
住
宅
政
策
に
関
す
る
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
認
識
に
つ
い
て

|
|
日
本
住
宅
公
団
設
立
過
程
分
析
の
一
環
と
し
て
|
|

上

崎

哉

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

一
、
は
じ
め
に

二
、
住
宅
問
題
全
般
に
対
す
る
認
識

一
二
、
実
施
中
の
政
策
に
対
す
る
認
識

四
、
結
び
に
か
え
て

一
、
は
じ
め
に

一
九
五
五
年
は
、
五
五
年
体
制
成
立
の
年
と
し
て
今
後
も
歴
史
的
意
義
を
持
ち
続
け
る
と
い
え
る
が
、
住
宅
政
策
と
い
う
一
領
域
に
お

い
て
も
、
公
庫
・
公
営
・
公
団
の
い
わ
ゆ
る
三
本
柱
が
出
揃
っ
た
と
い
う
点
で
、
意
義
あ
る
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
最
も
遅
く
誕

生
し
た
公
団
住
宅
に
対
し
て
は
、
後
に
「
遠
・
高
・
狭
」
と
す
る
評
価
が
定
着
す
る
こ
と
と
な
り
、
三
本
柱
の
中
で
は
最
も
厳
し
い
評
価

に
曝
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
評
価
は
主
に
分
譲
住
宅
に
つ
い
て
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、

9 
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「
企
業
と
し
て
の
パ

l
フ
ォ
!
マ
ン
ス
を
示
す
営
業
利
益
は
毎
年
三

0
0
0億
円
台
を
創
出
し
て
お
り
、
と
く
に
賃
貸
住
宅
部
門
で
の
経

営
成
績
が
よ
い
」
と
、
肯
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
公
団
住
宅
と
い
う
一
つ
の
居
住
ス
タ
イ
ル
を
わ
が
国
に
も

た
ら
し
た
と
い
う
点
で
も
、

そ
れ
な
り
の
評
価
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

近畿大学法学

こ
の
よ
う
に
、

と
り
わ
け
賃
貸
住
宅
に
対
す
る
評
価
が
高
い
公
団
で
あ
る
が
、
果
し
て
き
た
役
割
は
単
に
住
宅
の
供
給
に
止
ま
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
設
立
当
初
か
ら
宅
地
供
給
主
体
と
い
う
側
面
も
有
し
て
お
り
、
新
都
市
づ
く
り
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
土
地
区
画
整

理
手
法
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
昭
和
三
二
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
水
面
埋
立
事
業
及
び
工
業
団
地
造
成
事
業
の

施
行
権
限
が
与
え
ら
れ
、
住
宅
地
以
外
の
造
成
に
も
手
を
広
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
多
摩
ニ
ュ

l
タ
ウ
ン
、
筑
波
研
究
学
園
都
市

及
び
関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
と
い
っ
た
、

日
本
を
代
表
す
る
新
都
市
の
開
発
に
も
名
を
連
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
宅
地
開
発

公
団
と
統
合
さ
れ
都
市
・
基
盤
整
備
公
団
へ
と
機
構
改
革
が
な
さ
れ
る
と
、
鉄
道
事
業
者
と
し
て
の
顔
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
住
宅
公
団
は
、
住
宅
供
給
を
そ
の
業
務
の
柱
と
し
な
が
ら
も
、
次
々
と
新
た
な
業
務
も
引
き
受
け
て
き
た
の
で
あ

る
。
拙
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
「
住
宅
建
設
」
と
い
う
制
約
を
強
く
受
け
つ
つ
も
、
都
市
政
策
に
お
け
る
便
利
屋
と
し
て
用

こ
の
よ
う
に
、

い
ら
れ
て
き
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
九
九
年
一

O
月
に
都
市
基
盤
整
備
公
団
へ
と

改
組
さ
れ
る
と
、
分
譲
住
宅
の
供
給
か
ら
は
原
則
的
に
撤
退
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
更
に
、
二

O
O四
年
に
都
市
再
生
機
構
へ
と
生
ま
れ

変
わ
る
と
、
賃
貸
住
宅
の
直
接
供
給
も
ま
た
、

つ
ま
り
、
発
足
か
ら

一
定
の
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
五

O
年
の
時
を
経
て
、
旧
公
団
は
そ
の
名
称
か
ら
「
住
宅
」
と
い
う
二
文
字
を
失
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
事
業
と
し
て
も
、
住
宅
供

給
か
ら
は
ほ
ぼ
撤
退
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、

な
ぜ
旧
公
団
は
こ
の
よ
う
に
便
利
屋
的
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
、
最
終
的
に
は
直
接
的
住
宅
供
給
か
ら
ほ
ぼ
手
を
引
く
こ
と
と
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な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
公
式
に
は
、

そ
の
時
々
の
社
会
状
況
の
変
化
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
機
構
改
革
が
な

さ
れ
て
き
た
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、

そ
も
そ
も
設
立
の
経
緯
か
ら
、
公
団
に
は
社
会
状
況
の
変
化

や
政
治
的
影
響
を
受
け
易
い
体
質
が
備
わ
っ
て
い
た
と
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
理
由
を
示
す
た
め
に
、
簡
単
に
そ
の
成
立
過
程
を
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

日
本
住
宅
公
団
が
設

立
さ
れ
た
の
は
昭
和
三

O
年
の
盛
夏
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
政
治
史
的
に
見
れ
ば
、
吉
田
自
由
党
政
権
か
ら
鳩
山
民
主
党
政
権
へ
の

政
権
交
代
と
、
保
守
合
同
と
の
丁
度
狭
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
九
年
の
暮
れ
、
解
散
権
行
使
に
対
す
る
自
由
党
所
属
議
員

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

た
ち
の
抵
抗
を
打
ち
破
る
こ
と
に
失
敗
し
た
吉
田
首
相
は
、

そ
の
座
を
去
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
戦
後
一
時
代
を
築

い
た
吉
田
政
権
は
終
吾
川
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
、
新
た
に
発
足
し
た
の
は
少
数
与
党
で
あ
る
鳩
山
民
主
党
政
権
で
あ
っ
た
。
国
会
で
過
半

数
を
占
め
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
権
を
樹
立
で
き
た
の
は
、
早
期
解
散
を
条
件
と
し
て
両
派
社
会
党
が
支
持
に
回
っ
た
か
ら
で

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
選
挙
戦
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
第
一
次
鳩
山
内
閣
は
、
発
足
当
初
か
ら
支
持
獲
得
を
目
的
と

し
た
政
策
を
次
々
と
打
ち
出
し
て
い
っ
た
。
住
宅
政
策
の
推
進
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
わ
が
国
は
、
衣
食
に

つ
い
て
は
何
と
か
回
復
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
住
に
限
っ
て
は
ま
だ
ま
だ
困
窮
し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、

変
化
を
予
感
さ
せ
る
鳩
山
内
閣
か
ら
住
宅
政
策
の
推
進
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
国
民
の
期
待
は
否
応
な
し
に
高
ま
る
こ
と
と

な
っ
た
。
更
に
、
他
党
も
こ
ぞ
っ
て
住
宅
政
策
の
推
進
を
積
極
的
に
掲
げ
、

そ
れ
を
メ
デ
ィ
ア
も
活
発
に
報
じ
た
こ
と
か
ら
、
住
宅
政
策

は
昭
和
三

O
年
三
月
に
実
施
さ
れ
た
総
選
挙
の
重
要
な
争
点
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
実
施
さ
れ
た
総
選
挙
の
結
果
、
鳩
山
民
主
党
は
何
と
か
第
一
党
の
地
位
は
確
保
す
る
も
の
の
、
単
独
過
半
数
に
は
手
が
届
か
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な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
鳩
山
内
閣
の
一
大
看
板
と
も
い
え
る
住
宅
政
策
の
推
進
に
も
黄
色
信
号
が
と
も
り
、

と
り
わ
け
、

そ
の
柱
と
し

て
期
待
さ
れ
た
新
公
社
・
公
団
の
設
立
は
危
ぶ
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
野
党
自
由
党
が
抵
抗
し
た
の
み
な
ら
ず
、
旧
建
設
省
内
部
に
も
反

対
の
声
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
最
終
的
に
は
、
保
守
合
同
へ
の
流
れ
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
抵
抗
も
弱
ま
り
、

日
本
住
宅
公

近畿大学法学

団
法
案
は
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

日
本
住
宅
公
団
の
設
立
は
、

そ
も
そ
も
政
治
的
な
支
持
獲
得
の
手
段
と
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
経
た
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
誕
生
の
時
点
か
ら
強
い
政
治
的
影
響
の
も
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
旧
公
団
が
有
し
て
い
た
こ

う
し
た
側
面
が
、

そ
の
後
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
現
在
の
都
市
再
生
機
構
に
ま
で
引
き
継
が
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
我
々
は
、

そ
の
設
立
過
程
に
お
い
て
作
用
し
た
政
治
的
影
響
力
に
つ
い
て
深
い
注
意
を
払
い
つ
つ
、

な
ぜ
日
本
住
宅
公
団
の
よ
う
な

組
織
が
設
立
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

で
は
、

い
か
に
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
か
で
あ
る
が
、
ま
ず
先
行
研
究
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

日
本
住
宅
公
団
設
立
過
程
に

関
す
る
古
典
的
研
究
と
し
て
は
、
第
一
に
、
渡
辺
洋
三
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
渡
辺
に
よ
れ
ば
、
戦
後
わ
が
国
の
政
府
は
、

建
設
戸
数
主
義
と
い
う
方
針
の
も
と
、
住
宅
政
策
を
推
進
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
建
設
戸
数
主
義
と
は
す
な
わ
ち
、
「
よ
り
多
く
の
住
宅
を

よ
り
多
く
の
公
的
資
金
を
投
資
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
公
的
資
金
の
投
資
額
の
方
は
あ
ま
り
ふ
や
さ
な
い
で
、

q
d
 

限
ら
れ
た
一
定
の
わ
く
内
で
、
建
設
戸
数
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
建
設
戸
数
主
義
に
立

た
て
る
た
め
に
、

脚
す
る
が
故
に
、
投
資
額
の
割
に
建
設
戸
数
が
増
加
し
な
い
公
営
住
宅
の
建
設
は
手
控
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
一
方
で
、
民
間
資

金
の
導
入
が
可
能
と
な
る
の
で
少
な
く
と
も
建
設
戸
数
と
し
て
は
投
資
効
率
が
良
い
こ
と
か
ら
、
住
宅
金
融
公
庫
や
住
宅
公
団
と
い
っ
た

施
策
が
重
視
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
家
賃
が
高
く
な
っ
て
も
建
設
戸
数
を
増
大
す
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
、
と
政
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府
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
建
設
戸
数
主
義
の
も
と
で
は
、
政
府
施
策
賃
貸
住
宅
の
増
大
政
策
も
、
公
営
住
宅
の
拡
充
と
い
う
方

向
に
は
む
か
わ
ず
、
公
団
住
宅
の
新
設
と
い
う
方
向
に
む
か
う
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
L

と
、
渡
辺
は
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
我
々
に
は
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
疑
問
と
は
す
な
わ
ち
、
政
府
を
、

一
定
の
主
義
に
基
づ
い
て
意

思
決
定
を
行
う
単
一
の
ア
ク
タ
ー
と
み
な
し
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
政
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
意
思
決
定
は
、

{固

の
個
人
的
人
格
の
そ
れ
に
比
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
渡
辺
は
、
こ
う
し
た
モ
デ
ル
に
整
合
的
な
方

法
を
ほ
ぼ
一
貫
し
て
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
が
そ
の
論
文
に
お
い
て
政
府
の
表
明
し
た
意
思
と
し
て
取
り
上
げ

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

て
い
る
の
は
、
国
会
に
お
け
る
答
弁
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
お
り
、
個
々
の
官
僚
が
記
し
た
も
の
や
大
臣
の
談
話
等
は
全
く
用
い
ら
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
内
で
集
約
さ
れ
た
上
で
表
明
さ
れ
た
意
思
の
み
を
資
料
と
す
る
こ
と
で
、
方
法
論
的
な
整
合
性
は
確

保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
は
方
法
論
の
上
で
は
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、

そ
こ
に
は
や
は
り
限
界
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の

限
界
が
ま
ず
現
れ
て
い
る
の
は
、
公
営
住
宅
法
制
定
過
程
に
関
す
る
彼
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
渡
辺
に
よ
れ
ば
、
建
設
戸
数
主
義
の
故
に
政

府
は
立
法
に
消
極
的
だ
っ
た
が
、
国
民
に
よ
り
近
い
立
場
に
あ
る
政
党
は
積
極
的
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
議
員
立
法
と
し
て

制
定
さ
れ
た
点
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

だ
が
、
公
営
住
宅
法
が
議
員
立
法
と
さ
れ
た
の
は
、
旧
厚
生
省
と
の
間
で
所
管
争
い
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
旧
建
設
省
と
し
て
は
立
法

を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
決
し
て
政
党
が
主
導
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
渡
辺
の
よ
う
に
政
党
の
果
し
た
役
割
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
り
、
単
に
政
府
内
の
事
情
が
そ
う
さ
せ
た
だ
け
な
の

で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
軽
く
触
れ
た
よ
う
に
、

日
本
住
宅
公
団
の
設
立
に
際
し
て
も
政
府
内
に
お
い
て
対
立
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

13 
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と
す
る
な
ら
ば
、
渡
辺
の
よ
う
に
政
府
を
単
一
の
ア
ク
タ
ー
と
み
な
す
こ
と
は
、
方
法
論
と
し
て
適
切
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
八

0
年
代
に
入
る
と
、
大
本
圭
野
に
よ
る
一
連
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
力
作
が
発
表
さ
れ
て
い
っ
た
。
わ
が
国
の
住
宅
政
策
研
究

に
お
い
て
彼
の
業
績
は
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、

そ
う
し
た
評
価
は
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
扱
お
う
と
し
て
い
る
日

近畿大学法学

本
住
宅
公
団
設
立
過
程
に
関
し
て
は
、
二
つ
の
点
で
不
十
分
だ
と
い
え
る
。
第
一
に
、
そ
の
設
立
を
必
要
と
し
た
最
大
の
要
因
に
つ
い
て
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
詰
め
切
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
ぐ
後
に
原
田
純
孝
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
東
京
都
の
公
営
住
宅
が
抱
え

て
い
た
行
政
区
域
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
の
が
、

日
本
住
宅
公
団
設
立
を
促
し
た
そ
も
そ
も
の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
大
本
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
こ
の
点
に
つ
い
て
質
問
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
ま
か
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
本
の
研
究
の
第
二
の
問
題
点
は
、
住
宅
政
策
が
政
治
課
題
と
な
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
一
人
の
政
治
家
の
名
を
落
と

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
政
治
感
覚
か
ら
い
っ
て
、
国
民
の
ニ

l
ズ
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
察
知
し
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
鳩

山
さ
ん
の
政
治
家
と
し
て
の
力
で
す
よ
」
と
い
う
南
部
哲
也
の
発
言
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
我
々

は
、
こ
の
一
連
の
研
究
の
後
半
に
お
い
て
、
住
宅
政
策
が
注
目
を
浴
び
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
、
鳩
山
一
郎
と
は
異
な
る
一
人
の
政
治
家

の
名
前
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

や
や
大
袈
裟
な
表
現
を
さ
せ
て
も
ら
え
ば
、
住
宅
政
策
の
歴
史
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
い

た
一
人
の
政
治
家
の
名
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
大
本
の
研
究
が
単
著
に
纏
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
間
に
、
渡
辺
と
大
本
の
研
究
を
総
合
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
原
田
の

研
究
が
公
に
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
と
同
じ
く
日
本
住
宅
公
団
の
設
立
過
程
の
み
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
東
京
都
の
抱
え
る
公
営
住

宅
の
問
題
が
、
同
公
団
の
設
立
を
促
し
た
第
一
の
要
因
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
、
原
因
の
結
論
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
、
当
初
は
首
都
圏
住
宅
管
理
協
会
と
い
う
組
織
の
設
立
が
計
画
さ
れ
た
が
、

そ
こ
に
、
民
間
資
金
の
導
入
と
宅
地
開
発
機
能
の

14 



付
加
と
い
う
要
因
が
働
い
た
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
日
本
住
宅
公
団
と
い
う
機
構
が
設
立
さ
れ
た
の
だ
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
彼
の
理
解
は
、
わ
れ
わ
れ
が
最
終
的
に
到
達
す
る
理
解
に
か
な
り
近
い
も
の
と
い
え
る
。
だ
が
、
彼
の
研
究
は
、
特
に
方
法

論
に
お
い
て
、
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
確
か
に
原
田
は
、
大
本
の
研
究
を
踏
ま
え
、
例
え
ば
公
営
住
宅
法
制
定
過
程
に

つ
い
て
は
、
旧
厚
生
省
と
旧
建
設
省
と
い
う
ア
ク
タ
ー
を
分
離
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
わ
が
国
の
政
府
が
建

設
戸
数
主
義
と
い
う
方
針
を
採
用
し
て
い
た
と
す
る
点
で
、
渡
辺
の
研
究
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
政
府
の
意
図
が
、
従

来
の
公
営
の
う
ち
の
上
層
向
け
の
も
の
は
公
団
に
ま
わ
し
、
公
営
住
宅
は
低
所
得
者
向
け
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
層
は
っ
き
り
さ
せ
る

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

ー
ー
ま
た
、
そ
の
方
が
、
財
政
負
担
を
抑
え
つ
つ
建
設
戸
数
を
か
せ
ぐ
意
味
で
も
効
果
的
で
あ
る
ー
ー
と
い
う
点
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
大
本
の
研
究
を
利
用
す
る
一
方
で
、

そ
の
議
論
の
根
幹
に
建
設
戸
数
主
義
を
据
え
る
と
い
う
原
田
の
方
法
は
果
た
し
て
妥
当
な

も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
の
よ
う
に
、
渡
辺
の
場
合
、
国
会
に
お
け
る
政
府
答
弁
の
み
を
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

政
府
を
単
一
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
原
田
の
場
合
に
は
、
旧
建
設
省
と

旧
厚
生
省
を
ア
ク
タ
ー
と
し
て
区
別
し
て
お
り
、
更
に
退
職
後
の
個
々
の
行
政
官
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
積
極
的
に
利
用
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
多
数
の
ア
ク
タ
ー
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
建
設
戸
数
主
義
の
前
提
を
な
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
政
府
の
単
一
性
は
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
住
宅
公
団
の
成
立
過
程
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
何
れ
も
難
点
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
う

こ
の
よ
う
に
、

し
た
難
点
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
、
我
々
の
課
題
と
な
る
。

で
は
、
先
行
研
究
の
難
点
を
乗
り
越
え
る
為
に
我
々
は
ど
の
よ
う
な
枠
組
み

で
議
論
を
展
開
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
我
々
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
政
権
交
代
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
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る
。
先
に
簡
単
に
纏
め
た
よ
う
に
、
政
権
交
代
は
実
現
し
た
も
の
の
、
近
く
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
住
宅

政
策
が
公
約
の
目
玉
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
結
果
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
が
日
本
住
宅
公
団
な
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
可
能
性
と
し
て
は
、
民
主
党
が
日
本
住
宅
公
団
法
案
を
既
に
成
案
と
し
て
温
め
て
お
り
、

そ
れ
が
政
権
交
代
と
共
に
陽
の
目

近畿大学法学

を
見
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

一
九
五
五
年
と
い
う
時
代
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
う
し
た
可
能
性
は
低
い
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
、
政
権
交
代
以
前
か
ら
行
政
官
達
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
案
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
政
治
的
な
影
響
が

作
用
し
た
結
果
設
立
さ
れ
た
の
が
日
本
住
宅
公
団
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
、

よ
り
現
実
に
近
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
我
々
は
、
ま
ず
日
本
住
宅
公
団
成
立
過
程
の
政
策
過
程
を
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
と
い
う
単
一
の
ア
ク
タ
ー
と
、
政
治
家
を
中

心
と
す
る
他
の
諸
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。
更
に
、
政
権
交
代
の
影
響
を
明
確
に
示

す
た
め
に
、
ま
ず
は
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
案
が
構
想
さ
れ
て
い
た
か
を
明
確
に
示
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
こ

の
作
業
は
こ
れ
だ
け
で
一
つ
の
意
味
が
あ
る
も
の
と
言
え
る
の
で
、
本
稿
は
こ
の
部
分
に
主
に
焦
点
を
当
て
て
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に

す
る
。
す
な
わ
ち
、

日
本
住
宅
公
団
設
立
過
程
の
う
ち
、
政
権
交
代
以
前
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
と
な
る
。

続
け
て
方
法
論
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
が
、
次
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

ど
う
い
っ
た
方
法
で
旧
建
設
省
の
行
政
官
達

に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
て
い
た
案
を
明
ら
か
に
す
る
か
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
、
大
枠
か
ら
示
し
て
い
き
た
い
が
、
先
述
の
様
に
、

日
本

住
宅
公
団
は
非
常
に
多
様
な
性
格
を
与
え
ら
れ
た
機
関
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
壮
大
な
構
想
に
基
く
も
の

で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
行
政
官
と
は
、
明
確
な
所
掌
事
務
の
範
囲
内
で
活
動
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
存
在
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
壮
大
な
構
想
を
描
く
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
行
政
官
と
し
て
は
、
与
え

ら
れ
た
役
割
の
な
か
で
、
最
善
を
尽
く
す
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
行
政
官
達
が
抱
い
て
い
た
認
識
に
関
し
、
広
く
住
宅
問
題
全
般
に
つ
い
て
抱
い
て
い
た
も
の
と
、
所
掌
事
務
の

範
囲
内
で
抱
い
て
い
た
も
の
と
に
分
け
て
議
論
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
第
二
節
で
論
じ
る
が
、

そ
こ
で
は
、
住

宅
問
題
に
対
し
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
が
非
常
に
幅
広
い
関
心
を
示
し
、
か
つ
壮
大
な
構
想
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
認
識
に
つ
い
て
は
、
主
に
住
宅
金
融
公
庫
と
公
営
住
宅
に
つ
い
て
、
第
三
節
で
論
じ
る
こ
と
と
し
た

し、
O 

次
に
用
い
る
資
料
で
あ
る
が
、
広
範
な
問
題
認
識
は
短
期
間
で
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
お
よ
そ
昭
和
二
六
年

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

か
ら
昭
和
三

0
年
代
前
半
ま
で
の
も
の
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
ぜ
、
昭
和
二
六
年
以
降
と
す
る
か
と
い
え
ば
、
こ
の
年
に
公
営
住

宅
法
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
の
住
宅
政
策
は
一
定
の
体
系
が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
の

一
方
で
、
我
々
の
も
う
一
つ
の
関
心
が
、
政
権
交
代
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、

そ
の
直
前
期
に
お
け
る
行
政
官
の
認

識
を
示
す
資
料
は
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
と
な
る
。
予
め
挙
げ
て
お
け
ば
、
師
岡
健
四
郎
「
新
年
に
お
け
る
住
宅
行
政
の
抱
負
」
(
『
建
設

時
報
』
、
第
七
巻
第
一
号
)
に
な
る
が
、
こ
れ
は
予
算
案
が
ほ
ぼ
作
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
点
で
、
次
年
度
の
構
想
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
時
点
で
の
具
体
的
な
問
題
認
識
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
本
稿
で
の
我
々
の
課
題
が
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
認
識
と
構
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
論
拠
と
し
て
用

い
る
資
料
は
、
原
則
的
に
旧
建
設
省
の
行
政
官
が
当
時
直
接
関
わ
っ
た
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
二
点
に
お
い
て
資

料
に
限
定
を
付
す
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
に
、
確
か
に
住
宅
問
題
に
つ
い
て
は
、
行
政
官
の
み
な
ら
ず
、
市
井
の
人
物
、
研
究
者
そ
し
て

政
治
家
等
に
よ
る
発
言
も
多
く
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
我
々
の
関
心
が
行
政
官
の
認
識
を
示
す
こ
と
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
政

官
以
外
に
よ
る
も
の
は
論
拠
を
示
す
資
料
と
し
て
は
採
用
し
な
い
。
更
に
、
こ
こ
で
言
う
行
政
官
と
は
、
原
則
的
に
旧
建
設
省
住
宅
局
及
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ぴ
首
都
建
設
委
員
会
事
務
局
の
行
政
官
に
限
定
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
設
立
当
時
に
お
け
る
住
宅
公
団
の
主
要
な
役
割
が
住
宅

建
設
と
衛
星
都
市
を
視
野
に
入
れ
た
新
都
市
開
発
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
行
政
官
達
と
の
共
同
研
究
と
み
な
し
う
る

著
作
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
限
定
を
外
す
こ
と
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
論
拠
を
示
す
た
め
に
用
い
る
資
料
の
中
に
は
、
地
方
公
務
員
や

近畿大学法学

研
究
所
の
研
究
員
に
よ
る
著
述
も
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
認
識
と
い
う
も
の
は
時
間
と
共
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
行
政
官
の
場
合
、
公
的
な
意
思
決
定
が
な
さ
れ
た
後
に

は
、
や
は
り
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
た
見
解
を
示
す
こ
と
は
回
避
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
回
顧
的
な
資
料
も
ま
た
論
拠
を
示
す
た
め
の

資
料
か
ら
は
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
確
か
に
大
本
に
よ
る
著
作
は
資
料
的
な
価
値
は
高
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
理
由
か
ら
論
拠
を
示
す
た
め
に
用
い
る
こ
と
は
し
な
い
。
ま
た
、
住
宅
政
策
を
担
当
し
た
行
政
官
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
『
昭
和
の
住
宅
政
策
を
語
る
』
(
日
本
住
宅
協
会
、

一
九
九
二
年
)
も
ま
た
、
大
本
の
著
作
と
同
等
の
価
値
を
持
つ
も

の
と
い
え
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
わ
が
国
の
住
宅
政
策
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
余
り
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
同
様
に
、
論

拠
を
示
す
た
め
の
資
料
か
ら
は
外
す
こ
と
と
す
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
資
料
に
限
定
を
付
す
こ
と
は
、

そ
の
他
の
資
料
の
価
値
を
一
段
低
い
も
の
と
見
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
し
、
執

筆
に
際
し
て
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
個
々
の
行
政
官
達
が
当
時
語
っ
て
い
た
こ
と
の
意
味
を
理
解
し
、
更

に
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
る
べ
き
か
を
知
る
た
め
に
も
、
当
然
他
の
資
料
も
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
本
稿
の

目
的
が
当
時
の
行
政
官
達
の
認
識
を
知
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
敢
え
て
論
拠
に
示
す
資
料
か
ら
は
除
外
す
る
こ
と
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
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二
、
住
宅
問
題
全
般
に
対
す
る
認
識

住
宅
政
策
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
他
の
省
庁
が
関
与
が
な
い
訳
で
は
な
い
が
、

や
は
り
そ
の
中
心
に
旧
建
設
省
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

で
は
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
マ
ク
ロ
な
視
点

か
ら
、
世
帯
数
に
比
し
て
住
宅
の
数
が
足
り
な
い
、
す
な
わ
ち
、
住
宅
不
足
の
状
況
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
こ

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

の
住
宅
不
足
の
解
消
が
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
状
況
は
こ
う
し
た
課
題
の
達
成
を
容
易
に

許
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
住
宅
の
供
給
が
中
々
進
ま
な
い
一
方
で
、
住
宅
の
喪
失
や
世
帯
数
の
増
加
に
よ
っ
て
生
じ
る

新
規
需
要
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
住
宅
供
給
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
は
需
要
面
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
年
々
の
需
要

を
増
大
さ
せ
る
要
因
と
し
て
は
、
災
害
に
よ
っ
て
喪
失
さ
れ
る
住
宅
の
存
在
が
第
一
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
戦
争
に
よ
る
国
土
の
荒
廃
か

ら
、
「
火
災
、
風
水
害
、
震
災
そ
の
他
に
よ
っ
て
全
焼
、
全
壊
ま
た
は
全
流
失
し
た
戸
数
は
平
均
し
て
年
間
約
二
八
、

0
0
0千
戸
に
の

ぼ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
は
、
わ
が
国
の
住
宅
構
造
の
問
題
す
な
わ
ち
木
造
建
築
の
問
題
で

あ
っ
た
。
な
ぜ
、
木
造
建
築
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
が
と
り
わ
け
火
災
に
よ
る
被
害
拡
大
に
つ
な
が
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
わ
が
国
で
は
、
「
火
災
に
対
す
る
注
意
〔
が
〕
、
諸
外
国
の
例
に
比
較
し
て
格
段
に
行
き
届
い
て
い
る
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
専

ら
日
本
の
都
市
が
木
造
建
築
物
を
主
体
と
す
る
こ
と
に
原
因
し
て
:
:
:
専
ら
延
焼
に
よ
り
損
害
が
大
き
く
な
っ
て
い
」
た
。
こ
の
た
め
、
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「
建
築
物
の
構
造
を
逐
次
木
造
か
ら
不
燃
構
造
に
切
替
え
る
だ
け
で
、
火
災
損
耗
の
大
半
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
、

不
燃
化
の
必
要
性
が
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
燃
化
の
促
進
に
つ
い
て
は
、
旧
建
設
省
に
お
い
て
も
明
確
に

目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
政
府
施
策
住
宅
を
評
価
す
る
際
の
一
指
標
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

近畿大学法学

更
に
、
木
造
建
築
物
に
関
連
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
は
、
木
材
資
源
の
問
題
で
あ
る
。
「
戦
時
中
以
来
山
林
殊
に
私
有
針
葉
樹
林
の
過

伐
は
、
こ
の
僅
の
状
態
で
進
め
ば
十
年
乃
至
十
五
年
後
に
は
、

一
般
用
材
の
供
給
源
が
全
く
澗
渇
す
る
に
至
る
も
の
と
見
ら
れ
、
山
林
行

政
上
の
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
事
は
住
宅
政
策
及
び
建
築
政
策
の
上
か
ら
も
真
剣
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
大
問
題
で

あ
」
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
木
造
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
等
へ
の
転
換
が
主
張
さ

れ
て
お
り
、

の
工
業
に
企
業
と
し
て
の
弾

〔
鋼
材
・
セ
メ
ン
ト
〕

そ
れ
に
よ
っ
て
「
わ
が
国
の
狭
陸
な
国
内
市
場
を
充
実
さ
せ
、
こ
れ
ら

州
司

力
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
認
識
ま
で
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
建
築
物
と
し
て
の
住
宅
の
質
の
低
下
か
ら
、
住
宅
戸
数
の
減
少
に
は
拍
車
が
か
け
ら
れ
て
い
た
。
第
一
に
、
応
急
簡
易
住
宅

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
建
設
さ
れ
た
住
宅
の
相
当
数
は
、

一
時
し
の
ぎ
の
バ
ラ
ッ
ク
と
し
か
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た

め
、
そ
の
耐
用
年
数
も
当
然
短
い
も
の
で
あ
り
、
戦
後
十
年
が
経
過
す
る
頃
に
な
る
と
、

そ
れ
ら
が
早
晩
利
用
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
確
実
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
戦
前
に
建
設
さ
れ
た
住
宅
は
建
築
物
と
し
て
は
良
質
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
本
来
で
あ
れ

ば
、
長
期
に
百
一
っ
て
住
宅
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
戦
前
住
宅
建
築
の
最
盛
期
に
建
て
ら
れ
た
建
築
物
は
、

ち
ょ
う
ど
戦
争
中
に
木
造
建
築
物
と
し
て
の
要
修
理
時
期
に
入
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
資
金
・
資
材
の
状
況
か
ら
修
理
が
不
能
で

あ
っ
た
た
め
、
本
来
な
ら
ば
未
だ
耐
用
命
数
が
充
分
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
維
持
修
理
を
欠
い
た
た
め
に
構
造
的
に
耐
周
年
限
が
近
付
き
、

質
が
低
下
し
て
」
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
賃
貸
住
宅
の
場
合
に
は
、
地
代
家
賃
統
制
令
の
影
響
か
ら
、
そ
の
家
賃
で
は
修
理
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費
用
さ
え
ま
か
な
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
多
く
の
住
宅
は
修
理
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

そ
の
耐
周
年
数
を
徒
に
縮
め
て
し

ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
こ
う
し
た
住
宅
の
質
の
低
下
が
、
災
害
の
被
害
拡
大
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
問
題
も
認
識
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
相
次
ぐ
住
宅
の
喪
失
が
住
宅
不
足
の
解
消
を
遅
ら
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
世
帯
数
の
増
加
も
ま
た
負
の
要

因
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
日
本
全
体
と
い
う
視
点
か
ら
、

そ
の
増
加
は
不
可
避
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
世
帯
数
が
増
加
す
る
と
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
第
一
に
、
敗
戦
に
よ
る
国
土
縮
小
に
よ
り
、
海
外
か
ら
の
引
揚

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

者
を
多
数
抱
え
こ
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
人
口
増
加
に
伴
う
必
然
的
な
増
加
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。
将
来
の
人

口
に
つ
い
て
は
、
旧
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
の
予
測
が
常
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
戦
後
わ
が
国
の
人
口
は
一
貫
し
て

年
一
%
の
割
合
で
増
加
す
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
一
二
に
、
戦
後
の
わ
が
国
の
家
制
度
の
改
正
と
い
う
要
因
も
指
摘
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
川
島
博
が
「
根
本
的
に
は
人
口
問
題
の
解
決
な
く
し
て
住
宅
問
題
の
完
全
な
解
決
は
望
み
え
な
い
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
世

帯
数
な
い
し
は
人
口
の
問
題
は
、
住
宅
問
題
を
構
成
す
る
重
大
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
人
口
増
加

を
極
力
阻
止
す
る
」
た
め
に
「
産
児
制
限
を
政
策
と
し
て
積
極
的
且
つ
大
胆
に
実
行
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
か
、
移
民
に
よ
る
国
際
的
な

人
口
拡
散
政
策
が
主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
川
島
自
身
「
(
建
設
省
の
プ
ロ
。
ハ

l
の
仕
事
で
は
な
い
と
と
断
っ
て
い
る
よ
う

ザ
」
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
い
け
れ
ど
も
直
接
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
変
数
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
口
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
国
全
体
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、
地
域
的
な
問
題
で

あ
る
と
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
既
に
生
じ
て
い
る
都
市
部
と
り
わ
け
大
都
市
へ
の
人
口
集
中
が
そ
の
後
も
継
続
し
、

そ
れ
が で
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種
々
の
都
市
問
題
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
首
都
東
京
へ
の
人
口
集
中
は
問
題
視
さ
れ

て
お
り
、
「
近
年
に
於
け
る
東
京
都
の
人
口
増
加
は
極
め
て
顕
著
で
、
昭
和
二
六
年
度
三
七
万
人
、
二
七
年
度
三
二
万
人
、
二
八
年
度
三

三
万
人
の
夫
々
増
加
で
あ
っ
た
」
と
の
現
状
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た
。

一
方
将
来
に
関
し
て
も
、
旧
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
に
よ
る

近畿大学法学

「
東
京
都
(
全
域
)

の
人
口
は
昭
和
三
十
五
年
九
百
二
十
四
万
人
、
同
四
十
五
年
千
百
三
十
万
人
、
同
五
十
五
年
千
二
百
六
十
万
人
、
即

ち
ほ
ぼ
三
十
年
後
に
現
在
人
口
の
倍
と
な
る
計
算
で
あ
る
」
と
の
予
測
が
常
に
参
照
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
大
都
市
と
り
わ
け
東
京
へ
の
人
口
集
中
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
過
去
に
お
い
て
わ
が

国
農
村
の
人
口
扶
養
力
は
す
で
に
限
界
|
|
戦
後
は
限
界
以
上
に
達
し
て
」
お
り
、
「
将
来
、
開
拓
や
農
地
の
改
良
に
よ
る
農
業
部
門
の
拡

ω
 

大
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
な
お
可
耕
地
に
乏
し
い
わ
が
国
で
は
、
農
業
部
門
の
収
容
能
力
に
限
度
の
あ
る
こ
と
は
、
否
め
な
い
」
と
考
え

ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
も
は
や
わ
が
国
の
農
村
は
、
増
加
す
る
人
口
を
吸
収
す
る
余
地
を
喪
失
し
て
お
り
、
吸
収
さ

れ
得
な
か
っ
た
人
口
は
、
都
市
へ
と
向
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
東
日
本
と
い
う
東
京
の
立
地
条
件
が
、

そ
の
状
況
を
一
層
悪
化
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
東
京
へ
の
人
口
集
中
が
著
し
い
の
は
、
「
東
京
(
及
び
そ
の
連

接
地
域
)
に
雇
ょ
う
源
が
存
在
し
、
東
京
以
外
に
は
め
ぼ
し
い
雇
ょ
う
源
の
存
在
し
な
い
た
め
で
あ
る
。

本
の
後
進
性
、
即
ち
工
業
化
〔
が
〕
進
ん
で
い
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
「
東

つ
ま
り
最
大
の
原
因
は
、
東
日

京
都
へ
の
転
入
者
の
七
割
は
年
齢
十
七
、
八
才
か
ら
三
十
才
前
後
の
生
産
年
齢
人
口
で
あ
り
、

半
で
あ
る
」
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
転
入
理
由
は
『
求
職
の
た
め
』
が
大

こ
の
よ
う
に
農
業
が
も
は
や
人
口
を
吸
収
し
得
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
地
域
開
発
に
よ
っ
て
地
域
的
な
人
口
分
散
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
提
案
が
、
多
く
の
行
政
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
黒
田
俊
雄
は
、
「
治
水
の
要
諦
は
山
に
あ
り
川
口
に
は
な
い
。
と
同
じ
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く
過
大
都
市
化
防
止
の
要
諦
は
地
方
に
あ
っ
て
も
東
京
自
体
に
は
な
い
。
即
ち
地
方
に
於
て
雇
傭
機
会
を
与
え
そ
の
生
活
水
準
を
高
め
る

為
め
の
方
策
、
即
ち
地
方
振
興
或
は
地
方
の
総
合
開
発
の
促
進
の
必
要
性
を
、
東
京
都
人
口
の
社
会
層
の
性
格
が
明
ら
か
に
示
唆
し
て
い

ω
 

る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
「
何
と
云
っ
て
も
人
口
源
地
帯
に
お
い
て
は
雇
傭
施
設
が
貧
弱
で
あ
り
、
こ
れ
の
拡
充
は
勿
論
必

ω
 

要
で
あ
る
が
、
早
急
に
は
達
成
不
可
能
で
あ
る
」
と
の
言
明
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
開
発
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ
つ
つ
も
、
そ

れ
が
短
期
間
に
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
の
困
難
も
ま
た
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
地
域
開
発
政
策
を
実
施
し
た
と
し
て
も
、
首
都
圏
へ
の
人
口
集
中
が
不
可
避
だ
と
す
れ
ば
、
現
実
的
な
課
題
は
、
東
京

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

特
に
区
部
の
過
大
都
市
化
を
如
何
に
回
避
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
首
都
圏
に
お
い
て
雇
用
機
会
を
提
供
し
う
る
の

が
専
ら
東
京
区
部
で
あ
る
限
り
、
何
ら
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
「
統
計
学
上
、
昭
和
五

O
年
に
区
部
人
口
が
一
、

一
八

O
万
人
(
昭
和

二
五
一
五
六

O
万
人
)
に
な
る
と
推
定
さ
れ
、
こ
の
場
合
は
、
人
口
密
度
が
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り
二

O
O人
を
越
し
、
全
区
高
密
度
の
状
態

と
な
る
」
と
予
測
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
東
京
区
部
の
過
大
都
市
化
を
回
避
す
る
た
め
に
、
早
い
段
階
か
ら
、
首
都
圏
内
で
の
人
口
分
散
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
国
際
地
理
学
会
に
出
席
し
た
世
界
の
諸
学
者
の
言
葉
を
借
り
て
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
黒
田
は
「
『
地
下
鉄
の
建
設
を
促
進

す
る
こ
と
、
東
京
の
市
街
地
建
築
物
を
高
層
化
す
る
こ
と
、
緑
地
帯
を
市
街
地
の
外
側
に
設
定
す
る
こ
と
お
よ
び
衛
星
都
市
の
建
設
を
促

進
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
東
京
の
病
理
治
癒
の
処
方
筆
で
あ
る
』
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
既
に
こ
の
時
点
で
、
後
の
首

都
圏
整
備
計
画
に
通
ず
る
都
市
構
造
は
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
緑
地
帯
の
設
定
及
び
工
場
の
分
散
と
い
う
「
二
つ
の
方
策

仰

の
実
施
は
現
状
で
は
早
急
に
具
体
化
困
難
と
認
め
ざ
る
を
得
」
な
い
こ
と
か
ら
、
ま
ず
着
手
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
衛
星
都
市

の
建
設
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
建
設
省
内
に
お
い
て
、
衛
星
都
市
の
建
設
は
最
も
現
実
性
の
あ
る
も
の
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と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
新
規
需
要
に
関
す
る
多
様
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
住
宅
不
足
を
解
消
す
る
為
に
は
、
住
宅
供
給
の
拡
大
を
図
る

こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
論
じ
る
必
要
が
あ
る
が
、
旧
建
設
省
で
は
こ
れ
を
ま
ず
政
府
の
援
助
を
受
け
て
建

近畿大学法学

設
さ
れ
る
住
宅
と
民
間
自
力
建
設
と
に
区
別
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
前
者
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
こ
と
し
た
い
の

で
、
こ
こ
で
は
後
者
の
民
間
自
力
建
設
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
戦
後
の
建
設
戸
数
を
見
て
み
た
い
が
、
表
一
が
示
す
よ
う
に
、
昭
和
二
三
年
に
ピ

l
ク
を
迎
え
た
後
は
減
少
傾
向
へ
と
転
化
し
、

昭
和
二

0
年
代
後
半
に
お
い
て
は
、
著
し
く
低
位
で
安
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
民
間
に
よ
る
住
宅
建
設
が
進
ま
な
か
っ
た

そ
れ
は
ま
ず
マ
ク
ロ
経
済
的
に
み
て
、
住
宅
に
対
し
て
充
分
な
資
金
が
回
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
「
未
だ
我
が

ω
 

国
の
経
済
の
現
状
に
お
い
て
は
:
:
:
〔
民
間
資
金
が
〕
住
宅
建
設
に
流
入
し
な
い
状
態
に
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

の
で
あ
ろ
う
か
。

7
Q

。た
だ
、
資
金
面
の
問
題
に
関
し
て
は
、

一
定
の
政
府
施
策
は
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
先
述
の
よ
う
に
、
民
間
自
力
建
設
が

ピ
ー
ク
を
迎
え
、
何
か
し
ら
の
政
府
援
助
の
必
要
性
が
感
得
さ
れ
て
い
た
状
況
に
お
い
て
、

G
H
Q
よ
り
特
殊
金
融
機
関
の
設
立
に
関
す

る
覚
書
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
住
宅
金
融
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
は
住
宅
金
融
公
庫
を
通
じ
た
住

宅
建
設
資
金
の
融
資
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
時
点
で
は
企
業
の
給
与
住
宅
建
設
に
対
す
る
融
資
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

'
-
3
、4

、

大
，
ヵ

そ
の
後
、
財
政
資
金
を
呼
び
水
と
し
て
民
間
資
金
を
誘
い
込
み
、

そ
の
両
者
で
も
っ
て
給
与
住
宅
の
建
設
を
促
進
す
る
と
い
う
構

想
が
一
不
さ
れ
、
こ
れ
が
最
終
的
に
は
、
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
の
制
定
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
同
法
は
、
住
宅
金
融
公
庫
の

新
た
な
業
務
と
し
て
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
制
度
を
設
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
給
与
住
宅
の
建
設
に
対
し
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て
も
、
国
の
援
助
が
与
え
ら
れ
る
道
が
聞
か
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、

こ
う
し
た
流
れ
か
ら
、
住
宅
金
融
公
庫
に
よ
る
融
資
と
は
、
従
来
で
あ
れ
ば
民
間
自

力
建
設
に
包
含
さ
れ
て
い
た
住
宅
供
給
に
対
し
、
政
府
の
援
助
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
国
の
援
助
に
か
か
る
住
宅
の
範
囲
を
、
民
間
自
力
建

設
の
側
に
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
う
し
た
援

助
を
受
け
ず
に
建
設
さ
れ
る
民
間
自
力
建
設
と
は
、
ま
さ
に
民
間
自
力
建
設
中
の
民
間
自
力
建

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

設
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
た
め
、
著
し
い
住
宅
不
足
の
状
況
に
あ
っ
て
は

そ
の
建
設
を
拒
否
す
る
理
由
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
旧
建
設
省
で
の
関
心
は
低
か
っ
た
の
で
あ

る

な
る
ほ
ど
、
昭
和
二

0
年
代
後
半
に
お
い
て
も
民
間
自
力
建
設
が
振
る
わ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
何
か
し
ら
の
対
応
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
し
て
実
際
、

「
貸
家
建
設
の
場
合
に
お
け
る
特
別
償
却
制
度
、
小
住
宅
建
設
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
軽
減

措
置
、
不
動
産
取
得
税
の
軽
減
措
置
等
」
と
い
っ
た
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
は
い
た
の
で
あ
る
。

ω
 

こ
の
問
題
に
対
す
る
認
識
の
主
流
は
、
「
他
に
こ
れ
と
い
っ
て
妙
手
の
な
い
」
と
い
う

，
.
、
主
、

ふ
れ
品
川
町

も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
、
昭
和
二
九
年
暮
れ
の
時
点
に
お
い
て
も
、
師
岡
は
「
勿
論
民
間
自
力

建
設
促
進
策
は
、
経
済
政
策
全
般
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
な
か
な
か
容
易
な
ら
ざ
る

問
題
で
あ
る
が
、
今
年
も
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
更
に
積
極
的
有
効
な
措
置
を
講
じ
た

住宅建設戸数

昭和
二一年 二二年 二三年 二四年 二五年 二六年 二七年 二八年 二九年 計

二0

公営住宅 81.130 48.805 42.096 42.852 26，562 32，083 27，436 33，377 57，940 53，006 445，287 
公庫住宅 62，400 48，640 55，350 55，248 41，600 263，238 
厚生年金融資

23，937 106，364 72，523 43，739 24，509 25，998 21，023 22，609 22，502 17，342 380，523 
住宅その他

小計 105，067 155，151 114，619 86，591 51，071 120，481 97，099 111，336 135，685 111，948 1，089，048 

民間自力建設 130.733 304.149 511.481 654.309 319.029 216.819 149，201 161，464 166，015 166，452 2，779，652 

合計 235，800 459，300 626，100 740，900 370，100 337，300 246，300 272.800 301.700 278.400 3.868.700 

表-

出典:建設省編『建設白書(昭和三0年度版)J47頁より一部修正。
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向
M
W

い
と
考
え
、
検
討
を
い
た
し
て
い
る
」
と
し
か
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
明
言
し
う
る
よ
う
な
対
策
は
纏
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
自
力
で
建
設
し
う
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
政
策
的
に
は
後
回
し
に
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
昭
和
二

0
年
代
後
半
に
な
る
と
、
資
金
面
で
の
問
題
に
加
え
て
宅
地
問
題
も
ま
た
、
深
刻
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

近畿大学法学

な
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
姿
勢
は
、

か
な
り
積
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
何
故
か
と
い
え
ば
、
第

一
に
、
民
間
自
力
建
設
の
み
な
ら
ず
政
府
施
策
住
宅
も
ま
た
こ
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
民
間
に
よ
る
宅
地
開
発

に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
、
即
ち
、
ス
プ
ロ

l
ル
の
発
生
も
既
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
南
部
は
、
「
日
本
の
住
宅
は
木
造
で

ど
こ
へ
で
も
ド
ン
ド
ン
建
て
る
、
上
水
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
或
は
道
路
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
兎
に
角
空
い
た
土
地
が
あ
れ

ば
木
造
バ
ラ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
を
建
て
る
、
そ
れ
が
二
戸
建
ち
、
十
戸
建
ち
、
百
戸
建
っ
て
始
め
て
道
路
の
問
題
、
水
道
の
問
題
、
下

水
の
問
題
が
後
か
ら
追
駆
け
て
く
る
」
と
、
都
市
計
画
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
住
宅
が
建
設
さ
れ
、
そ
れ
が
ス
プ
ロ

I
ル
現
象
を
引
き
起
こ

し
て
行
く
様
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
は
、
宅
地
問
題
の
解
決
に
対
し
て
は
か
な
り
積
極
的
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま

ず
、
宅
地
難
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
「
京
浜
、
中
京
、
京
阪
神
、
北
九
州
の
四
大
都
市
地
域
に
お
い
て
、
今
後
一

0
ヶ
年
で
住
宅
難
を
解

決
す
る
に
は
、
約
八
、

0
0
0万
坪
の
住
宅
地
の
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
:
:
:
約
半
分
程
度
は
新
規
に
開
発
し
な
け
れ
ば
な
ら

ω
 

な
い
状
態
に
あ
る
」
と
の
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
、
首
都
圏
の
宅
地
問
題
は
と
り
わ
け
著
し
い
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
「
新
た
な
土
地
を
開
発
し
て
宅
地
と
し
、
低
廉
に
供
給
す
る
こ
と
」
及
び
「
既
存

ω
 

宅
地
を
高
度
利
用
し
て
高
価
な
宅
地
を
利
用
し
や
す
く
す
る
た
め
の
高
層
住
宅
の
促
進
」
と
い
う
こ
つ
の
方
向
で
対
応
す
る
と
い
う
が
、

旧
建
設
省
の
方
針
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
ま
ず
後
者
に
つ
い
て
は
、
木
造
の
高
層
住
宅
は
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
そ
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の
構
造
は
鉄
筋
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
高
層
化
の
問
題
は
先
述
の
不
燃
化
の
問
題
と
結
び
つ
く
こ
と
と

な
り
、
不
燃
耐
火
高
層
住
宅
の
供
給
促
進
が
積
極
的
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
宅
地
の
新
規
供
給
で
あ
る
が
、
先
述
の
衛
星
都
市
の
建
設
は
結
果
的
に
は
こ
れ
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、

衛
星
都
市
の
建
設
を
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
が
希
求
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
「
日
本
に
お
い
て
は
:
:
:
目
前
の

ω
 

住
宅
難
緩
和
の
た
め
の
宅
地
造
成
と
云
う
こ
と
が
表
面
に
出
て
く
る
の
は
、
止
む
を
得
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
英
国
型
の

衛
星
都
市
の
建
設
は
一
つ
の
理
想
と
さ
れ
つ
つ
も
、

そ
れ
が
当
面
の
住
宅
難
の
解
消
に
は
直
接
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

た
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
民
間
に
よ
る
宅
地
開
発
が
先
述
の
よ
う
な
問
題
点
を
抱
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
公

倒

的
に
開
発
さ
れ
る
宅
地
は
、
「
学
校
施
設
や
外
の
生
活
に
必
要
な
都
市
施
設
を
一
切
合
財
含
め
た
理
想
的
な
都
市
」
と
し
て
開
発
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、

日
本
住
宅
公
団
の
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
実
は
、
今
こ
こ
で
述
べ
た
点
を
深
く
追
求
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
上
述
の
よ
う
に
、
当
面
の
住
宅
難
対
策
と
し
て
の
宅
地
開
発
も
ま
た
理
想
的
な
都
市
建
設
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る

な
ら
ば
、
衛
星
都
市
と
の
相
異
が
あ
い
ま
い
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
の
中
に
も
、
こ
の
相
違
を
意
識
せ
ず

に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
者
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
徹
密
な
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
論
者
の
場
合
に
は
、
こ

の
両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
町
田
保
は
、

こ
う
し
た
見
方
に
立
っ
て
東
京
都
の
周
辺
地
域
に
於
け
る
都
市
を
一
つ
は
都
心
よ
り
三

0
キ
ロ
以
内
に
於
て
は
人
口
五

1
六
万
人
を

目
途
に
通
勤
的
性
格
の
衛
星
都
市
に
、
第
二
は
、
三

0
キ
ロ
乃
至
五

0
キ
ロ
圏
に
於
て
は
人
口
一

O
万
人
を
目
途
に
、
独
立
的
(
こ

こ
に
ユ
一
一
口
う
独
立
的
と
は
母
都
市
と
の
通
勤
関
係
の
比
較
的
少
な
い
意
味
に
用
い
る
)
な
工
業
都
市
に
育
成
す
る
こ
と
を
整
備
方
針
と
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的

す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

と
、
通
勤
的
性
格
の
衛
星
都
市
と
独
立
的
な
工
業
都
市
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
通
勤
的
性
格
の
も
の
は
、
「
衛

星
都
市
」
と
い
う
呼
称
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
母
都
市
へ
の
通
勤
人
口
を
主
な
対
象
に
し
て
い
る
以
上
、
実
質
的
に
は
住
宅
都
市
で
あ

ω
 

る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
町
田
以
外
に
今
野
博
も
ま
た
、
「
首
都
周
辺
に
、
衛
星
都
市
(
独
立
都
市
、
通
勤
都
市
)
を
整
備
開
発
し
て
」
と
、

近畿大学法学

衛
星
都
市
を
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
我
々
も
こ
れ
ら
二
つ
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
後
は

今
野
の
用
語
法
を
借
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

次
に
、
こ
の
両
者
を
い
か
に
し
て
区
別
す
る
か
で
あ
る
が
、
こ
の
町
田
の
著
述
か
ら
、
二
つ
の
基
準
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
都
心
か
ら
の
距
離
と
人
口
規
模
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
「
都
心
よ
り
三

0
キ
ロ
以
内
」
と
い
う
基
準
が
示
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
記
述
に
先
立
っ
て
、
「
〔
通
勤
人
口
を
吸
収
す
る
〕
場
合
、
東
京
都
へ
の
通
勤
時
間
は
概
ね
一
時
間
以
内
(
現
在
の
交
通

棚

機
関
で
は
都
心
か
ら
約
三

0
キ
ロ
以
内
)
を
必
要
条
件
と
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
「
一
時
間
以
内
」
と
い
う
時
間
的
距
離
も
ま
た
基
準
と

し
て
用
い
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

一
方
後
者
に
つ
い
て
は
、
独
立
都
市
は
通
勤
都
市
の
お
よ
そ
二
倍
の
人
口
を
抱
え
る
と
い
う
点
で
、
識

別
は
容
易
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ω
 

よ
っ
て
、
こ
う
し
た
基
準
に
鑑
み
れ
ば
、
今
野
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
相
当
規
模
(
人
口
一
・
五

i
二
万
人
程
度
)
の
衛
星
都
市
」
と
は
、

通
勤
都
市
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
続
け
て
、
そ
の
整
備
手
法
と
し
て
、
「
更
に
部
分
的
に
住
宅
経
営
を

す
る
と
云
う
意
味
に
お
い
て
収
用
権
を
も
っ
た
こ
の
一
団
地
の
住
宅
経
営
の
網
を
適
宜
か
ぶ
せ
つ
つ
土
地
区
画
整
理
事
業
を
行
う
と
云
う

方
法
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
控
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
通
勤
都
市
の
建
設
手
法
と
し
て
、
土
地
区
画
整
理
事

業
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
業
手
法
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
新
都
市
開
発
に
用
い
る
と
す
れ
ば
、
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「
事
務
能
率
の
問
題
と
、
都
市
と
し
て
の
必
要
面
積
と
両
方
か
ら
:
:
:
扱
い
良
く
、
経
済
的
な
面
積
は
二

O
|三
O
万
坪
見
当
で
あ
る
」
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
面
積
は
、
二
つ
の
近
隣
住
区
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
り
、

そ
の
人
口
規
模
と

し
て
は
、
お
よ
そ
一
一
万
人
程
度
に
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
土
地
区
画
整
理
は
こ
の
程
度
の
規
模
を
対
象
と
し
た
開
発
手
法
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

続
け
て
開
発
手
法
を
議
論
し
て
行
き
た
い
が
、
昭
和
二
八
年
七
月
の
時
点
で
、

公
営
住
宅
に
依
る
住
宅
供
給
増
に
多
く
を
期
待
し
難
い
と
す
れ
ば
、
今
や
国
営
住
宅
が
公
営
住
宅
と
平
行
し
て
新
し
く
そ
の
登
場
を

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

期
待
さ
れ
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
住
宅
供
給
源
と
し
て
国
営
住
宅
を
期
待
し
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
当
然
に
住
宅
不

足
の
顕
著
な
地
域
を
重
点
的
に
指
向
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
衛
星
都
市
の
整
備
促
進
に
は
こ
の
国
営
住
宅
の
建
設
が
有
力
な

ω
 

手
段
と
な
ろ
う

ω
 

と
い
っ
た
記
述
を
黒
田
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
拙
稿
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、

そ
も
そ
も
公
営
住
宅
法
制
定
以
前

に
お
い
て
も
、
国
営
住
宅
に
よ
る
住
宅
供
給
は
構
想
さ
れ
て
い
た
が
、
所
管
争
い
の
結
果
断
念
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
こ
に
お
い
て
新
た
な
役
割
を
付
与
さ
れ
た
上
で
、
再
び
提
唱
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
こ
う
し
た
衛
星
都
市
の
建
設
に
つ
い
て
町
田
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
衛
星
都
市
の
育
成
を
強
力
に
継
続
的
に
推
進
す
る
為
め
に
は
衛
星
都
市
整
備
促
進
法
の
如
き
特
別
法
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
委
員
会
と
し
て
は
此
れ
が
準
備
を
行
っ
て
い
る
が
、
よ
し
特
別
法
の
制
定
な
し
と
し
て
も
、
建
設
省
行
政
の
範

囲
内
で
都
市
建
設
行
政
と
住
宅
行
政
が
衛
星
都
市
の
育
成
に
協
力
す
れ
ば
相
当
の
効
果
が
あ
が
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
気
運
は

ω
 

建
設
省
々
内
に
於
て
も
今
や
次
第
に
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

29 



第53巻第 2号

こ
こ
か
ら
、
重
要
な
点
を
二
点
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
は
、
旧
建
設
省
に
と
っ
て
手
段
と
し
易
い
住
宅
行
政
を
挺
子
と
し

て
、
衛
星
都
市
の
建
設
を
進
め
よ
う
と
い
う
構
想
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
こ
の
町
田
の
論
述
は
昭
和
二
九
年

九
月
、

日
本
住
宅
公
団
発
足
の
お
よ
そ
一
年
前
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
時
点
に
お
い
て
衛
星
都
市
の
建
設
が
、
少
な
く
と
も
旧
建
設
省
内

近畿大学法学

に
お
い
て
は
、
相
当
の
現
実
味
を
帯
び
て
議
論
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
戦
後
わ
が
国
が
抱
え
て
い
る
住
宅
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
ず
住
宅
不
足
の
状
況
に
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
た
が
、
他
方
で
は
、

相
当
数
の
国
民
が
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
と
い
う
認
識
も
な
さ
れ
て
い
た
。
国
全
体
で
住
宅
が
不
足
し
て
い
る
以
上
、
住
む
に
家
な
き
国

民
が
多
数
生
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
ら
は
住
宅
以
外
の
構
造
物
を
住
ま
い
と
し
た
り
、
他
の
世
帯
の
許
に
身
を
寄
せ
た
り
、
狭
小
過
密

化
あ
る
い
は
老
朽
化
し
た
住
宅
で
我
慢
し
た
り
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
住
宅
困
窮
者
の
全

体
は
、
旧
建
設
省
に
お
い
て
は
「
住
宅
需
要
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
も
把
握
さ
れ
て
い
た
。
旧
建
設
省
の
行
政
官
の
一
人
は
、
住
宅
需

ω
 

要
に
つ
い
て
「
(
有
効
需
要
で
は
な
く
、
二
人
以
上
の
世
帯
に
二
戸
づ
つ
の
住
宅
を
与
え
る
に
必
要
な
戸
数
)
」
と
の
但
し
書
き
を
付
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
先
に
列
挙
し
た
住
宅
困
窮
の
簡
略
化
版
と
三
早
え
る
が
、
二
人
以
上
の
世
帯
で
二
戸
の
住
宅
を
有
し
て
い
な
い
者
は
、
住

宅
を
必
要
と
し
て
い
る
と
言
う
意
味
で
需
要
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
が
定
義
す
る
と
こ
ろ
の
住
宅
需
要
と
い
う
概
念
は
、
経
済
学
的
な
定
義
と

は
意
味
合
い
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
需
要
と
い
う
概
念
を
経
済
学
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
市
場
に
お
け
る
交
換
の
用
意
の

な
い
者
は
排
除
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
用
意
の
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
住
宅
困
窮
者
で
な
く
て
も
需
要
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ

が
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
用
語
法
で
は
、
事
情
は
全
く
逆
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
力
で
住
宅
困
窮
を
脱
し
て
い
る
者
は

需
要
者
か
ら
は
外
れ
る
の
で
あ
り
、
逆
に
、
自
力
で
解
決
す
る
見
込
み
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
住
宅
困
窮
者
で
あ
れ
ば
、
需
要
者
と
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し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
用
語
法
か
ら
、
彼
ら
の
問
題
関
心
の
中
心
が
い
ず
こ
に
あ
っ

た
か
と
い
う
こ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
力
で
住
宅
難
を
解
消
し
得
る
よ
う
な
者
で
は
な
く
、
ま
さ
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い

る
者
が
彼
ら
の
関
心
の
中
心
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
住
宅
困
窮
者
の
状
況
を
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
生
じ
る
が
、
ま
ず
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
間
で
は
、

「
住
宅
困
窮
状
況
の
最
も
甚
だ
し
い
階
層
は
労
務
者
階
層
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、

旧
建
設
省
に
お
い
て
は
、
理
論
的
に
住
宅
問
題
を
考
察
す
る
際
に
は
、
資
本
主
義
社
会
を
前
提
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
住
宅
問
題
は
主
に
勤
労
者
階
層
に
現
れ
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
何
故
か
と
い
え
ば
、
勤
労

ω
 

者
階
層
の
多
く
は
、
自
己
の
蓄
積
資
本
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
「
そ
の
収
入
に
よ
り
住
居
費
を
支
出
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
結
果
的
に
、
経

済
情
勢
や
個
々
の
家
計
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
、
常
に
住
宅
困
窮
に
陥
る
可
能
性
に
面
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
は
勤
労
者

階
層
が
住
宅
金
融
を
利
用
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
勤
労
者
が
居
住
し
う
る
の
は
ほ
ぼ
借
家
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
勤
労
者
が
持
家
に
居
住
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
例
え
ば
本
城
和
彦
は
、
「
都
市

に
集
中
さ
れ
る
人
口
の
大
部
分
は
、
労
働
力
以
外
に
は
何
も
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
当
然
住
居
と
い
う
用
益
を
、
労
賃
に
よ
る
収
入
に

よ
っ
て
分
割
し
て
購
入
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
都
市
に
お
い
て
は
、
借
家
が
住
居
の
本
質
的
な
姿
と
な
」
る

と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
居
住
形
態
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
戦
後
、
勤
労
者
が
住
宅
困
窮
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
著
し
く
困
難

で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ま
ず
民
間
に
よ
る
借
家
供
給
が
ほ
ぼ
壊
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
か
ろ
う
じ
て
供
給
さ
れ
て
い
た
と
し

側

そ
れ
は
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
権
利
金
を
と
っ
て
貸
す
庖
舗
(
兼
住
宅
)
」
の
類
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

て
も
、
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で
は
、
な
ぜ
賃
貸
住
宅
が
供
給
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、

い
く
つ
か
の
要
因
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。
第
一
に
、
実
質
収
入
の
低
下

に
伴
い
住
居
費
が
圧
縮
さ
れ
、

そ
れ
に
見
合
う
家
賃
で
は
供
給
が
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
投
資
先
と
し
て
の
貸
家
経
営
の
有

利
さ
が
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
戦
前
の
賃
貸
住
宅
に
対
し
て
積
極
的
な
投
資
を
行
っ
て
い
た
零
細
な
資
本
家
が
、
戦
後
イ
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ン
フ
レ
に
よ
っ
て
没
落
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
ら
諸
要
因
は
い
ず
れ
も
短
期
的
に
解
決
し
う
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
民
間
に
よ
っ
て
借
家
が
供
給
さ
れ
る
可
能
性
は
、
短
期
的
に
は
著
し
く
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
勤
労
者
の
家
計
事
情
も
著
し
く
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
勤
労
者
は
自
ら
の
生
計
費
の
中
か
ら
住
居
費
を
支
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
住
居
費
の
家
計
支
出
額
に
対
す
る
比
率
は
、
昭
和
二
二
年
の
四
・
三
%
か
ら
昭
和
二
七
年
四
・
八
%
、
昭

和
三

O
年
五
・
八
%
と
少
し
づ
っ
上
昇
は
し
て
い
る
が
戦
前
(
内
閣
家
計
調
査
、
全
都
市
)
の
一
六
・
六
%
に
比
較
す
る
と
非
常
に
低
位

に
あ
る
」
と
の
分
析
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
後
甚
だ
し
い
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
実
質
所
得
が
低
下
し
た
状
況
に
お
い
て
、

江二

ン

ゲ
ル
係
数
が
著
し
く
高
く
な
る
の
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、

そ
の
し
わ
寄
せ
が
他
の
費
用
に
寄
せ
ら
れ
た
の
で

あ
り
、

と
り
わ
け
住
居
費
は
強
く
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
圧
縮
さ
れ
た
住
居
費
で
生
活
が
成
り
立
ち
え
た
か
と
い
え
ば
、

一
つ
は
劣
悪
な
住
宅
環
境
に
甘
ん
じ
て
い
た

か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
地
代
家
賃
統
制
令
が
家
賃
の
上
昇
を
抑
制
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
地
代
家
賃
統
制
令
に
対

し
て
は
、
「
一
応
国
民
大
衆
の
住
居
費
支
出
を
抑
え
、
生
計
費
を
軽
減
し
た
こ
と
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、
「
住

宅
の
喰
い
つ
ぶ
し
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
大
き
な
欠
陥
を
有
し
て
い
る
」
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
戦
後
の
経
済
は
住
宅
資
産
の
食
い
潰
し
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
状
況
は
早
急
に
改
善
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
問
題
の
理
論
的
な
解
決
は
、
圧
縮
さ
れ
た
住
居
費
を
他
の
費
用
と
均
衡
が
と
れ
る

迄
に
、
即
ち
建
築
経
済
と
引
合
う
迄
に
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
勤
労
者
の
経
済
を
回
復
向
上
す
る
こ
と

ω
 

与
ベ

l
ス
を
あ
げ
る
こ
と
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
理
論
的
に
は
こ
う
し
た
主
張
を
な
し
え
る
も

ω
 

の
の
、
昭
和
二

0
年
代
に
お
い
て
は
「
低
賃
銀
釘
付
け
の
要
請
」
が
あ
っ
た
以
上
、
実
現
の
見
込
み
は
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

(
換
言
す
れ
ば
給

で
あ
る
。

mw 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
勤
労
者
階
級
が
住
宅
困
窮
か
ら
脱
却
す
る
に
は
、
「
他
か
ら
の
援
助
な
し
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」
が
故
に
、

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

公
的
関
与
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
渡
辺
の
議
論
に
よ
れ
ば
、

日
本
住
宅
公
団
が
設
立
さ
れ
る
際
に
お
い
て
も

酬
明

「
住
宅
政
策
の
基
本
は
、
階
層
的
把
握
を
ぬ
き
に
し
た
建
設
戸
数
主
義
の
わ
く
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
階
層
が
ど
う
い
っ
た
階
層
で
あ
り
、

そ
う
い
っ
た
階
層
が
ど
の
程
度
存
在
し
、
更
に
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
政
策
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
と
言
う
点
に
関
す
る
顧
慮
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ

ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
住
宅
政
策
の
対
象
と
し
て
明
確
に
勤
労
者
階
層
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
に
と
っ
て
は
、
勤
労
者
に
対
す
る
住
宅
政
策
に
は
ま
た
別
の
意
義
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
勤

労
者
に
対
す
る
住
宅
政
策
の
必
要
性
を
強
調
す
る
と
い
う
点
で
は
、
民
主
党
の
政
治
家
達
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
点
に
関

し
て
は
、
行
政
官
と
政
治
家
は
認
識
を
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
政
権
交
代
を
通
じ
て
政
策
の
転
換
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、

一
定
程

度
の
認
識
の
共
有
が
そ
れ
を
容
易
に
す
る
と
い
え
る
が
、
住
宅
政
策
の
主
な
対
象
と
い
う
重
要
な
点
に
お
い
て
、
両
者
は
認
識
を
共
有
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
内
実
は
と
問
わ
れ
る
と
、

一
口
に
勤
労
者
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
程
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の

'

』

事

伊

』

、

J
I
'
J
I
'
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住
宅
政
策
を
分
析
す
る
に
当
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
対
象
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ

こ
で
、
当
時
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
が
「
勤
労
者
」
と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
見
て
い
き
た
い
が
、
昭
和
二
四
年

九
月
に
な
さ
れ
た
公
営
住
宅
実
態
調
査
で
は
、

そ
の
居
住
者
の
職
業
を
「
個
人
事
業
主
」
、
「
会
社
団
体
の
役
員
」
、
「
事
務
雇
用
者
」
、
「
筋

近畿大学法学

肉
労
働
者
」
及
び
「
家
族
従
業
者
」
に
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
藤
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
「
事
務
雇
用
者
、
筋
肉
労
働
者
、

家
族
従
業
者
(
事
業
主
の
家
族
で
あ
る
そ
の
事
業
の
従
業
者
)
」
を
勤
労
者
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
用
さ
れ
て
い
る
立
場

の
者
は
全
て
勤
労
者
に
包
含
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
勤
労
者
に
対
す
る
住
宅
政
策
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
目
的
は
、

M
W
 

「
『
労
働
力
』
の
再
生
産
の
確
保
」
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
住
宅
困
窮
が
労
働
能
率
の
低
下
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
わ
が

国
再
建
の
障
害
と
な
り
か
ね
な
い
か
ら
こ
そ
、
住
宅
問
題
は
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
勤
労
者
階
層
の
「
大
多
数
は
わ
が
国
の
再
建
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
人
達
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
人
達
の
住
生
活
を
安
定
さ
せ

る
こ
と
が
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
で
あ
る
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

州
側

拙
稿
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
公
営
住
宅
法
制
定
以
前
に
お
い
て
は
、
住
宅
政
策
一
元
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
全
階
層
が
住
宅
政
策

の
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
公
営
住
宅
法
制
定
過
程
に
お
い
て
、
旧
厚
生
省
の
住
宅
政
策
と
の
相
違
の
明

確
化
を
迫
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
旧
建
設
省
が
対
象
と
す
る
階
層
は
上
方
に
シ
フ
ト
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
政

策
の
対
象
と
し
て
勤
労
者
が
明
確
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
復
興
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
勤
労
者
に
対
す
る
住
宅
政
策
は
必
要
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
問
題
に
対
処
す
る
為
に
は
、
ま
ず
勤
労
者
が
ど
れ
だ
け
の
住
居
費
負
担
を
な
し
え
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
分
析
が
必
要
と
な
る
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が
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
に
よ
る
こ
う
し
た
観
点
に
立
脚
し
た
研
究
と
し
て
、
後
藤
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
研
究
に
お

い
て
後
藤
は
、
「
世
論
調
査
に
よ
る
希
望
家
賃
」
と
「
戦
前
の
家
賃
か
ら
の
推
定
」
に
よ
っ
て
、
戦
後
世
帯
の
家
賃
負
担
能
力
を
算
定
し
た

の
で
あ
っ
た
。
更
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
後
藤
は
家
賃
負
担
能
力
に
応
じ
て
階
層
を
四
つ
に
区
分
し
、
階
層
の
低
い
方
か
ら
順
に
、

A 

支
出
一
四
、

0
0
0円
以
下
の
階
層
(
類
型
世
帯
比
率
六
七
・
三
%
)
に
対
し
て
は
国
庫
補
助
に
よ
る
賃
貸
住
宅
(
家
賃
一
、

七
O
O円
以
下
)
を
供
給
す
る
。
そ
の
内

a 

支
出
八
、

0
0
0円
以
下
の
階
層
(
類
型
世
帯
比
率
二
四
・
六
%
)
に
対
し
て
は
極
低
家
賃
の
も
の

(
家
賃
平
均
四

O
O円

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

程
度
)
を
供
給
す
る
。

b 

支
出
八
、

0
0
0円
|
一
四
、

0
0
0円
の
階
層
(
類
型
世
帯
比
率
四
二
・
七
%
)
に
対
し
て
は
、
現
在
程
度
の
公
営
住
宅

(
家
賃
は
木
造
で
八

O
O円、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ア
パ
ー
ト
で
一
、
二

O
O円
程
度
)
を
供
給
す
る
。

B 

支
出
一

O
、

0
0
0円
二

O
、

0
0
0円
の
階
層
(
類
型
世
帯
比
率
三
九
・
三
%
)
に
対
し
て
は
、
現
状
の
住
宅
金
融
公
庫

の
融
資
に
よ
る
住
宅
及
び
ア
パ
ー
ト
(
毎
月
負
担
一
、
六

O
O円
乃
至
二
、
五

O
O円
)
が
供
給
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

C 

支
出
三
万
円
以
上
の
階
層
は
全
然
独
力
で
自
宅
を
建
設
し
得
る
だ
ろ
う

と
い
う
方
式
で
住
宅
供
給
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
の
財
政
状
況
は
、
こ
う
し
た
分
析
に
立
脚
す
れ
ば
相
当
の
問
題
点
を
抱
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
財
政
全
体

と
し
て
は
、
そ
こ
に
占
め
る
住
宅
関
係
予
算
の
比
率
の
低
さ
が
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
後
藤
は
、
「
ひ
る
が
え
っ
て
我
国
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の
国
庫
補
助
の
各
種
住
宅
の
予
算
は
、
公
共
事
業
費
総
額
の
三

i
六
%
の
間
(
最
近
に
な
る
程
低
率
に
な
っ
て
い
る
)
且
つ
国
の
一
般
会

計
歳
出
予
算
に
比
す
れ
ば
、

0
・
六
%
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
戦
敗
因
と
は
い
え
、
住
宅
に
対
す
る
力
の
入
れ
方
が
諸
外
国

ω
 

と
較
べ
て
少
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
後
藤
は
、
「
現
在
固
定
資
産
税
の
住
宅
を
対
象
と
し
て
課
さ
れ
る
額
だ
け
で
も
、
国

州
側

一
方
的
な
資
金
の
流
れ
の
み
で
あ
る
」
と
、
住
宅
経
済
か
ら
吸

近畿大学法学

及
び
地
方
公
共
団
体
よ
り
住
宅
に
投
資
さ
れ
る
額
の
三
倍
以
上
に
達
し
、

い
上
げ
ら
れ
た
資
金
が
、
還
流
す
る
こ
と
な
く
他
の
分
野
に
流
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
住
宅
政
策
の
枠
内
に
お
い
て
も
、

そ
の
配
分
比
率
が
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
に
と
っ
て
は
不
満
で
あ
っ
た
。
後
藤
の
著
述
か
ら

の
引
用
が
続
く
が
、

彼
は
、

今
後
し
ば
ら
く
の
住
宅
供
給
に
お
い
て
、
国
庫
補
助
公
営
住
宅
を
約
六
O
%
、
低
利
金
融
に
よ
る
住
宅
を
約
二
五
%
、
独
力
に
よ
る

も
の
約
一
五
%
が
建
設
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
極
め
て
住
宅
市
場
に
適
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
状
は
、
年
間
住

宅
建
設
量
四
O
万
戸
程
度
中
、
公
営
住
宅
は
三
万
戸
た
ら
ず
、
公
庫
融
資
の
住
宅
が
昭
和
二
五
年
度
に
約
八
万
戸
で
あ
る
か
ら
、
比

州
側

率
は
全
く
住
宅
需
要
と
は
逆
の
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
政
府
施
策
は
全
く
不
充
分
で
あ
る
。

と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
財
政
資
金
に
つ
い
て
も
、
旧
建
設
省
の
意
向
通
り
に
操
作
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

本
節
で
議
論
し
て
き
た
よ
う
に
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
は
、
住
宅
問
題
に
関
し
多
様
な
分
析
を
行
い
、
多
様
な
問
題
認
識
を
抱
き
そ

そ
れ
ら
対
策
の
多
く
は
、
旧
建
設
省
の
操
作
可
能
性
と
言
う
点
で
は
乏
し
い
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、
短
期
的
な
問
題
の
解
決
に
も
繋
が
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
構
想
の
域
を
超
え
る
も
の
に
は
な
ら
な

し
て
多
様
な
対
策
を
構
想
し
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
が
、

か
っ
た
の
で
あ
る
。
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た
だ
そ
の
一
方
で
、
旧
建
設
省
に
と
っ
て
明
確
な
活
動
の
指
針
と
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
ず
、
不
燃
耐
火
高
層
化
住
宅

建
設
の
促
進
は
、
大
切
な
指
針
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
衛
星
都
市
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
独
立
都
市
の
建
設
が
一
つ
の

理
想
と
さ
れ
、

そ
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
も
悲
観
的
な
見
方
は
さ
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
当
面
の
実
現
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
、

通
勤
都
市
の
方
が
よ
り
具
体
性
を
帯
び
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
更
に
、
住
宅
政
策
の
対
象
と
し
て
は
、
住
宅
困
窮
状
態
に
あ

る
勤
労
者
が
明
確
に
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
対
し
て
は
公
営
住
宅
の
供
給
が
積
極
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
認
識
も
ま
た
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

三
、
実
施
中
の
政
策
に
対
す
る
認
識

昭
和
三

O
年
に
日
本
住
宅
公
団
が
加
わ
る
迄
、
わ
が
国
の
住
宅
政
策
は
住
宅
金
融
公
庫
と
公
営
住
宅
と
い
う
二
本
柱
が
担
っ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
両
者
が
旧
建
設
省
住
宅
局
の
所
掌
事
務
の
中
心
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
こ
の
両
施
策
に
つ
い
て

旧
建
設
省
の
行
政
官
達
が
ど
の
よ
う
な
認
識
を
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

昭
和
二
五
年
、
わ
が
国
の
住
宅
政
策
の
三
本
柱
の
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
と
し
て
登
場
し
た
住
宅
金
融
公
庫
で
あ
る
が
、
公
庫
に
関
連
す
る

問
題
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
そ
の
融
資
条
件
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
立
法
当

時
の
一
般
の
住
宅
建
設
融
資
の
条
件
は
、
融
資
率
七
五
%
利
率
年
五
・
五
%
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
付
申
込
者
に
頭
金
二
五

の
自
己
調
達
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
、

ω利
率
が
割
高
で
あ
り
、
償
還
期
限
が
比
較
的
短
い
た
め
償
還
金
の
負

州
側

担
が
相
当
に
達
す
る
こ
と
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
融
資
条
件
で
は
庶
民
住
宅
金
融
と
し
て
の
一
般
性
を
か
く
得
し
え
な
い
う
ら
み
が
あ
る
」

%
(
後
二

O

一
五
%
)
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と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
六
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
「
木
造
お
よ
び
木
骨
防

制

火
構
造
に
つ
い
て
は
八
割
、
簡
易
耐
火
お
よ
び
耐
火
構
造
に
つ
い
て
は
八
割
五
分
」
と
改
善
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
制
度
が
改
善
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
融
資
割
合
の
増
大
を
求
め
る
声
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う

近畿大学法学

な
理
由
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
決
着
を
み
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

先
ず
公
庫
貸
付
金
の
限
度
を
考
え
て
見
る
の
に
、
現
行
の
八
割
乃
至
八
割
五
分
が
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
何
人
に
で
も
容
易
に

家
が
建
て
ら
れ
る
た
め
に
は
こ
の
割
合
が
多
い
方
が
望
ま
し
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
融
資
住
宅
の
建
前
か
ら
い
っ
て
少
く
と
も

元
金
及
び
そ
の
資
金
コ
ス
ト
を
割
ら
な
い
程
度
の
利
子
は
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
十
割
貸
付
は
後
述
す
る
償
還
能

働

力
と
の
関
係
及
び
自
己
投
資
部
分
の
存
在
に
よ
る
償
還
意
欲
の
確
保
の
た
め
に
も
と
る
べ
き
処
で
は
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
融
資
条
件
に
関
し
て
は
、
既
に
問
題
点
は
あ
る
程
度
改
善
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
次
な
る
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
相
次
ぐ
融
資
の
返
上
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
七
年
頃
か

ら
、
抽
選
に
当
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
融
資
手
続
き
を
取
ら
な
い
人
が
増
大
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
公
庫
某
支
所
に
お
い
て
は
、
申
込

者
の
う
ち
約
四
十
%
が
所
定
の
期
日
ま
で
に
設
計
審
査
申
請
書
を
提
出
し
な
い
と
い
う
現
象
が
お
こ
り
、
支
所
に
お
い
て
は
、
早
速
書
類

の
提
出
期
間
を
延
長
し
て
漸
く
予
定
戸
数
に
達
せ
し
め
た
」
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
最
大
の
原
因
と
し

て
は
、
「
以
下
の
数
字
が
一
不
す
如
く
宅
地
取
得
に
起
因
す
る
も
の
が
、
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宅
地
問
題
が
公
庫
住
宅
の
陸
路
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
九
年
一
月
二
三
日
住
宅
対
策
審
議
会
よ
り
建
議
が
な

さ
れ
、

そ
こ
で
は
「
未
開
発
地
の
開
発
に
よ
り
宅
地
の
取
得
難
を
緩
和
、
宅
地
の
再
開
発
を
行
い
宅
地
の
高
度
利
用
促
進
」
と
彊
わ
れ
て
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い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
建
議
を
受
け
て
住
宅
金
融
公
庫
法
が
改
正
さ
れ
、
宅
地
造
成
融
資
及
び
基
礎
主
要
構
造
部
融
資
が
開
始

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
者
は
、
宅
地
造
成
全
般
に
対
し
て
融
資
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
敷
地
に
公
庫
住
宅
を
建
設
す
る
場
合

に
限
っ
て
、
融
資
が
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
制
約
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
致
命
的
欠
陥
は
、

大
規
模
な
団
地
が
確
保
し
難
い
こ
と
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
事
業
的
な
行
き
詰
り
が
予
想
さ
れ
る
点
で
あ
っ
て
、
更
に
都
市
計
画
的
な
配

慮
が
公
団
の
よ
う
に
完
全
に
行
わ
れ
得
な
い
こ
と
も
重
大
な
マ
イ
ナ
ス
面
で
あ
り
、
従
来
の
住
宅
建
設
に
対
す
る
都
市
計
画
上
の
批
判
が

そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
批
判
も
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
後
者
は
、

い
わ
ゆ
る
下
駄
履
き
住
宅
の
建
設
を
促

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

一
階
部
分
が
住
宅
以
外
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
の
構
造
部
を
宅
地
と
み
な
し
て
、
融
資
を

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、

い
ず
れ
も
制
約
の
多
い
制
度
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
公
庫
の
抱
え
る
宅
地
難
に
対
す
る
当
面
の

対
策
は
講
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
、
公
庫
住
宅
に
関
し
て
は
管
理
上
の
問
題
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
回
収
の
問
題
と
、
建
設
さ
れ
た

住
宅
が
他
人
に
貸
与
さ
れ
て
い
た
り
他
の
用
途
に
転
用
さ
れ
て
い
た
り
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
公

庫
融
資
の
趣
旨
に
外
れ
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
九
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
「
新
た
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
も
の
の
こ
の
法
律
に
対
す
る
違
反

や
貸
付
契
約
違
反
の
場
合
に
は
、
未
償
還
分
に
つ
い
て
弁
済
期
日
が
到
来
す
る
前
に
償
還
請
求
が
で
き
る
こ
と
と
」
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る

こ
の
よ
う
に
、
個
人
住
宅
に
対
す
る
融
資
に
つ
い
て
は
、
認
識
さ
れ
て
い
た
種
々
の
問
題
点
に
対
す
る
当
面
の
解
決
策
は
講
じ
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
公
庫
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
の
よ
う

に
、
同
融
資
は
財
政
資
金
を
呼
び
水
と
し
て
民
間
資
金
の
住
宅
建
設
へ
の
導
入
を
図
る
と
い
う
目
的
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
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問

の
た
め
、
「
貸
付
割
合
を
耐
火
構
造
住
宅
建
設
費
の
六
割
(
木
造
住
宅
の
場
合
は
五
割
五
分
)
に
」
制
限
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
六
割
な
い
し
五
割
五
分
に
相
当
す
る
財
政
資
金
は
投
下
さ
れ
る
が
、
残
り
の
四
割
な
い
し
は
四
割
五
分
に

つ
い
て
は
民
間
資
金
に
賄
っ
て
も
ら
お
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
様
の
理
由
か
ら
、
公
務
員
や
公
社
職
員
の
た
め
の

近畿大学法学

給
与
住
宅
建
設
は
対
象
外
と
さ
れ
、
名
称
も
産
業
労
働
者
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
勤
労
者
と
い
う
概

念
で
は
、
公
務
員
等
も
含
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
に
関
し
て
は
、
財
界
か
ら
「
融
資
割
合
を
上
げ
て
貰
い
た
い
」
と
い
う
要
望
が
出
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
財
界
の
要
望
は
、
財
政
資
金
を
増
額
さ
せ
る
一
方
で
民
間
資
金
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

制
度
の
趣
旨
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
「
大
蔵
省
あ
た
り
で
は
強
硬
な
反
対
が
」
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
要
望
の

受
け
入
れ
は
困
難
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
住
宅
金
融
公
庫
に
関
し
て
は
、
問
題
点
に
対
す
る
当
面
の
対
策
は
講
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
早
急
に
手
を
打
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
昭
和
二
九
年
末
の
時
点
で
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
住
宅
金
融
公
庫
に
関
す

る
昭
和
二
九
年
暮
れ
の
師
岡
の
記
述
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
十
年
度
融
資
計
画
:
:
:
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
構
想
に
基
い
て
い
る
。
即
ち
、
土
地
の
高
度
利
用
と
住
宅
の

不
燃
耐
久
化
を
考
慮
し
て
不
燃
率
を
総
戸
数
の
四
十
%
に
引
上
げ
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
分
譲
住
宅
、
賃
貸
住
宅
及
び
産
業
労
働
者

住
宅
の
戸
数
を
増
加
す
る
と
と
も
に
、
耐
火
共
同
住
宅
等
土
地
利
用
度
の
高
い
住
宅
の
配
分
率
を
高
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
大
都
市
に
お
け
る
共
同
住
宅
の
敷
地
取
得
難
に
対
処
す
る
た
め
、
多
層
家
屋
の
基
礎
主
要
構
造
部
に
対
す
る
融
資
を
拡

充
す
る
と
と
も
に
、
宅
地
造
成
融
資
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
拡
充
し
、
三
十
年
度
以
降
毎
年
百
万
坪
程
度
の
造
成
宅
地
を
供
給
す
る
恒
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常
計
画
に
基
い
て
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
住
宅
金
融
公
庫
に
関
し
て
は
、
大
き
な
制
度
改
革
は
構
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
が
、
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
っ

た
公
営
住
宅
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
の
よ
う
に
、
勤
労
者
が
利
用
し
え
る
の
は
ほ
ぼ
公
営
住
宅
に
限
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、

そ
れ
に
対
す
る
期
待
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
法
は
、
旧
厚
生
省
と
の
所
管
争
い
の
故
に
急
速
取
り
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
と
し
て
も
十
分
に
納
得
の
行
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
川

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

島
は
、
立
法
直
後
に
公
営
住
宅
法
の
問
題
点
を
二
点
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
「
地
方
公
共
団
体
の
住
宅

間

経
営
に
つ
い
て
、
国
が
い
か
に
関
与
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
建
設
費
補
助
と
い
う
手
法
が
問
題
視
さ
れ
て
い

仰

る
の
で
あ
り
、
「
低
家
賃
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
家
賃
補
助
」
と
し
て
、
「
建
設
費
補
助
の
形
式
以
外
に
経
営
費
補
助
の
方
法
を
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
川
島
の
指
摘
し
た
問
題
は
、
供
給
主
体
の
問
題
で
あ
る
。
「
公
営
住
宅
の
供
給
機
関
と
し
て
現
在
の
地
方
公
共
団
体
が
適
当
で
あ

ω
 

る
か
ど
う
か
」
と
、
疑
義
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
「
地
方
公
共
団
体
と
は
別
の
人
格
を
も
っ
公
共
企
業
体
を
設
け

て
、
こ
れ
に
住
宅
企
業
の
経
営
に
当
ら
せ
」
る
と
い
う
案
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
も
軽
く
触
れ
た
よ
う
に
、
国
庫
補
助
庶
民
住

宅
が
抱
え
て
い
た
種
々
の
問
題
を
、
国
営
化
に
よ
っ
て
解
決
し
た
い
と
い
う
の
が
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
本
来
の
願
い
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
早
急
に
立
法
化
を
図
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
国
営
化
を
盛
り
込
む
余
裕
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
く
ま
で

も
住
宅
建
設
機
関
の
設
立
に
よ
り
住
宅
供
給
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
考
え
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
て
、
先
の
黒
田
の
論
述
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
う
し
た
構
想
は
旧
建
設
省
内
に
お
い
て
、
連
綿
と
引
き
継
が
れ
て
い
た
と
言
え
る

の
で
あ
る
。
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ま
た
、
公
営
住
宅
に
関
し
て
は
、
規
模
の
面
で
も
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
戦
後
直
後
、
「
戦
争
の
遺
産
で
あ
る
木
製
飛
行

酬
刷

機
・
木
造
船
等
の
工
場
を
動
員
し
て
組
立
式
工
法
に
よ
っ
て
」
建
設
さ
れ
た
応
急
簡
易
住
宅
は
、
六
・
二
五
坪
の
規
模
で
し
か
な
か
っ
た

た
め
に
、
良
好
な
住
宅
資
産
と
し
て
残
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
更
に
そ
の
後
の
国
庫
補
助
庶
民
住
宅
の
平
均
床
面
積
は
、

ほ
ほ
一

近畿大学法学

O
坪
で
固
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
一
戸
当
り
の
面
積
が
平
均
一

O
坪
乃
至
一
二
坪
と
い
う
制
限
は
、
居
住
者

側

の
過
密
性
を
再
び
繰
り
返
す
結
果
と
な
り
、
憂
慮
さ
れ
る
」
と
の
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
程
度
の
規
模
が
必

要
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
判
断
で
は
、
「
戦
前
建
築
学
会
で
研
究
さ
れ
た
最
小
限
住
宅
は
た
し
か
平

ω
 

均
一
八
坪
で
あ
っ
た
し
、
最
近
の
公
営
住
宅
階
層
の
家
族
構
成
か
ら
見
て
平
均
一
五
坪
程
度
は
」
必
要
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
標
準
規
模
も
ま
た
、
公
営
住
宅
に
関
す
る
重
要
な
指
標
の
一
つ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
質
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、

「
廿
七
年
度
、
廿
八
年
度
は
共
同
施
設
の
予
算
は
計
上
さ
れ
ず
、
廿
九
年
度
の
最
小
限
の
要
求
も
遂
に
実
現
を
見
な
か
っ
た
こ
と
は
員
に
遺

ω
 

憾
に
耐
え
な
い
」
と
、
共
同
施
設
の
建
設
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
点
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

公
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
問
題
点
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
最
も
深
刻
な
の
は
、
計
画
通
り
に
公
営
住
宅
の
建
設

が
進
ま
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
公
営
住
宅
の
供
給
に
当
っ
て
は
、

そ
れ
に
先
立
っ
て
公
営
住
宅
建
設
三
カ
年
計
画
が
策
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
昭
和
二
七
年
度
か
ら
始
ま
る
計
画
で
は
、
計
一
八
万
戸
の
公
営
住
宅
が
建
設
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
平
均
し
て
年
六

万
戸
の
公
営
住
宅
を
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
初
年
度
で
あ
る
二
七
年
度
本
予
算
に
お
い
て
は
、
二
万
五
千

戸
分
の
予
算
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
同
年
度
の
補
正
予
算
に
お
い
て
残
る
三
万
五
千
戸
の
予
算
要
求
が
な
さ
れ

た
が
、
結
果
的
に
そ
れ
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
計
画
達
成
の
為
に
は
、
残
る
二
年
間
に
お
い
て
、

一
五
万
五
千
戸
を
建
設
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
翌
二
八
年
度
本
予
算
に
お
い
て
は
、
「
今
年
〔
二
七
年
度
〕

の
遅
れ
た
分
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三
万
五
千
戸
と
、
二
十
八
年
度
の
分
六
万
、
合
計
九
万
五
千
戸
の
建
設
」
に
必
要
な
予
算
要
求
が
な
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
認
め
ら
れ
た

の
は
五
万
戸
分
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
。
更
に
、
計
画
の
最
終
年
度
で
あ
る
二
九
年
度
に
お
い
て
は
、
未
達
成
分
一

O
万
五
千
戸
分
の
予

算
の
実
現
が
目
指
さ
れ
た
が
、
認
め
ら
れ
た
の
は
四
万
六

0
0
0戸
分
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
政
府
の
予
算
に
基

い
て
計
算
す
る
な
ら
ば
、
計
画
一
八
万
戸
に
対
し
て
実
績
二
一
万
一
千
戸
、
達
成
率
は
お
よ
そ
三
分
の
二
に
し
か
過
ぎ
な
い
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

こ
の
よ
う
に
、
政
府
全
体
と
し
て
の
計
画
目
標
の
達
成
が
難
し
い
状
況
で
あ
っ
た
が
、
建
設
及
び
管
理
を
担
う
各
自
治
体
に
お
い
て
も
、

約

問
題
が
現
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
昭
和
二
七
年
度
を
終
え
た
時
点
で
早
々
と
、
「
割
当
を
返
上
す
る
自
治
体
も
出
て
来
て
」
お

り
、
そ
の
中
に
は
、
甚
だ
し
い
住
宅
難
を
抱
え
て
い
た
東
京
都
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
自
治
体
が
何
故
割
当
を

返
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
、
財
政
と
用
地
問
題
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
、
財
政
問
題
で
あ
る
が
、
当
時
の
公
営
住
宅
の
場
合
、
第
一
種
は
二
分
の
一
、
第
二
種
は
三
分
の
二
の
国
庫
補
助
が
与
え
ら
れ
て

い
た
が
、
残
る
費
用
は
自
治
体
の
負
担
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
自
治
体
と
し
て
も
毎
年
度
こ
れ
だ
け
の
財
政
負
担
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
起
債
に
頼
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
治
体
の
中
に
は
、
公
営
住
宅
の
建
設
に
際
し
て
、
九

O
%程
度

を
起
債
に
頼
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
東
京
都
の
場
合
に
は
、
財
政
に
困
窮
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、

起
債
が
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
中
島
義
平
東
京
都
建
築
局
総
務
部
長
は
、
「
起
債
が
皆
無
と
い
う
こ
と
に

刷
酬

な
り
ま
す
と
住
宅
政
策
は
絶
対
に
進
ま
な
い
」
と
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
自
治
体
側
の
訴
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
起
債
問
題
の
解
決
に
対
す
る
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
腰
は
重
い
も
の
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
住
宅
建
設
計
画
作
成
に
際
し
て
は
自
治
体
の
意
向
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
、
旧
建
設
省
と
し
て
予
算
獲
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得
に
尽
力
し
て
い
る
こ
と
そ
し
て
起
債
に
関
し
て
は
旧
自
治
庁
の
所
管
で
あ
っ
た
こ
と
と
い
う
三
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
旧

建
設
省
の
行
政
官
達
と
し
て
は
、
我
々
に
要
望
す
る
前
に
、
自
治
体
自
身
で
解
決
す
べ
き
問
題
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

の
証
拠
に
、
先
の
中
島
の
発
言
が
な
さ
れ
た
の
と
同
じ
座
談
会
の
席
で
、
前
田
光
嘉
は
、
「
国
の
場
合
も
大
体
同
じ
こ
と
で
、

や
は
り
総

近畿大学法学

花
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
住
宅
は
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
議
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ふ
や
し
ま
し
た
。
起
債
を
論
ず
る
前
に
財

源
は
適
当
に
や
っ
て
く
れ
、
住
宅
の
歳
出
は
こ
れ
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
を
強
く
財
務
当
局
な
り
、
市
長
、
知
事
な
り
に
主
張
し
た
ら
、
な

ω
 

ん
と
か
な
る
問
題
ぢ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
公
営
住
宅
建
設
に
関
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
は
用
地
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
価
格
上
昇
と
立
地
と

い
う
二
つ
に
分
け
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
地
価
に
つ
い
て
は
、
公
営
住
宅
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
住
宅
の
建
設
の
陸
路
に
な
っ

て
い
た
が
、

そ
れ
に
加
え
て
公
営
住
宅
は
、
用
地
費
が
現
実
に
即
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の

問
題
に
対
し
て
は
、
用
地
費
の
増
額
と
い
う
対
策
は
取
ら
れ
て
は
い
た
が
、
「
最
近
の
宅
地
価
格
の
上
昇
は
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
都
市
に

ω
 

お
い
て
は
、
こ
の
単
価
で
は
、
適
当
な
土
地
を
容
易
に
取
得
し
難
い
で
あ
ら
う
」
と
、
そ
の
不
十
分
さ
を
旧
建
設
省
と
し
て
も
認
識
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
地
価
に
つ
い
て
は
「
特
に
大
都
市
に
於
け
る
騰
貴
は
甚
し
い
」
と
い
う
認
識
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
全

国
一
律
に
用
地
費
を
増
額
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
「
地
域
差
も
つ
け
た
い
」
と
い
う
の
が
旧
建
設
省
の
意
向
で
あ
っ
た
。

次
に
立
地
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
公
営
住
宅
全
般
と
い
う
よ
り
、
特
に
東
京
都
が
抱
え
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
。
先
述
の
よ
う
に
、

地
価
が
上
昇
す
る
一
方
で
用
地
費
が
充
分
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
必
然
的
に
公
営
住
宅
の
立
地
は
都
心
か
ら
遠
方
へ
と
向
わ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
や
や
読
み
取
り
難
い
が
、
図
一
は
、
「
都
営
住
宅
の
用
地
取
得
状
況
を
都
心
に
近
い
方
か
ら
四
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
て

見
た
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
十
五
年
か
ら
昭
和
二
十
八
年
に
お
け
る
曲
線
は
漸
次

a
↓
b
↓
C
↓
d
地
区
へ
、
す
な
わ
ち
都
心
部
か
ら そ
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側

外
郊
へ
増
加
を
示
し
て
い
る
」

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
都
心
か
ら
遠
隔
化
す

る
に
つ
れ
て
空
家
率
も
上
昇
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
と
に

所
要
時
間
が
一
時
間
を
こ
え
る
と
空
家
発
生
団
地
数
が
急
増
し
、

そ
れ
が
一

時
間
三

O
分
を
こ
え
る
と
、
す
べ
て
の
団
地
で
一

0
1
二
O
%
の
空
家
を
発

ω
 

生
し
て
い
る
」
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た

こ
う
し
た
立
地
上
の
問
題
は
、
単
に
地
価
と
用
地
費
の
問
題
か
ら

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

生
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
同
じ
く
図
一
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
で

嗣
脚

あ
る
が
、
「
東
京
都
は
ど
う
も
幅
が
狭
い
」
と
い
う
問
題
も
認
識
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
都
心
か
ら
の
距
離
と
い
う
点
で
は
、
よ
り
近
接
し
て
い
る
地
域

も
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
地
域
は
都
の
行
政
区
域
か
ら
は

外
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、

そ
れ
ら
の
地
域
に
都
営
住
宅
を
建
設

す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

い
き
お
い
、
用
地
を
確
保
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
西
進
す
る
以
外
に
道
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
更

に
、
そ
の
西
進
す
ら
も
、
限
界
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
問
題
点
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

日
本
住
宅
公
団
設
立
過
程
を

追
っ
て
い
る
我
々
と
し
て
は
、
公
営
住
宅
に
関
す
る
認
識
と
し
て
一
つ
言
及

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
第
一
種
と
第
二
種

!
八
パ
¥

|
/
代
吃

ー
パ
匂

国布

m

h
u可
臨

噂

a

，，

地
問
担
割
、
a

回

:
:
a

掃取周庫母国初

図一 年度別都営住宅用地取得状況

出典:畑市次郎「都市住宅難の現状Jcr都市問題』、第四八巻第四号)二三頁。
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公
営
住
宅
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
確
か
に
、

い
ず
れ
も
住
宅
に

困
窮
す
る
低
額
所
得
者
を
対
象
と
す
る

近畿大学法学

点
で
相
異
は
な
い
が
、

ま
ず
制
度
面
に

お
い
て
差
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
先
述
の
国
庫
補
助
率

の
差
に
加
え
て
、
標
準
床
面
積
に
つ
い

て
も
、
前
者
が
後
者
よ
り
二
坪
程
度
広

く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
第
一
種
は
あ
る
程
度
高
い
家
賃
を

徴
収
す
る
一
方
で
、
質
に
関
し
て
は
や

や
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る

そ
し
て
、

こ
う
し
た
制
度
面
で
の
相

異
に
加
え
て
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達

の
認
識
も
相
違
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
と
し
て
は
、

そ
れ
な
り
の
家
賃
が

第一期公営住宅建設三カ年計画都道府県別実績

よ君!計画戸数 建設戸数 不足戸数 充足率 よ事!計画戸数 建設戸数 不足戸数 充足率

北海道 11200 7584 3616 68.0 重 1820 1458 362 80.0 
青 ヰA木q 2400 1199 1201 50.0 滋 賀 700 668 32 65.5 
石ιLI 手 2000 1080 920 54.0 京 都 3640 2076 1564 57.0 
宮 城 3510 2809 701 80.0 大 阪 20150 16717 3433 83.0 
秋 田 1420 932 488 65.8 兵 庫 10640 6415 4225 47.0 
山 形 1260 773 487 61.4 奈 良 620 690 +70 112.0 
福 島 2500 2421 79 97.0 和 歌 山 1260 1064 196 85.50 
茨 城 1630 2062 十432 126.0 ，烏 取 800 628 172 78.5 
栃 木 850 621 229 73.5 島 根 1040 666 374 64.0 
群 馬 1440 1280 160 89.0 岡 山 1800 1480 320 83.0 
埼 玉 2120 1320 800 62.2 広 島 4210 4041 169 96.0 
千 葉 1840 1360 480 74.0 山 口 3750 3268 482 87.2 
東 京 33000 15077 17923 45.8 徳 島 1330 1257 73 94.5 
神奈川 11140 7103 4037 64.0 香 JII 1570 1447 123 92.5 
新 潟 2350 1787 563 76.0 愛 媛 2380 1700 680 71.7 
富 山 1150 1059 91 92.0 高 知 1190 924 266 78.0 
石 JII 1420 1087 333 77.0 福 岡 10850 7274 3576 67.2 
十面 井 1200 811 389 67.5 佐 賀 1390 934 456 67.2 
山 梨 1100 1235 +135 112.0 長 崎 3010 2215 795 73.5 
長 野 1560 2882 +322 121.0 育長 本 2470 1446 1024 58.7 
岐 車 2220 1465 755 66.0 大 分 1540 937 603 60.8 
静 岡 3880 2292 1588 59.0 宮 崎 1630 1470 160 90.5 
愛 矢口 8890 6605 2285 74.5 鹿児島 2130 1102 1028 52.0 

計 100080 64844 56279 70.0 

表ニ

出典:南部哲也「第一期公営住宅建設三カ年計画の回顧J(~建設時報』第六巻第四
一号)三七頁。

注:充足率の数値など明らかな誤りも存在するが、訂正せずそのまま掲載した。
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徴
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
一
種
に
は
実
験
的
な
性
格
も
持
た
せ
た
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
鎌
田
隆
男
は
、
「
只
今

中
島
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
公
営
住
宅
は
社
会
事
業
な
り
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
第
二
種
は
あ
る
い
は
そ
う

州
側

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
第
一
種
は
か
な
ら
ず
し
も
社
会
事
業
と
だ
け
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
」
と
語
っ
て
い

的

そ
し
て
、
「
こ
の
住
宅
形
式
の
建
築
費
が
高
価
に
つ
き
些
か
庶
民
性
を
失
う
嫌
い
が
あ
る
」
と
認
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
「
廿

る
の
で
あ
る
。

九
年
度
予
算
に
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
高
層
耐
火
住
宅
一
二

O
O戸
を
計
上
し
、
先
づ
東
京
大
阪
の
大
都
市
に
建
設
す
る
こ

側と
」
が
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

側

こ
の
う
ち
、
大
阪
に
つ
い
て
は
「
市
内
西
区
長
堀
の
交
通
至
便
の
地
に
敷
地
が
定
ま
」
っ
て
い
た
が
、
「
地
方
財
政
逼
迫
の
理
由
に
よ
り

帥
叫

実
現
を
見
る
に
至
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
第
一
種
公
営
住
宅
の
建
設
計
画
は
、
そ
の
後
、
「
東
京
晴
海
、
大
阪
西
長
堀
に
建

設
さ
れ
た
公
団
高
層
ア
パ
ー
ト
計
画
の
端
緒
と
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
と
も
角
、
公
営
住
宅
の
主
力
で
あ
る
第
一
種
住
宅
は
全

附
岬

部
不
燃
住
宅
に
し
て
し
ま
お
う
と
当
局
は
意
気
ご
ん
で
い
る
し
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
住
宅
の
質
の
向
上
を
先
導
さ
せ
る
役
割
を

第
一
種
住
宅
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

公
営
住
宅
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
な
問
題
が
認
識
さ
れ
つ
つ
、
三
カ
年
計
画
の
期
間
は
終
わ
り
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。

そ
し
て
、

最
終
的
な
確
定
値
で
は
な
い
が
、
昭
和
二
九
年
の
時
点
で
は
、
計
画
戸
数
一
八

O
、

0
0
0戸
に
対
し
て
、
建
設
戸
数
一
二
四
、
三
三
三

戸
、
充
足
率
七

O
%
に
し
か
過
ぎ
な
い
実
績
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
都
道
府
県
別
の
実
績
を
示
し
た
も
の
が
表
二
で
あ
る

が
、
充
足
率
の
高
い
都
道
府
県
と
低
い
都
道
府
県
と
が
あ
り
、

な
か
で
も
、
東
京
都
の
不
足
戸
数
の
桁
違
い
の
多
さ
が
目
立
つ
結
果
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

e
-
J

』、

』
'
'
ふ
J
'

そ
も
そ
も
昭
和
二
七
年
に
始
ま
る
公
営
住
宅
建
設
三
カ
年
計
画
は
、
二
十
カ
年
と
い
う
長
期
計
画
の
最
初
の
三
年
間
と
い
う
位
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置
づ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
引
き
続
き
第
二
期
計
画
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
九
年
八
月
二
七
日
に
は
、
小

沢
左
重
喜
建
設
相
よ
り
住
宅
対
策
審
議
会
に
対
し
て
、
「
公
営
住
宅
法
第
六
条
に
基
く
『
第
二
期
公
営
住
宅
建
設
三
箇
年
計
画
』
は
い
か

に
す
べ
き
か
」
と
い
う
諮
問
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
審
議
会
は
、
設
置
当
初
は
住
宅
金
融
公
庫
設
立
に
関
し
て
審
議
す
る
こ
と

近畿大学法学

が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
住
宅
政
策
全
般
に
つ
い
て
審
議
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
昭
和
二
九
年
度
に
お
け

る
住
宅
対
策
審
議
会
に
対
す
る
諮
問
が
上
記
の
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

や
は
り
旧
建
設
省
住
宅
局
に
と
っ
て
、

そ
の
時
点
で
の
最
大
の

課
題
は
第
二
期
公
営
住
宅
建
設
三
カ
年
計
画
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
諮
問
は
第
二
期
計
画
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
第
一
期
計
画
が
先
述
の
よ
う
な
実
績
し
か
残
す
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
以
上
、
審
議
会
の
議
論
が
計
画
の
立
案
に
止
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
の
公
営
住
宅
建
設
に
と
っ
て

障
害
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

そ
の
解
決
策
を
講
ず
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
審
議

会
に
お
い
て
、
公
営
住
宅
に
関
連
し
て
如
何
な
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
が
、
こ
の
課
題
に
応
え
る
た

め
に
は
住
宅
対
策
審
議
会
の
議
事
録
を
入
手
す
る
の
が
最
も
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
「
住
宅
難

は
本
当
に
庁
緩
和
H

さ
れ
つ
つ
あ
る
か
」
(
『
住
宅
』
、
昭
和
三

O
年
一
月
号
)
に
部
分
的
に
所
収
さ
れ
て
い
る
も
の
が
発
見
で
き
た
の
み

で
、
残
念
な
が
ら
そ
の
全
て
は
入
手
で
き
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
他
の
資
料
か
ら
類
推
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

さ
て
、
第
二
期
公
営
住
宅
三
カ
年
計
画
の
策
定
に
当
っ
て
、
ま
ず
問
題
と
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
、
起
債
の
問
題
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
と
し
て
は
、
起
債
の
問
題
は
各
自
治
体
自
身
が
解
決
す
べ
き
問
題
と
考
え
て
い
た
が
、

い
ざ
新
た
に
計
画
を
立
案
す
る
段
階
に
な
る
と
、
放
置
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
問
題
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
普
段
出
席

率
の
良
く
な
い
と
さ
れ
る
旧
自
治
庁
の
行
政
官
の
出
席
も
見
ら
れ
た
住
宅
対
策
審
議
会
の
場
で
、
起
債
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
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間
叫

る
の
で
あ
る
。
更
に
、
昭
和
二
九
年
暮
れ
の
時
点
に
お
い
て
師
岡
は
、
「
第
二
期
三
箇
年
計
画
の
円
滑
な
実
現
を
期
す
る
た
め
に
は
、
特
に

大
都
市
に
お
け
る
公
営
住
宅
関
係
の
起
債
に
つ
い
て
、
そ
の
建
設
を
促
進
す
る
よ
う
な
方
策
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
旧
自
治
庁
と
の
間
で
何
か
し
ら
の
調
整
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ

7
Q

。公
営
住
宅
に
関
連
し
て
次
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
東
京
都
の
抱
え
る
公
営
住
宅
及
び
宅
地
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
回
顧
的
に
類
推
す
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
ま
ず
資
料
と
し
て
昭
和
二
九
年
一

O
月
四
日
の
『
毎
日
新
聞
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

こ
の
記
事
は
、
第
二
期
計
画
を
か
な
り
詳
細
に
報
じ
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
我
々
の
関
心
を
惹
く
の
は
次
の
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ム
大
都
市
に
お
け
る
宅
地
対
策
H

大
都
市
の
住
宅
建
設
の
あ
い
路
と
な
っ
て
い
る
宅
地
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
宅
地
造
成
や
、
衛

星
都
市
の
土
地
区
画
整
理
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
十
二
億
円
の
資
金
を
見
込
む
。

ム
首
都
圏
住
宅
協
会
の
設
立
H
東
京
都
へ
の
人
口
集
中
を
抑
制
す
る
た
め
、

そ
の
衛
星
都
市
を
中
心
と
し
て
、
住
宅
建
設
お
よ
び
宅

地
造
成
を
行
う
特
殊
法
人
の
本
協
会
を
設
け
、
差
当
り
明
年
度
は
前
期
計
画
の
う
ち
か
ら
公
営
住
宅
三
千
戸
、
公
庫
住
宅
一
千
戸

を
委
託
施
工
さ
せ
る
予
定
で
、
本
協
会
の
初
年
度
経
費
と
し
て
二
億
五
千
万
円
を
見
込
む
。

と
い
う
内
容
で
あ
る
。

更
に
、
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
取
上
げ
て
き
た
師
岡
の
一
文
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
お
い
て
も
同
様
の
言
及
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、住

宅
対
策
と
し
て
は
、
従
来
の
行
政
区
域
を
こ
え
た
広
域
圏
に
わ
た
る
住
宅
供
給
方
式
を
採
用
し
て
、
東
京
都
及
び
そ
の
周
辺
地
域

一
般
的
に
「
首
都
圏
」
と
称
さ
れ
て
い
る
)

(
大
体
都
心
か
ら
半
径
四
十
五
キ
ロ
の
範
囲
内
の
区
域
で
、

の
人
口
の
適
正
配
分
を
図
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る
た
め
、
こ
の
区
域
内
の
人
口
の
推
移
、
交
通
事
情
、
産
業
構
成
等
を
考
慮
し
、
首
都
建
設
委
員
会
に
お
い
て
策
定
し
て
い
る
首
都

圏
の
構
成
に
関
す
る
構
想
の
線
に
沿
い
、
今
後
の
都
へ
の
流
入
人
口
を
吸
収
す
る
に
必
要
な
住
宅
を
都
の
周
辺
部
の
適
地
に
供
給
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
実
施
機
関
と
し
て
、
政
府
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
の
共
同
出
資
に
よ
り
、

近畿大学法学

政
府
の
監
督
の
下
に
責
任
体
制
を
明
確
に
し
た
公
企
業
体
と
し
て
の
首
都
圏
住
宅
管
理
協
会
(
仮
称
)
を
設
立
し
て
、
こ
の
目
的
を

帥
叫

実
現
い
た
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

更
に
、
「
現
在
宅
地
難
の
最
も
甚
し
い
東
京
都
周
辺
に
お
い
て
は
、
前
述
の
首
都
圏
住
宅
管
理
協
会
の
設
立
や
、
こ
れ
に
応
ず
る
土
地
区

附

W

画
整
理
の
方
策
等
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
記
述
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
資
料
で
ま
ず
関
心
を
呼
ぶ
の
は
、
首
都
圏
住
宅
管
理
協
会
と
い
う
公
企
業
体
の
設
立
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ

う
。
日
本
住
宅
公
団
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、

そ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
既
に
政
権
交
代
以
前
の
段

階
で
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
協
会
の
設
立
が
必
要
と
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、

や
は
り
東
京
都
の
抱
え
る
行
政
区
域
の

問
題
が
第
一
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
師
岡
の
資
料
か
ら
読
み
取
れ
よ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
都
営
住
宅
の
抱
え
る
立
地
面
の
問
題

は
既
に
限
界
に
近
付
き
つ
つ
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
行
政
区
域
の
制
約
が
乗
り
越
え
ら
れ
れ
ば
解
決
可
能
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
問
題

の
解
決
の
た
め
に
、
首
都
圏
住
宅
管
理
協
会
が
設
立
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
関
心
を
呼
ぶ
の
は
、

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
推
進
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
旧

建
設
省
に
お
い
て
衛
星
都
市
は
二
種
類
構
想
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
通
勤
都
市
の
開
発
手
法
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
が
土
地
区
画

整
理
事
業
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
「
毎
日
新
聞
』
の
記
事
で
は
、
「
衛
星
都
市
の
土
地
区
画
整
理
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
内
実
は

通
勤
都
市
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
独
立
都
市
の
方
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
つ
つ
も
、
当
面
の
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必
要
性
と
い
う
点
で
は
通
勤
都
市
の
方
が
優
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
ず
こ
れ
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

更
に
、
こ
れ
は
政
権
交
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
首
都
圏
住
宅
管
理
協
会
が
都
下
日
野
町
、
千
葉
県
松
戸
市
、
埼
玉
県
大
宮
市
な
ど
の

帥
四

衛
星
都
市
に
不
燃
耐
火
住
宅
二
千
戸
を
建
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
と
の
報
道
記
事
が
あ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を

総
合
す
る
と
、
首
都
圏
住
宅
管
理
協
会
に
つ
い
て
、
か
な
り
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
協
会
が
主
に
建
設

し
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
公
営
住
宅
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
更
に
、

そ
れ
を
「
不
燃
耐
火
」
住
宅
と
し
て
建
設
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
担
当
す
る
の
は
第
一
種
公
営
住
宅
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

更
に
、
こ
の
よ
う
な
実
験
的
な
性
格
を
有
す
る
第
一
種
住
宅
を
、
土
地
区
画
整
理
事
業
と
併
せ
て
供
給
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

ま
ち
守
つ
く
り
と
い
う
面
で
も
、
先
駆
的
な
試
み
を
な
し
た
い
と
い
う
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
の
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ

の
時
点
で
協
会
の
直
接
施
行
が
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
土
地
区
画
整
理
に
よ
っ
て

都
市
基
盤
が
整
備
さ
れ
た
地
域
に
、
公
営
住
宅
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
面
で
の
先

駆
性
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
「
公
庫
住
宅
一
千
戸
」
の
供
給
も
行
う
と
さ
れ
て
い
た
点
も
よ
り
容
易
に
理
解
し
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、

通
勤
都
市
と
は
言
っ
て
も
そ
の
人
口
は
数
万
に
達
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
全
て
を
公
営
住
宅
居
住
者
と
す
る
の
は
、
決
し
て
望
ま
し
い
も

の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
公
営
住
宅
の
み
な
ら
ず
、
公
庫
住
宅
も
建
設
す
る
こ
と
で
、
階
層
が
限
定
さ
れ
な
い
ま
ち
を
作
ろ
う
と
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
「
政
府
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
の
共
同
出
資
」
と
さ
れ
、
民
間
に
よ

る
出
資
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
明
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
住
宅
公
団
が
設
立
さ
れ
る
直
前
の
段
階
に
お
い
て
、
旧
建
設
省
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
課
題
は
第
二
期
公
営
住
宅

建
設
三
カ
年
計
画
の
作
成
で
あ
っ
た
。
更
に
、
当
時
の
公
営
住
宅
は
多
く
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
計
画
作
成
と
平
行
し
て
、
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そ
の
妨
げ
と
な
る
問
題
点
の
解
消
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
起
債
問
題
は
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
最
も
深
刻
に
考

え
ら
れ
て
い
た
の
は
東
京
都
の
抱
え
る
問
題
で
あ
っ
た
。
特
に
、

そ
の
立
地
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
の
枠
内
で
は
早
晩
限
界
に
達

す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
行
政
区
域
の
制
約
を
回
避
し
、
通
勤
都
市
建
設
の
一
翼
を
担
わ
せ
る
と
い
う

近畿大学法学

目
的
の
も
と
、
首
都
圏
住
宅
管
理
協
会
の
設
立
と
い
う
案
が
具
体
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
結
び
に
か
え
て

こ
れ
ま
で
、
昭
和
二
九
年
の
政
権
交
代
以
前
に
お
い
て
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
が
抱
い
て
い
た
問
題
認
識
や
構
想
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
観
点
か
ら
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
ま
ず
、
第
二
節
に
お
い
て
、
住
宅
問
題
全
般
に
対
す
る
認
識
を
分
析
し
た
が
、

そ
こ
で
明
ら

か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
は
住
宅
問
題
に
対
し
て
幅
広
い
関
心
を
示
し
、
更
に
、

そ
れ
に
対
す
る
構
想
と
し
て
も
、

旧
建
設
省
の
所
掌
事
務
の
枠
を
ゅ
う
に
超
え
る
も
の
を
着
想
し
て
い
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
主
に
二
つ
の
要
因
か
ら
、

そ
う
し
た
構

想
が
具
体
的
な
施
策
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
旧
建
設
省
住
宅
局
と
し
て
の
操
作
可
能
性
で
あ
る
。
住
宅
問
題
を
よ
り
理
想
に
近
い
形
で
解
決
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
旧
建
設
省
が
直
接
的
に
操
作
し
え
な
い
変
数
ま
で
操
作
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
産
児
制
限
や
移

民
政
策
な
ど
は
、
と
て
も
旧
建
設
省
が
操
作
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
地
域
開
発
に
し
て
も
、
住
宅
局
と
し
て
は
直
接
的
に
は
手

が
出
し
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
わ
が
国
の
経
済
情
勢
や
家
計
状
況
に
つ
い
て
も
、
操
作
は
困
難
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
こ
れ

ら
の
変
数
を
操
作
す
る
必
要
性
は
認
識
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、

そ
れ
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
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操
作
可
能
と
思
わ
れ
る
方
向
に
は
施
策
を
積
極
的
に
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
不
燃
耐
火
高
層
住
宅
の
供
給
の
促
進
は
そ
の

一
つ
と
言
え
よ
う
し
、
「
都
市
建
設
行
政
と
住
宅
行
政
」
を
通
じ
た
衛
星
都
市
の
建
設
も
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
達
が
積
極
的
に
推
進
し

ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
の
要
因
と
し
て
指
摘
し
う
る
の
は
、
当
面
の
実
現
可
能
性
あ
る
い
は
即
効
性
に
対
す
る
判
断
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
旧
建
設
省
の

行
政
官
達
に
と
っ
て
、
英
国
型
の
衛
星
都
市
の
建
設
が
理
想
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
実
現
可
能
性
に

つ
い
て
も
、
短
期
は
と
も
か
く
長
期
的
に
は
、
低
い
も
の
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
の
住
宅
難
の

住宅政策に関する旧建設省の行政官達の認識について

解
決
の
為
に
は
、
宅
地
難
は
早
急
に
手
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
り
、
英
国
型
の
衛
星
都
市
の
建
設
は
こ
の
問
題
に
対
す
る

即
効
薬
と
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
英
国
型
を
規
範
と
す
る
衛
星
都
市
と
は
別
に
、

通
勤
的
な
衛
星
都
市
と
い
う
類
型
が
生
み
出
さ
れ
、

そ
の
建
設
に
よ
っ
て
当
面
の
宅
地
難
を
緩
和
す
る
と
い
う
方
向
を
優
先
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
当
時
旧
建
設
省
が
所
掌
事
務
と
し
て
抱
え
て
い
た
施
策
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
住
宅
金
融
公
庫
に
つ
い
て
は
、
種
々
の

問
題
点
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
当
面
の
対
策
は
講
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
住
宅
金
融
公
庫
に
関
す
る
問
題
は
、

そ
の
時
点
で
最
も
優
先
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
施
策
で
あ
る
公
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、
第
一
期
公
営
住
宅
建
設
三
カ
年
計
画
が
終
了
の
時
期
を
迎

え
、
新
た
に
三
カ
年
計
画
を
立
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
更
に
、
第
一
期
の
実
績
が
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
旧
建
設
省
の
行
政
官
に
第
一
に
要
求
さ
れ
た
の
は
、
公
営
住
宅
の
建
設
を
阻
ん
で
い
た
問
題
点
の
解
決
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
東

京
都
の
抱
え
て
い
る
問
題
が
最
も
重
視
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
首
都
圏
住
宅
管
理
協
会
の
設
立
が
提
案
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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よ
っ
て
、
日
本
住
宅
公
団
設
立
過
程
の
分
析
と
い
う
我
々
の
主
題
か
ら
言
え
ば
、
こ
こ
で
一
つ
の
成
果
を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
政
権
交
代
後
に
新
た
な
機
関
の
設
置
と
い
う
案
が
登
場
し
て
き
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
既
に
政
権
交
代
以
前
の
段
階
に

お
い
て
、

そ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
も
言
う
べ
き
機
関
は
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
う
し
た
機
関
の
設
立
を
促
し
た
第
一
の

近畿大学法学

要
因
と
し
て
は
、
東
京
都
の
抱
え
て
い
た
行
政
区
域
の
限
界
と
い
う
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
当
初
の

構
想
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
我
々
に
残
さ
れ
た
課
題
と
い
え
る
が
、

こ
の
課
題
に
答
え
る
た
め
に
は
稿
を

改
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
研
究
か
ら
、
行
政
官
達
の
行
動
様
式
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
行
政
官
も
ま
た
国
民
の

一
人
で
あ
る
以
上
、
社
会
問
題
に
対
す
る
自
ら
の
認
識
を
広
範
に
示
し
、
更
に
そ
の
対
策
を
自
由
に
描
き
表
明
す
る
資
格
は
当
然
有
し
て

い
る
と
い
え
る
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、

一
人
の
専
門
家
と
し
て
、

そ
う
い
っ
た
責
務
を
果
す
こ
と
が
積
極
的
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と
も

言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
描
き
出
し
て
き
た
よ
う
に
、
実
際
に
お
い
て
も
そ
う
い
っ
た
行
動
様
式
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

そ
の
一
方
で
、
行
政
官
と
は
、
明
確
な
所
掌
事
務
を
与
え
ら
れ
、

そ
の
遂
行
に
つ
い
て
第
一
義
的
に
責
任
を
負
う
存
在
で
も

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
問
題
の
解
決
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、

そ
の
解
決
策
と
し
て
は
、
所
掌
事
務
の
範
囲
を
超
え
た
り
短
期
的
な
解
決
に
繋
が
ら
な
い
も
の
は
敬
遠
さ
れ
、
弥
縫
策
に
し
か
過
ぎ
な
い

も
の
で
あ
っ
て
も
、
短
期
的
な
実
現
可
能
性
及
び
効
果
の
高
い
も
の
が
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〈注〉
ω
本
間
義
人
『
戦
後
住
宅
政
策
の
検
証
』
(
信
山
社
、
二

O
O四
年
)
一
一
一
五
頁
。
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ω
拙
稿
「
都
市
政
策
領
域
に
お
け
る
『
住
宅
建
設
』
概
念
の
意
味
と
作
用
に
つ
い
て
(
一
)

手
が
か
り
と
し
て
1
1
1
」
(
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』
、
第
七

O
号
)
、
一
三
四

1
一
四
六
頁
。

ω
渡
辺
洋
コ
一
『
土
地
・
建
物
の
法
律
制
度
中
〔
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
叢
書
五
〕
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、

ω
前
掲
、
五
四
七
頁
。

。
原
田
純
孝
「
戦
後
住
宅
法
制
の
成
立
過
程
ー
ー
そ
の
政
策
論
理
の
批
判
的
検
証
i

l
」
(
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
「
日
本
の
社
会
と
福
祉

〔
福
祉
国
家
第
六
巻
〕
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
)
三
四

0
1三
五
三
頁
。
拙
稿
「
住
宅
政
策
の
政
治
過
程

i
|応
急
簡
易
住
宅
か
ら
公

営
住
宅
法
制
定
ま
で
l

l
」
(
「
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』
、
第
六
三
号
)
一
七
一

1
二
O
二
頁
。

紛
大
本
圭
野
『
証
言
日
本
の
住
宅
政
策
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
年
)
一
二
五

O
頁。

的
原
田
、
前
掲
、
三
六
六
頁
。

倒
建
設
省
住
宅
局
編
『
公
営
・
公
庫
・
公
団
住
宅
総
撹
』
(
住
宅
総
撹
刊
行
会
、
一
九
五
七
年
)
一

O
頁。

ω
長
沢
誠
「
建
築
災
害
」
(
住
宅
問
題
研
究
会
編
『
住
宅
問
題
』
、
相
模
書
房
、
一
九
五
一
年
)
二
五

O
頁。

ω
前
掲
、
二
五

O
頁。

ω
前
掲
、
二
五

O
頁。

ω
伊
東
五
郎
「
住
宅
問
題
の
展
望
|
|
不
燃
化
、
立
体
化
の
促
進
必
要
|
|
」
(
『
新
日
本
経
済
同
第
一
五
巻
三
月
号
)
二
九
頁
。

仰
本
城
和
彦
「
資
材
」
(
住
宅
問
題
研
究
会
、
前
掲
)
一
七
五
頁
。

ω
長
沢
、
前
掲
、
二
五
七
i
二
五
九
頁
。

ω
川
島
博
「
住
宅
問
題
と
そ
の
解
決
ー
ー
一
つ
の
基
本
的
考
察
|
|
」
(
『
建
設
月
報
』
、
第
四
巻
第
一

O
号
)
一
頁
。

ω
前
掲
、
二
頁
。

仰
前
掲
、
二
頁
。

側
町
田
保
「
首
都
建
設
の
構
想
」
(
『
国
土
開
発
』
、
第
三
巻
第
九
号
)
四
頁
。

ω
黒
田
俊
雄
「
首
都
建
設
委
員
会
の
歩
み
」
(
『
建
設
月
報
』
、
第
五
巻
第
八
号
)
九
頁
。

仰
山
東
良
文
「
大
都
市
の
抑
制
と
地
方
開
発
|
|
国
土
政
策
の
基
調
と
し
て
l
l」
(
『
都
市
問
題
』
、
第
四
三
巻
第
三
号
)

ω
黒
田
俊
雄
「
首
都
建
設
は
ど
う
進
め
ら
れ
て
い
る
か
」
(
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
、
第
四
四
巻
第
四
七
号
)
五
五
頁
。

ω
黒
田
、
前
掲
「
首
都
建
設
委
員
会
の
歩
み
」
、
八
頁
。

ω
黒
田
俊
雄
「
首
都
建
設
の
諸
問
題
|
1過
大
都
市
に
於
け
る
問
題
の
所
在
|
|
」
(
『
国
土
』
、
第
二
七
号
)

|
|
公
庫
、
公
団
、
千
里
・
多
摩
ニ
ュ

1
タ
ウ
ン
等
を

一
九
六
二
年
)
五
四
七
頁
。
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ω
今
野
博
「
衛
星
都
市
開
発
を
中
心
と
し
た
宅
地
開
発
事
業
計
画
に
つ
い
て
」
(
『
国
土
開
発
』
、
第
四
巻
第
七
号
)
二
七
頁
。

仰
前
掲
、
二
七
頁
。

側
黒
田
俊
雄
「
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
首
都
圏
の
諸
問
題
」
(
『
都
市
問
題
』
、
第
四
九
巻
第
六
号
)
四
七
頁
o

m
町
田
、
前
掲
、
五
頁
。

側
師
岡
健
四
郎
「
新
年
に
お
け
る
住
宅
行
政
の
抱
負
」
(
「
建
設
時
報
』
、
第
七
巻
第
一
号
)
一
七
頁
。

ω
前
掲
、
一
七
頁
。

側
前
田
光
嘉
「
昭
和
二
十
八
年
度
住
宅
関
係
予
算
に
つ
い
て
」
(
「
住
宅
』
、
昭
和
二
八
年
三
月
号
)
七
頁
。

ω
師
岡
、
前
掲
、
一
七
頁
。

ω
南
部
哲
也
「
労
働
者
住
宅
政
策
と
給
与
住
宅
に
つ
い
て
」
(
『
日
労
研
資
料
』
、
第
七
巻
第
四
三
号
)
九
頁
。

ω
今
野
、
前
掲
、
二
七
頁
。

ω
野
崎
清
敏
「
公
庫
住
宅
の
土
地
取
得
難
を
打
開
|
|
土
地
の
開
発
造
成
と
高
層
住
宅
の
促
進
|
|
」
(
『
時
の
法
令
』
、
第
一
三
四
号
)

倒
今
野
、
前
掲
、
二
七
頁
。

側
「
財
源
と
土
地
問
題
|
|
昭
和
二
八
年
度
住
宅
予
算
を
中
心
と
し
た
座
談
会
|
|
」
(
『
住
宅
』
、
昭
和
二
八
年
三
一
月
号
)
一
五

1
一
六
頁
。
発
言
者
は

鎌
田
隆
男
住
宅
局
住
宅
建
設
課
長
(
当
時
)
。

納
町
田
、
前
掲
、
一
三
頁
。

側
今
野
、
前
掲
、
二
七
頁
。

側
町
田
、
前
掲
、
五
頁
。

側
今
野
、
前
掲
、
二
七
頁
。

ω
前
掲
、
二
七
頁
。

ω
前
掲
、
二
八
頁
。

倒
黒
田
、
前
掲
「
首
都
建
設
の
諸
問
題
|
|
過
大
都
市
に
於
け
る
問
題
の
所
在
|
|
」
、
一
九
頁
。

ω
拙
稿
、
前
掲
「
住
宅
政
策
の
政
治
過
程

|
l応
急
簡
易
住
宅
か
ら
公
営
住
宅
法
制
定
ま
で
|
|
」
、
一
八
一

1
一
八
九
頁
。

師
町
田
、
前
掲
、
一
三
頁
。

綱
川
島
、
前
掲
、
一
頁
。

仰
山
崎
広
明
「
産
業
労
務
者
住
宅
の
必
要
性
と
そ
の
対
策
」
(
『
建
設
月
報
』
、
第
六
巻
第
二
号
)
二

0
1
二
一
頁
。

一
二
頁
。
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梶
山
晃
「
生
計
費
と
住
居
費
」
(
住
宅
問
題
研
究
会
、
前
掲
)
八
四
頁
。

本
城
和
彦
「
住
宅
問
題
の
歴
史
的
発
展
」
(
住
宅
問
題
研
究
会
、
前
掲
)
九
1
一
O
頁。

前
掲
、
二
二
頁
。

建
設
省
住
宅
局
編
、
前
掲
、
二
五
頁
。

佐
々
波
秀
彦
「
戦
後
の
住
宅
政
策
」
(
住
宅
問
題
研
究
会
、
前
掲
)
二
六
七
頁
。

後
藤
典
夫
「
住
宅
の
供
給
と
経
営
」
(
住
宅
問
題
研
究
会
、
前
掲
)
一
九
二
;
一
九
四
頁
。

本
城
、
前
掲
、
三
二
頁
。

近
江
哲
男
・
長
素
連
「
昭
和
二
十
七
年
の
住
宅
問
題
回
顧
」
(
「
住
宅
』
、
昭
和
二
八
年
一
・
二
月
号
)

渡
辺
、
前
掲
、
五
四
六
頁
。

後
藤
、
前
掲
、
二
二
二
頁
。

佐
々
波
、
前
掲
、
二
六
二
頁
。

鬼
丸
勝
之
「
公
営
住
宅
法
要
説
(
一
)
」
(
『
自
治
研
究
』
、
第
二
七
巻
第
一

O
号
)
六
七

1
六
八
頁
。

拙
稿
、
前
掲
「
住
宅
政
策
の
政
治
過
程
1
1
1
応
急
簡
易
住
宅
か
ら
公
営
住
宅
法
制
定
ま
で

l
l」
、
一
七
一

1
二
O
二
頁
。

後
藤
、
前
掲
、
一
九
四

1
一
九
五
頁
。

前
掲
、
一
九
六

i
一
九
七
頁
。

前
掲
、
一
九
九
頁
。

前
掲
、
一
九
八
頁
。

前
掲
、
一
九
七
頁
。

川
島
、
前
掲
、
二
一
頁
。

住
宅
金
融
公
庫
総
務
部
編
「
住
宅
金
融
公
庫
一

O
年
史
』
(
住
宅
金
融
公
庫
、
一
九
六

O
年
)
七
四
頁
。

鈴
木
敬
一
「
住
宅
金
融
公
庫
に
お
け
る
当
面
の
問
題
」
(
『
住
宅
』
、
昭
和
二
九
年
三
一
月
号
)
九
頁
。

鮎
川
幸
雄
「
住
宅
と
土
地
|
|
家
は
建
て
た
い
が
土
地
が
な
い

l
i」
(
『
建
設
月
報
』
、
第
七
巻
第
二
号
)
一
頁
。

前
掲
、
二
頁
。

小
西
是
夫
「
日
本
住
宅
公
団
の
宅
地
開
発
計
画
」
(
『
建
設
時
報
』
、
第
八
巻
第
三
号
)
二
三
頁
。

野
崎
清
敏
「
公
庫
住
宅
の
土
地
取
得
難
を
打
開
|
|
土
地
の
開
発
造
成
と
高
層
住
宅
の
促
進
|
|
」
(
「
時
の
法
令
』
、
第
一
三
四
号
)

一
五
頁
。
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鮎
川
幸
雄
「
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
の
融
通
に
つ
い
て
」
(
『
国
土
開
発
』
、
第
三
巻
第
一

南
部
、
前
掲
、
一

O
頁。

前
掲
、
一

O
頁。

師
岡
、
前
掲
、
一
五

i
一
六
頁
。

川
島
、
前
掲
、
四
頁
。

前
掲
、
五
頁
。

前
掲
、
四
頁
。

前
掲
、
四
頁
。

前
掲
、
四
頁
。

本
城
、
前
掲
、
二
八
頁
。

佐
々
波
、
前
掲
、
二
六
八
頁
。

鎌
田
隆
男
「
廿
九
年
度
公
営
住
宅
の
予
算
に
つ
い
て
」
(
『
住
宅
』
、
昭
和
二
九
年
三
月
号
)
四
頁
。

前
掲
、
六
頁
。

昭
和
二
七
年
一
二
月
九
日
衆
院
建
設
委
員
会
で
の
前
田
光
嘉
住
宅
局
住
宅
企
画
課
長
の
発
言
。

近
江
・
長
、
前
掲
、
一
五
頁
。

前
掲
、
「
財
源
と
土
地
問
題
ー
ー
ー
昭
和
二
八
年
度
住
宅
予
算
を
中
心
と
し
た
座
談
会
ー

-
K
九
頁
。

前
掲
、
一
二
頁
。

前
田
光
嘉
「
昭
和
二
十
八
年
度
住
宅
関
係
予
算
に
つ
い
て
」
(
『
住
宅
』
、
昭
和
二
八
年
三
月
号
)
四
頁
。

鎌
田
、
前
掲
、
四
頁
。

前
掲
、
「
財
源
と
土
地
問
題
|
|
昭
和
二
八
年
度
住
宅
予
算
を
中
心
と
し
た
座
談
会

!
i
k
一
四
頁
。

畑
市
次
郎
「
都
市
住
宅
難
の
現
況
」
(
『
都
市
問
題
』
、
第
四
八
巻
第
四
号
)
二
一

i
二
二
頁
。

前
掲
、
二
三
頁
。

前
掲
、
「
財
源
と
土
地
問
題
i
|
|
昭
和
二
八
年
度
住
宅
予
算
を
中
心
と
し
た
座
談
会
|
|
」
、

前
掲
、
一
三
頁
。

鎌
田
、
前
掲
、
四
頁
。

一
号
)
二
七
頁
。
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前
掲
、
四
頁
。

「
住
宅
難
は
本
当
に
H

緩
和
u

さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
」
(
『
住
宅
』
、
昭
和
三

O
年
一
月
号
)

前
掲
、
『
公
営
公
庫
公
団
住
宅
総
撹
』
、
一
五
二
頁
。

上
野
洋
『
日
本
の
住
宅
政
策
』
(
彰
国
社
、
一
九
五
八
年
)
一
六
六
頁
。

前
掲
、
「
住
宅
難
は
本
当
に
H

緩
和
“
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
」
、
七
頁
。

前
掲
、
一
二

1
一
三
頁
。

師
岡
、
前
掲
、
一
五
頁
。

昭
和
二
九
年
一

O
月
四
日
付
『
毎
日
新
聞
』
。

師
岡
、
前
掲
、
一
六
頁
。

前
掲
、
一
七
頁
。

昭
和
二
一

O
年
一
月
五
日
付
『
毎
日
新
聞
(
都
内
中
央
版
)
』
。

一O
頁。
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