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る
。
―
つ
は
、
地
域
社
会
の
生
活
の
基
礎
を
な
す
公
共
施
設
で
あ
る
と

い
う
社
会
理
念
の
形
成
と
確
立
で
あ
る
。
国
内
は
も
と
よ
り
海
外
の
さ

ま
ざ
ま
な
博
物
館
を
紹
介
す
る
一
方
、
一
九
八

0
年
代
後
半
以
降
日
本

に
も
紹
介
さ
れ
た
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構
想
に
言
及
し
、
国
史
跡
に
指

定
さ
れ
た
下
寺
尾
官
衛
群
な
ど
で
の
今
後
の
取
り
組
み
に
期
待
し
て
い

る
。
も
う
―
つ
が
、
社
会
教
育
が
学
校
教
育
と
並
ん
で
必
要
と
さ
れ
る

時
代
の
到
来
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
学
校
に
お
け
る
教
師
の
努
力
の
必

要
性
を
説
く
。
実
際
両
者
の
連
携
は
最
近
学
校
現
場
で
導
人
が
進
む
ア

ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
も
有
効
だ
と
考
え
る
。
神
奈
川
県
で
は
、
県

立
歴
史
博
物
館
で
も
出
前
講
座
を
実
施
し
て
い
る
と
開
く
。
高
校
の
教

員
も
地
域
の
歴
史
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
視
野
を
広
げ
る
努

力
を
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
、
雑
駁
な
記
述
に
終
始
し
、
著
者
の
意
図
を
曲
解
し
て
い
る
こ

と
も
あ
る
と
思
う
が
、
本
書
が
神
奈
川
県
の
古
代
史
を
学
ぶ
者
に
と
っ

て
必
読
の
胄
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、
随
所
で
遺
跡
や
遺
物

の
性
格
を
論
じ
る
際
、
県
内
は
も
と
よ
り
全
国
の
類
例
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
理
解
が
深
ま
る
。
さ
ら
に
、
王
権
と
東
国
の
関
係
を
衿
え

る
上
で
も
重
要
な
指
摘
が
多
い
。

私
自
身
、
著
者
と
と
も
に
千
代
廃
寺
の
解
明
に
当
た
っ
て
き
た
し
、

茅
ヶ
崎
•
平
塚
両
市
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
も
参
加
し
て
き

た
が
、
こ
の
書
評
を
書
く
の
に
あ
た
っ
て
、
改
め
て
こ
れ
ま
で
の
研
究

を
見
直
す
こ
と
が
で
き
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
モ
生
、
吉
士
に
関
わ
る

新
た
に
史
料
・
研
究
に
触
れ
る
こ
と
も
で
き
た
。
ま
た
、
小
田
原
市
の

山
口
剛
志
氏
・
渡
辺

f
砂
氏
、
茅
ヶ
崎
市
の
大
村
浩
司
氏
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
ご
教
ぷ
を
い
た
だ
い
た

3

合
わ
せ
て
、
こ
う
し
た
場
を
与
え
て
く

だ
さ
っ
た
関
係
諸
氏
に
も
感
謝
し
た
い
。

二
五

0
貞
、
高
志
書
院
、
二

0
一
四
年
、

L

、

(
A
5
判

税）

：こ、

0
0
0
円
＋

一
内
容
の
紹
介

本
書
は
、
個
別
町
・
連
合
町
・
同
業
組
合
と
い
う
一
二
つ
の
社
会
集
団

の
存
在
を
通
じ
て
、
近
代
日
本
の
都
市
社
会
の
歴
史
的
変
化
を
描
出
し

よ
う
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

序
章
課
題
と
方
法

本
書
で
い
う
「
都
市
社
会
集
団
」
と
は
、
地
縁
集
団
（
個
別
町
と
そ

松

沢

裕

作

伊
藤
久
志
著

『
近
代
日
本
の
都
市
社
会
集
団
』
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の
後
身
で
あ
る
町
内
会
）
と
、
識
縁
集
団
の
う
ち
同
業
組
合
を
指
す
。

近
枇
史
研
究
に
お
い
て
、
個
別
町
・
仲
間
は
都
市
史
の
重
要
論
点
で
あ

る
が
、
近
代
都
市
史
に
お
い
て
そ
の
系
譜
に
連
な
る
社
会
集
団
の
あ
り

方
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
組

織
が
そ
の
ま
ま
近
代
社
会
に
移
行
す
る
こ
と
は
想
定
し
え
ず
、

(
l
)
身

分
制
の
解
休
と
い
う
変
革
が
地
縁
集
団
に
お
い
て
実
際
ど
の
よ
う
に
反

映
さ
れ
た
の
か
、

(
2
)
流
通
独
古
の
解
体
と
い
う
変
革
が
職
縁
組
団
に

お
い
て
は
実
際
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
の
か
、

(
3
)
都
市
の
広
域
化

が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

ト
記
の
間
題
意
識
に
韮
づ
き
、
本
書
で
は
、
明
治
前
期
と
昭
和
戦
中

期
と
い
う
一
―
つ
の
時
期
に
焦
点
を
絞
り
、
集
団
内
部
を
有
力
者
11

家

持
、
非
有
力
者
11

借
家
人
、
職
業
集
団
に
お
い
て
は
、
有
力
者
11

卸
商
、

非
有
力
者
11

小
売
商
と
整
理
し
、
そ
の
窄
間
的
広
が
り
を
應
識
し
な
が

ら
都
市
社
会
集
団
の
様
相
を
解
明
す
る
。

第
一
部
地
縁
集
団
論

I

（
個
別
町
を
中
心
に
）

第
一
章
明
治
期
地
方
都
市
に
お
け
る
個
別
町
の
再
編

ー
川
越
を
事
例
と
し
て
ー

幕
末
期
の
川
越
に
お
い
て
、
個
別
町
運
常
の
構
成
員
は
ほ
ぱ
家
持
に

限
ら
れ
て
い
た
が
、
表
店
商
人
で
あ
る
店
借
の
一
部
も
参
加
し
て
い

た
。
町
入
用
に
は
生
活
共
同
体
と
し
て
の
負
担
と
公
役
負
担
の
杖
方
が

含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
負
担
は
家
持
と
一
部
表
店
借
に
限
ら
れ
る
。

こ
れ
は
公
役
と
し
て
の
負
担
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
家
持
以
外
の
一
般

住
民
へ
負
担
を
拡
大
す
る
こ
と
に
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え

ら
れ
、
公
役
が
身
分
制
の
論
理
を
再
牛
産
す
る
根
拠
に
な
っ
た
こ
と
を

小
し
て
い
る
。

ま
た
、
川
越
の
個
別
町
に
は
内
部
組
織
と
し
て
の
「
ク
ミ
ア
イ
」
が

存
在
し
、
各
「
ク
ミ
ア
イ
」
が
個
別
町
の
会
計
な
ど
を
年
番
で
交
替
し

て
担
う
な
ど
の
屯
要
な
役
割
を
有
し
て
い
た
。
「
ク
ミ
ア
イ
」
は
、
五
人

組
詞
様
通
り
の
片
側
に
沿
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
五
人
組
が
店
借
ま
で

も
含
ん
で
構
成
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
ク
ミ
ア
イ
」
は
町
運
営
に
参
画
す

る
層
の
み
の
組
織
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
個
別
町
運
営
の
役
員
選
出
・
会

叶
担
当
の
単
位
と
な
り
え
た
c

こ
う
し
た
川
越
の
個
別
町
に
は
、
明
治
期
に
入
る
と
、
資
力
は
あ
る

が
家
持
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
町
運
営
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
表
借
家
人

が
町
の
構
成
員
と
な
る
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ
る
。
家
持
11

有
力
者
に

よ
る
フ
ラ
ッ
ト
な
構
成
か
ら
、
家
持
11

打
力
者
と
借
家
人
11

非
有
力
者

の
「
同
居
型
」
構
成
へ
の
変
化
で
あ
る
。
一
方
、
町
構
成
員
の
増
加
は
、

個
別
町
と
各
戸
の
連
絡
を
効
率
的
に
お
こ
な
う
た
め
の
中
間
組
織
と
し

て
の
「
ク
ミ
ア
イ
」
の
重
要
性
を
増
す
方
向
に
作
用
し
た

C

給
二
章
明
治
末
期
＼
大
正
初
期
の
町
総
代
会

都
市
内
の
個
別
町
の
代
表
者
、
す
な
わ
ち
個
別
町
の
総
代
に
よ
る
総

介
休
組
織
と
し
て
の
町
総
代
会
に
つ
い
て
、
す
で
に
各
白
治
体
史
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
姫
路
、
静
岡
に
、
下
関
を
加
え
た
二
．
つ
の
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例
に
つ
い
て
再
検
討
を
お
こ
な
う
。
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
明
治
期
の

個
別
町
の
平
準
化
の
作
用
が
限
定
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
代

表
者
た
ち
の
集
会
で
あ
る
町
総
代
会
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
か
、

と
い
う
の
が
本
章
の
論
点
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
の
検
討
の
結
果

か
ら
は
、
各
自
治
体
史
が
述
べ
る
よ
う
に
な
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
組

織
と
し
て
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
の
町
総
代
会
を
と
ら
え
る
こ
と

は
で
き
ず
、
む
し
ろ
総
じ
て
有
力
者
寄
り
の
活
動
を
す
る
組
織
と
い
う

評
価
が
同
時
代
的
に
は
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

第
三
章
昭
和
期
に
お
け
る
都
市
地
縁
集
団
の
再
編
と
単
位
町
内
会

本
章
の
課
題
は
、
昭
和
一
五
年
の
内
務
省
訓
令
に
よ
っ
て
個
別
町
レ

ベ
ル
で
強
制
的
に
設
立
さ
れ
た
全
戸
加
入
制
の
町
内
会
の
歴
史
的
位
置

を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
個
別
町
・
町
内

会
の
規
模
で
あ
り
、
大
正
期
か
ら
す
で
に
個
別
町
の
戸
数
規
模
を
調
賂

す
る
必
要
が
市
当
局
な
ど
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
昭
和
一

五
年
訓
令
と
同
時
に
出
さ
れ
た
通
牒
に
よ
っ
て
戸
数
規
模
の
調
整
が
指

示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
個
別
町
規

模
が
相
対
的
に
小
さ
い
旧
市
域
で
は
合
併
が
、
相
対
的
に
大
き
い
新
市

域
で
は
分
割
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
明

治
期
以
来
の
生
活
共
同
体
と
し
て
の

f
分
な
力
鼠
を
持
つ
個
別
町
は
独

立
を
強
く
志
向
し
、
町
内
化
の
広
域
化
は
進
ま
な
か
っ
た
。
ま
た
、
新

市
域
の
個
別
町
の
大
規
模
性
や
、
全
戸
加
入
の
強
制
に
よ
る
町
内
会
の

構
成
員
増
加
は
、
隣
保
班
を
、
従
来
の
「
ク
ミ
ア
イ
」
を
引
き
継
ぐ
も

の
と
し
て
住
民
に
受
容
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
°
こ
の
よ
う
に
、
昭
和

一
五
年
訓
令
に
よ
る
町
内
会
の
一
律
設
立
は
、
「
同
店
型
」
町
内
会
と
い

う
近
代
日
本
の
個
別
町
の
動
向
を
完
成
さ
せ
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
町
内
会
は
戦
後
に
引
き
継
が
れ
、
特
に
社
会
福
祉
業
務
へ
の

町
内
会
の
関
与
は
、
町
内
会
が
「
同
届
型
」
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し

て
い
た
、
と
論
じ
ら
れ
る
。

第
一
一
部
地
縁
集
団
論
2

（
連
合
町
を
中
心
に
）

第
四
章
明
治
期
東
京
市
に
お
け
る
町
組
織
形
成
と
氏
子
集
団

東
点
に
お
い
て
、
近
枇
的
な
個
別
町
の
結
合
は
近
代
に
入
る
と
一
旦

消
滅
す
る
と
い
う
理
鮒
に
対
し
、
氏
子
集
団
と
い
う
視
点
か
ら
、
生
活

共
同
体
と
し
て
の
個
別
町
の
様
態
を
明
治
期
東
京
に
お
い
て
解
明
す
る

こ
と
を
諜
題
と
し
、
あ
わ
せ
て
、
連
合
町
組
織
の
形
成
過
程
を
明
ら
か

に
す
る
。
日
枝
神
社
の
氏
＋
集
団
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
個
別
町

は
一
貰
し
て
総
代
を
選
出
す
る
単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
ま
た
、

区
会
議
員
の
選
挙
区
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
部
」
（
旧
小
区
を
継
承
）
は

連
合
町
組
織
の
単
位
と
な
り
、
氏
子
集
団
に
お
い
て
も
「
旧
小
区
」

「
部
」
が
個
別
町
を
ま
と
め
る
単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
さ
ら
に
巾

制
施
行
後
の
時
期
に
は
「
部
」
単
位
で
、
氏
子
町
紛
代
よ
り
広
域
を
代

表
す
る
「
氏
了
大
惣
代
」
が
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
連
合
町
組
織

の
機
能
は
拡
充
す
る
。
以
上
の
通
り
、
東
京
に
お
い
て
も
個
別
町
や
そ

の
ま
と
ま
り
と
し
て
の
連
合
町
は
、
完
全
に
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
そ
の
機
能
の
一
部
は
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
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第
五
章
明
治
期
大
阪
市
に
お
け
る
町
組
織
形
成
と
氏
子
集
団

前
章
と
同
様
、
氏
子
集
団
の
観
点
か
ら
明
治
期
大
阪
の
個
別
町
と
連

合
町
の
様
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
大
阪
天
満
宮
の
史
料
か
ら
は
、
同
社

に
お
い
て
も
、
氏
子
集
団
の
単
位
は
個
別
町
で
あ
り
、
ま
た
明
治
一
四

年
ま
で
の
通
学
区
が
「
旧
学
区
」
と
称
さ
れ
、
連
合
町
の
単
位
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
市
制
施
行
後
も
個
別
町
は
氏
子
集
団
の
単

位
と
し
て
存
続
し
、
か
つ
明
治
一
―

-
0
年
代
か
ら
四

0
年
代
に
か
け
て
は

個
別
町
の
代
表
者
の
肩
書
も
一
定
し
て
制
度
化
が
進
む
。
連
合
町
の
単

位
は
次
第
に
旧
学
区
か
ら
、
負
担
学
区
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
ゆ
く
。
こ

の
よ
う
に
、
大
阪
に
お
い
て
も
個
別
町
ー
連
合
町
と
い
う
二
重
の
構
造

が
氏
子
集
団
の
基
本
構
造
で
あ
っ
た
。

第
六
章
昭
和
期
に
お
け
る
都
市
地
縁
集
団
の
再
編
と
町
内
会
連
合
会

従
来
の
研
究
で
は
、
連
合
町
組
織
と
し
て
は
戦
前
の
負
担
学
区
制
や

戦
後
の
通
学
区
が
注

H
さ
れ
て
き
た
が
、
本
章
で
は
そ
の
間
の
期
間
に

出
さ
れ
て
い
る
昭
和
一
五
年
の
内
務
省
訓
令
が
、
町
内
会
連
合
会
組
織

の
形
成
に
果
た
し
た
役
割
に
注
目
す
る
。
前
提
と
な
る
明
治
・
大
正
期

に
お
い
て
、
大
都
市
で
は
大
阪
・
京
都
の
負
担
学
区
や
東
京
の
「
部
」

制
な
ど
個
別
町
を
越
え
た
範
囲
の
組
織
の
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
地
方

都
市
で
は
こ
う
し
た
組
織
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い

Q

昭
和
一
五
年

の
内
務
省
訓
令
が
出
さ
れ
る
と
、
第
一
―
―
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う

に
、
町
内
会
規
模
の
標
準
化
が
め
ざ
さ
れ
な
が
ら
そ
れ
が
実
現
し
な
か

っ
た
た
め
、
そ
れ
を
補
完
す
る
機
能
を
帯
び
て
町
内
会
連
合
会
が
各
地

で
設
置
さ
れ
る
。
そ
の
際
通
学
区
が
単
位
と
な
る
例
が
見
ら
れ
る
の

は
、
文
部
省
主
導
の
同
民
精
神
総
動
員
運
動
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ

る
。
戦
後
も
こ
の
よ
う
な
組
織
は
存
続
し
、
消
防
、
防
犯
、
社
会
福
祉

な
ど
各
種
目
的
集
団
と
の
関
連
を
深
め
な
が
ら
組
織
と
し
て
多
機
能
化

し
て
ゆ
く
と
い
う
見
通
し
が
示
さ
れ
る
。

第
一
部
職
縁
集
団
論

第
七
章
明
治
期
大
都
市
に
お
け
る
同
業
組
合
の
形
成

ー
薬
業
組
合
を
事
例
と
し
て
1

本
卒
で
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
独
占
的
仲
間
組
織
の
否
定
の
の
ち
、

大
都
市
の
商
人
ら
が
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
が
検
討
さ
れ

る
。
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
大
阪
・
京
都
の
薬
品
を
と
り

あ
っ
か
う
準
則
組
合
で
あ
る
。
近
世
の
仲
間
組
織
に
お
い
て
は
問
屋
・

仲
買
と
い
っ
た
業
種
別
の
組
合
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
幕
末
期
に
は
こ

の
区
分
は
部
分
的
に
流
動
化
し
て
い
た
。
一
方
、
明
治
期
に
入
っ
て
設

置
さ
れ
る
準
則
組
合
は
間
屋
・
仲
買
・
小
売
を
一
括
す
る
「
同
居
型
」

の
組
合
で
あ
っ
た
が
、
資
力
の
相
違
ゆ
え
に
実
質
的
に
は
卸
商
が
運
営

の
主
体
と
な
り
、
仲
買
等
は
そ
の
な
か
で
下
部
組
を
形
成
し
て
い
た
。

特
に
節
季
の
設
定
の
よ
う
な
商
習
慣
の
決
定
に
際
し
て
は
下
部
組
の
果

た
し
た
役
割
が
大
ぎ
か
っ
た
。

第
八
章
明
治
後
期
ー
大
正
初
期
の
実
菓
組
合
連
合
会

あ
る
都
市
内
に
お
け
る
各
業
種
の
同
業
組
合
が
加
盟
す
る
実
業
組
合

連
合
会
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
実
業
組
合
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連
合
会
の
結
成
は
大
都
市
で
は
東
京
市
の
み
が
先
行
し
、
地
方
都
市
に

お
い
て
他
の
大
都
市
に
先
駆
け
て
結
成
さ
れ
る
。
東
京
市
で
は
東
京
商

業
会
議
所
が
全
国
レ
ベ
ル
の
経
済
に
か
か
わ
る
活
動
に
傾
斜
し
た
特
殊

な
性
格
を
持
ち
、
東
京
市
内
の
ロ
ー
カ
ル
な
利
益
に
関
す
る
活
動
を
ほ

と
ん
ど
行
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
よ
り
広
い
基
盤
を
持
ち
ロ
ー
カ
ル

な
間
題
を
も
取
り
扱
え
る
組
織
と
し
て
実
連
が
必
要
と
さ
れ
た
。
地
方

都
市
の
実
連
は
さ
ら
に
非
有
力
者
の
利
害
を
強
く
反
映
す
る
組
織
で
あ

っ
た
が
、
日
露
戦
前
に
お
い
て
は
結
成
後
数
年
を
し
て
活
動
は
沈
滞
気

味
と
な
る
。
日
露
戦
後
に
な
る
と
、
東
京
市
で
は
菅
業
税
反
対
運
動
が

活
動
に
加
わ
り
、
実
連
の
活
動
は
引
き
続
き
活
発
で
あ
り
、
地
方
都
市

で
も
日
露
戦
後
不
況
や
政
策
的
な
中
小
商
工
業
者
へ
の
関
心
の
高
ま
り

を
背
景
に
ふ
た
た
び
実
連
の
活
動
は
活
発
化
し
、
設
立
さ
れ
る
都
市
数

も
増
大
し
た
。

第
九
章
昭
和
期
に
お
け
る
職
縁
集
団
の
再
編
と
商
業
組
合

戦
時
経
済
統
制
の
一
環
と
し
て
全
国
的
に
設
立
さ
れ
た
商
業
組
合
の

歴
史
的
な
位
置
の
検
討
を
課
題
と
す
る
。
戦
時
体
訓
下
で
設
置
さ
れ
た

商
槃
組
合
は
、
そ
れ
ま
で
の
同
業
組
合
と
こ
と
な
り
、
卸
商
と
小
売
商

が
別
個
の
組
織
を
形
成
す
る
分
離
刑
上
の
組
合
で
あ
り
、
ま
た
特
に
卸
商

の
組
合
は
、
府
県
弔
位
に
広
域
化
し
た
。
こ
れ
は
配
給
統
制
を
効
率
的

に
お
こ
な
う
と
い
う
政
策
的
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
商
屡
を
広

域
化
さ
せ
て
い
た
卸
商
、
共
同
経
済
事
業
を
必
要
と
し
て
い
た
小
売
商

の
及
方
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
に
適
合
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、

そ
れ
は
戦
後
に
お
い
て
も
事
業
協
同
組
合
に
連
続
し
て
ゆ
く
側

面
を
打
し
て
い
た
。

終
章
近
代
日
本
の
都
市
杜
会
集
団

以
卜
の
分
析
を
経
て
、
本
書
で
は
以
下
の
ご
点
が
結
論
と
し
て
提
示

さ
れ
る

3

第
一
に
、
明
治
前
期
の
身
分
制
解
体
と
い
う
変
革
に
伴
い
、
都
市
杜

会
集
団
は
内
部
構
成
員
の
平
準
化
が
進
む
が
、
格
差
の
基
準
が
身
分
的

格
差
か
ら
経
済
的
実
力
の
格
差
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
力

者
・
非
付
力
者
の
格
恙
は
集
団
内
部
に
残
さ
れ
た
。

第
こ
に
、
昭
和
戦
中
期
に
は
戦
時
体
制
の
強
化
に
と
も
な
う
平
準
化

の
強
制
が
進
む
が
、
そ
れ
は
札
会
集
団
側
、
と
り
わ
け
非
有
力
者
層
の

利
宜
に
沿
う
も
の
で
も
あ
り
、
戦
間
期
の
社
会
動
向
を
踏
ま
え
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
動
向
の
廷
長
線
上
に
戦
後
の
全
戸
加
入
の
町
内
会
、

分
離
塵
の
商
哭
系
組
合
の
定
着
が
展
望
で
き
る
。

第
こ
に
、
昭
和
戦
中
期
の
制
度
変
革
は
社
会
集
団
の
広
域
化
を
も
た

ら
し
た
が
、
こ
れ
も
甘
時
の
社
会
集
団
側
の
動
向
に
沿
う
か
た
ち
の
も

の
で
あ
っ
た

総
じ
て
、
近
代

H
本
の
都
市
杜
会
集
団
は
、
国
家
の
政
策
に
も
と
づ

き
、
平
準
化
と
広
域
化
の
道
を
た
ど
っ
た
が
、
そ
れ
は
集
団
内
部
の
実

態
に
沿
う
形
で
段
階
的
に
実
現
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
制
度
的
な

裏
付
け
を
十
分
に
も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
重
要
な
役
割
を
果
た
し

続
け
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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―
一
本
書
の
達
成
と
論
点

本
書
の
叙
述
の
特
徴
は
、
明
治
前
期
か
ら
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
後

ま
で
の
、
比
較
的
長
期
に
わ
た
る
時
期
を
、
個
別
町
・
連
合
町
・
同
叢

組
合
と
い
う
三
タ
イ
プ
の
集
団
に
対
象
を
固
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

期
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
タ
イ
プ
ご
と
に
、
有
力
者
・
非
有
力
者
の
位
罹

づ
け
（
平
準
化
の
程
度
）
、
空
間
的
広
が
り
（
広
域
化
の
程
度
）
と
い
う

明
確
な
視
庫
か
ら
分
析
し
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
都
市
社
会
集
団
は
、
あ
る

特
定
の
時
代
の
経
済
や
政
治
を
説
明
す
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
特
定
の

時
代
の
経
済
や
政
治
の
あ
り
方
を
よ
く
反
映
す
る
も
の
と
し
て
分
析
の

対
象
と
な
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
政
治
史
に
お
け
る
「
予
選
体
制
」
論
、

戦
時
期
国
民
動
貝
研
究
に
お
け
る
町
内
会
の
位
置
づ
け
、
戦
時
経
済
論

に
お
け
る
戦
時
期
同
業
組
合
の
位
償
づ
け
と
い
っ
た
議
論
が
そ
れ
に
柑

中
ー
し
よ
う
。
こ
う
し
た
議
論
で
は
都
市
社
会
集
団
そ
の
も
の
が
関
心
の

対
象
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
集
団
を
一
部
に
組
み
込
む
と
こ
ろ

の
シ
ス
テ
ム
に
本
来
の
間
題
関
心
が
あ
る
。
＞

そ
れ
に
対
し
著
者
は
あ
く
ま
で
対
象
と
視
座
を
固
定
し
て
、
長
期
に

わ
た
る
集
団
の
歴
史
的
変
化
を
描
出
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
方

法
に
は
長
短
両
面
が
あ
ろ
う
。
間
題
性
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し

て
、
ま
ず
は
そ
れ
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
も
の
、
す
な
わ
ち
本
書
の
達

成
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
一
に
、
本
書
の
問
題
設
定
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
隣
路

と
な
っ
て
き
た
、
近
世
都
市
史
の
膨
大
な
蓄
積
と
近
代
都
市
史
の
接
合

を
可
能
に
し
た
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
単
に
対
象
の
選

択
、
つ
ま
り
個
別
町
と
仲
間
と
い
う
近
世
都
市
社
会
の
構
成
単
位
と
さ

れ
る
も
の
の
近
代
に
お
け
る
対
応
物
を
研
究
対
象
と
し
た
、
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
自
動
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
吉
田
伸
之
ら

の
近
世
都
市
史
研
究
が
、
身
分
制
杜
会
論
と
い
う
問
題
設
定
に
よ
っ

て
、
近
世
社
会
に
固
打
の
社
会
構
造
の
分
析
を
お
こ
な
う
の
に
対
し
、

近
代
都
市
史
研
究
は
、
選
挙
、
官
僚
制
、
学
校
制
度
と
い
っ
た
近
代
固

有
の
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
都
市
社
会
集
団
を
あ
っ
か
う
た
め
、
両

者
の
接
合
が
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
。
そ

れ
に
対
し
て
本
書
は
、
上
述
の
通
り
ま
ず
は
他
の
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係

に
注

H
す
る
の
で
な
く
、
社
会
集
団
そ
の
も
の
に
対
象
を
固
定
し
た
う

え
で
、
一
定
の
視
座
か
ら
分
析
を
お
こ
な
う
。
こ
う
し
た
方
法
は
身
分

制
札
会
論
と
い
う
固
定
さ
れ
た
視
座
か
ら
構
造
的
に
分
析
を
お
こ
な
う

近
世
都
市
杜
会
史
研
究
と
親
和
性
が
高
い
。
本
書
の
明
確
な
分
析
枠
組

み
は
い
さ
さ
か
乱
暴
で
は
あ
る
の
だ
が
、
か
か
る
乱
暴
な
固
定
を
一
度

お
こ
な
わ
な
い
と
、
構
造
的
な
近
世
都
市
史
研
究
と
、
時
期
ご
と
に
特

有
の
ト
ピ
ッ
ク
と
の
関
連
で
都
市
に
日
を
向
け
る
近
代
都
市
史
研
究
と

の
接
合
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
身
分
制
的
格
差
か
ら
経
済
的
実
力
に
よ

る
格
差
へ
の
転
換
、
「
同
居
型
」
の
町
内
会
、
「
分
離
型
」
の
同
業
組
合
、

と
い
っ
た
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
事
実
は
、
こ
う
し
た
近
侃
・
近
代
比

較
の
成
果
で
あ
る
。
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第
一
一
に
、
上
位
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
で
は
な
く
杜
会
集
団
そ
の
も
の

に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
集
団
が
何
を
お
こ
な
う
集
団
な
の

か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
叫
能
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
と
り
わ
け
戦
時
期
・
戦
後
期
の
都
市
社
会
集
団
に
つ
い
て
、
総
力

戦
体
制
の
受
け
皿
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
越
え
、
集
団
構
成
員
に
よ
っ
て

必
要
と
さ
れ
る
機
能
が
そ
の
社
会
集
団
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
い

う
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
戦
時
期
・

戦
後
期
の
社
会
集
団
の
動
向
を
、
住
民
の
必
要
に
即
し
た
変
化
と
し
て

と
ら
え
る
が
、
こ
れ
は
上
位
シ
ス
テ
ム
の
栄
枯
盛
衰
を
ひ
と
ま
ず
置
く

こ
と
に
よ
っ
て
と
ら
え
う
る
論
点
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
本
書
の
方
法
の
包
含
す
る
い
く
つ
か
の

問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

一
点
目
は
、
本
書
が
用
い
る
「
有
力
者
」
「
非
有
力
者
」
と
い
う
用
語

法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
地
縁
仇
団
に
お
い
て
は
家
持
、
職

縁
集
団
に
お
い
て
は
卸
商
が
「
有
力
者
」
で
あ
り
、
地
縁
集
団
に
お
い

て
は
借
家
人
が
、
職
縁
集
団
に
お
い
て
は
小
売
商
が
「
非
有
力
者
」
で

あ
る
。
著
者
自
ら
「
有
力
者
・
非
有
力
者
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
も
素

朴
な
用
語
1
1

概
念
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
抽
象
度
の
高
い
概

念
を
用
い
る
こ
と
で
、
地
縁
集
団
・
職
縁
集
団
を
俯
甑
で
き
る
で
あ
ろ

う
し
、
近
但
の
身
分
制
社
会
か
ら
近
代
の
市
民
社
会
・
資
本
主
義
社
会

へ
と
社
会
の
価
値
観
が
大
き
く
変
わ
る
時
代
的
な
変
化
を
、
連
続
的
に

理
解
し
や
す
く
な
る
」
(
-
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
こ
の
用
語
の

選
択
は
自
党
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た

こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
世
社
会
と
近
代
社
会
の
比
較
を
お
こ
な
う
際
に
注
意
す

べ
き
は
、
近
世
身
分
制
社
会
論
が
所
有
論
を
基
礎
に
持
っ
て
い
る
点
で

あ
り
、
地
緑
集
団
に
お
け
る
家
持
は
「
町
屋
敷
の
所
有
」
、
職
縁
集
団
に

お
け
る
間
犀
は
「
売
場
の
所
有
」
と
い
う
所
有
の
観
点
か
ら
把
握
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
身
分
と
し
て
の
公
認
を
得
る

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
所
有
に
即
し
た
役
を
負
担
す
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
身
分
制
的
な
個
別
町
構
造
の
変
容

の
圃
期
は
、
著
者
が
指
摘
す
る
苗
字
の
許
可
（
四
九
頁
）
で
は
な
く
、

役
負
担
の
消
滅
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
著
者
は
、

実
態
と
乖
離
し
な
が
ら
も
近

lIt未
ま
で
身
分
制
の
論
理
が
再
生
産
さ
れ

る
要
因
と
し
て
公
役
が
町
人
用
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
の
で

あ
る
（
五
四
頁
）
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
本
書
の
「
有
力
者
」
「
非

有
力
者
」
概
念
は
、
一
定
の
「
抽
象
度
」
を
維
持
し
た
ま
ま
、
も
う
一

歩
の
彫
琢
が
要
請
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

―
一
点
甘
は
、
本
書
が
描
く
都
市
杜
会
集
団
の
像
が
、
明
治
期
か
ら
昭

和
戦
後
期
ま
で
を
通
じ
て
、
堅
固
な
連
続
性
を
保
つ
像
に
傾
斜
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
著
者
は
、
団
体
の
広
域
化
や
団
体
の
分
離
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
研
究
対
象
の
同
一
性
を
有
す
る
庄

団
が
広
域
化
し
た
り
分
離
し
た
り
す
る
、
と
い
う
前
提
で
の
議
論
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
分
析
の
結
呆
と
い
う
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よ
り
は
そ
も
そ
も
視
点
を
都
市
社
会
集
団
に
固
定
す
る
と
い
う
方
法
に

由
来
す
る
部
分
が
大
き
い
。
こ
の
方
法
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
の
が

近
世
ー
近
代
移
行
期
の
分
析
と
、
昭
和
戦
前
ー
戦
後
期
の
分
析
で
あ
る

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
や
は
り
そ
の
中
間
の
時
期
の
分
析
に
お
い

て
、
果
た
し
て
社
会
集
団
と
し
て
比
較
可
能
な
伺
一
性
を
も
つ
も
の
と

し
て
こ
れ
ら
社
会
集
団
が
提
示
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
え
ば
や
や
疑
問

が
残
る
。

た
と
え
ば
本
書
第
二
部
は
連
合
町
の
分
析
に
充
て
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
明
治
期
を
論
じ
る
第
四
章
と
第
五
章
は
も
っ
ば
ら
氏
子
集
団

と
し
て
の
連
合
町
が
問
題
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
氏
子
集
団
と
し
て
の

機
能
を
持
つ
連
合
町
が
、
仕
民
の
生
活
全
体
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
機

能
を
有
す
る
組
織
で
あ
っ
た
の
か
は
、
東
京
に
お
け
る
旧
小
区
や
、
大

阪
に
お
け
る
負
担
学
区
と
氏
子
集
団
と
の
空
間
的
一
致
が
述
べ
ら
れ
る

に
と
ど
ま
り
、
明
瞭
に
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
連
合
町
や
個
別
町
が

担
っ
た
役
割
の
段
階
的
変
化
は
、
平
準
化
・
広
域
化
の
段
階
的
変
化
と

詐
行
し
て
整
理
・
分
析
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
点

は
、
農
村
史
研
究
に
お
い
て
、
近
世
段
階
の
村
が
自
勁
的
に
農
村
社
会

の
基
礎
単
位
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
行
政
村
・
大
字
・
農
業
集
落
と

い
っ
た
重
層
的
な
杜
会
択
団
関
係
の
な
か
で
、
ど
の
レ
ベ
ル
の
共
同
性

が
ど
の
時
期
に
主
軸
と
な
る
の
か
が
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
が
展

(
2
)
 

開
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
対
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

著
者
は
、
「
近
代
」
な
い
し
「
近
代
化
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
の

立
て
方
に
対
し
て
は
、
「
近
代
」
な
る
概
念
が
、
そ
の
終
わ
り
を
定
義
で

き
な
い
「
宿
命
的
に
未
完
の
時
代
」
で
あ
る
以
上
、
「
「
近
代
的
」
「
近
代

化
」
と
い
っ
た
概
念
を
、
安
易
に
使
用
す
べ
き
で
な
い
」
(
-
五
頁
）
と

述
べ
る
。
そ
う
し
た
問
題
設
定
を
理
解
し
た
う
え
で
な
お
、
評
者
は
、

本
書
で
描
出
さ
れ
た
よ
う
な
実
態
を
も
っ
た
各
種
社
会
集
団
か
ら
構
成

さ
れ
る
「
近
代
都
市
社
会
」
と
は
、
た
と
え
ば
「
近
世
都
市
社
会
」
と

比
較
し
て
、
い
か
な
る
社
会
と
し
て
理
解
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い

を
禁
じ
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
本
書
と
い
う
成
果
を
受
け
取
っ
た
読
者

の
側
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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