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梗　

概

　

本
稿
は
、
筆
者
の
活
動
経
験
を
通
し
て
得
た
実
感
値
と
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
な
ど
を
通
じ
て
得
た
現
場
の
声
を
反
映
し
、
地
域
社
会
の
来
た

る
べ
き
将
来
像
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、「
集
合
住
宅
に

お
け
る
住
民
同
士
の
関
係
性
」
に
関
心
を
持
ち
、
約
１
年
間
「
芝
園
か

け
は
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
取
り
組

み
に
参
加
し
た
。
芝
園
か
け
は
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
地
域
で
あ
る

埼
玉
県
川
口
市
の
芝
園
団
地
は
、
日
本
人
住
民
の
数
が
減
少
し
、
現
在

住
ん
で
い
る
住
民
の
多
く
が
高
齢
化
し
て
い
る
一
方
、
中
国
人
住
民
の

数
が
急
増
し
て
い
る
と
い
う
現
状
に
あ
り
、
こ
の
地
域
様
相
が
「
日
本

の
将
来
の
縮
図
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
題
材
と
し
て
も

適
す
る
と
判
断
し
た
。

　

詳
し
い
活
動
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
そ
こ
で
の
活
動
を
通

し
、「
居
住
環
境
に
お
い
て
、
外
国
人
と
の
共
同
性
を
醸
成
す
る
」
と

い
う
点
に
問
題
意
識
を
持
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
執
筆
に
至
る
。

　

ま
た
、
本
稿
の
意
義
づ
け
と
し
て
は
、
今
後
増
加
が
見
込
ま
れ
る
外

国
人
集
住
団
地
に
お
い
て
、
住
民
同
士
の
共
同
性
が
い
か
に
醸
成
さ
れ

て
い
く
べ
き
か
を
説
く
こ
と
で
、
両
住
民
側
に
と
っ
て
ス
ト
レ
ス
の
な

い
形
で
の
「
日
常
生
活
」
の
実
現
を
目
指
す
と
と
も
に
、
現
在
衰
退
傾

向
に
あ
る
「
団
地
」
を
多
文
化
共
生
の
現
場
と
し
て
再
活
用
す
る
施
策

を
打
ち
出
す
こ
と
と
す
る
。

一
章　

地
域
社
会
の
変
容
に
伴
う
居
住
環
境
の
変
容

　

今
日
、
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
が
進
行
し
、
地
域
社
会
は
大
き
く

変
容
し
て
い
る
。
地
域
社
会
の
変
容
と
い
う
マ
ク
ロ
な
変
化
は
、
人
々

の
居
住
生
活
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
も
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
が
特
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
は
、
日
本

住
宅
公
団1

に
よ
り
建
設
さ
れ
た
「
団
地
」
で
あ
る
。

１
―
１　
「
都
市
的
」
な
住
宅
団
地

　

団
地
は
か
つ
て
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
、
住
宅
不
足
緩
和
の
た

め
短
期
間
に
大
量
建
設
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
都
市
部
に
お
け
る
労

働
力
と
し
て
地
方
か
ら
や
っ
て
き
た
、「
金
の
卵
」
と
呼
ば
れ
た
労
働

者
た
ち
の
受
け
皿
と
し
て
広
く
普
及
し
て
い
く
。
し
か
し
、
建
設
か
ら

数
十
年
の
月
日
が
経
過
す
る
と
、
建
物
自
体
の
老
朽
化
が
進
行
、
ま
た

団
地
が
主
に
建
設
さ
れ
て
い
る
の
は
郊
外
地
域
で
あ
る
た
め
、
都
市
部

に
安
価
な
賃
貸
住
宅
建
設
が
進
め
ら
れ
る
と
、
若
者
は
一
層
団
地
か
ら

離
れ
て
い
っ
た
。
一
方
、
残
さ
れ
た
住
民
は
高
齢
化
が
進
行
し
、
新
し

く
若
者
が
団
地
に
入
っ
て
く
る
こ
と
は
少
な
い
た
め
、
空
き
室
が
目
立

つ
な
ど
、
現
在
は
衰
退
傾
向
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
団
地
は
都
市
地
域
社

会
の
変
容
に
伴
い
、そ
の
在
り
方
も
問
わ
れ
続
け
て
い
る
、非
常
に
「
都

市
的
」
な
住
宅
と
い
え
る
。
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１
―
２　

外
国
人
集
住
団
地
の
増
加
と
地
域
社
会
の
変
容

　

そ
ん
な
団
地
は
現
在
、
新
た
な
局
面
を
迎
え
て
い
る
。
外
国
人
住
民

の
増
加
で
あ
る
。
団
地
に
は
空
き
家
が
増
え
始
め
た
が
、
築
年
数
は
古

い
が
家
賃
は
安
く
な
い
た
め
人
気
が
衰
え
、
入
居
者
募
集
の
際
に
は
先

着
受
付
で
抽
選
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
増
え
て
い
た
。２

ま
た
、
民
間
賃

貸
物
件
は
契
約
時
に
保
証
人
が
必
要
で
あ
る
が
、
団
地
は
国
籍
問
わ
ず

保
証
人
不
要
、
礼
金
・
手
数
料
不
要
で
一
定
の
所
得
基
準
を
満
た
せ
ば

ク
リ
ア
で
き
る
た
め
、
外
国
人
住
民
に
と
っ
て
は
好
都
合
な
環
境
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
ひ
と
た
び
外
国
人
集
住
団
地
が
形
成
さ
れ
る
と
、
住
民

か
ら
の
口
コ
ミ
に
よ
り
ま
た
新
た
な
外
国
人
住
民
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
、

団
地
に
は
、
外
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
受
け
入
れ
る
側
の
団

地
住
民
、
地
域
社
会
側
の
受
入
れ
体
制
で
あ
る
。
ま
し
て
、
現
在
団
地

に
暮
ら
す
住
民
の
多
く
は
高
齢
者
で
あ
り
、
い
き
な
り
異
国
か
ら
大
量

に
若
い
人
々
が
集
住
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
始
め
る
こ
と
に
は

少
な
か
ら
ず
抵
抗
感
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

実
際
、
筆
者
が
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
し
て
い
た
芝
園
団

地
に
お
い
て
も
、
様
々
な
問
題
が
発
生
し
た
。

　

つ
ま
り
、
外
国
人
集
住
団
地
に
お
い
て
は
、
居
住
環
境
に
お
い
て
外

国
人
住
民
と
の
「
共
生
」
が
鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ

こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
団
地
に
焦
点
を
当
て
、
日
本
人
住
民
と
外
国

人
住
民
の
共
同
性
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
で
、居
住
環
境
に
お
け
る「
多

文
化
共
生
」
の
可
能
性
を
考
察
す
る
。

二
章　

�

団
地
の
可
能
性�

―
外
国
人
住
民
を
地
域
社
会
の
一
員
に
―

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
外
国
人
住
民
を
地
域
社
会
に
受
け
入
れ
る
に
あ

た
り
、
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
外
国
人
集
住
団
地
に
焦
点
を
当
て
、
そ

こ
で
の
「
共
生
」
の
可
能
性
を
検
討
し
て
い
く
。

２
―
１　

外
国
人
を
地
域
社
会
の
一
員
へ

　

現
在
、
わ
が
国
で
は
人
口
減
少
に
よ
る
労
働
力
不
足
に
よ
り
、
多
く

の
外
国
人
労
働
者
が
雇
い
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
都
市
部
で
は
、
飲

食
店
や
小
売
店
で
外
国
人
従
業
員
と
接
す
る
こ
と
が
日
常
的
に
な
っ
て

き
て
い
る
。

　

職
場
に
外
国
人
労
働
者
が
増
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
の

生
活
基
盤
は
わ
が
国
の
地
域
社
会
に
あ
る
と
い
え
る
。
少
子
高
齢
化
・

人
口
減
少
に
歯
止
め
が
き
か
な
い
現
代
に
お
い
て
、
政
府
は
外
国
人
労

働
者
の
受
け
入
れ
拡
大
を
視
野
に
、
入
管
法
改
正
案
を
可
決
し
た
。
こ

れ
か
ら
ま
す
ま
す
積
極
的
に
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
く
の
な

ら
ば
、
彼
ら
を
た
だ
労
働
力
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、「
地

域
社
会
の
一
員
」
と
し
て
迎
え
入
れ
る
体
制
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
居
住
環
境
と
は
、
人
々
に
と
っ
て
の
生
活
基
盤
で
あ
り
、
日
常
生
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活
の
根
幹
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
新
た
な
職
を
求
め
、
わ
が
国
に
や
っ

て
く
る
外
国
人
住
民
と
、
言
語
・
文
化
の
違
い
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
彼

ら
を
受
け
入
れ
る
日
本
人
住
民
双
方
に
と
っ
て
暮
ら
し
や
す
い
住
環
境

を
目
指
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
住
民
の
高
齢
化
と
そ
れ
に
伴
う
地
域
活

動
の
衰
退
が
顕
著
な
団
地
に
外
国
人
住
民
を
た
だ
受
け
入
れ
住
ん
で
も

ら
う
だ
け
で
は
、
地
域
社
会
の
活
性
化
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
両
住
民
に
と
っ
て
も
暮
ら
し
や
す
い
環
境
と
は
い
え
な
い
。

　

つ
ま
り
、
言
語
・
文
化
・
世
代
差
の
あ
る
外
国
人
住
民
を
団
地
で
受

け
入
れ
る
に
は
、「
準
備
」が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

「
彼
ら
を
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
受
け
入
れ
る
体
制
づ
く
り
」
を
地

域
全
体
で
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
。

　

稲
葉
ら
（
２
０
１
０
）3

は
、
外
国
人
居
住
者
の
増
加
に
よ
り
多
文
化

共
生
問
題
に
直
面
し
て
い
る
団
地
を
10
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
状

と
そ
の
対
策
を
比
較
し
て
い
る
。
調
査
対
象
地
に
お
い
て
、
共
通
の
問

題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
ゴ
ミ
問
題
」
と
「
生
活
騒
音
問
題
」

な
ど
の
日
常
生
活
ル
ー
ル
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
実
際
、
芝
園
団
地

に
お
い
て
も
、
外
国
人
住
民
数
が
増
加
し
始
め
た
２
０
０
５
年
頃
か
ら

徐
々
に
問
題
が
顕
在
化
し
、
２
０
１
２
年
以
降
U
R
に
通
訳
を
設
置
・

ま
た
入
居
時
に
生
活
ル
ー
ル
を
伝
え
る
な
ど
の
直
接
的
対
策
を
講
じ
る

ま
で
大
変
な
状
況
が
続
い
た
。
稲
葉
ら
（
２
０
１
０
）
に
よ
る
と
、
こ

の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
た
の
は
芝
園
団
地
だ
け
で
な
く
、
他
団
地
も
同
様

で
あ
る
。

　

一
般
的
な
対
策
方
法
は
、
外
国
語
を
表
記
し
た
分
別
ゴ
ミ
の
捨
て
方

や
住
ま
い
方
ル
ー
ル
を
示
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
、
注
意
勧
告
用

紙
の
掲
示
・
ポ
ス
ト
へ
の
投
函
、
ゴ
ミ
捨
て
場
や
駐
車
場
で
の
外
国
語

プ
レ
ー
ト
設
置
な
ど
で
、
こ
こ
ま
で
の
対
策
は
外
国
人
住
民
の
多
様
性

問
わ
ず
、
一
般
化
可
能
な
対
策
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
日

常
の
生
活
ル
ー
ル
に
関
す
る
対
策
は
あ
る
程
度
予
測
可
能
で
あ
り
、
対

応
策
を
先
行
事
例
か
ら
応
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。

２
―
２　

住
民
間
で
の
共
同
性

　

前
項
で
は
、「
彼
ら
を
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
受
け
入
れ
る
体
制

づ
く
り
」
に
つ
い
て
、
稲
葉
（
２
０
１
０
）
の
事
例
も
検
討
し
な
が
ら

日
常
生
活
ル
ー
ル
に
関
す
る
問
題
は
、
一
般
化
し
や
す
く
対
策
が
あ
る

程
度
推
測
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
住
民
同
士
の
関
係
性
と
い
っ
た
点
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

ゴ
ミ
出
し
や
騒
音
問
題
な
ど
の
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
は
あ
る
程
度
解
消
し
た

も
の
の
、両
住
民
間
の
間
に
は
「
見
え
な
い
壁
」
が
存
在
す
る
。
本
来
、

団
地
住
民
の
関
係
性
を
取
り
持
つ
の
は
「
団
地
自
治
会
」
で
あ
り
、
昔

か
ら
自
治
会
活
動
を
通
し
住
民
同
士
の
共
同
性
は
培
わ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
外
国
人
住
民
に
と
っ
て
「
自
治
会
」
と
い
う
概
念
は

根
付
い
て
お
ら
ず4

、
自
治
会
加
入
率
も
低
い
た
め
、
自
治
会
活
動
に
お

い
て
接
触
を
図
る
こ
と
も
な
い
。
言
語
が
通
じ
な
い
た
め
、
道
端
で
歩
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い
て
い
て
す
れ
違
っ
た
と
き
に
声
を
か
け
る
こ
と
も
難
し
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
両
住
民
同
士
相
手
に
対
す
る
ど
こ
と
な
い
「
嫌
悪
感
」
を
感

じ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

　

で
は
、こ
の
「
嫌
悪
感
」
の
正
体
は
何
か
。
我
々
は
往
々
に
し
て
「
見

知
ら
ぬ
」
相
手
に
対
し
て
は
警
戒
心
を
覚
え
る
。
例
え
ば
、
少
し
外
で

騒
が
し
い
声
が
し
て
も
、
そ
の
相
手
が
見
知
っ
た
相
手
で
ど
の
よ
う
な

状
況
（
子
育
て
中
な
ど
）
が
あ
る
程
度
推
測
で
き
れ
ば
「
合
点
」
が
い

く
が
、
全
く
見
知
ら
ぬ
相
手
で
か
つ
相
手
の
状
況
を
何
も
理
解
し
て
い

な
い
場
合
に
お
い
て
は
、「
不
安
感
」「
嫌
悪
感
」
が
募
る
一
方
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
、
言
語
・
文
化
・
世
代
の
異
な
る
相
手
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら

で
あ
り
、
そ
の
対
象
も
１
人
で
は
な
く
集
団
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ

の
対
象
集
団
全
体
が
何
と
な
く
「
嫌
悪
感
」
の
対
象
と
な
り
得
る
。
実

際
、
山
内
ら
（
１
９
８
３
）5

の
研
究
に
よ
る
と
、
騒
音
問
題
の
要
因
と

し
て
、
音
に
対
す
る
反
応
を
媒
介
す
る
個
人
側
の
受
け
取
り
方
や
意
味

づ
け
が
、
重
要
な
変
数
に
な
り
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、「
住
民
同
士
の
共
同
性
」
を
醸
成
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
住
民
同
士
の
共
同
性
と
は
、

「
互
い
に
友
人
関
係
の
よ
う
に
仲
良
く
な
る
こ
と
」
で
は
な
く
、「
居
住

者
」
と
し
て
互
い
を
認
知
し
合
え
る
関
係
性
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
、

と
本
稿
に
お
い
て
は
定
義
す
る
。
こ
の
関
係
性
は
流
動
的
で
あ
り
、
趣

味
や
共
通
の
話
題
を
通
し
て
「
友
人
関
係
」
に
発
展
す
る
場
合
も
あ
れ

ば
、
す
れ
違
い
ざ
ま
に
挨
拶
を
交
わ
す
程
度
の
い
わ
ゆ
る
「
ご
近
所
付

き
合
い
」
程
度
の
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
親
交
程
度
の
振
れ
幅
は
あ
る

が
、
重
要
で
あ
る
の
は
「
互
い
の
存
在
と
状
況
」
を
正
確
に
認
知
し
、

受
け
入
れ
る
関
係
性
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
の
関
係
性
、
つ
ま

り
住
民
同
士
の
共
同
性
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
外
国
人

集
住
団
地
に
お
け
る
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。

　

次
章
で
は
、
筆
者
が
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
関
わ
っ
た
埼
玉
県

芝
園
団
地
で
の
取
り
組
み
を
例
に
、
住
民
同
士
の
共
同
性
醸
成
を
い
か

に
実
践
し
て
い
く
か
を
考
察
し
て
い
く
。

三
章　

�

外
国
人
集
住
団
地
の
様
相�

―
埼
玉
県
川
口
市
芝
園
団
地
を
例
に
―

　

こ
こ
か
ら
は
、
実
際
に
住
民
同
士
の
共
同
性
醸
成
の
取
り
組
み
を
筆

者
が
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
埼
玉
県
川
口
市
芝
園

団
地
を
例
に
考
え
て
い
く
。

３
―
１　

芝
園
団
地　

概
要

　

芝
園
団
地
は
、
埼
玉
県
川
口
市
芝
園
町
に
位
置
し
、
最
寄
り
駅
で
あ

る
京
浜
東
北
線
蕨
駅
か
ら
徒
歩
８
～
15
分
の
距
離
に
あ
る
。
団
地
完
成

当
初
は
、
先
進
的
な
住
居
空
間
へ
の
注
目
度
も
高
く
、
都
心
へ
の
ア
ク

セ
ス
の
良
さ
か
ら
人
気
も
高
か
っ
た
が
、
川
口
市
中
央
部
・
東
部
の
マ
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ン
シ
ョ
ン
や
高
層
ビ
ル
開
発
が
進
ん
だ
こ
と
、
そ
し
て
都
心
回
帰
現
象

に
よ
る
人
口
流
出
に
よ
り
、
日
本
人
住
民
は
減
少
し
て
い
る
。
現
在
の

団
地
に
暮
ら
す
日
本
人
住
民
は
、
高
齢
者
が
大
半
を
占
め
、
単
身
高
齢

者
の
孤
独
死
問
題
も
発
生
し
て
い
る
。
ま
た
、
芝
園
町
内
の
小
中
学
校

が
と
も
に
閉
鎖
し
た
こ
と
も
あ
り
、
よ
り
一
層
若
者
の
団
地
離
れ
も
加

速
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
２
０
１
５
年
に
は
外
国
人
住
民
が
日

本
人
住
民
の
数
を
上
回
り
、
中
で
も
外
国
人
住
民
の
９
割
を
占
め
る
中

国
人
の
集
住
化
が
進
行
し
て
い
る
。
団
地
内
に
は
中
国
人
向
け
の
物
産

店
や
飲
食
店
が
立
ち
並
び
、
団
地
内
マ
ナ
ー
の
注
意
喚
起
に
も
中
国
語

表
記
が
目
立
つ
。
団
地
内
で
見
か
け
る
家
族
連
れ
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

中
国
人
住
民
で
あ
り
、
団
地
内
広
場
で
は
子
ど
も
た
ち
が
遊
ん
で
い
る

様
子
が
た
び
た
び
見
受
け
ら
れ
る
。

３
―
２　

芝
園
団
地
の
地
域
メ
カ
ニ
ズ
ム

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
人
住
民
と
中
国
人
住
民
が
共
存
し
て
い
る

芝
園
団
地
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
実
践
プ
ロ
セ
ス
を
追
う
前
提
知
識
と

し
て
こ
こ
で
芝
園
団
地
住
民
で
あ
る
、
日
本
人
住
民
・
中
国
人
住
民
両

住
民
の
実
態
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
芝
園
団
地
に
暮
ら
す
日
本
人
住
民
の
多
く
は
高
齢
化
し
て
お

り
、
仕
事
は
退
職
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
団
地
建
設
当
時
は
、
20
代

後
半
か
ら
30
代
前
半
の
働
き
世
代
が
主
で
あ
り
、
夫
が
都
心
に
通
勤
す

る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
妻
は
団
地
で
子
育
て
を
営
む
と
い
う
家
庭
が
一

般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
建
設
か
ら
約
40
年
経
っ
た
現
在
、
独
立
し

た
子
ど
も
は
団
地
を
離
れ
、
団
地
に
残
っ
た
世
代
は
高
齢
化
が
進
行
し

た
。
ま
た
団
地
自
体
も
老
朽
化
が
進
ん
だ
こ
と
や
、
都
市
部
へ
若
者
が

移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
団
地
へ
新
た
に
若
者
が
住
ま
う
こ

と
も
な
く
な
り
、
高
齢
夫
婦
世
帯
・
高
齢
単
身
世
帯
比
率
の
高
い
現
在

の
状
態
に
な
っ
た
。
ま
た
、
団
地
の
管
理
運
営
を
担
う
団
地
自
治
会
も

ま
た
、
メ
ン
バ
ー
の
固
定
化
・
高
齢
化
の
進
行
と
い
う
問
題
を
抱
え
て

い
る
。
し
か
し
、
古
く
か
ら
団
地
に
住
み
続
け
て
い
る
層
は
、
昔
か
ら

築
か
れ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
大
切
に
し
、
現
在
も
良
好
な
近
隣
関

係
を
築
い
て
い
る
。

　

で
は
、
新
た
に
団
地
へ
や
っ
て
き
た
中
国
人
住
民
は
ど
う
か
。
芝
園

団
地
に
暮
ら
す
中
国
人
住
民
は
「
新
華
僑
」
で
あ
り
、
主
に
80
年
代
以

降
に
日
本
へ
や
っ
て
き
た
層
を
指
す
。
山
下
（
２
０
０
５
）・
金
高
（
２

０
１
４
）
に
よ
る
と
、
彼
ら
の
平
均
年
齢
層
は
30
代
で
あ
り
、
平
均
１

～
２
人
の
学
年
齢
の
子
を
も
つ
子
育
て
世
代
で
あ
る
。
団
地
建
設
当
初

の
日
本
人
住
民
と
類
似
し
て
い
る
が
、
夫
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
妻
は
子

育
て
と
い
う
構
図
で
、
彼
ら
の
最
大
の
関
心
ご
と
は
「
子
育
て
」
で
あ

る
。
彼
ら
は
中
国
版
L
I
N
E
と
い
わ
れ
る
「
微
信
」
上
で
子
育
て
や

教
育
に
関
す
る
情
報
を
共
有
し
た
り
、
団
地
内
で
中
国
語
教
室
な
ど
の

語
学
教
室
を
開
い
た
り
と
中
国
人
同
士
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し

て
い
る
。
同
じ
「
子
育
て
」
と
い
う
共
通
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
や
、
異

国
に
暮
ら
し
な
が
ら
母
国
語
が
通
じ
る
と
い
う
環
境
は
彼
ら
に
と
っ
て
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最
適
で
あ
り
、
団
地
住
民
か
ら
の
口
コ
ミ
で
年
々
住
民
数
が
増
加
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
両
住
民
は
言
語
・
文
化
が
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
世

代
が
異
な
る
こ
と
か
ら
共
通
ニ
ー
ズ
が
少
な
い
と
い
う
点
も
特
徴
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
。
世
代
差
に
よ
る
生
活
時
間
の
ず
れ
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
の
違
い
が
、「
外
国
人
だ
か
ら
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
、
誤

認
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
現
状
の
課
題
で
あ
る
。

３
―
３　

近
隣
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
直
面

　

中
国
人
住
民
と
日
本
人
住
民
が
共
存
す
る
芝
園
団
地
に
お
い
て
は
、

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
様
々
な
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
ゴ
ミ
を
放
り
投
げ
た
り
、
棟
内
の
廊

下
や
共
用
空
間
に
ゴ
ミ
を
置
き
去
り
に
し
た
り
、
大
量
の
家
電
製
品
な

ど
の
粗
大
ご
み
が
何
の
手
続
き
も
経
ず
に
投
棄
さ
れ
た
。そ
の
他
に
も
、

団
地
内
に
あ
る
広
場
で
集
ま
り
、
夜
遅
く
ま
で
大
声
で
話
し
て
い
る
、

子
ど
も
た
ち
が
夜
遅
く
ま
で
起
き
て
い
て
、
部
屋
の
中
を
走
り
回
る
の

が
う
る
さ
い
な
ど
の
苦
情
が
自
治
会
や
管
理
会
社
に
寄
せ
ら
れ
た
。

　

２
０
１
１
年
頃
に
は
中
国
人
住
民
に
対
す
る
誹
謗
中
傷
の
落
書
き
や

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
相
次
ぐ
な
ど
事
態
が
深
刻
化
し
た
こ
と
を
う
け
、

同
年
に
団
地
管
理
を
担
う
U
R
や
川
口
市
担
当
者
を
招
い
て
団
地
集
会

が
開
か
れ
、翌
年
に
は
中
国
語
の
通
訳
が
管
理
事
務
所
に
設
置
さ
れ
る
、

ま
た
、
入
居
時
に
生
活
規
則
な
ど
を
中
国
語
で
伝
え
、
注
意
書
き
な
ど

も
日
中
両
語
が
併
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
の
対
応
が
取
ら
れ
、
事

態
は
少
し
ず
つ
改
善
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
は
U
R
・
団
地
自

治
会
の
取
り
組
み
に
よ
り
改
善
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か

し
本
稿
で
は
、
外
国
人
住
民
を
団
地
に
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
迎
え

入
れ
、
両
住
民
が
暮
ら
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
目
的
と
し
た
「
住
民

間
の
共
同
性
の
醸
成
」の
実
践
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

四
章　

�

住
民
間
の
共
同
性
醸
成
へ
の
取
り
組
み

―
芝
園
か
け
は
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
協
働
―

４
―
１　

開
か
れ
た
自
治
会
へ

　

こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
は
U
R
・
自
治
会
の
取
り
組
み

に
よ
り
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
住
民
間
の
関
係
性
の
改
善
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
現
状
を
解
決
す
る
た
め
、
芝
園
団
地
自
治
会
は

自
治
会
活
動
を
外
部
に
開
き
、
団
地
内
外
か
ら
の
協
力
者
を
募
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
芝
園
団
地
自
治
会
は
前
述
し
た
よ
う
に
メ
ン
バ
ー
の
固

定
化
、
ま
た
メ
ン
バ
ー
の
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
ま

で
積
極
的
な
関
わ
り
の
な
か
っ
た
外
国
人
住
民
も
自
治
会
活
動
に
参
加

し
て
も
ら
う
こ
と
、
そ
し
て
団
地
外
か
ら
「
多
文
化
共
生
」
に
関
心
の

あ
る
外
部
学
生
を
呼
び
寄
せ
、
地
域
活
動
に
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
に

な
っ
た
。
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４
―
２　

多
文
化
交
流
ク
ラ
ブ
に
よ
る
「
接
点
」
の
創
出

　

自
治
会
を
外
部
に
開
く
こ
と
で
、
団
地
内
の
問
題
を
外
部
に
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
実
際
、
自
治
会
活
動
へ
外
部
学
生
に
参
加
し
て
も

ら
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
彼
ら
が
「
芝
園
か
け
は
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト（
以
下
：
S
K
P
）」と
い
う
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
を
立
ち
上
げ
、

芝
園
団
地
で
自
治
会
と
協
働
し
活
動
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら

は
も
と
も
と
団
地
に
地
縁
的
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
活
動
へ

の
参
加
を
通
じ
、
団
地
が
抱
え
る
課
題
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、

自
治
会
に
新
た
な
知
見
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。

　

S
K
P
の
主
な
活
動
内
容
に
、
団
地
内
で
定
期
開
催
す
る
「
多
文
化

交
流
ク
ラ
ブ
」
の
企
画
運
営
が
あ
る
。
も
と
も
と
、
自
治
会
の
夏
祭
り

で
ブ
ー
ス
を
出
店
し
た
り
、
地
域
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
住
民
と
の
交
流

を
図
っ
た
り
と
い
う
活
動
を
続
け
て
い
た
が
、
住
民
と
の
よ
り
「
継
続

的
」
な
関
係
性
構
築
の
た
め
、
企
画
段
階
か
ら
住
民
と
協
働
す
る
「
プ

ロ
セ
ス
か
ら
の
交
流
」
を
目
的
に
こ
の
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
る
。

　

実
際
、
多
文
化
交
流
ク
ラ
ブ
で
は
、
学
生
が
議
論
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
を
務
め
な
が
ら
自
治
会
、中
国
人
住
民
側
と
意
見
を
共
有
し
合
い
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
議
論
を
進
め
て
い
る
。
そ
こ
で
出
た
意
見
を

も
と
に
企
画
を
立
て
、
両
住
民
同
士
が
楽
し
み
な
が
ら
交
流
で
き
る
四

季
折
々
の
イ
ベ
ン
ト
を
催
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
国
人
住
民
が
講
師

役
と
な
り
、
簡
単
な
日
常
会
話
を
レ
ク
チ
ャ
ー
す
る
中
国
語
教
室
や
、

「
体
を
動
か
し
た
い
」
と
い
う
日
本
人
住
民
側
か
ら
の
要
望
と
、「
中
国

に
は
太
極
拳
と
い
う
健
康
体
操
が
あ
る
」
と
い
う
中
国
人
住
民
側
か
ら

の
声
を
汲
み
取
り
、
団
地
内
の
屋
外
広
場
で
太
極
拳
教
室
を
行
っ
た
例

も
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
じ
、
芝
園
団
地
で
は
実
際
に

ど
の
よ
う
な
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

４
―
３　

S
K
P
活
動
の
成
果
と
両
住
民
の
関
係
性
の
変
容

　

S
K
P
と
自
治
会
の
協
働
に
よ
り
、メ
デ
ィ
ア
か
ら
「
多
文
化
共
生
」

の
先
進
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
な
ど
、
団
地
を
取
り
巻
く
外
的
環
境

も
大
き
く
変
容
し
た
が
、
団
地
内
部
の
環
境
変
化
、
つ
ま
り
住
民
間
で

の
関
係
性
変
化
と
し
て
は
両
住
民
の
「
接
触
機
会
」
が
創
出
さ
れ
た
こ

と
に
あ
る
。
芝
園
団
地
は
、
両
住
民
の
言
語
・
文
化
・
世
代
・
共
通
ニ
ー

ズ
が
異
な
る
二
大
集
団
が
存
在
す
る
た
め
、
互
い
を
認
知
す
る
た
め
の

接
触
機
会
が
自
然
に
は
生
ま
れ
に
く
い
土
壌
に
あ
っ
た
。
互
い
の
こ
と

を
知
ろ
う
に
も
、
知
る
「
機
会
」
が
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た
。
し
か

し
、
両
住
民
間
に
第
３
者
で
あ
る
学
生
が
介
入
す
る
こ
と
で
、
両
住
民

に
と
っ
て
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
形
成
し
、「
接
触
機
会
」
を
創
出
す

る
こ
と
が
出
来
た
。

　

よ
っ
て
、
団
地
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
団
地
自
治
会
と
中
国
人
住
民

は
互
い
を
「
認
知
」
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
共
同
性
醸
成
の
土
台

が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
学
生
は
顔
が
見
え
る
関
係
づ
く
り

の
橋
渡
し
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

実
際
、
こ
の
活
動
以
前
団
地
自
治
会
が
中
国
人
住
民
側
の
生
活
状
況
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を
把
握
す
る
こ
と
さ
え
難
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
学
生
が
仲

介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
人
住
民
側
の
「
声
」
が
直
接
自
治
会
に
届

く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
、
中
国
人
住
民
に
と
っ
て
は
暮
ら
し

や
す
い
環
境
へ
の
進
展
だ
と
い
え
る
。

五
章　

団
地
に
お
け
る
「
共
同
生
活
」
の
行
方

５
―
１　

団
地
に
お
け
る
共
同
生
活
と
は

　

前
章
で
は
、
芝
園
団
地
を
例
に
団
地
内
で
属
性
の
異
な
る
両
住
民
同

士
が
い
か
に
共
同
性
を
醸
成
し
て
い
く
か
と
い
う
実
践
プ
ロ
セ
ス
を

追
っ
た
。
集
合
住
宅
に
お
い
て
、
住
民
同
士
が
暮
ら
し
や
す
い
環
境
を

構
築
し
て
い
く
た
め
に
は
、
住
民
同
士
の
共
同
性
の
醸
成
、
つ
ま
り
前

述
し
た
よ
う
に
、「
互
い
の
存
在
を
認
知
し
合
え
る
関
係
性
」
の
構
築

が
大
切
で
あ
る
と
説
い
た
が
、
こ
こ
に
は
団
地
す
な
わ
ち
集
合
住
宅
で

の
生
活
は
「
共
同
生
活
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。

　

倉
沢
は
、
都
市
生
活
と
は
見
え
な
い
共
同
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
見
え
な
い
共
同
」
を
少
し
で
も
可
視
化
さ
せ
、

少
し
で
も
多
く
の
個
人
に
、自
分
も
「
見
え
な
い
共
同
」
の
一
端
を
担
っ

て
い
る
実
感
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、共
同
を
担
っ
て
い
る
人
間
同
士
が
、

ま
っ
た
く
見
え
な
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
矛
盾
し
た
状
況
を
少
し
で
も

変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
、
集
合
住
宅
を
共
同
生
活
の
場
と

し
て
語
っ
て
い
る
。6

　

つ
ま
り
、
団
地
に
お
け
る
共
同
生
活
と
は
、
こ
の
「
見
え
な
い
共
同
」

の
存
在
が
全
体
共
有
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に
定
義
づ
け
ら
れ

る
と
考
え
る
。
よ
り
生
活
レ
ベ
ル
の
具
体
的
な
話
に
応
用
す
れ
ば
、「
防

災
」
の
分
野
に
お
い
て
も
「
共
同
性
」
は
重
要
に
な
る
。
筆
者
は
賃
貸

マ
ン
シ
ョ
ン
に
暮
ら
し
て
い
る
が
、
東
日
本
大
震
災
発
生
時
、
様
子
を

う
か
が
う
た
め
外
に
出
た
と
こ
ろ
、
右
隣
も
左
隣
も
同
様
に
外
に
飛
び

出
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
普
段
全
く
交
流
が
な
く
お
互
い
の
家
族

構
成
も
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
安
否
を
気
遣
う
こ
と
す
ら
出
来
な

か
っ
た
。
我
が
国
は
特
に
災
害
大
国
で
あ
り
、
災
害
を
あ
ま
り
経
験
し

た
こ
と
が
な
い
外
国
人
住
民
に
と
っ
て
異
国
で
の
災
害
体
験
ほ
ど
不
安

な
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
も
住
民
同
士
の
関
係
性
構
築

が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
え
る
。

　

よ
っ
て
、
団
地
の
よ
う
な
共
同
生
活
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
生
活
空

間
に
お
い
て
は
、
住
民
同
士
の
共
同
性
の
醸
成
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、

言
語
・
文
化
の
異
な
る
外
国
人
住
民
を
迎
え
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、

「
体
制
づ
く
り
」
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

５
―
２　

今
後
の
体
制
づ
く
り

　

今
後
、
団
地
が
ま
す
ま
す
外
国
人
住
民
を
受
け
入
れ
て
い
く
に
あ
た

り
、
そ
の
体
制
づ
く
り
が
重
要
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
既
に
言
及
し
た

が
、
現
場
に
お
い
て
実
際
に
外
国
人
住
民
対
応
を
迫
ら
れ
る
の
は
団
地

自
治
会
で
あ
る
。
国
家
の
方
針
と
し
て
外
国
人
を
労
働
力
と
し
て
受
け
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入
れ
て
い
く
方
針
な
ら
ば
、
そ
の
受
け
皿
と
な
る
地
域
社
会
側
の
体
制

も
整
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
言
語
に
よ
る
障
壁

を
軽
減
す
る
こ
と
や
、
生
活
ル
ー
ル
の
共
有
な
ど
は
徹
底
し
て
行
わ
れ

る
べ
き
対
応
策
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、「
両
住

民
に
と
っ
て
暮
ら
し
や
す
い
環
境
」
に
は
事
足
り
な
い
。

　

そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
が
、
本
稿
に
お
い
て
述
べ
て
き
た
「
住
民
間

で
の
共
同
性
の
醸
成
」
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
、
芝
園
団
地
の
例
に
も

あ
っ
た
よ
う
に
、
属
性
の
異
な
る
両
住
民
間
に
お
い
て
自
然
発
生
的
に

共
同
性
が
生
ま
れ
る
と
い
う
状
況
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
、
芝
園
団

地
に
お
け
る
S
K
P
の
よ
う
な
第
三
者
的
組
織
の
介
入
が
求
め
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
稲
葉
ら
（
２
０
１
０
）
が
取
り
上
げ
た
調
査

対
象
の
10
団
地
中
、
外
国
人
住
民
と
の
良
好
な
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い

る
の
は
６
団
地
あ
り
、
そ
の
中
で
団
地
自
治
会
単
独
で
取
り
組
み
を
講

じ
て
い
る
の
は
１
団
地
の
み
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
外
国
人
居
住
者
へ

の
対
応
は
、
団
地
自
治
会
単
独
で
は
難
し
く
、
外
部
か
ら
の
支
援
が
求

め
ら
れ
る
と
い
え
る
。

　

芝
園
団
地
の
事
例
で
、
自
治
会
の
維
持
管
理
や
外
国
人
住
民
と
の
共

生
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
住
民
間
の
関
係
調
整
は
、
一
様
に
現
場
で
動

く
団
地
自
治
会
に
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。し
か
し
、

言
語
や
文
化
、
世
代
の
異
な
る
外
国
人
住
民
と
の
共
生
は
、
と
て
も
自

治
会
の
み
の
力
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
。
S
K
P
の
よ
う
に
、
外
部
組

織
が
仲
介
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
の
地
域

活
動
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
今
度
ま
す
ま
す
外
国
人
住
民
数
が
増
加
す

る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
自
治
体
や
民
間
組
織
を
巻
き
込
ん
で
の
横
断

的
な
対
応
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
状

の
外
国
人
住
民
対
応
は
、
日
常
生
活
ル
ー
ル
の
普
及
な
ど
表
面
的
な
も

の
に
す
ぎ
ず
、
も
っ
と
奥
深
く
に
根
付
く
住
民
同
士
の
関
係
性
と
い
う

視
点
は
欠
如
し
て
い
る
。
地
域
社
会
側
の
体
制
づ
く
り
を
一
様
に
地
域

住
民
や
団
地
自
治
会
に
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
、
今
一
度
全
体
の
課

題
と
し
て
考
え
直
す
べ
き
で
あ
る
。

５
―
３　

団
地
の
活
性
化
か
ら
多
文
化
共
生
社
会
の
活
性
化
へ
！

　

わ
が
国
で
は
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
外
国
人
住
民
の
受
け
入
れ
が
拡

大
し
て
い
く
こ
と
が
予
期
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
が
団
地
に
住
ま
う
よ

う
に
な
り
、
団
地
を
生
活
基
盤
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
外
国
人

住
民
が
日
本
の
地
域
社
会
に
根
差
す
と
い
う
こ
と
に
も
繋
が
る
。
外
国

人
住
民
に
と
っ
て
、「
異
国
」
で
あ
る
地
域
に
は
じ
め
て
生
活
基
盤
を

置
く
に
あ
た
っ
て
、
外
国
人
集
住
団
地
の
よ
う
に
母
国
語
で
生
活
で
き

る
環
境
は
、
安
心
に
繋
が
る
。

　

一
方
、
団
地
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
考
え
て
も
、
空
き
室
が
増

加
し
、住
民
の
高
齢
化
が
進
む
団
地
に
新
た
に
若
者
が
住
ま
う
こ
と
は
、

地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
。
ま
た
、
団
地
周
辺
に
暮
ら
す
地
域
住
民

の
立
場
か
ら
考
え
て
も
、
住
民
間
で
の
関
係
性
が
構
築
さ
れ
て
い
け
ば

地
域
経
済
の
活
性
化
や
自
治
会
イ
ベ
ン
ト
な
ど
地
域
活
動
の
活
発
化
に
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繋
が
り
、
プ
ラ
ス
の
側
面
が
大
き
い
。

　

そ
も
そ
も
、
団
地
と
は
も
と
も
と
都
市
部
に
働
き
に
来
た
大
量
の
労

働
者
の
受
け
皿
と
な
る
べ
く
大
量
に
建
設
さ
れ
た
が
、
逆
に
人
口
減
少

に
よ
り
居
住
者
が
減
少
す
る
と
住
居
が
余
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
、
い
わ
ば
戦
後
社
会
の
縮
図
と
も
い
え
る
産
物
で
あ
る
。
皮
肉
に
も

戦
後
社
会
と
同
じ
く
「
労
働
者
」
を
呼
び
寄
せ
、
受
け
入
れ
て
い
く
体

制
が
必
要
と
な
る
現
代
に
お
い
て
、
か
つ
て
そ
の
「
ハ
コ
」
と
し
て
つ

く
ら
れ
た
団
地
を
活
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
実
際
、
２
０
１
８
年
12

月
号
の
W
e
d
g
e
で
は
、『
留
学
生
争
奪
戦 

「
金
の
卵
」
に
群
が
る

産
業
界
と
大
学
』
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
、
外
国
人
留
学
生
を
「
金
の

卵
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
団
地
建
設
当
時
と
同
様
、
労
働
者

不
足
の
社
会
に
お
い
て
労
働
者
は
「
金
の
卵
」
で
あ
り
、
当
時
と
同
じ

よ
う
に
そ
の
「
金
の
卵
」
を
団
地
で
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

　

地
域
社
会
の
変
容
と
共
に
そ
の
在
り
方
が
変
化
す
る
「
団
地
」
は
、

わ
が
国
の
来
た
る
多
文
化
共
生
時
代
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た

す
と
考
え
ら
れ
る
。
団
地
を
中
心
に
地
域
社
会
の
活
性
化
を
目
指
し
て

い
く
こ
と
は
、
誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
生
活
基
盤
の
形
成
に
繋
が
っ
て

い
く
だ
ろ
う
。

1　

現
在
の
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

２　

誰
で
も
入
居
で
き
る
訳
で
は
な
く
、
外
国
人
在
留
者
が
入
居
を
希
望
す
る
場
合
に

は
、
外
国
人
登
録
と
月
収
基
準
額
以
上
の
収
入
が
必
要

３　

稲
葉
佳
子
ら
（
2
0
1
0
）「
公
営
住
宅
及
び
都
市
再
生
機
構
の
賃
貸
住
宅
に
お

け
る
外
国
人
居
住
に
関
す
る
研
究
―
外
国
人
居
住
へ
の
対
策
が
行
わ
れ
る
10
団

地
を
対
象
に
―
」
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
第
75
巻
，
第
6
5
6
号
，
p
．

2
3
9
7
～
2
4
0
6

４　

全
て
の
諸
外
国
に
対
し
て
い
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