
地
域
づ
く
り
と
地
方
自
治
体

小
田
切　

徳　

美

は
じ
め
に
─
自
治
法
五
〇
年
か
ら
七
〇
年
へ
─

地
方
自
治
法
制
定
七
〇
年
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
ど
の
時
期
も
「
地
域
再
生
」
─
表
現
は
い
ろ
い
ろ
で
は
あ
る
が
─
が
課
題
と
な
っ

て
い
た
。
特
に
一
九
五
〇
年
代
後
半
よ
り
、
早
く
も
始
ま
る
高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
条
件
不
利
性
が
強
か
っ
た
農
山
村
（
本
稿
で

は
漁
村
・
離
島
を
含
む
）
を
中
心
に
激
し
い
人
口
減
少
が
進
ん
だ
。
い
わ
ゆ
る
過
疎
問
題
の
発
生
で
あ
り
、
当
時
は
国
民
的
課
題
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
都
市
の
拡
大
と
農
山
村
人
口
の
さ
ら
な
る
減
少
に
よ
り
、
過
疎
地
域
の
人
口
の
シ
ェ
ア
は
低
下
し
、
い
つ
の
ま

に
か
過
疎
問
題
は
、
社
会
的
に
マ
イ
ナ
ー
な
問
題
、
あ
る
い
は
国
民
か
ら
見
え
に
く
い
問
題
と
な
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
我
が
国
の
総
人
口
の
減
少
と
い
う
事
態
に
至
り
、
再
び
農
山
村
は
国
民
の
注
目
を
集
め
る

こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
二
重
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、「
地
方
消
滅
」
の
現
場
と
し
て
で
あ
る
。
集

落
機
能
が
著
し
く
後
退
し
た
集
落
の
存
在
が
「
限
界
集
落
」
な
ど
と
い
う
表
現
で
話
題
と
な
っ
た
が
、
そ
の
延
長
線
上
に
集
落
や
地
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域
社
会
の
消
滅
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
農
山
村
に
と
ど
ま
ら
ず
、
衰
退
す
る
中
心
市
街
地
を
象
徴
と
し
て
、
地

方
都
市
に
ま
で
及
ぶ
現
象
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
農
山
村
は
「
停
滞
先
進
地
域
」
と
し
て
の
位
置
に
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
逆
に
、「
再
生
先
発
地
域
」
と
し
て
の
農
山
村
と
い
う
認
識
で
あ
る
（「
先
発
」
は
必
ず
し
も
「
先
進
」
で
は
な

い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
）。
わ
が
国
全
体
の
人
口
減
少
が
進
む
中
で
、
約
半
世
紀
前
か
ら
人
口
減
少
が
進
む
過
疎
地
域
で
は
、
困

難
な
中
で
も
そ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
様
々
な
試
み
が
行
わ
れ
て
き
た
。
都
市
部
で
さ
え
人
口
減
少
と
激
し
い
高
齢
化
が
進
む
中

で
、
そ
こ
で
の
取
り
組
み
が
む
し
ろ
我
が
国
全
体
の
地
域
再
生
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
扱
わ
れ
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
後
者
の
立
場
か
ら
、「
再
生
先
発
地
域
」
と
し
て
の
農
山
村
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
こ
で
の
地
方
自
治
体
、
特
に
市
町

村
の
地
域
再
生
戦
略
の
あ
り
方
や
そ
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

あ
え
て
そ
れ
を
、
本
書
の
中
の
一
論
文
と
し
て
ま
と
め
る
の
は
、
実
は
、『
地
方
自
治
法
施
行
五
〇
周
年
記
念
自
治
論
文
集
』
が

取
り
ま
と
め
ら
れ
た
一
九
九
八
年
以
降
、
農
山
村
の
実
践
（
地
域
づ
く
り
）
と
政
策
（
地
域
力
創
造
）
の
両
面
で
大
き
な
変
化
が
見

ら
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
二
〇
年
間
を
特
に
意
識
し
た
議
論
を
展
開
し
て
み
た
い
。

一　

地
域
づ
く
り
の
含
意
─
未
来
に
向
け
た
二
〇
年
─

「
地
域
づ
く
り
」
と
い
う
表
現
が
市
民
権
を
得
た
の
は
、
九
〇
年
代
後
半
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
自
体
は
「
ま
ち
づ
く
り
」「
む
ら
づ

く
り
」
と
い
う
使
い
方
も
含
め
て
、
既
に
八
〇
年
代
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
「
地
域

活
性
化
」
と
は
異
な
る
独
自
の
意
味
で
使
わ
れ
始
め
た
の
は
九
〇
年
代
後
半
以
降
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
の
含
意
が
あ
る
。
第
一
に
、
そ
の
直
前
に
あ
っ
た
バ
ブ
ル
期
の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
批
判
と
い
う

時
代
的
文
脈
に
お
け
る
、「
内
発
性
」
の
強
調
で
あ
る
。
大
規
模
リ
ゾ
ー
ト
開
発
で
は
、
資
金
も
意
思
も
外
部
か
ら
注
入
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
地
域
の
住
民
は
土
地
や
労
働
力
の
提
供
者
、
さ
ら
に
は
開
発
の
陳
情
者
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、

自
ら
の
意
思
で
地
域
住
民
が
立
ち
上
が
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
含
む
取
り
組
み
こ
そ
が
、
重
要
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
言
葉
で
は
強
調

さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
以
前
使
わ
れ
て
い
た
「
地
域
活
性
化
」
に
は
、
当
時
は
経
済
的
な
活
況
を
目
指
す
意
味
合
い
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
単

一
目
的
を
批
判
し
、
文
化
、
福
祉
、
景
観
等
も
含
め
た
総
合
的
目
的
が
こ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
総
合
性
は
、

地
域
の
特
性
に
応
じ
た
多
様
な
地
域
の
姿
に
連
動
す
る
。
実
際
に
、
リ
ゾ
ー
ト
ブ
ー
ム
下
で
は
、
経
済
的
振
興
ば
か
り
が
各
地
で
語

ら
れ
、
ま
た
ど
の
地
域
で
も
同
じ
よ
う
な
開
発
計
画
が
並
ぶ
「
金
太
郎
ア
メ
」
型
の
地
域
振
興
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
省
の
上

に
立
つ
地
域
づ
く
り
に
は
「
総
合
性
・
多
様
性
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
第
三
に
地
域
づ
く
り
の
「
つ
く
る
」
と
い
う
言
葉
が
持
つ
含
意
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
革
新
性
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
地
域
振
興
を
内
発
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
り
対
応
し
て
い
く
と
な
れ
ば
、
従
来
と
は
異
な
る
状
況
や
新
た
な
仕
組

み
を
内
部
に
作
り
出
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
過
疎
化
の
進
行
下
で
は
、
過
去
の
人
口
の
多
か
っ
た
時
代
の
し
く
み
に
寄
り
か
か
り
、

そ
れ
が
機
能
し
な
い
こ
と
を
嘆
く
こ
と
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
地
域
の
前
進
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
こ

で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
地
域
に
お
け
る
意
思
決
定
の
仕
組
み
な
ど
の
社
会
的
な
シ
ス
テ
ム
を
地
域
自
ら
が
再
編
し
、
新
し
い
仕
組
み

を
創
造
す
る
「
革
新
性
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
多
様
な
総
合
的
目
的
を
持
ち
、
地
域
の
仕
組
み
を
革
新
し
な
が
ら
、
内
発
的
に
新
た
な
地
域
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
の

（
１
）
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が
地
域
づ
く
り
で
あ
る
。
高
度
成
長
期
の
全
国
総
合
開
発
計
画
に
あ
っ
た
拠
点
開
発
、
そ
し
て
バ
ブ
ル
経
済
期
の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
と

い
う
外
来
型
開
発
の
問
題
点
を
認
識
し
、
こ
の
よ
う
な
地
域
づ
く
り
に
向
け
た
模
索
と
実
践
が
、
こ
の
時
期
に
少
な
く
な
い
地
域
で

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
か
ら
続
く
、
し
ば
し
ば
「
失
わ
れ
た
二
〇
年
」
と
称
さ
れ
る
こ
の
時
期
は
、
む
し
ろ
、
内
発
性
、

多
様
性
総
合
性
、
革
新
性
を
追
求
す
る
新
た
な
地
域
再
生
の
道
を
地
域
自
ら
が
考
え
る
環
境
を
作
り
出
し
た
と
も
言
え
る
。
そ
の
点

で
、
農
山
村
で
は
「
未
来
に
向
け
た
二
〇
年
」
と
さ
え
表
現
で
き
る
。

二　

地
域
づ
く
り
の
戦
略

こ
う
し
た
地
域
づ
く
り
の
実
践
は
散
発
的
に
は
以
前
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
自
治
体
に
よ
る
支
援
制
度
を
含
め
て
体
系

化
し
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
鳥
取
県
智
頭
町
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
取
り
組
み
は
「
ゼ
ロ
分
の
イ
チ
む
ら
お
こ
し
運
動
」

と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
含
め
て
、
今
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
以
降
、
各
地
で
同
様
の
取
り
組
み
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
体
系
的
政
策
の
到
達
点
を
示
し
た
の

が
長
野
県
飯
田
市
で
あ
ろ
う
。
飯
田
市
で
は
、
市
の
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
「
人
材
サ
イ
ク
ル
」
の
構
築
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
四
年
制
大
学
が
市
内
に
無
い
こ
の
地
域
で
は
、
高
校
卒
業
時
の
域
外
へ
の
他
出
者
は
約
八
〇
％
に
達
し
、
最
終
的
に
戻
る

の
は
そ
の
約
四
割
程
度
に
留
ま
る
と
い
う
現
状
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
飯
田
市
で
は
「
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
を
進

め
て
い
く
上
で
は
、
若
い
人
た
ち
が
一
旦
は
飯
田
を
離
れ
て
も
、
こ
こ
に
戻
っ
て
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
『
人
材

（
2
）
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サ
イ
ク
ル
の
構
築
』
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
に
よ
る
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

具
体
的
に
は
、
①
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
産
業
づ
く
り
、
②
帰
っ
て
く
る
人
材
づ
く
り
、
③
住
み
続
け
た
い
と
感
じ
る
地
域
づ
く
り
が
、

地
域
の
テ
ー
マ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
①
に
対
し
て
は
、「
外
貨
獲
得
・
財
貨
循
環
」（
地
域
外
か
ら
の
収
入
を
拡
大

し
、
そ
の
地
域
外
へ
の
流
出
を
抑
え
る
）
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
地
域
経
済
活
性
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
②
で
は

「
飯
田
の
資
源
を
活
か
し
て
、
飯
田
の
価
値
と
独
自
性
に
自
信
と
誇
り
を
持
つ
人
を
育
む
力
」
を
「
地
育
力
」
と
し
て
、
家
庭
─
学

校
─
地
域
が
連
携
す
る
「
体
験
」
や
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
を
主
軸
と
す
る
教
育
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
③
に
関
し
て
は
、

地
域
づ
く
り
の
「
憲
法
」
で
あ
る
自
治
基
本
条
例
を
策
定
し
、
ま
た
従
来
か
ら
当
地
の
地
域
活
動
の
基
本
単
位
と
な
っ
て
い
る
公
民

館
毎
に
新
た
に
自
治
組
織
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
運
営
を
市
の
職
員
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
を
作
り
出
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
地
域
づ
く
り
は
各
地
で
、
実
践
的
に
鍛
え
ら
れ
て
今
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
智
頭
町
や
飯
田
市
の
取
り
組

み
を
含
め
、
各
地
の
事
例
か
ら
一
般
化
し
て
、「
地
域
づ
く
り
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」
を
作
成
し
た
の
が
図
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る

よ
う
に
地
域
づ
く
り
は
、
三
つ
の
柱
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
は
、「
暮
ら
し
の
も
の
さ
し
づ
く
り
」
で
あ
り
、
地
域
づ
く
り
の
〈
主
体
形
成
〉
を
意
味
す
る
。
先
の
飯
田
市
の
取
り
組
み

で
は
、「
帰
っ
て
く
る
人
材
づ
く
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
取
り
組
み
で
あ
る
。
第
二
は
、「
暮
ら
し
の
仕
組
み
づ
く
り
」
で
、
地
域
づ

く
り
の
〈
場
の
形
成
〉
で
あ
る
。「
住
み
続
け
た
い
と
感
じ
る
地
域
づ
く
り
」
と
飯
田
市
で
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
自
治
基

本
条
例
や
自
治
組
織
の
創
設
が
具
体
策
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
「
カ
ネ
と
そ
の
循
環
づ
く
り
」
で
あ
り
、
地
域
づ
く
り
の
〈
条
件

形
成
〉
に
相
当
す
る
。
飯
田
市
で
は
、「
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
産
業
づ
く
り
」
の
取
り
組
み
で
あ
り
、「
外
貨
獲
得
・
財
貨
循
環
」
と
い

う
言
葉
は
そ
の
ま
ま
こ
の
要
素
の
内
容
を
表
現
し
て
い
る
。
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つ
ま
り
、「
主
体
」「
場
」「
条
件
」
の
三
要
素
の
意
識
的
な
組
み

立
て
に
よ
り
、
地
域
が
「
創
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

目
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
新
し
い
価
値
の
上
乗
せ
」
と
表
現
し
た
。

こ
れ
は
、「（
地
域
づ
く
り
と
は
）
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
価
値

を
、
地
域
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
の
な
か
で
見
出
し
、
地
域
に
上
乗
せ
す

る
こ
と
」
と
い
う
地
理
学
者
の
宮
口
侗
廸
氏
の
議
論
を
援
用
し
て
い

る
。
そ
の
「
新
し
い
価
値
」
と
は
、
貨
幣
的
な
価
値
に
限
定
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、環
境
、文
化
、あ
る
い
は
「
社
会
関
係
資
本
」（
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
）
な
ど
も
、
重
要
な
地
域
価
値
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、「
上
乗
せ
」
と
は
、
単
に
こ
れ
ら
の
新
し
い
価
値
を
創
り
だ

す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
今
ま
で
の
地
域
社
会
が
持
つ
価
値
と
つ

な
ぐ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
目
的
と
し
て
は
、
人
口
増

加
や
地
域
内
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
増
大
等
が
位
置
付
い
て
い
な
い
こ
と
も
確
認

し
て
お
き
た
い
。

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
地
域
の
新
し
い
価
値
の
上
乗
せ
を
目
標
と

し
な
が
ら
、「
主
体
」「
場
」「
条
件
」
の
三
要
素
を
地
域
の
状
況
に

応
じ
て
、
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
る
営
み
が
地
域
づ
く
り
で
あ
る
。

（
3
）

図　地域づくりのフレームワーク

交流産業

地　域　づ　く　り　（内発性、総合性・多様性、革新性）

場づくり

Ⅰ 暮らしのものさしづくり
コ
ミ
ニ
ュ
テ
ィ

Ⅱ
　
暮
ら
し
の
仕
組
み
づ
く
り

Ⅲ
　
カ
ネ
と

　
　
そ
の
循
環
づ
く
り

生
活
諸
条
件

主体づくり

条件づくり

交流の魅力付加

交流交流の鏡効果

新しい価値の上乗せ
（貨幣的価値、文化的価値、環境的価値、人間関係的価値等）
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な
お
、
こ
の
三
要
素
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
①
人
材
育
成
、
②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
、
③
経
済
再
生
と
も
言
い
換
え
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
を
一
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
よ
り
キ
ー
ワ
ー
ド
化
す
れ
ば
、「
ま
ち
」（
②
）、「
ひ
と
」（
①
）、

「
し
ご
と
」（
③
）
と
な
り
、
二
〇
一
四
年
よ
り
始
ま
る
「
地
方
創
生
」（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
）
と
重
な
る
。
つ
ま
り
、
少

な
く
と
も
農
山
村
に
お
け
る
地
方
創
生
と
は
、
図
ら
ず
も
、
こ
の
二
〇
年
間
以
上
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
地
域
づ
く
り
そ
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

三　

地
域
づ
く
り
へ
支
援
と
そ
の
政
策

㈠　

都
市
農
村
交
流
の
意
義

こ
の
よ
う
に
三
本
の
柱
を
地
域
毎
に
異
な
る
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
、
多
様
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
地
域

づ
く
り
は
実
践
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
日
本
経
済
の
長
期
低
迷
、
財
政
危
機
、
人
口
減
少
・
高
齢
化
に
よ
り
、
地
域
づ
く

り
自
体
も
一
層
難
し
い
状
況
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
そ
れ
を
支
え
る
よ
り
強
力
な
要
素
が
必
要
と
な
る
。
実
は
そ
の
ひ
と
つ
が
都
市
と
農
村
の
交
流
で
あ
る
。
こ
れ
は

農
山
村
で
行
わ
れ
る
小
さ
な
イ
ベ
ン
ト
か
ら
農
家
民
泊
ま
で
、
幅
広
く
、
多
様
な
取
り
組
み
で
あ
る
が
、
先
の
図
に
あ
る
よ
う
に
二

つ
の
ル
ー
ト
で
地
域
づ
く
り
に
関
連
し
て
い
る
。

第
一
に
、
交
流
は
「
暮
ら
し
の
も
の
さ
し
づ
く
り
」
に
か
か
わ
る
。
都
市
住
民
（
ゲ
ス
ト
）
の
農
山
村
空
間
や
農
山
村
生
活
、
農

林
業
生
産
に
お
け
る
新
た
な
発
見
や
感
動
が
、
逆
に
農
村
サ
イ
ド
（
ホ
ス
ト
）
の
新
た
な
自
信
を
与
え
る
（
都
市
農
村
交
流
の
「
鏡

地域づくりと地方自治体
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効
果
」）。
こ
の
よ
う
に
ゲ
ス
ト
と
ホ
ス
ト
が
感
動
と
自
信
と
い
う
「
気
づ
き
」
を
同
時
に
持
ち
、
学
び
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
交

流
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
地
域
づ
く
り
へ
の
第
二
の
流
れ
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
都
市
農
村
交
流
を
産
業
と
し
て
考
え
た
場
合
、

一
般
的
な
観
光
業
と
は
異
な
り
、
こ
の
学
び
合
い
が
要
因
と
な
り
、
多
く
の
リ
ピ
ー
タ
ー
を
獲
得
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
に
お

け
る
農
家
民
泊
の
先
駆
け
と
な
っ
た
大
分
県
旧
安
心
院
町
（
宇
佐
市
）
で
は
、
農
家
民
宿
の
ゲ
ス
ト
の
リ
ピ
ー
タ
ー
率
は
高
い
。
そ

こ
で
の
「
行
き
つ
け
の
農
家
を
作
ろ
う
」
と
い
う
呼
び
か
け
は
、
航
空
会
社
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
も
採
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
「
い
き
つ
け
」（
リ
ピ
ー
タ
ー
）
を
持
つ
人
々
を
増
や
す
こ
と
は
、
人
口
減
少
下
で
市
場
規
模
の
縮
小
が
進
む
わ
が
国
の
産
業
の

基
本
的
対
応
で
も
あ
る
。
そ
の
点
で
、
都
市
農
村
交
流
に
は
、
産
業
と
し
て
成
長
す
る
条
件
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
交
流
の
「
交
流
産

業
」
化
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
都
市
農
村
交
流
活
動
は
、
一
方
で
は
「
交
流
産
業
」
と
し
て
、「
カ
ネ
と
そ
の
循
環
づ
く
り
」
に
直
接
つ
な
が
り
、

他
方
で
「
交
流
の
鏡
効
果
」
を
通
じ
て
、「
暮
ら
し
の
も
の
さ
し
づ
く
り
」
に
貢
献
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
域
づ
く
り
全
体
と
し
て
、

地
域
の
「
新
し
い
価
値
」
の
さ
ら
な
る
上
乗
せ
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
地
域
の
魅
力
を
付
加
し
、
よ
り
高

い
ス
テ
ー
ジ
で
都
市
農
村
交
流
が
行
わ
れ
る
条
件
が
形
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
地
域
づ
く
り
が
、
交
流
と
い
う
ル
ー
プ
を
使
い
、
よ

り
高
い
も
の
へ
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、「
地
域
づ
く
り
の
交
流
循
環
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
地
域
づ
く
り
の
持
続

化
に
向
け
た
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
農
山
村
の
地
方
自
治
体
で
は
、
都
市
農
村
交
流
を
あ
ら
た
め
て
農
山
村
再
生
に
向

け
た
「
戦
略
的
活
動
」
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
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㈡　

地
域
支
援
の
あ
り
方
─
そ
の
主
体
と
内
容
─

と
は
い
う
も
の
の
、「
交
流
循
環
」
を
含
め
た
内
発
的
な
力
の
み
で
農
山
村
再
生
の
実
現
を
支
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
地
域
支

援
政
策
の
役
割
が
あ
ら
た
め
て
重
要
と
な
る
。

そ
の
場
合
、
政
策
支
援
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
市
場
や
都
市
か
ら
の
距
離
と
い
う
地
理
条
件
や
地
形
条
件
、
そ
し
て
豪
雪
等
の
気

候
条
件
は
農
山
村
の
持
つ
本
源
的
な
条
件
不
利
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
格
差
を
政
策
に
よ
り
改
善
や
補
償
を
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
社
会
的
な
公
平
性
を
追
求
す
る
政
策
で
あ
り
、
政
府
の
役
割
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
政
策
に
は
強
い

正
当
性
が
あ
る
。
農
山
村
を
対
象
と
し
た
政
策
に
お
い
て
、
大
き
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る
。

過
疎
法
（
一
九
七
〇
年
制
定
、
そ
の
後
新
法
制
定
ま
た
は
改
正
・
延
長
）
は
ま
さ
に
そ
の
た
め
の
法
律
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に

も
、
離
島
振
興
法
（
一
九
五
三
年
制
定
、
そ
の
後
改
正
・
延
長
）、
山
村
振
興
法
（
一
九
六
五
年
制
定
、
同
上
）、
半
島
振
興
法
（
一

九
八
五
年
制
定
、
同
上
）
と
い
う
各
種
の
地
域
振
興
立
法
は
、
こ
の
よ
う
な
政
策
の
根
拠
法
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
政
策
は
、
条
件
不
利
性
の
改
善
を
、「
ハ
コ
モ
ノ
」
と
称
さ
れ
る
公
共
施
設
や
道
路
等
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ

ク
チ
ャ
ー
の
建
設
と
い
う
ハ
ー
ド
事
業
に
よ
り
実
現
し
よ
う
と
す
る
点
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
り
建
設
業
に
よ
る
地

域
の
雇
用
吸
収
力
も
あ
る
程
度
生
ま
れ
た
こ
も
あ
り
、
ハ
ー
ド
事
業
重
視
の
政
策
は
長
ら
く
続
い
た
。

表
は
、
こ
の
よ
う
な
支
援
策
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
た
め
に
、
政
策
を
含
む
外
部
か
ら
の
支
援
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
を
試
み
た
も

の
で
あ
る
。
前
節
ま
で
に
論
じ
た
地
域
づ
く
り
の
三
つ
の
柱
を
表
側
に
、
支
援
主
体
や
そ
の
内
容
を
表
頭
に
し
て
、
そ
の
組
み
合
わ

せ
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
（
実
現
が
期
待
さ
れ
る
）
支
援
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

い
ま
、
論
じ
て
い
る
格
差
是
正
政
策
の
た
め
に
政
策
は
表
中
で
左
下
隅
に
位
置
付
く
（「
従
来
型
支
援
」
と
表
示
）。
し
か
し
、
一

地域づくりと地方自治体
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九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
各
地
で
の
地
域
づ
く
り
が
本
格
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
ハ
ー
ド
事
業
重
視
の
政
策
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。そ
れ
は
、「
ハ
ー

ド
か
ら
ソ
フ
ト
へ
」
と
い
う
重
心
移
動
で
あ
る
が
、
よ
り
詳
細
に
見
る
と
、
次
の
二

つ
の
流
れ
が
見
ら
れ
る
。
①
補
助
金
か
ら
交
付
金
へ
と
②
補
助
金
か
ら
補
助
人
へ
と

い
う
動
き
で
あ
る
。

①
は
内
発
的
な
地
域
づ
く
り
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
中
で
、
地
域
の
声
と
し
て
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
地
域
運
営
組
織
と
い
う
新
し
い
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
を
支
え
る
よ
う
な
支
援
で
は
、
地
域
の
性
格
に
応
じ
た
、
補
助

金
の
使
途
の
自
由
度
や
弾
力
化
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
自

体
が
多
様
で
あ
り
、
政
策
支
援
の
メ
ニ
ュ
ー
も
ま
た
多
様
で
あ
る
べ
き
こ
と
に
よ
る

が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
資
金
の
使
途
に
関
す
る
地
域
の
裁
量
が
大
き
い
ほ
ど
、
地
域

住
民
か
ら
の
ア
イ
デ
ア
や
工
夫
を
引
き
出
し
や
す
く
な
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
そ

の
た
め
、
制
度
的
に
は
、
特
定
の
事
業
を
行
う
た
め
の
制
約
さ
れ
た
補
助
金
で
は
な

く
、
目
的
に
対
し
て
自
由
度
が
大
き
く
保
証
さ
れ
る
資
金
で
あ
る
交
付
金
が
よ
り
適

切
な
手
段
と
な
る
。
こ
の
政
策
変
化
は
、
し
ば
し
ば
「
補
助
金
か
ら
交
付
金
へ
」
と

表
現
さ
れ
る
。

ま
た
、
②
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
や
は
り
農
山
村
の
地
元
に
お
い
て
「
外

表　地域づくりに対する多様な支援策

政府（中央／地方） 新しい公共
（非営利・非

政府組織）
補助金

（モノ・カネ）
人的支援

専門家 非専門家
主体づくり

（暮らしのものさし）
専門家派遣
（地元学）

寄り添い
（目配り）

多
様
な
支
援

場づくり
（暮らしの仕組み）

コミュニティ 地域づくり交付金
（使途自由）

専門家派遣
（地域運営組

織等）
寄り添い

（目配り）

生活諸条件
格差是正
のための
補助金

専門家派遣
（生活交通等）

条件づくり
（カネとその循環）

格差是正
のための
補助金

専門家派遣
（ビジネス）

従
来
型
支
援
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部
人
材
を
導
入
し
、
地
域
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
支
え
る
よ
う
な
仕
組
み
が
必
要
だ
」
と
い
う
声
と
と
も
に
生
ま
れ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
で

あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
自
治
体
の
縁
辺
部
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
旧
町
村
部
に
お
け
る
行
政
機
能
が
後
退
し

が
ち
な
こ
と
や
農
協
等
の
地
域
関
係
機
関
の
脆
弱
化
に
よ
り
、
地
域
を
世
話
す
る
機
能
が
急
速
に
低
下
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を

補
完
す
る
外
部
人
材
等
の
人
的
支
援
の
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
従
来
の
補
助
金
で
は
、
そ
れ
が
ソ
フ
ト
事
業
向
け

の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
人
件
費
の
支
出
は
対
象
と
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
要
請
に
応
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
人
件
費
支
援
が
恒
常
的
な
支
援
と
な
る
可
能
性
が
高
い
た
め
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
専
門
家
の
人
件
費
に
利

用
で
き
る
資
金
が
必
要
と
い
う
意
味
で
「
補
助
金
か
ら
補
助
人
へ
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
場
合
の
「
補
助
人
」
に
は
、
必
ず
し
も
専
門
的
な
技
術
や
知
識
を
持
た
ず
、
地
域
に
寄
り
添
い
な
が
ら
支
援
を
す
る

者
（「
地
域
サ
ポ
ー
ト
人
」
と
呼
ば
れ
る
─
そ
の
多
く
が
若
者
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。
国
の
制
度
と
し
て
、
二
〇
〇
九
年
度
に
導
入

さ
れ
た
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
非
専
門
家
の
若
者
の
雇
用
を
意
識
し
た
制
度
で
あ
る
。
現
在
、
三
九
七
八

人
が
八
八
六
自
治
体
で
活
動
し
て
い
る
（
二
〇
一
六
年
末
）。
い
ろ
い
ろ
レ
ベ
ル
の
「
補
助
人
」
が
こ
の
時
期
に
、
地
域
か
ら
求
め

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四　

地
域
づ
く
り
と
地
方
自
治
体

先
の
表
で
見
れ
ば
、
①
の
変
化
は
、
左
下
隅
の
「
従
来
型
支
援
」
か
ら
真
上
へ
の
移
動
を
示
し
、
ま
た
②
は
従
来
型
支
援
か
ら
斜

め
右
上
へ
の
変
化
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
変
化
は
、
国
の
動
き
に
先
行
し
て
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
先
発
的
に

地域づくりと地方自治体
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発
生
し
た
。
特
に
、
①
の
交
付
金
化
は
多
く
の
市
町
村
で
導
入
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
一
般
に
「
地
域
づ
く
り
交
付
金
」
と
呼
ば
れ
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
、
使
途
の
自
由
度
の
大
き
な
交
付
金
を
、
地
域
で
自
ら
計
画
を
作
り
、
そ
の
実
践
を
す
る
た
め
に
手

を
あ
げ
た
組
織
に
対
し
て
、
優
先
配
分
す
る
方
式
と
し
て
取
り
組
ま
れ
た
。
先
の
①
、
②
の
動
き
は
、
③
政
策
主
体
の
中
央
政
府
か

ら
地
方
政
府
へ
と
い
う
動
き
も
随
伴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
地
域
づ
く
り
に
お
い
て
地
方
自
治
体
が
よ
り
重
要
な
役
割
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
こ
の
間
、
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
中
央
政
府
か
ら
地
方
政
府
へ
」
と
い
う
支
援
主
体
の
重
心
移
動
は
そ
れ
だ
け
で
は
と
ど
ま
ら
な

か
っ
た
。
表
に
は
そ
の
こ
と
も
示
し
、
表
頭
に
、「
新
し
い
公
共
（
非
営
利
・
非
政
府
組
織
）」
を
加
え
て
い
る
。

こ
の
「
新
し
い
公
共
」
と
は
、
営
利
組
織
と
政
府
の
中
間
に
位
置
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
等
の
取

り
組
み
で
あ
り
、
公
共
の
志
を
持
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
活
動
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
践
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
分
布
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
都
市
で
先
発
し
た
が
、
今
で
は
農
山
村
で
も
無
視
で
き
な
い
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
活
動
は
実
に
多
様
で
あ
り
、
表
中
の

す
べ
て
の
欄
が
埋
ま
り
う
る
も
の
で
あ
る
（
そ
の
た
め
、
表
中
で
は
「
多
様
な
支
援
」
と
一
括
し
て
示
し
た
）。
な
か
で
も
「
暮
ら

し
の
も
の
さ
し
づ
く
り
」
の
た
め
の
地
域
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
（
進
行
役
）
の
派
遣
や
「
暮
ら
し
の
仕

組
み
づ
く
り
」
の
た
め
の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
運
営
な
ど
が
目
立
っ
て
い
る
。

前
者
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
者
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
能
力

を
持
つ
者
を
、
地
域
の
現
場
に
派
遣
す
る
こ
と
は
、
地
域
支
援
の
重
要
課
題
で
あ
り
、
一
部
で
は
行
政
（
市
町
村
や
都
道
府
県
）
が

既
に
行
っ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
そ
の
中
心
は
非
営
利
・
非
政
府
組
織
に
あ
る
。
ま
た
、
後
者
は
、
例
え
ば
生
活
交
通
運
営
が
代

表
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
民
間
の
参
入
が
な
か
っ
た
り
、
そ
れ
が
撤
退
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
補
完
す
る
主
体
と
し
て
活
動
し

（
4
）
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て
い
る
。
そ
の
場
合
、
活
動
費
の
一
部
は
行
政
か
ら
の
委
託
に
よ
る
も
の
で
あ
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
行
政
が
直
接
に
は
対
応
で
き
な

い
分
野
を
、
公
的
資
金
を
利
用
し
な
が
ら
「
新
し
い
公
共
」
が
補
完
す
る
動
き
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
既
に
述
べ
た
①
～
③
の
地
域
支
援
の
重
心
変
化
に
加
え
て
、
④
と
し
て
「
政
府
か
ら
『
新
し
い
公
共
』
へ
」
と
い

う
流
れ
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
格
差
是
正
を
目
的
と
し
た
中
央
政
府
の
補
助
金
に
よ
る
道
路
・
施
設
建
設
等
の
農
山
村
支

援
を
従
来
型
支
援
と
す
れ
ば
、
近
年
で
は
そ
れ
を
起
点
と
し
て
、
次
の
四
つ
動
き
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
（
支
援
の
内
容
と
し
て
）
補
助
金
か
ら
交
付
金
へ

②
（
支
援
の
対
象
と
し
て
）
補
助
金
か
ら
補
助
人
へ

③
（
支
援
の
主
体
と
し
て
）
中
央
政
府
か
ら
地
方
政
府
へ

④
（
支
援
の
主
体
と
し
て
）
政
府
か
ら
「
新
し
い
公
共
」
へ

そ
れ
は
別
の
表
現
を
す
れ
ば
、
農
山
村
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
重
要
性
の
高
ま
り
と
そ
の
限
界
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
の
「
限
界
」
と
は
、
地
方
自
治
体
の
役
割
の
減
少
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
地
方
自
治
体
の
地
域
内

外
の
様
々
な
主
体
と
の
連
携
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
行
政
が
新
し
い
役
割
を
発
揮
す
る
こ
と
が
、
農
山
村
で
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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五　

お
わ
り
に
─
都
市
農
村
共
生
社
会
に
向
け
て
─

本
稿
で
は
、
農
山
村
の
地
域
再
生
に
お
い
て
、
①
地
域
づ
く
り
戦
略
の
構
築
、
②
戦
略
的
な
地
域
間
交
流
、
③
外
部
主
体
を
含
め

た
広
範
な
支
援
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
れ
は
、
冒
頭
で
論
じ
た
「
再
生
先
発
地
域
」
と
し
て
の
農

山
村
が
こ
の
二
〇
年
間
の
中
で
実
践
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
り
、
都
市
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
再
生
の
た
め
の
諸
要
素
と
言

え
よ
う
。

そ
し
て
、
農
山
村
に
は
、
さ
ら
に
援
軍
が
生
ま
れ
て
い
る
。
他
な
ら
ぬ
若
者
を
中
心
と
し
た
都
市
の
人
々
の
移
住
で
あ
り
、
そ
れ

を
「
田
園
回
帰
」
と
呼
ぶ
。
筆
者
等
の
全
国
調
査
で
は
、
二
〇
一
四
年
度
の
地
方
部
へ
の
移
住
者
は
約
一
二
〇
〇
〇
人
に
も
及
び
、

二
〇
〇
九
年
度
か
ら
の
五
年
間
で
四
倍
に
な
っ
て
い
る
。

彼
ら
の
移
住
理
由
を
聞
く
と
実
に
多
様
で
あ
る
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
住
民
が
前
向
き
に
地
域
課
題
の
解
決
に
挑
戦
す
る
地

域
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
お
年
寄
り
が
頑
張
っ
て
い
る
姿
に
憧
れ
た
」、「
お
母
さ
ん
世
代
の
女
性
が
み
ん
な
仲
良
く
、

笑
顔
が
素
敵
だ
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
、
地
域
づ
く
り
で
磨
か
れ
た
地
域
と
人
の
魅
力
が
移
住
者
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
地
域
づ
く
り
が
先
発
し
た
地
域
に
若
者
を
中
心
と
す
る
移
住
者
が
集
ま
り
、
さ
ら
に
彼
ら
が
「
ヨ
ソ
モ
ノ
」
と
し
て
地
域

づ
く
り
に
貢
献
す
る
、「
地
域
づ
く
り
と
田
園
回
帰
の
好
循
環
」
も
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
こ
の
援
軍
は
、
農
山
村
の
こ
の

二
〇
年
間
の
積
み
重
ね
と
無
縁
で
は
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
農
山
村
へ
の
国
民
の
意
識
変
化
が
ベ
ー
ス
に
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
様
々
な
局
面
で
見

（
5
）
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ら
れ
る
社
会
の
閉
塞
状
況
は
、
と
も
す
れ
ば
国
民
の
分
断
、
特
に
都
市
と
農
村
の
対
立
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、「
都

市
な
く
し
て
農
山
村
の
安
心
な
し
、
農
山
村
な
く
し
て
都
市
の
安
定
な
し
」
と
い
う
、
両
者
が
共
生
す
る
都
市
農
村
共
生
社
会
の
実

現
の
糸
口
が
そ
こ
に
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
農
山
村
の
地
方
自
治
体
は
、
都
市
自
治

体
と
連
携
し
つ
つ
、
こ
の
二
〇
年
間
の
前
進
面
を
踏
ま
え
た
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
行
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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