
章
で
は
こ
れ
ら
が 

ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
。

ニ
ー
、

小

布

施

町

に

お

け

る

住

民

参

加

の

過

程

と

要

因

第
二
章
で
示
し
た
ィ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
そ
こ
で
示
し
た
五
つ
の
要
因
は
ど
の
よ
う
に
関 

連
し
、
住
民
％

g

は
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
る
の
か
。
住
民
が
#
^
し
て
い
る
要
因 

と
行
政
の
働
き
の
関
連
性
を
分
析
す
る
。
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イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

イ

ー

の
覆

と
発
言
内
容
を
分
類
し
た
上
で
、
同
一
の
内
容
に
対
す 

る

靈

と住
民
の
姿
勢
を
比
較
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
要
因
の
関
連
性
を
示
し
た
の 

が
図
一
で
あ
る
。

図
一
に
示
し
た
通
り
、
住
民
が
#
^
し
よ
ぅ
と
す
る
要
因
を
行
政
側
が
な
ん
ら
か
の 

形
で
®

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
#

v
g

の
の
要
因
に
な
つ
て
い
る
こ
と
は
大 

き
く
分
け
て
四
つ
あ
り
、
行
政
や
町
長
の
方
針
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
、
^

同
士
が 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
^
^
し
て
い
る

こ
と
、
®

g

的
％g

層
と
の
か
か
わ
り
があ

る
こ
と
、 

町
民
の
関
心
が
^

t
：

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
四
点
は 

そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
形
で
行
政
か
ら
住
民
へ
の
働
き
か
け
を
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ 

て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
住
民
同
士
と
®

の
双
方
に
住
民
の

€

爺
を
働
き 

か
け
る
契
機
があ

る
こ
と
が
S

で
あ
り
、
い
ず
れ
の
要
素
に
お
い
て
も
意
識
の
共
有 

が

可

能

な

_

が
あ

る
こ
と
に
よ
つ
て
成
立
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
に
加
え
て
町
の
特 

徴
を
生
か
し
て
、
町
民
が
1

し
や
す
い
条
件
を
整
え
た
こ
と
や
、
生
活
の
質
の
向
上 

が
蠢
の
主
眼
に
お
か
れ
た
こ
と
、
^

M

町
の
歴
史
的
背
景
か
ら
町
民
が
共
通
し
て
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も
ち
ぅ
る
文
化
的
シ
ン
ボ
ル
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
を
促
進
し
て
い
る
と
考
え 

ら
れ
る
。

ィ

ン

タ

ビ

ュ

ーで

は

唐

に

％

g

を
促
す
た
め
の
制
度
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
た
ほ
か
、 

一
般
的
に
も
^
#
^
町
の
f

が
成
功

し

て

い

る

畫

は

、
人
口
規
模
の
小
さ
さ
が
指 

摘
さ
れ
る
。
実
際
に
1

は
^
#
^
町
の

i

を
生
か
し
た
制
度
設
計
を
行
つ
て
い
る 

た
め
、
人
口
規
模
の
要
因
を
排
除
す
る

こ

と

は
難
し
い
。
し
か
し
、

一：̂

側
か
ら
も
町 

民
へ
の
動
機
付
け
や
役
割
分
担
な
ど
、
住
民
が
#
^
し
や
す
い

1
®
¢

を
整
え
る
点
に
お 

い
て
、
住
民
の
主
隹
の
み
に
ょ
つ
て
蠢
が
起
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
。 

つ

ま

り
住
民
が
％§

を
行
な
つ
て
い
る
要
因
に
対
し
て
、
行
政
が
そ
れ
に
合
致
し
た

ィ
 

ベ

ン

ト

や
政
策
を
実
施
し
て
い
る
こ

と

に

よ
つ
て
％§

が
実
現
し
て
い
る
こ

と

が
明
ら 

か
に
な
つ
た
。

2
)
参

加

が
実
現
し
て
い
る
要
因

-
6
#
^

町
は
人
口
規
模
が
一
万
人
S

で
、
八
§

を
実
施
し
な
か
つ
た
こ
と
か
ら 明

治
以
来
の
自
治
体
の
形
が
^
:
さ
れ
て
い
る
。
人
口
^

3

政
策
を
実
施
す
る
際
に
も 

新
旧
住
民
が
分
離
し
な
い
ょ
ぅ
に
湯
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
賺
さ 

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
学
区
が
分
断
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
子
ど
も
を
通
じ
た 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
し
や
す
い
だ
け
で
な
く
、
お
互
い
の
存
在
を

S

的
に
で
も
知 

る

こ
と
が
で
き
る
と
い
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
の
®
^
に
役
立
つ
て
い
る
と
考
え 

る
。
町

の

方

針

と

し

て

立

町

を

§

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
ょ
ぅ
に
、
農 

業
が
盛
ん
な
町
で
も
あ
る
。

A
M

そ
れ
自
体
へ
の
協
力
や
農
業
を
中
心
と
し
て
第
六
次 

産
や
企
業
と
の
連
携
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
産
業
を
通
じ
た
住
民
同
士 

の
精
び
つ
き
が
生
ま
れ
て
い
る
と
考
又
ら
れ
る
。

地
域
で
の
運i

や
祭
な
ど
の
行
事
、
学
校
や
お
寺
な
ど
交
流
の

f

、
住
民
同
士 

の
交
流
と
、
住
民
と
行
政
の
両
者
の
交
流
を
促
し
て

い

る

こ
と
か
ら
、
横
の
つ
な
が
り 

や
コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ意
識
を
^i ;

す
る
上
で
重
要
な
§

を
果
た
し
て

い

る

と
看
^33

来 

る
。
行
事
と
し
て
は
六
斎
市
や
安
市
を
代
表
と
し
た
^

一
町
全
体
の
お
祭
り
や
自
治 

体
ご
と
の
お
祭
り
、
露
が
主
催
す
る
教
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
学
び
や
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子
育
て
、

I ®

発
信
の
場
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
か
れ
た
ま
ち
図
書
テ
ラ
ソ
§ 

や
、
浄
光
寺
の
よ
う
な
町
民
に
親
し
ま
れ
独
自
の
イ
ベ
ン
ト
条
期
的
に
実
施
し
て
い 

る
場
所
が
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
交
流
の
®
^
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
交
流
の
場
は
三
つ
の
署
〖か
ら
住
民
％

§

を
促
進
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
目
は
、
上
述
の
通
り
町
民
同
士
の
交
流
の
場
に
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
コ
ミ
ユ
ニ
テ 

ィ
の
醸
成
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

二
つ
目
は
、

Igfltg

余
®

¥

、

つ
な
が
る
場
に
な
つ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。 

®

的
1

層
と
興
味
が
あ
る
が
、
1

し
な
い
層
、
無
関
心
層
な
ど
町
の
中
で
も
関 

心
の
度
合
い
はひ
と

そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
が
、
1

し
な
い
層
•無
関
心
層
が
的
に 

活
動
す
る
層
に
関
わ
る
こ

と

で
新
た
に
舍
爺
す
る
®
^
に
な
る
。
ま
た
！

的
に
#

 ̂

す
る
層
は
、
個
人
の
興
§

心
に
基
づ
い
て
な
に
か
を
や
つ
て
い
る

こ

と

が
多
い
ため
、 

そ
の
活
動
が
§

に
お
も
し
ろ
い
と
思
え
ば
％

g

で
き
る
と
い
う
点
で
#
^
が
他
の
住 

民
に
広
が
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。

三
つ
目
と
し
て
、
交
流
の
場
は
行
政
と
の
共
通
認
識
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
場
で

あ
る
た
め
、
行
政
が
現
在
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
か
を
理
解
し
た
上
で
要 

望
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
。

一
方
で
行
政
と
し
て
は
、
町
民
の
認
識
を
理
解 

し
、
ど
の
よ
う
な
利
害
を
か
か
え
て
い
る
か
通
解
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
た
め
、
住 

民
に
靈
を
与
え
る
と
い
う
形
で
巻
き
込
ん
で
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
際
、 

住
民
と
役g
m:者
の
立
場
や
理
論
を
理
解
し
て
動
い
て
い
る
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
な
る 

存
在
や
大
学
や
研
究
所
と
連
携
し
て
い
る
こ
と
で
行
政
と
住
民
の
篇
が
円
滑
に
進
ん 

で
い
る
。
日
頃
か
ら
交
流
を
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
住
民
個
人
を
知
つ
て
い
る
た 

め
、
要
望
を
反
映
し
や
す
い
と
い
う
利
点
も
あ
る
。

町
外
の
ひ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
町
民
だ
け
で
は
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
な
か 

つ
た
露
を
生
み
出
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
そ
の
取
り
組
み
に
協
力
す
る
こ
と
や
、 

新
た
な
取
り
組
み
に
よ
つ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
町
へ
の
注
目
を

S

と
し
た
ま
ち
へ
の 

が
促
進
さ
れる
と

考
え
ら
れ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
町
外
の
ひ
と
が
始
め
た
取
り
組
み
の
例
と
し
て
、
1

一
〇
年
の 

8

1

1

,

一
^

十

三

年

か

ら

！
^

五

年

ま

で

S

さ
れ
て
い
た
^
#
^
ッ
シ
ョ
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ン
、
黑

一

二

年

に

濯

さ

れ

た

小

恵

音

楽

祭

、
黑
ニ
四
年
を
第
一
回
と
す
る
小 

!

若

者

会

_

、

1

ニ
五
年
に
小
#
^

xSum
m

er School by

 H
-LA

B

が
あ
げ
ら 

れ
る
。
ま
た
小
盡
ッ
シ
ヨ
ン
を
起
点
と
し
て
、
-

6
#
^

見
に
マ
ラ
ソ
ン
や
ゴ
ミ
拾
い 

の
取
り
組
み
な
ど
町
民
自
身
が
新
た
に
取
り
組
み
を
開
始
し
た
例
や
、
ス
キ
ー
•
ス
ノ 

—
ボ
I
ド
の
練
習
場
で
あ
る

K
IN

G
S

の
受
入
も
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の 

実
施
に
は
ど
れ
も
町
民
の
協
力
が
必
要
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
や
多
く
の

K

の
ひ
と
の 

注
目
を
集
め
る
も
の
で
あ
つ
た
。

北
^
^
が
開
館
し
、
観
光
客
が
町
に
来
る
よ
ぅ
に
な
り
、
町
の
整
備
が
進
ん
だ

こ

と
 

も
ひ
と
つ
の
契
機
に
な
つ
て
い
た
よ
ぅ
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、

の
ひ
と 

を
受
け
入
れ
な
ん
ら
か
の
取
り
組
み
を
す
る

こ

と

は

、
町
内
の
ひ
と
が
、
町
づ
く
り
に 

す
る
S

に
な
つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
時
に
町
づ
く
り
の
取
り
組
み
に
対
す
る
表
彰
や
#
^
人
数
の
増
加
な
ど
に
よ
っ
て 

住
民
は
そ
の
成
果
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
役
場
も
住
民
の
意
見
を

j

的
に
取 

り
入
れ
る
姿
勢
で
あ

る

こ
と
か
ら

41

^

が
m
gさ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
役
場
は
出
さ れ

た
意
見
に
対
し
て
不
採
用
の
場
合
で
も
反
応
し
期 

S

が
^
^
す
る
よ
う
に
配
慮
し 

て
い
る
こ
と
か
ら
、
住
民
は
行
政
が
整
え
た
意
見
し
や
す
い
震
を
提
案
し
や
す
い
環 

境
を
活
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
意
見
を
採
用
す
る
場
合
は
、
町
民
側
を
活
»

王 

体
に
し
、
役
場
は
®
^
の
提
供
な
ど
最
低
限
の
土
ム
#

り
に
回
る
こ
と
で
様
々
な
提
案 

を
迅
速
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
ま
た
町
長
は
、
新
し
い
こ
と
を
積 

極
的
に
受
け
入
れ
る
方
針
で
あ
る
た
め
、
新
た
な
取
り
組
み
の
受
け
入
れ
に
対
し
て
寛 

容
に
^
^
^
す
る
^
^
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を制
度
化
し
な
い
こ
と
に
よ
つ
て
、
常
に
新
た
な
#
^
を
求
め
受
け
入
れ
る 

震

が

う

ま

れ

、
常
に
最
適
な
窗
の
方
法
を
模
索
し
、
そ
の
状
況
に
即
し
た
参
面
の 

方
法
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
町
づ
く
り
と
職
業
が
無
麗
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
^
^
に
と
つ 

て
で
き
る
範
囲
で
の
#

vg

が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
#
^
す
る
と
い 
>
1
識
よ
り
も
自
分 

の

生

活

を

よ

く

し

よ

う

と

い

識

に

よ

る

#
^
が
可
能
に
な
つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ 

る
。
^

!

町
の
ロ
、
生
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
ま
ち
づ
く
り
の
一
部
に
な
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つ
て
い
る
こ
と
で
、
個
人
の
生
活
の
延
長
線
上
に
公
が
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る 

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
文
化
的
シ
ン
ボ
ル
や
北
斎
館
の

S

と
い
つ
た
契
機
を
生
か
し 

な

が

ら

「
交
流
と
創
造
の
町
」
を
§

す
と
い
ぅ
明
確
な
方
針
が
示
す
こ
と
が
で
き
て 

い
る
た
め
、
小
#
^
町
は
住
民
f

が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ぉ

わ

り

に

本
稿
で
は

>
6
^

町
に
お
い
て
住
民f

が
実
現
し
て
い
る
過
程
を
考
察
し
た
。

こ 

れ
ら
か
ら
住
民
の
主
体
性
に
任
せ
る
だ
け
で
な
く
、
主
：

に
動
き
や
す
い
_

を
整 

え
て
い
く
こ
と
や
、
®

0

的
#
^
層
に
対
し
て
地
域
の
中
で
ど
の
よ
ぅ
な
^
^
を
与
え 

る
か
が
住
民
表
_

を
実
現
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の

I
K
H

だ
と
考
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