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都
市
立
地
で
生
き
る
道
探
る

　
「
生
き
残
る
―
―
。そ
の
た
め
に
何
を

す
べ
き
か
を
常
に
考
え
て
い
ま
す
」

　

人
口
約
三
五
万
人
の
埼
玉
県
川
越
市
、

Ｊ
Ｒ
川
越
駅
か
ら
お
よ
そ
四
㌔
メ
ー
ト

ル
と
い
う
都
市
近
郊
で
養
豚（
一
貫
）を
営

む
有
限
会
社
大
野
農
場
の
代
表
取
締
役
、

大
野
賢
司
さ
ん（
六
五
歳
）は
力
強
く
語

る
。

　

養
豚
業
界
全
体
が
大
規
模
化
と
高
生

産
性
を
追
求
す
る
流
れ
の
中
で
、大
野
農

場
は
高
付
加
価
値
化
に
重
点
を
置
く
。

　

日
本
公
庫
の
お
客
さ
ま
の
う
ち
養
豚

を
営
む
法
人
経
営
の
全
国
平
均
飼
養
母

豚
頭
数
は
六
五
〇
頭
、そ
れ
に
対
し
、大

野
農
場
は
一
〇
〇
頭
、一
母
豚
当
た
り
肥

育
豚
出
荷
頭
数
は
、全
国
平
均
二
一
頭
に

対
し
一
〇
頭
だ
。一
方
で
一
母
豚
当
た
り

の
売
り
上
げ
が
全
国
平
均
の
九
三
万
円

に
対
し
一
九
五
万
円
と
際
立
っ
て
高
い

こ
と
が
特
徴
だ
。

　

農
場
敷
地
内
で
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
な

ど
の
加
工
・
販
売
、レ
ス
ト
ラ
ン
の
営
業

を
行
っ
て
お
り
、販
売
先
は
、食
肉
卸
二

五
％
、残
り
の
七
五
％
は
一
般
消
費
者
へ

の
直
接
販
売
だ
。こ
の
直
接
販
売
比
率
の

高
さ
が
大
野
農
場
の
大
き
な
強
み
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

　
「
大
農
場
や
輸
入
品
と
戦
っ
て
も
勝
て

る
わ
け
が
な
い
。そ
も
そ
も
同
じ
土
俵
に

立
つ
こ
と
が
な
い
よ
う
な
道
を
選
び
続

け
た
結
果
で
す
」と
大
野
さ
ん
は
言
う
。

　
黒
豚
で
独
自
性
を
出
す

　

大
野
家
は
代
々
稲
作
農
家
。一
九
七
八

年
水
田
利
用
再
編
対
策
で
養
豚
団
地
が

建
設
さ
れ
た
際
、大
野
さ
ん
の
父
も
現
在

地
で
養
豚
肥
育
と
水
稲
複
合
経
営
を
始

め
た
。

　

大
野
さ
ん
は
八
三
年
に
経
営
を
継
ぐ

と
、八
五
年
に
養
豚
一
貫
の
専
業
経
営
を

開
始
す
る
。九
九
年
に
そ
れ
ま
で
の
三
元

交
配
豚
Ｌ
Ｗ
Ｄ（
ラ
ン
ド
レ
ー
ス
種
と

バ
ー
ク
シ
ャ
ー
種
と
デ
ュ
ロ
ッ
ク
種
の

三
つ
を
掛
け
合
わ
せ
た
豚
）か
ら
現
在
の

黒
豚（
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
純
粋
種
）へ
転
換

を
図
っ
た
。

　

当
時
、日
本
で
は
豚
肉
輸
入
量
が
急

激
に
増
え
て
お
り
、そ
の
後
も
増
え
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
て
い
た
。ま
た
、大
野
農

場
は
都
市
近
郊
の
た
め
頭
数
を
増
や
す

こ
と
は
難
し
い
。

　
「
そ
こ
で
、産
子
数
が
少
な
く
肥
育
期

間
が
長
く
て
コ
ス
ト
が
か
さ
む
も
の
の
、

希
少
性
と
味
に
優
れ
る
黒
豚
に
切
り
替

え
て
独
自
性
を
出
し
た
か
っ
た
の
で
す
」

と
転
換
の
理
由
を
語
り「
黒
豚
の
ヒ
レ
肉

を
ト
ン
カ
ツ
に
し
て
食
べ
た
時
の
軟
ら

か
さ
と
お
い
し
さ
は
他
に
は
な
い
も
の

で
し
た
」と
目
を
輝
か
せ
る
。

　

埼
玉
県
で
は
黒
豚
の
肥
育
事
例
が
少

イタリア語で「私の農家」を意味するミオ・カザロの店内で
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経営紹介

な
く
生
産
は
難
し
か
っ
た
が
、衛
生
面
に

配
慮
し
て
一
頭
一
頭
き
め
細
か
く
体
調

を
管
理
、抗
生
物
質
を
一
切
投
与
せ
ず
安

全
・
安
心
な
生
産
を
確
立
し
た
。

　

飼
料
は
自
家
配
合
で
、パ
ン
、小
麦
ふ

す
ま
と
い
っ
た
小
麦
を
主
体
と
し
、ホ

エ
ー
、サ
ツ
マ
イ
モ
を
利
用
し
て
い
る
。

川
越
に
は
サ
ツ
マ
イ
モ
を
使
っ
た
ス

イ
ー
ツ
店
が
多
く
市
内
の
菓
子
店
か
ら

仕
入
れ
た
規
格
外
品
を
使
う
こ
と
で
、

地
元
産
の
ア
ピ
ー
ル
に
も
つ
な
が
る
。

　
「
乳
酸
菌
発
酵
す
る
た
め
、Ｐ
Ｈ
四・三

と
強
い
酸
性
に
な
り
ま
す
。こ
の
発
酵
し

た
餌
が
豚
の
体
調
を
整
え
、病
気
を
予

防
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
」と
餌
の
特
性

を
説
明
。さ
ら
に
、黒
豚
特
有
の
脂
と
甘

み
を
最
大
限
に
引
き
出
す
よ
う
配
合
を

変
え
て
お
り
進
化
へ
の
努
力
を
怠
ら
な

い
。　

地
元
消
費
者
に
知
っ
て
も
ら
う

　

黒
豚
へ
の
完
全
転
換
に「
が
む
し
ゃ
ら

だ
っ
た
」と
い
う
大
野
さ
ん
だ
が
、努
力

の
か
い
あ
っ
て
、大
野
農
場
の
黒
豚
は
肉

質
の
き
め
細
か
さ
や
軟
ら
か
さ
、味
の
良

さ
な
ど
で
市
場
か
ら
高
い
評
価
を
得
ら

れ
た
。大
野
さ
ん
は
自
社
豚
肉
を「
小
江

戸
黒
豚
」と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
化
、二
〇
〇

一
年
に
は
加
工
や
小
売
り
へ
の
展
開
に

備
え
、法
人
化
を
し
た
。

　

翌
年
、ハ
ム・ソ
ー
セ
ー
ジ
の
加
工・
販

売
に
乗
り
出
し
、工
房
兼
店
舗「
ミ
オ・カ

ザ
ロ
」を
立
ち
上
げ
る
。黒
豚
へ
の
切
り

替
え
当
初
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
加
工
・

販
売
に
取
り
組
ん
だ
理
由
は
二
つ
あ
っ

た
と
い
う
。

　
一
つ
目
は
、地
元
消
費
者
に
知
っ
て
も

ら
う
た
め
だ
。

　

あ
る
時
、地
元
の
農
畜
産
物
が
地
元

で
消
費
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
農
家
仲

間
の
間
で
話
題
に
な
っ
た
。川
越
で
生
産

さ
れ
た
農
畜
産
物
の
多
く
は
東
京
な
ど

大
都
市
に
流
れ
、川
越
の
小
売
店
に
は

他
地
域
の
も
の
が
置
か
れ
て
い
た
。こ
れ

を
知
っ
た
時
の
こ
と
を「
び
っ
く
り
し

ち
ゃ
っ
て
ね
！ 

地
元
の
人
が
地
元
の
農

業
を
知
ら
な
い
な
ん
て
、寂
し
い
と
感
じ

ま
し
た
」と
振
り
返
る
。

　

ま
た
、「
臭
い
な
ど
環
境
問
題
が
起
こ

り
や
す
い
都
市
型
畜
産
で
は
、地
域
か
ら

理
解
を
得
る
こ
と
が
重
要
。地
元
の
農
畜

産
業
を
知
っ
て
も
ら
う
に
は
、食
べ
て
も

ら
う
こ
と
と
見
て
も
ら
う
こ
と
が
一
番

早
い
と
考
え
た
ん
で
す
」と
言
う
。

　

二
つ
目
は
、自
分
た
ち
で
作
っ
た
商
品

を
納
得
す
る
価
格
で
販
売
す
る
た
め
だ
。

「
市
場
出
荷
で
は
、価
格
は
相
場
に
左
右

さ
れ
ま
す
。加
工
し
販
売
す
れ
ば
企
業

努
力
を
値
段
に
反
映
で
き
る
と
思
い
ま

し
た
」

　

ミ
オ
・
カ
ザ
ロ
の
立
ち
上
げ
に
当
た
り

具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
、大
野
さ

ん
は
原
料
と
な
る
豚
肉
の
安
全・安
心
を

よ
り
重
要
視
し
、農
場
に
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の

考
え
方
を
取
り
入
れ
た
衛
生
管
理
を
導

入
し
た
。こ
の
取
り
組
み
は
〇
六
年
に
は

埼
玉
県
優
良
生
産
管
理
農
場
認
証
を
県

よ
り
受
け
る
な
ど
高
く
評
価
さ
れ
て
い

る
。

　
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
加
工
は
主
に
長
女

の
恵
子
さ
ん（
三
七
歳
）が
担
当
す
る
。会

社
員
だ
っ
た
恵
子
さ
ん
だ
が
、父
に
説
得

さ
れ
て
食
肉
の
知
識
や
技
術
を
一
か
ら

習
得
し
、名
古
屋
の
ソ
ー
セ
ー
ジ
工
房
で

本
場
ド
イ
ツ
製
法
の
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

作
り
を
習
っ
た
。現
在
で
は
三
〇
種
類
に

も
増
え
た
加
工
品
は
全
て
小
江
戸
黒
豚

を
原
料
と
し
、合
成
保
存
料
、着
色
料
、

増
量
剤
な
ど
添
加
物
は
一
切
使
用
し
て

い
な
い
。

　
飲
食
事
業
に
も
進
出

　

ミ
オ・カ
ザ
ロ
の
商
品
は
、安
全・安
心
、

か
つ
、黒
豚
本
来
の
味
が
楽
し
め
る
と
地

元
の
消
費
者
の
間
で
人
気
が
出
た
。二
〇

〇
九
年
、そ
こ
で
大
野
さ
ん
は
二
号
店
を

川
越
市
中
心
部
に
開
店
す
る
。江
戸
時

代
か
ら
続
く
蔵
づ
く
り
の
街
並
み
が
広

が
る
通
り
に
あ
る
ミ
オ
・
カ
ザ
ロ
蔵
の
ま

ち
店
は
、そ
ぞ
ろ
歩
き
の
観
光
客
が
主
な

顧
客
だ
。川
越
の
名
産
品
の
一
つ
に
な
る

こ
と
を
大
野
さ
ん
は
期
待
し
て
い
る
。

　

近
年
、差
別
化
を
図
る
目
的
な
ど
で

黒
豚
を
肥
育
す
る
畜
産
農
家
は
増
加
傾

向
に
あ
る
。

　

そ
こ
で
、大
野
さ
ん
は
さ
ら
に
独
自
性

を
打
ち
出
す
取
り
組
み
を
開
始
し
た
。

そ
れ
は
一
三
年
、和
食
の
自
社
レ
ス
ト
ラ

ン「
小
江
戸
黒
豚
鉄
板
懐
石 

オ
オ
ノ
」を

開
店
し
、飲
食
事
業
に
進
出
し
た
こ
と

だ
。

　
「
意
外
な
こ
と
に
、和
食
レ
ス
ト
ラ
ン

で
は
豚
肉
を
メ
イ
ン
料
理
に
使
う
店
が

少
な
い
ん
で
す
。豚
肉
を
主
役
に
し
た
和

食
を
提
供
す
る
こ
と
で
、豚
肉
消
費
の
さ

ら
な
る
拡
大
を
目
指
し
て
い
ま
す
」と
開

店
の
理
由
を
語
る
。

　

交
通
の
ア
ク
セ
ス
は
良
い
と
は
い
え

な
い
オ
オ
ノ
だ
が
土
日
は
予
約
で
い
っ

ぱ
い
に
な
る
ほ
ど
の
盛
況
ぶ
り
を
見
せ

る
。ゆ
っ
た
り
と
し
た
落
ち
着
い
た
雰
囲

気
の
店
内
で
、小
江
戸
黒
豚
を
使
っ
た

数
々
の
和
食
料
理
を
堪
能
で
き
る
と
口

コ
ミ
で
人
気
が
広
ま
り
、地
元
客
を
は
じ

め
観
光
客
も
足
を
運
ぶ
。

　

課
題
に
直
面
す
る
た
び
に
人
が
選
ば

ぬ
道
を
あ
え
て
選
択
し
実
行
に
移
し
て

き
た
大
野
さ
ん
は
、今
後
も
新
し
い
こ
と

に
挑
戦
し
続
け
る
、と
断
言
す
る
。

　
「
三
途
の
川
を
渡
る
時
は
六
文
銭（
だ

け
が
あ
れ
ば
い
い
）。だ
か
ら
、失
敗
を
恐

れ
ず
に
何
で
も
挑
戦
し
て
み
ま
す
」と

に
っ
こ
り
笑
っ
た
。　
　
　
　
　
　

 

（
情
報
企
画
部　

城
間 

綾
子
）
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ス
ナ
ッ
ク
菓
子・食
品
製
造
の
カ
ル
ビ
ー

株
式
会
社
の
企
業
経
営
に
関
わ
っ
た
時
代

に
、フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た「
最
も
美
し
い
村
」

づ
く
り
運
動
に
よ
っ
て
元
気
な
共
同
体
に

変
身
す
る
姿
を
見
て
、日
本
へ
の
導
入
を
試

み
た
。そ
ん
な
矢
先
、日
本
で
多
く
の
村
の

消
滅
を
予
測
す
る
報
告
書
が
出
て
、自
身

で
村
の
消
滅
が
衰
退
に
向
か
う
の
を
防
ぐ

た
め
、二
〇
一
四
年
に「
ス
マ
ー
ト
・
テ
ロ

ワ
ー
ル
」に
よ
る
自
給
経
済
圏
構
想
を
打
ち

出
し
農
村
再
興
に
取
り
組
む
。解
決
策
は

地
域
資
源
を
活
か
し
、地
元
住
民
が
地
産

地
消
し
て
自
給
圏
を
ス
マ
ー
ト
に
構
築
す

る
こ
と
。志
の
高
い
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
だ
。

　
最
強
モ
デ
ル
で
日
本
を
農
業
国
に

―
―
未
利
用
資
源
の
多
い
農
村
や
農
業
に

こ
そ
日
本
の
成
長
余
地
が
あ
る
、と
い
う
の

が
松
尾
さ
ん
の
持
論
で
す
ね
。

松
尾　
少
子
化
に
よ
る
人
口
減
少
や
高
齢

化
で
、日
本
の
農
村
や
農
業
は
衰
退
し
荒
廃

し
て
い
る
と
世
の
中
に
は
映
っ
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、お
荷
物
扱
い
す

る
必
要
は
全
く
な
く
、む
し
ろ
日
本
の
成
長

余
地
は
農
村
に
あ
る
の
で
す
。

―
―
豊
富
な
自
然
資
源
も
あ
る
し
、耕
作

放
棄
地
な
ど
も
活
用
次
第
だ
と
？

松
尾　
結
論
か
ら
先
に
申
し
上
げ
る
と
、

食
と
農
は
ど
ん
な
に
社
会
が
変
転
し
て
も

人
々
が
生
き
て
い
る
限
り
需
要
は
存
在
し

ま
す
。と
こ
ろ
が
、日
本
の
食
料
自
給
率
が

現
状
の
三
九
％
で
は
海
外
の
農
家
に
需
要

の
大
半
を
渡
す
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、そ
の
食
と
農
を
軸
に
、最
強
の
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
築
に
よ
っ
て
、し
っ
か

り
と
し
た
取
り
組
み
を
行
え
ば
、日
本
が

農
業
国
と
な
っ
て
、ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー
ン
地

帯
に
生
き
る
人
た
ち
の
先
導
者
に
も
な
り

得
る
、と
さ
え
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
そ
の
最
強
モ
デ
ル
が
、自
給
経
済
圏

（
以
下
、自
給
圏
）ス
マ
ー
ト
・
テ
ロ
ワ
ー
ル

構
想
で
す
か
。

松
尾　
そ
う
で
す
。テ
ロ
ワ
ー
ル
は
、ワ
イ

ン
や
お
茶
の
産
地
を
表
す
と
き
に
使
わ
れ
、

気
候
・
風
土
・
栽
培
法
を
同
じ
く
す
る
特
徴

あ
る
地
域
を
指
す
独
特
の
概
念
で
す
。私
は

日
本
の
農
村
地
域
で
食
と
農
を
う
ま
く
連

携
さ
せ
、そ
こ
に
住
民
や
消
費
者
が
積
極

参
加
す
れ
ば
自
給
圏
を
つ
く
る
こ
と
は
可

能
だ
と
考
え
、そ
う
名
付
け
ま
し
た
。

―
―
ど
こ
か
に
ヒ
ン
ト
が
？

松
尾　
実
は
、米
国
農
村
社
会
学
の
権
威

で
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
ト
ー
マ
ス
・
ラ
イ
ソ
ン

教
授
が
提
唱
す
る
シ
ビ
ッ
ク
・
ア
グ
リ
カ
ル

チ
ャ
ー
論
に
刺
激
さ
れ
ま
し
た
。彼
は
二
〇

世
紀
の
大
規
模
化
し
た
農
業
の
オ
ル
タ
ー

ナ
テ
ィ
ブ（
代
案
）を
提
唱
し
て
お
り
、彼
の

説
に
基
づ
き
二
一
世
紀
の
日
本
の
農
業
を

考
え
た
結
果
、行
き
着
い
た
の
が
欧
州
で
定

着
す
る
自
給
圏
の
構
築
で
す
。日
本
人
の
五

〇
％
が
住
む
農
村
社
会
を
む
し
ば
ん
で
い

る
の
が
、率
直
に
言
っ
て
、大
都
市
の
流
通

企
業
や
食
品
企
業
群
で
す
。彼
ら
か
ら
い
か

に
自
立
す
る
か
が
最
大
の
問
題
で
す
。

　

地
域
社
会
が
豊
か
に
な
り
活
力
を
得
る

た
め
に
は
、壁
に
な
っ
て
い
る
敵
が
誰
か
を

知
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。地
域
資
源
に

依い

拠き
ょ

し
、地
域
の
住
民
と
連
携
し
な
が
ら
、

経
済
的
、環
境
的
、社
会
的
に
持
続
可
能
な

農
業
と
食
料
生
産
を
目
指
し
、サ
ス
テ
ィ
ナ

ブ
ル（
持
続
可
能
）な
社
会
を
つ
く
れ
ば
グ

ロ
ー
バ
ル
競
争
に
打
ち
勝
て
ま
す
。

　
地
域
栄
え
自
立
で
き
る
自
給
圏
を

―
―
現
代
版
重
農
主
義
に
つ
な
が
る
、と

言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。そ
れ
が
地
域
ご
と

農
村
に
こ
そ
日
本
の
成
長
余
地
が
あ
る

自
給
圏
構
想
実
現
目
指
し
チ
ャ
レ
ン
ジ

松
尾 

雅
彦
さ
ん
東
京
都

カ
ル
ビ
ー
株
式
会
社 

元
社
長

シ
リ
ー
ズ

変
革
は
人
に
あ
り
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変革は人にあり

に
つ
く
る
自
給
圏
に
結
び
付
く
の
で
す
か
。

松
尾　
そ
う
で
す
。重
商
主
義
の
対
極
に

あ
る
、自
然
法
に
基
づ
く
循
環
型
社
会
が

重
農
主
義
で
す
が
、現
代
日
本
で
最
も
望

ま
れ
て
い
る
も
の
で
す
。地
域
社
会
の
住
民

も
地
産
地
消
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、日
々
の
消
費
活
動
で
購
入
す
る

食
品
は
地
域
の
も
の
で
は
な
く
、ナ
シ
ョ
ナ

ル
ブ
ラ
ン
ド（
Ｎ
Ｂ
）商
品
を
中
心
に
地
域

外
で
生
産
し
た
素
材
が
ほ
と
ん
ど
で
、そ
の

流
通
の
仕
組
み
が
亀
裂
を
つ
く
っ
て
い
ま

す
。郷
土
愛
で
連
帯
で
き
る
エ
リ
ア
で
食
料

生
産
と
消
費
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

自
給
圏
に
な
り
ま
す
。

―
―
自
給
圏
が
、も
し
地
域
で
全
て
を
自

給
自
足
す
る
経
済
圏
だ
と
し
た
ら
現
実
的

で
は
な
い
、と
受
け
取
ら
れ
ま
せ
ん
か
？

松
尾　
食
料
や
住
宅
、電
力
な
ど
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
は「
太
陽
か
ら
の
贈
り
物
」で
、地
産
地

消
を
原
則
と
し
て
五
〇
％
を
自
給
し
、海
外

か
ら
の
供
給
は
三
〇
％
ぐ
ら
い
に
と
ど
め

れ
ば
雇
用
に
も
つ
な
が
り
農
村
の
生
活
は

華
や
ぐ
で
し
ょ
う
。

　

も
し
、太
陽
か
ら
の
贈
り
物
の
過
半
を

海
外
か
ら
輸
入
す
れ
ば
、そ
の
地
域
は「
衰

退
す
る
地
域
」に
な
り
ま
す
。こ
れ
は
経
済

原
則
で
す
か
ら
、地
域
内
で
で
き
る
だ
け
食

料
の
循
環
を
は
じ
め
、経
済
を
循
環
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
す
。

―
―
確
か
に
、そ
こ
は
ポ
イ
ン
ト
で
す
ね
。

松
尾　
実
は
、「
発
展
す
る
地
域 

衰
退
す
る

地
域
」の
違
い
を
看
破
し
た
の
は
ジ
ェ
イ

ン
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
女
史
で
、同
名
の
著
書

を
読
み
、意
を
強
く
し
ま
し
た
。私
は
衰
退

か
ら
発
展
に
転
換
す
る
た
め
に
は
、移
入
し

て
い
る
物
資
の
生
産
を
地
域
内
に
置
き
換

え
る
こ
と
が
重
要
と
実
感
し
ま
し
た
。

　

置
換
の
構
想
を
具
体
化
さ
せ
る
こ
と
と

は
、三
つ
の
連
携
シ
ス
テ
ム
の
ピ
ー
ス
を
地

域
社
会
に
組
み
込
む
こ
と
で
す
。端
的
に

は
、穀
物
栽
培
の
農
家
と
畜
産
農
家
に
よ
る

「
耕
畜
連
携
」、穀
物
栽
培
の
農
家
と
加
工

食
品
の
工
場
と
の
連
携「
農
工
一
体
」、こ
れ

ら
生
産
者
が
地
域
の
消
費
者
の
必
要
に
応

え
る「
地
産
地
消
」の
計
三
つ
で
す
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
連
携
ピ
ー
ス
は
関
連
し

て
作
動
し
ま
す
。栽
培
さ
れ
た
穀
物
は
加

工
場
で
消
費
者
の
期
待
に
添
う
加
工
食
品

に
な
り
、規
格
外
品
が
畜
産
の
飼
料
に
供

さ
れ
、飼
料
原
価
を
三
分
の
一
に
し
ま
す
。

家
畜
の
排
せ
つ
物
は
堆
肥
と
な
っ
て
栽
培

農
家
に
返
っ
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
、こ
の
三
つ
の
構
築
は
容
易
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。戦
後
長
く
市
場
経
済
と
い

う
交
換
シ
ス
テ
ム
に
慣
れ
て
し
ま
い
、し
か

も
相
場
の
変
動
や
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
に

よ
っ
て
、交
換
の
双
方
は
利
害
対
立
の
関
係

に
な
る
か
ら
で
す
。そ
こ
で「
互
酬
」と
い
う

交
換
シ
ス
テ
ム
を
習
得
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。そ
れ
が
契
約
栽
培
で
す
。理
論
で
理

解
す
る
の
で
は
な
く
、実
際
に
関
係
性
を
実

証
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。カ
ル
ビ
ー
は
、

こ
の「
互
酬
」ベ
ー
ス
の
契
約
栽
培
を
一
九

七
〇
年
代
に
実
践
し
て
成
長
し
ま
し
た
。

　
山
形
県
庄
内
で
実
証
実
験

―
―
今
、山
形
県
鶴
岡
市
な
ど
庄
内
地
域

で
、山
形
大
学
な
ど
と
連
携
し
て
自
給
圏
モ

デ
ル
の
事
例
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
お
ら

れ
る
そ
う
で
す
ね
。

松
尾　
現
在
は
、構
想
が
う
ま
く
機
能
す

る
か
ど
う
か
、実
証
実
験
中
で
す
。五
カ
年

計
画
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
ず
山
形
大
学
農
学
部
付
属
農
場
で
は
、

畑
作
農
家
と
畜
産
農
家
の
双
方
の
働
き
を

熱っぽく自給経済圏構想を語る松尾雅彦氏

Profile

ま
つ
お 

ま
さ
ひ
こ

一
九
四
一
年
広
島
県
生
ま
れ
。七
六
歳
。六
五
年
慶
應
義

塾
大
学
法
学
部
卒
業
。六
七
年
カ
ル
ビ
ー
株
式
会
社
に

入
社
し
、九
二
年
社
長
に
就
任
。二
〇
〇
六
年
に
社
長
退

任
後
、相
談
役
に
就
任
し
現
在
に
至
る
。農
山
漁
村
地
域

に
自
給
経
済
圏
を
構
築
す
る
ス
マ
ー
ト・テ
ロ
ワ
ー
ル
実

現
の
た
め
協
会
組
織
を
立
ち
上
げ
会
長
に
就
任
。Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人「
日
本
で
最
も
美
し
い
村
」連
合
副
会
長
、新
品

種
産
業
化
研
究
会
会
長
、山
形
大
客
員
教
授
で
も
あ
る
。

カ
ル
ビ
ー
株
式
会
社

東
京
都
に
本
社
。代
表
取
締
役
社
長
は
伊
藤
秀
二
氏
。

資
本
金一二
〇
億
八
〇
〇
万
円
。ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
な
ど
ス

ナ
ッ
ク
菓
子・食
品
の
製
造
販
売
。一九
四
九
年
松
尾
糧
食

工
業
株
式
会
社
を
広
島
県
に
設
立
。五
五
年
に
カ
ル
ビ
ー

製
菓
株
式
会
社
と
社
名
変
更
。カ
ル
ビ
ー
の
由
来
は
カ
ル

シ
ウ
ム
と
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
１
の
頭
文
字
を
取
っ
た
も
の
で
、六

四
年
に「
か
っ
ぱ
え
び
せ
ん
」な
ど
を
商
品
化
。七
三
年
現

在
の
社
名
に
変
更
。七
六
年
に
北
海
道
の
農
協
と
ジ
ャ
ガ

イ
モ
の
契
約
栽
培
方
式
を
導
入
し
た
こ
と
で
も
有
名
。

Data
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変革は人にあり

行
い
ま
す
。農
場
は
加
工
食
品
企
業
と
の
間

で
穀
物
の
規
格
を
決
め
て
契
約
栽
培
を
行

い
ま
す
。畜
産
肥
育
業
務
で
は
、加
工
肉
の

生
産
工
場
と
連
携
し
て
い
ま
す
。こ
こ
で
の

実
験
が
実
際
に
地
域
で
活
動
す
る
と
き
に

指
導
性
を
発
揮
し
、プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

機
能
を
装
備
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、耕
作
放
棄
地
の
活
用
な
ど
農
地
の

集
積
や
集
約
化
だ
け
で
な
く
水
田
の
畑
地

転
換
も
必
要
で
す
の
で
、山
形
県
農
業
会

議
に
も
加
わ
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。庄
内
地

域
を
対
象
と
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
づ
く
り
と「
農

村
計
画
書
」に
よ
っ
て
、理
想
的
な
循
環
型

社
会
、地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
創
造
が
夢
で
す
。

や
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
カ
ル
ビ
ー
の
経
営
に
携
わ
っ
て
こ
ら

れ
た
現
役
社
長
時
代
か
ら
、こ
の
構
想
を
温

め
て
お
ら
れ
た
？

松
尾　
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
事
業
を
始
め
る
前

に
私
は
米
国
ア
イ
ダ
ホ
州
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ

産
地
を
視
察
し
、そ
こ
で
Ｊ
・
Ｒ
・
シ
ン
プ

ロ
ッ
ト
さ
ん
と
い
う
方
が
開
発
し
た
食
品

加
工
企
業
と
生
産
者
間
の
契
約
栽
培
の
連

携
生
産
手
法
を
学
び
ま
し
た
。

　

カ
ル
ビ
ー
の
経
営
の
基
礎
を
つ
く
っ
た

の
は
創
業
者
の
松
尾
孝
で
す
。彼
は
北
海
道

を
は
じ
め
全
国
で
バ
レ
イ
シ
ョ
栽
培
す
る

と
き
に「
契
約
栽
培
」を
推
進
し
ま
し
た
。シ

ン
プ
ロ
ッ
ト
さ
ん
の
手
法
と
似
て
い
ま
す
。

松
尾
孝
の
口
癖
は「
農
家
は
都
市
の
事
業

者
な
ど
は
信
じ
て
い
な
い
。信
用
を
得
る
た

め
に
特
別
な
取
り
組
み
が
必
要
だ
」で
し
た
。

　

現
在
、カ
ル
ビ
ー
は
全
国
約
二
五
〇
〇
戸

の
生
産
農
家
と
七
〇
〇
〇
㌶
に
及
ぶ
契
約

栽
培
を
行
っ
て
い
ま
す
。北
海
道
で
バ
レ
イ

シ
ョ
の
貯
蔵
庫
を
建
設
し
た
よ
う
に
、一
時

の
取
引
で
な
い
こ
と
を
見
せ
な
け
れ
ば
信

用
は
得
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
と
言
い
ま
す
と
？

松
尾　
企
業
と
生
産
農
家
が
栽
培
契
約
を

結
ぶ
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
の
で
す
。企
業
に

と
っ
て
安
定
生
産
の
め
ど
が
付
き
ま
す
が
、

そ
れ
以
上
に
生
産
農
家
は
天
候
以
外
、特
に

市
場
価
格
下
落
の
リ
ス
ク
に
よ
る
収
益
不

安
な
ど
か
ら
解
放
さ
れ
、安
心
感
や
向
上

心
、つ
ま
り
品
質
改
善
へ
の
意
欲
も
生
ま
れ

ま
す
。両
者
を
品
質
が
つ
な
ぐ
ん
で
す
。

　

加
工
食
品
企
業
と
の
契
約
栽
培
を
経
験

す
る
と
、生
産
農
家
は
収
穫
物
の
品
質
改

善
に
取
り
組
む
必
要
が
生
じ
ま
す
。収
穫

物
の
バ
ラ
ツ
キ
を
少
な
く
す
る
努
力
が
収

量
を
向
上
さ
せ
ま
す
。製
造
業
が
開
発
し

た
手
法
を
学
ぶ
機
会
に
な
る
の
で
す
。

　
加
工
業
と
の「
互
酬
」で
農
業
安
定

―
―
未
利
用
資
源
が
農
村
に
あ
る
、と
い

う
松
尾
さ
ん
の
持
論
に
は
、余
っ
て
い
る
水

田
や
耕
作
放
棄
地
の
畑
地
転
換
も
あ
る
？

松
尾　
「
田
畑
輪
換
」農
法
が
水
田
地
帯
を

跋ば
っ

扈こ

し
、日
本
農
業
の
ア
キ
レ
ス
腱
と
い
っ

て
い
い
と
思
い
ま
す
。も
っ
た
い
な
い
話
で

す
。自
給
圏
で
、実
証
展
示
圃ほ

を
展
開
し
て
、

地
域
住
民
が
自
給
圏
内
の
耕
地
の
活
用
に

つ
い
て
自
主
的
に
選
択
す
る
こ
と
で
す
。

　

休
耕
田
や
耕
作
放
棄
地
を
畑
地
や
牧
草

地
に
転
換
し
、伝
統
食
品
原
料
の
大
豆
、麺

類
や
パ
ン
の
原
料
と
な
る
小
麦
、人
気
上
昇

中
の
バ
レ
イ
シ
ョ
、畜
産
の
飼
料
と
な
る
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
を
作
付
け
す
れ
ば
、畜
産
が
元

気
に
な
り
畜
肉
加
工
場
も
稼
働
し
ま
す
。自

給
圏
内
で
穀
物
加
工
場
が
操
業
す
れ
ば
女

性
の
雇
用
が
増
加
し
、こ
れ
ら
作
目
の
自
給

率
が
一
五
％
と
低
い
の
で
、地
域
社
会
経
済

へ
の
プ
ラ
ス
の
作
用
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

　

特
に
、畑
作
穀
物
の
輪
作
体
系
が
確
立

し
、土
壌
の
生
物
的
特
性
が
改
善
さ
れ
る

と
、そ
の
他
の
作
物
の
栽
培
も
盛
ん
に
な
っ

て
、音
楽
の
演
奏
で
い
う「
イ
ン
プ
ロ
ビ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
」（
即
興
演
奏
）が
起
こ
り
ま
す
。

―
―
畑
作
へ
の
転
換
で
、食
品
加
工
業
と
リ

ン
ク
す
る「
互
酬
」の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が

機
能
し
農
村
に
活
力
を
も
た
ら
す
と
？

松
尾　
山
形
県
庄
内
で
の
実
証
実
験
は
地

域
住
民
や
関
係
者
に
減
反
の
対
案
を
示
し

ま
す
。農
業
が
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
た

め
に
は
必
ず
し
も
大
規
模
で
あ
る
必
要
が

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

　

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
日
常
の
必
需
食
品

の
供
給
で
す
か
ら
、確
保
さ
れ
る
職
場
は
通

年
雇
用
で
高
給
を
得
ら
れ
、都
会
に
流
れ
て

い
た
若
者
や
若
い
女
性
が
必
ず
故
郷
に

戻
っ
て
き
ま
す
。地
域
住
民
の
需
要
に
応
え

る
こ
と
で
注
目
し
て
ほ
し
い
理
由
は
、政
府

の
財
政
に
よ
る
助
成
金
よ
り
も
将
来
的
に

は
る
か
に
安
定
す
る
、と
い
う
こ
と
で
す
。

　

兼
業
農
家
が
稲
作
栽
培
か
ら
転
換
で
き

な
い
の
は
、他
作
物
で
は
将
来
性
に
不
安
が

あ
り
、地
域
で
結
束
し
て
助
成
金
確
保
に

躍
起
に
な
り
過
ぎ
て
い
る
か
ら
で
す
。自
給

圏
で
ぜ
ひ
新
た
な
雇
用
と
生
活
の
場
、地
域

社
会
の
将
来
を
自
分
た
ち
で
つ
く
っ
て
ほ

し
い
の
で
す
。

　「
最
も
美
し
い
村
」づ
く
り
も

―
―
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
日
本
で
最
も
美
し
い

村
」で
副
会
長
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い
ま
す

ね
。自
給
圏
構
想
と
リ
ン
ク
？

松
尾　
そ
う
で
す
。こ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
、日
本

国
内
で
美
し
い
村
づ
く
り
に
こ
だ
わ
る
自

治
体
の
首
長
さ
ん
が
メ
ン
バ
ー
に
な
る
ユ

ニ
ー
ク
な
組
織
で
す
。

　
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
、「
丘
の
ま
ち
」北

海
道
美
瑛
町
の
美
し
い
田
園
風
景
が
無
残

に
も
崩
れ
去
る
危
機
に
陥
っ
た
時
、私
は
フ

ラ
ン
ス
で「
最
も
美
し
い
村
」づ
く
り
運
動

が
あ
る
の
を
知
り
、こ
れ
を
参
考
に
日
本
で

も
田
園
の
美
し
さ
を
取
り
戻
そ
う
と
考
え

た
の
で
す
。現
在
、国
内
で
五
五
の
町
村
、地

域
が
参
加
し
て
い
ま
す
。地
方
自
治
体
の
人

口
減
少
に
よ
る「
地
方
消
滅
」が
懸
念
さ
れ

て
い
ま
す
が
、私
は
新
自
給
経
済
圏
を
実
現

す
れ
ば
、日
本
の
衰
退
に
歯
止
め
を
か
け
ら

れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　

  

（
経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

牧
野 

義
司
）


