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1（42‐1‐1）「都市再生」法制における行政手法の展開（安本）
〈
論　
　

説
〉

「
都
市
再
生
」
法
制
に
お
け
る
行
政
手
法
の
展
開 

安　

 

本　

 

典　

 

夫

は
じ
め
に

一　
「
都
市
再
生
」
法
制
の
展
開
と
そ
こ
で
の
行
政
手
法

二　

 「
都
市
再
生
」
法
制
に
お
け
る
行
政
手
法
の
展
開
の
法
的
意
義
と
課
題

ま
と
め
に
代
え
て

は
じ
め
に

⑴　

日
本
社
会
の
構
造
変
化
と
地
域
維
持
の
困
難

　

周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
人
口
は
、
二
〇
〇
五
年
の
統
計
史
上
初
め
て
の
自
然
減
以
来
、
総
人
口
も
減
少
に
転
じ
、
ま
た
、
高
齢
化

が
急
速
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
傾
向
が
続
け
ば
、
二
〇
六
〇
年
に
は
総
人
口
は
八
六
七
四
万
人
に
、
高
齢
者
人
口
は
三
九
・
九
％
と
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な
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る（1
（

。

　

こ
の
下
で
、
居
住
や
社
会
活
動
の
場
と
し
て
の
地
域
は
、
多
く
の
と
こ
ろ
で
困
難
を
抱
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
人
口
減
少
と
そ
れ
に
よ

る
事
業
活
動
の
縮
小
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
雇
用
の
場
の
喪
失
、
そ
し
て
若
年
層
を
中
心
と
し
た
大
都
市
部
へ
、
特
に
東
京
大
都
市
圏
へ

の
人
口
流
出
が
多
く
の
地
域
で
生
じ
て
い
る
。
こ
う
し
て
都
市
地
域
に
比
べ
て
農
山
村
地
域
が
、
都
市
地
域
の
中
で
は
地
方
都
市
が
、
地

域
維
持
の
困
難
に
直
面
し
て
い
る
。

⑵　

国
土
政
策
と
地
域
再
編
成

　

戦
後
日
本
の
国
土
政
策
の
基
調
は
「
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
」
で
あ
っ
た
。
資
本
（
産
業
（
と
富
の
都
市
集
中
、
そ
し
て
人
口
の
都
市

集
中
に
よ
り
、
一
方
で
過
疎
問
題
、
他
方
で
過
密
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
た
。
こ
の
是
正
の
た
め
に
、
都
市
部
で
の
産
業
等
の
立
地
を
抑

制
し
、
農
山
村
部
へ
の
公
共
投
資
を
し
て
社
会
資
本
を
整
備
し
、
産
業
立
地
を
可
能
に
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
手
法

と
し
て
、
国
土
総
合
開
発
計
画
（
国
土
総
合
開
発
法
（
を
定
め
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
開
発
政
策
を
実
施
し
て
き
た（2
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
政

策
の
下
で
も
、
実
際
に
は
、
産
業
構
造
の
転
換
と
も
相
ま
っ
て
、
産
業
・
人
口
の
大
都
市
圏
へ
の
集
中
は
大
き
く
進
ん
だ
。

　

公
共
事
業
を
中
心
と
し
た
国
土
政
策
の
遂
行
等
の
中
で
生
じ
た
財
政
困
難
の
脱
却
が
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
基
本
課
題
と
な
り
、
公
共

事
業
等
の
公
的
支
出
削
減
、
行
政
ス
リ
ム
化
を
し
て
、
市
場
競
争
原
理
で
対
処
す
る
と
い
う
方
向
が
と
ら
れ
た
。
規
制
緩
和
政
策
が
そ
の

中
心
で
あ
る
が
、
国
土
政
策
と
し
て
は
「
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
」
に
代
え
て（（
（

「
地
域
間
競
争
政
策
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
基
調
と
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
各
地
域
が
、
地
域
間
・
都
市
間
国
際
競
争
に
勝
ち
抜
く
べ
き
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
自
立
と
そ
の
自
己
責
任
に
も
と

づ
く
展
開
を
図
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
地
方
分
権
も
進
め
ら
れ
た（4
（

。
な
お
、
国
の
役
割
と
し
て
は
、
国
の
活
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力
の
エ
ン
ジ
ン
で
あ
る
大
都
市
都
心
地
域
に
力
を
投
入
し
、
国
際
的
な
都
市
間
競
争
に
打
ち
勝
つ
都
市
と
す
る
方
向
が
目
指
さ
れ
た（（
（

。

　

し
か
し
、
地
域
間
競
争
を
基
調
と
し
た
地
方
政
策
の
下
で
、
大
都
市
圏
や
地
方
中
核
都
市
以
外
の
地
方
の
衰
退
は
多
く
の
と
こ
ろ
で
進

み
、
き
わ
め
て
深
刻
な
事
態
が
生
じ
て
き
た
。

　

こ
の
中
で
出
さ
れ
た
「
日
本
創
成
会
議
」
人
口
減
少
問
題
検
討
分
科
会
（
座
長
・
増
田
寛
也
元
総
務
相
（
の
一
連
の
レ
ポ
ー
ト
（
二
〇
一
三

～
二
〇
一
四
（（
一
般
に
「
増
田
レ
ポ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
る
（
は
、「
地
方
消
滅
」
論
と
し
て
大
き
な
議
論
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
こ
で
は
、
二
〇

一
〇
～
一
五
年
の
人
口
移
動
状
況
が
続
く
場
合
、
二
〇
～
三
九
歳
の
女
性
人
口
が
二
〇
一
〇
～
四
〇
年
で
五
割
以
下
に
減
少
と
推
定
さ
れ

る
市
区
町
村
（
消
滅
可
能
性
都
市
（
八
九
六
自
治
体
（
四
九
・
八
％
（、
そ
の
う
ち
人
口
一
万
人
を
切
る
自
治
体
（
消
滅
可
能
性
高
い
（
五
二
三

（
二
九
・
一
％
（
の
市
区
町
村
名
も
表
出
し
た（6
（

。
こ
れ
は
地
方
か
ら
大
都
市
圏
へ
の
若
年
層
中
心
の
人
口
移
動
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

大
都
市
圏
で
の
若
年
層
の
出
生
率
は
低
く
、
国
全
体
の
重
大
な
事
態
を
生
じ
か
ね
な
い
。
こ
の
流
れ
の
反
転
の
積
極
的
政
策（（
（

が
本
格
的
効

果
を
表
す
ま
で
の
調
整
的
政
策
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
国
土
政
策
を
提
起
し
た（8
（

。
地
方
中
核
都
市（（
（

（
広
域
の
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
（
に
人
口
流

出
の
堰
き
止
め
（
ダ
ム
（
機
能
を
も
た
せ
、
そ
れ
を
軸
と
し
た
新
た
な
集
積
構
造
の
構
築
に
資
源
・
政
策
を
集
中
投
資
す
る
。
地
方
中
核

都
市
に
周
辺
生
活
経
済
圏
（
都
道
府
県
四
～
六
圏
域
（（
10
（

を
結
合
さ
せ
、
各
圏
域
で
市
（
地
方
都
市
（
と
町
村
が
各
々
コ
ン
パ
ク
ト
化
（
公
共
施
設

は
中
心
部
に
集
約
（
し
つ
つ
、
役
割
分
担
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
。
す
べ
て
の
集
落
維
持
は
考
え
な
い（11
（

。

　

こ
こ
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
選
択
と
集
中
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
選
択
と
集
中
」
は
そ
れ
以
前
か
ら
い
わ
れ
て
来
て
い
た
が
、
増

田
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
厳
し
い
現
実
を
直
視
す
る
必
要
性
の
指
摘
と
と
も
に
、「
選
択
さ
れ
な
い
＝
切
り
捨
て
」
へ
の
反
発
に
対
す
る
い
わ

ば
「
恫
喝
」
と
し
て
「
消
滅
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
面
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
農
村
集
落
は
内
在
す
る
強
い
持
続
性
（
次
世
代
に
つ
な

げ
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
等
（
と
自
然
災
害
等
に
よ
り
臨
界
点
に
達
し
諦
め
に
至
る
と
い
う
矛
盾
的
統
合
体
で
あ
り
、
内
在
す
る
力
に
依
拠
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し
つ
つ
そ
の
地
域
の
あ
り
方
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
地
域
を
名
指
し
し
た
「
消
滅
（
可
能
性
（」
の
喧
伝
が
む

し
ろ
臨
界
点
の
引
き
金
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る（12
（

な
ど
、
こ
の
論
に
対
し
て
は
い
く
つ
か
の
批
判
も
出
さ
れ
て
い
る（11
（

。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
選
択
と
集
中
」
は
、
今
日
の
政
策
の
軸
と
な
り
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る（11
（

。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

形
で
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
。

⑶　

地
方
都
市
の
「
再
生
」
法
制
の
展
開
と
本
稿
の
課
題

　

都
市
の
段
階
構
造
を
「
①
三
大
都
市
圏
の
主
要
都
市

－

②
地
方
中
枢
都
市

－

③
県
庁
所
在
都
市
等

－

④
そ
れ
以
外
の
地
方
都
市
」
と
す

る
と（15
（

、
上
記
の
国
土
構
想
は
、
②
へ
の
選
択
と
集
中
を
軸
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
今
日
の
「
都
市
問
題
」
の
焦
点
は
、
む
し
ろ
③
・
④
の
地
方
都
市
で
あ
る
。
こ
の
地
方
都
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
戸
建
住
宅
志

向
が
政
策
的
に
誘
導
さ
れ
て
き
た（11
（

こ
と
に
加
え
て
、
自
動
車
の
普
及
に
よ
り
自
動
車
利
用
を
前
提
と
し
た
郊
外
の
戸
建
住
宅
が
建
設
さ
れ

て
若
年
世
代
が
居
住
し
、
親
世
帯
は
中
心
部
に
残
存
し
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
商
業
施
設
、
教
育
施
設
・

市
町
村
役
場
・
病
院
な
ど
公
共
公
益
施
設
も
郊
外
に
立
地
し
た（11
（

。
こ
の
た
め
、
市
街
地
は
、
自
動
車
交
通
に
依
拠
す
る
、
広
い
地
域
に
薄

く
広
が
っ
た（11
（

。
そ
し
て
、
中
心
部
は
衰
退
局
面
に
入
り
、
商
店
街
が
空
洞
化
し
（「
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
」（、
空
家
・
マ
ン
シ
ョ
ン
空
室
が
増

え
て
行
っ
た
。
そ
し
て
人
口
減
少
に
と
も
な
い
、
今
や
郊
外
市
街
地
で
も
高
齢
化
が
進
み
、
空
家
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。
地
域
の
希
薄

化
に
よ
り
高
度
サ
ー
ビ
ス
業
等
の
諸
事
業
も
撤
退
し
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
豊
か
な
生
活
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
喪
失
と
魅
力
的
な
雇
用
の

場
の
喪
失
と
な
り
、
若
年
層
の
流
出
に
拍
車
を
か
け
て
い
る（11
（

。
都
市
法
制
に
お
け
る
規
制
緩
和
策
は
、
こ
れ
を
促
進
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
規
制
緩
和
等
の
下
で
拡
散
し
た
市
街
地
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
市
街
地
へ
の
再
編
、
持
続
可
能
な
（
サ
ス
テ
ィ
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ナ
ブ
ル
（
都
市
構
造
の
方
向
へ
の
、
法
制
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
方
向
へ
の
模
索
は
、
二
〇
〇
六
～
二
〇
〇
七
年
に
か
け

て
の
以
下
に
み
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
法
律
制
定
・
改
正
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
二
〇
一
四
年
に
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法

改
正
、
中
心
市
街
地
活
性
化
法
改
正
、
地
域
公
共
交
通
活
性
化
法
改
正
、
さ
ら
に
は
空
家
対
策
法
（
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
制
定
、
そ
れ
に
加
え
て
都
市
計
画
法
の
運
用
方
向
の
大
幅
な
転
換
（
都
市
計
画
運
用
指
針
改
訂
（
と
、
一
定
の
展
開
が
見
ら
れ
た
。

　

本
稿
は
、
展
開
し
つ
つ
あ
る
こ
の
法
制
を
「
都
市
再
生
」
法
制
と
と
ら
え
、
そ
こ
で
の
手
法
を
中
心
に
整
理
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
従
来
の
都
市
計
画
法
制
か
ら
の
転
換
の
萌
芽
は
み
ら
れ
る
の
か
、
今
日
の
課
題
に
応
え
う
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
　「
都
市
再
生
」
法
制
の
展
開
と
そ
こ
で
の
行
政
手
法

⑴　

地
方
都
市
の
状
況
の
政
策
的
背
景
と
そ
の
転
換

　

従
来
の
都
市
政
策
は
、
上
記
の
よ
う
な
地
方
都
市
の
状
況
を
、
抑
制
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
少
な
く
と
も
放
置
、
む
し
ろ
促
進
し
て
き

た
面
が
あ
る
。
日
米
構
造
協
議
で
の
要
求
を
受
け
て
、
一
九
九
八
年
に
大
店
法
（
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す

る
法
律
（
が
廃
止
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
で
あ
ろ
う
矛
盾
へ
の
一
定
の
弥
縫
策
と
し
て
「
ま
ち
づ
く
り
三
法
」（
大
店
立
地
法
＝
大
規
模
小
売

店
舗
立
地
法（20
（

、
一
九
九
八
年
都
市
計
画
法
改
正（21
（

、
旧
中
心
市
街
地
活
性
化
法
＝
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推

進
に
関
す
る
法
律（
22
（

（
が
定
め
ら
れ
た
が
、
十
分
な
効
果
は
あ
げ
ら
れ
ず
、
中
心
市
街
地
は
衰
退
し
て
い
っ
た（21
（

。
さ
ら
に
、
規
制
緩
和
政
策
の

下
で
、
都
市
計
画
法
二
〇
〇
〇
年
改
正
に
よ
り
市
街
化
区
域
・
市
街
化
調
整
区
域
の
区
域
区
分
が
選
択
制
に
さ
れ（21
（

、
市
街
地
拡
散
防
止
の
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抑
制
効
果
の
な
い
非
区
分
都
市
計
画
区
域（25
（

が
拡
大
し
た（21
（

。
こ
う
し
て
、
拡
散
型
市
街
地
の
広
が
り
は
、
上
記
の
よ
う
に
深
刻
な
様
相
を
呈

し
て
き
た
。

　

こ
の
問
題
へ
の
対
策
と
し
て
、
従
来
の
政
策
か
ら
の
脱
却
・
転
回
の
方
向
を
示
す
都
市
像
と
し
て
主
張
さ
れ
始
め
た
の
が
、
コ
ン
パ
ク

ト
シ
テ
ィ
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
〝
社
会
・
経
済
・
環
境
の
三
つ
の
側
面
で
持
続
可
能
な
（
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
（
都
市
〟
を
中
心
的
理
念
と
し

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
提
唱
・
実
施
さ
れ
て
き
た（21
（

。
わ
が
国
で
も
、
い
く
つ
か
の
自
治
体
で
試
み
ら
れ
て
き
て
い
る（21
（

。
国
の
レ
ベ
ル
で
も
、
社

会
資
本
整
備
審
議
会
「
新
し
い
時
代
の
都
市
計
画
」
第
一
次
答
申
（
二
〇
〇
六
（・
第
二
次
答
申
（
二
〇
〇
七
（
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
＝

「
拠
点
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
都
市
構
造
」
を
提
唱
し（21
（

、
そ
の
後
の
二
〇
一
二
年
制
定
の
「
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」、

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
五
」（
二
〇
一
五
・
六
・
三
〇
閣
議
決
定
（
な
ど
で
も
、
そ
の
方
向
を
目
指
す
と
さ
れ
た（10
（

。

　

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
は
多
様
な
意
味
合
い
で
い
わ
れ
る
が
、
以
下
の
共
通
の
要
素
が
あ
げ
ら
れ
る（11
（

。
ま
ず
、
公
共
施
設
、
医
療
・
福
祉

施
設
、
商
業
施
設
等
（
日
常
的
生
活
利
便
施
設
、
ス
ー
パ
ー
、
コ
ン
ビ
ニ
、
薬
局
、
銀
行
、
郵
便
局
、
書
店
、
医
療
機
関
、
図
書
館
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
（
や
住
居
等
が
ま
と
ま
っ
て
立
地
す
る
核
・
拠
点
を
構
成
す
る
（
核
・
拠
点
の
数
は
、
地
方
都
市
の
規
模
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ま
た
、
核
・
拠
点

に
も
、
中
心
的
な
も
の
と
副
次
的
な
も
の
な
ど
、
種
々
あ
る（
12
（

（。
こ
う
し
た
核
に
、
徒
歩
や
自
転
車
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
生
活
圏
が
形
づ
く

ら
れ
る
。
こ
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
・
文
化
活
動
が
行
わ
れ
、
住
民
自
治
・
地
域
民
主
主
義
が
維
持
・
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
拠
点
相

互
間
、
お
よ
び
各
拠
点
と
都
市
圏
内
の
そ
の
他
の
地
域
を
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
有
機
的
に
連
携
さ
せ
る
。
こ
れ
は
自
動
車
に
頼
ら

な
い
都
市
の
形
成
、
都
市
の
低
炭
素
化
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
五
〇
─
─
対
流
促
進
国
土
の
形
成
─
─
」（
国
土
交
通
省
、
二
〇
一
四
（
は
、
集
落
が
散
在
す
る
地
域

で
、
商
店
・
診
療
所
等
を
歩
い
て
動
け
る
範
囲
に
集
め
、
周
辺
地
域
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
い
だ
「
小
さ
な
拠
点
」
を
全
国
で
五
千
か
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所
程
度（11
（

形
成
し
、
都
市
に
お
い
て
は
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
形
成
を
推
進
し
、
人
口
十
万
人
程
度
の
地
方
都
市
を
核
と
し
て
複
数
都
市
が

連
携
す
る
人
口
三
〇
万
人
以
上
の
「
高
次
地
方
都
市
連
合
」
を
全
国
六
〇
～
七
〇
程
度
構
築
す
る
と
い
う
構
想
を
立
て
た（11
（

。

　

も
っ
と
も
、
都
市
膨
張
期
に
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
と
い
う
都
市
像
を
念
頭
に
都
市
空
間
形
成
を
図
る（15
（

の
と
は
異
な
り
、
人
口
減
少
＝
都

市
縮
退
期
に
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
（
多
極
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
（
の
形
成
を
ど
う
図
る
か（11
（

。
そ
こ
で
し
ば
し
ば
「
選
択
と
集

中
」
が
い
わ
れ
た
り
す
る（11
（

。
し
か
し
、
中
心
市
街
地
・
郊
外
住
宅
地
・
遠
郊
集
落
そ
れ
ぞ
れ
の
多
面
的
な
自
主
的
地
域
づ
く
り
の
活
動
を

促
進
し
つ
つ（11
（

、
ま
た
地
域
の
公
共
交
通
な
ど
関
連
行
政
分
野
と
も
あ
わ
せ
総
合
的
に
如
何
に
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と

別
の
次
元
で
、
ど
こ
か
で
選
択
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
ど
う
進
め
る
か
、
こ
れ
が
今
日
の
課
題
で
あ
る
。

⑵　
「
都
市
再
生
」
法
制
の
新
た
な
展
開（11
（

　

二
〇
〇
二
年
に
都
市
再
生
特
別
措
置
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
活
力
の
源
泉
で
あ
る
都
市
、
特
に
中
枢
機
能
が
集
積

し
て
い
る
東
京
圏
・
大
阪
圏
な
ど
の
国
際
的
競
争
力
を
回
復
・
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り（10
（

、
地
方
都
市
の
再
生
を
主
要
な
狙
い

と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
人
口
減
少
を
現
実
に
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
二
〇
〇
五
～
六
年
頃
か
ら
、「
規
制
緩
和
と
そ
れ
に
よ
る
都
市
の
中
心
市
街
地

衰
退
」
に
法
制
上
歯
止
め
を
か
け
る
方
向
の
法
制
が
展
開
し
始
め
た
と
い
え
よ
う（11
（

。
そ
れ
は
、
二
〇
〇
六
年
の
新
中
心
市
街
地
活
性
化
法

（
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
改
正
（
と
都
市
計
画
法
改
正
で
あ
る（12
（

。
都
市
計
画
法
改
正
の
主
要
な
内
容
は
大
規
模
集
客
施
設
（
一
〇
、

〇
〇
〇
㎡
超
（
の
立
地
制
限
で
あ
る（11
（

。
ま
た
、
開
発
許
可
が
不
要
と
さ
れ
て
き
た
公
共
公
益
施
設
（
病
院
、
社
会
福
祉
施
設
、
庁
舎
等
（
も
開
発

許
可
が
必
要
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
市
街
化
調
整
区
域
で
の
大
規
模
開
発
（
二
〇
ha
以
上
（
に
許
可
が
な
さ
れ
う
る
と
い
う
許
可
基
準
は
廃
止
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さ
れ
た（11
（

。
新
中
心
市
街
地
活
性
化
法
は
、
商
業
振
興
策
中
心
の
旧
中
心
市
街
地
活
性
化
法
か
ら
、
①
商
業
等
の
活
性
化
と
な
ら
ん
で
、
②

街
な
か
居
住
の
推
進
、
③
都
市
機
能
（
図
書
館
・
病
院
等
（
の
集
積
促
進
な
ど
、
中
心
市
街
地
を
「
生
活
空
間
」
と
し
て
再
生
す
る
施
策
等

を
も
含
む
総
合
的
な
も
の
に
か
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
市
町
村
が
作
成
し
た
基
本
計
画
を
内
閣
総
理
大
臣
が
認
定（15
（

し
、
認
定
計
画
に
つ
い

て
は
「
選
択
と
集
中
」
の
観
点
か
ら
重
点
支
援
を
行
う
と
し
た（11
（

。

　

公
共
交
通
政
策
に
つ
い
て
も
一
定
の
変
化
が
あ
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
道
路
運
送
法
そ
の
他
の
公
共
交
通
関

係
の
法
律
の
需
給
調
整
規
制
が
撤
廃
さ
れ（11
（

、
地
方
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
、
路
線
バ
ス
事
業
の
路
線
廃
止
や
公
営
バ
ス
事
業
民
営
化
・
廃
止
も
現

れ
た（11
（

。
し
か
し
、
高
齢
化
も
進
む
中
、
生
活
の
足
と
し
て
の
公
共
交
通
の
必
要
性
は
む
し
ろ
強
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
々
様
々
な

試
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（11
（

。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
六
年
に
は
、
道
路
運
送
法
改
正（50
（

に
よ
り
、（
ⅰ
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
々
の
試

み
が
法
律
上
根
拠
づ
け
ら
れ（51
（

、（
ⅱ
（
地
域
公
共
交
通
会
議
（
自
治
体
の
長
、
自
動
車
運
送
事
業
者
、
住
民
・
旅
客
等
に
よ
り
構
成
（
が
制
度
化
さ

れ
た（52
（

。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
七
年
地
域
公
共
交
通
活
性
化
法
（
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
が
制
定
さ
れ
、
市
町
村
・
公

共
交
通
事
業
者
等
・
公
安
委
員
会
・
利
用
者
そ
の
他
に
よ
る
協
議
会
設
置
、
そ
こ
で
の
協
議
を
経
て
市
町
村
に
よ
る
地
域
公
共
交
通
総
合

連
携
計
画
決
定
・
国
交
大
臣
の
認
定
に
よ
り
、
重
点
的
な
も
の
に
支
援
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
地
域
公
共
交
通
活
性
化
・
再
生
総

合
事
業
（（
51
（

。

　

し
か
し
、
新
中
心
市
街
地
活
性
化
法
上
の
基
本
計
画
認
定
は
広
が
ら
ず
（
一
一
七
市
一
四
二
計
画
（、
ま
た
、
計
画
で
設
定
さ
れ
た
目
標
の

達
成
率
も
低
か
っ
た
（
特
に
商
業
振
興
に
関
す
る
「
販
売
額
」、「
空
き
店
舗
率
」
の
評
価
指
標
の
達
成
率
が
低
か
っ
た
（。
ま
た
、
大
規
模
小
売
店
の

ロ
ー
ド
サ
イ
ド
そ
の
他
の
中
心
市
街
地
外
や
隣
接
市
町
村
へ
の
立
地
は
増
え
続
け
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
医
療
・
福
祉
施
設
や
官
公
庁

の
郊
外
立
地
も
な
お
増
加
傾
向
に
あ
っ
た（51
（

。
こ
う
し
て
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
景
気
低
迷
、
人
口
減
少
・
高
齢
化
と
相
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ま
っ
て
、
地
方
の
市
町
村
の
地
域
空
間
維
持
の
展
望
は
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
っ
て
き
た（55
（

。

　

二
〇
一
四
年
の
一
連
の
法
律
改
正
・
制
定
等
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
な
さ
れ
た
。

⑶　

中
心
市
街
地
活
性
化
法
二
〇
一
四
年
改
正

　

中
心
市
街
地
活
性
化
法
二
〇
一
四
年
改
正（51
（

に
よ
る
変
更
は
、
法
律
の
基
本
的
構
成
に
つ
い
て
は
な
い
。
主
な
変
更
は
、
支
援
制
度
の
拡

充
と
、
規
制
の
特
例
の
創
設
で
あ
る（51
（

。（
ⅰ
（
中
心
市
街
地
へ
の
来
訪
者
を
増
加
さ
せ
る
効
果
（
来
訪
者
増
加
、
就
業
者
増
加
、
売
上
高
増
加
（

が
高
く
、
大
臣
認
定
を
受
け
た
民
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
民
間
事
業
者
が
、
商
工
会
等
を
構
成
員
と
す
る
協
議
会
で
協
議
し
、
市
町
村
を
経
由
し
て
申
請

し
、
経
産
大
臣
が
認
定
（
に
対
す
る
支
援
措
置
：
①
補
助
金
（
ニ
ー
ズ
調
査
等
の
調
査
、
タ
ウ
ン
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
等
の
専
門
人
材
派
遣
、
先
導
的
・
実
証
的

事
業
支
援
（、
②
税
制
優
遇
措
置
（
割
増
償
却
制
度
、
土
地
・
建
物
の
保
存
登
記
等
の
登
録
免
許
税
半
減
（、
③
無
利
子
融
資
（
貸
付
け
を
行
う
市
町
村
に

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
無
利
子
貸
付
（、
④
大
店
立
地
法
上
の
義
務
（
届
出
義
務
・
住
民
へ
の
説
明
会
開
催
義
務
（
免
除（51
（

。（
ⅱ
（
ま
ち
づ
く
り
会

社
等
が
行
う
イ
ベ
ン
ト
（
小
売
業
の
顧
客
の
増
加
目
的
等
（・
研
修
（
小
売
事
業
者
の
経
営
効
率
化
（
へ
の
支
援
：
①
情
報
提
供
等
（
中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
に
よ
る
（、
②
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
の
出
資
対
象
拡
大
等
。（
ⅲ
（
規
制
の
特
例
：
①
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
な
ど
に
際
し
て

の
道
路
占
有
許
可
の
特
例（51
（

、
②
中
心
市
街
地
限
定
の
特
例
通
訳
案
内
士
制
度
の
創
設
（
通
訳
案
内
士
法
の
特
例
（。

　

引
き
続
い
て
「
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
」
が
決
定
さ
れ
（
二
〇
〇
六
・
九
・
二
閣
議
決
定
、
平
二
〇
一
四
・

七
・
二
五
一
部
変
更
（、
基
本
計
画
の
認
定
基
準
が
緩
和
さ
れ
、
ま
た
、
都
道
府
県
が
積
極
的
に
広
域
調
整
を
行
う
と
さ
れ
た
（
基
本
方
針
第

一
二
章
４
（。
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⑷　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
二
〇
一
四
年
改
正

　
⒜　

改
正
の
基
本
構
造

　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
二
〇
一
四
年
改
正
で
は
、
地
方
都
市
の
都
市
圏
域
再
編
、
コ
ン
パ
ク
ト
化
を
進
め
る
こ
と
が
主
な
狙
い
と
さ
れ

た
。
そ
の
中
核
的
制
度
が
「
立
地
適
正
化
計
画
」
で
あ
る
。
市
町
村
は
単
独
で
ま
た
は
複
数
市
町
村
が
連
携
し
て
、
都
市
計
画
区
域
内
で

「
立
地
適
正
化
計
画
」
を
作
成
す
る
（
八
一
条
一
項
（（
10
（

。
こ
れ
は
、
居
住
、
医
療
・
福
祉
、
公
共
交
通
等
の
包
括
的
プ
ラ
ン
で
あ
り
、
都
市

機
能
や
居
住
を
一
定
の
地
域
に
集
約
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
計
画
で
あ
る
。
立
地
適
正
化
計
画
中
の
「
基
本
的
方
針
」
は
市
町
村
都
市
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（「
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
方
針
」
都
計
一
八
条
の
二
（
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
（
八
二
条
（（
11
（

。

　

立
地
適
正
化
計
画
で
は
、
市
街
化
区
域
や
非
区
分
都
市
計
画
区
域
を
居
住
誘
導
区
域
（「
都
市
の
居
住
者
の
居
住
を
誘
導
す
べ
き
区
域
」（
と
そ

れ
以
外
の
区
域
に
区
分
す
る
（
八
一
条
二
項
二
号
（。
そ
し
て
、
居
住
誘
導
区
域
内
に
都
市
機
能
誘
導
区
域
、
居
住
誘
導
区
域
外
に
、
都
市

計
画
と
し
て
居
住
調
整
地
域
を
定
め
る
こ
と
が
あ
る
。

　

公
共
交
通
は
都
市
再
生
施
策
に
お
い
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
が
、
立
地
適
正
化
計
画
で
も
そ
の
確
保
に
つ
い
て
記
載
す
る
（
八
一
条

一
項
二
号
。
な
お
同
条
一
一
項
・
一
二
項
も
参
照
（。

　

⒝　

居
住
誘
導
区
域（12
（

　

居
住
誘
導
区
域
は
、
都
市
機
能
誘
導
区
域
周
辺
あ
る
い
は
公
共
交
通
網
が
整
備
さ
れ
て
い
る
エ
リ
ア
で
、
市
町
村
の
人
口
見
通
し
、
財

政
見
通
し
、
公
共
公
益
施
設
等
の
維
持
運
営
の
合
理
化
等
を
勘
案
し
て
設
定
す
る
（
八
一
条
一
一
項
（（
11
（

。

　

居
住
誘
導
区
域
外
か
ら
居
住
誘
導
区
域
へ
の
「
居
住
の
誘
導
」
が
以
下
の
よ
う
な
手
法
で
な
さ
れ
る
。
居
住
誘
導
区
域
外
で
の
①
～
③

の
住
宅
開
発
行
為
は
市
町
村
に
届
出
義
務
が
課
さ
れ
る
。
①
住
宅
・
条
例
所
定
の
居
住
用
建
築
物
（
老
人
ホ
ー
ム
等
（（
あ
わ
せ
て
「
住
宅
等
」（
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建
築
目
的
の
開
発
行
為（11
（

（
三
戸
未
満
の
場
合
〇
・
一
ha
以
上
（、
②
「
住
宅
等
」
の
新
築
、
③
改
築
・
用
途
変
更
で
「
住
宅
等
」
に
す
る
行
為

（
三
戸
未
満
除
く
（。

　

市
町
村
は
計
画
に
定
め
た
誘
導
施
策
（
八
一
条
二
項
二
号
。
市
町
村
の
有
す
る
土
地
建
物
の
有
効
活
用
を
含
む
。
同
条
一
三
項
（
な
ど
を
講
じ
る
。

ま
た
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
居
住
誘
導
区
域
へ
の
住
宅
等
の
立
地
誘
導
に
支
障
が
生
じ
る
場
合
、
市
町
村
は
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
、

あ
わ
せ
て
区
域
内
の
土
地
取
得
の
あ
っ
せ
ん
等
を
行
う
（
八
八
条
、
令
二
七
条
（（
15
（

。
な
お
、
都
市
機
能
誘
導
区
域
で
の
都
市
機
能
強
化
、
公

共
交
通
施
設
等
の
整
備
支
援
強
化
に
よ
り
、
居
住
誘
導
区
域
の
生
活
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
も
大
き
な
誘
導
要
因
と
な
る（11
（

。

　

⒞　

都
市
機
能
誘
導
区
域（11
（

　

社
会
福
祉
施
設（11
（

、
医
療
施
設
、
子
育
て
支
援
施
設
、
教
育
施
設
、
文
化
施
設
、
商
業
施
設
、
行
政
施
設
な
ど
日
常
生
活
に
必
要
な
施
設

（「
都
市
機
能
増
進
施
設
」（
を
、
公
共
交
通
ア
ク
セ
ス
の
利
便
性
が
高
く
、
既
存
の
商
業
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
等
の
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
徒
歩
・

自
転
車
等
に
よ
り
容
易
に
移
動
で
き
る
程
度
の
広
さ
の
エ
リ
ア
に
誘
導
す
る
も
の
と
し
て
、
都
市
機
能
誘
導
区
域
が
、
居
住
誘
導
区
域
内

に
定
め
ら
れ
る（11
（

。
立
地
適
正
化
計
画
で
都
市
機
能
誘
導
区
域
ご
と
に
対
象
施
設
の
規
模
・
種
類
が
定
め
ら
れ
る
（
そ
の
区
域
に
誘
導
す
べ
き

都
市
機
能
増
進
施
設
を
「
誘
導
施
設
」
と
い
う
（（
八
一
条
二
項
・
一
二
項
（。

　

都
市
機
能
誘
導
区
域
内
立
地
の
誘
導
施
策
と
し
て
は（10
（

、
①
市
町
村
が
計
画
に
定
め
た
誘
導
施
策
を
講
じ
る
（
公
有
地
の
譲
渡
・
貸
付
等（11
（

も
（、
②
市
町
村
・
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
実
施
す
る
誘
導
施
設
整
備
事
業
等
に
対
し
て
交
付
金
の
交
付
が
さ
れ
（
八
三
条
（、
③
一

定
規
模
以
上
の
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
を
行
お
う
と
す
る
民
間
事
業
者
が
計
画
を
作
成
し
て
国
交
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
と
、
民
間
都
市

機
構
に
よ
る
融
資
・
社
債
取
得
・
出
資
に
よ
る
支
援
等
の
経
済
的
支
援
措
置
（
一
〇
三
条
・
一
〇
四
条
（
が
な
さ
れ
る（12
（

。
ま
た
、
都
市
機
能

誘
導
区
域
内
に
都
市
計
画
と
し
て
「
特
定
用
途
誘
導
地
区
」
を
指
定
す
る
と
、
立
地
適
正
計
画
で
定
め
ら
れ
た
誘
導
施
設
を
有
す
る
建
築
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物
に
は
容
積
率
、
用
途
規
制
の
緩
和
が
な
さ
れ
る
（
一
〇
九
条
（（
11
（

。

　

他
方
、
都
市
機
能
誘
導
区
域
外
で
の
誘
導
施
設
の
立
地
に
対
し
て
は
、
届
出
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
る
立
地
抑
制
が
あ
る
。
届
出
が
必

要
な
の
は
、
立
地
適
正
化
計
画
の
区
域
内
で
、
計
画
記
載
の
誘
導
施
設
の
入
る
建
築
物
に
つ
い
て
、
①
そ
の
建
築
目
的
の
開
発
行
為
、
②

新
築
、
③
改
築
・
用
途
変
更
に
よ
り
そ
れ
に
す
る
行
為
で
あ
る
。
市
町
村
は
、
届
出
を
受
け
て
、
都
市
機
能
誘
導
区
域
内
で
の
誘
導
施
設

立
地
上
支
障
が
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
勧
告
（
誘
導
区
域
内
へ
の
立
地
や
規
模
縮
小
・
中
止
等
（
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
必
要
が
あ
れ
ば

都
市
機
能
誘
導
区
域
内
の
土
地
取
得
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
（
一
〇
八
条
（。

　

な
お
、
開
発
許
可
も
、
都
市
機
能
誘
導
区
域
を
定
め
た
趣
旨
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
運
用
し
、
市
街
化
区
域
・
非
区
分
都
市
計
画
区
域
で

は
基
準
を
強
化
（
都
計
令
二
九
条
の
二
第
一
項
七
号
（
し
た
り
、
公
共
施
設
の
設
置
管
理
に
関
す
る
協
定
の
締
結
な
ど
も
行
う
。
な
お
、
市
街

化
調
整
区
域
に
お
い
て
は
、
開
発
許
可
・
建
築
許
可
に
お
い
て
、
届
出
に
対
す
る
勧
告
基
準
を
踏
ま
え
、
立
地
基
準
の
運
用
を
強
化

す
る（11
（

。

　

⒟　

居
住
調
整
地
域（15
（

　

居
住
調
整
地
域
と
は
、
住
宅
地
化
を
抑
制
す
る
た
め（11
（

の
都
市
計
画
上
の
地
域
地
区
で
あ
る
。
立
地
適
正
化
計
画
区
域
内
で
居
住
誘
導
区

域
外
の
、
市
街
化
区
域
ま
た
は
非
区
分
都
市
計
画
区
域
で
指
定
さ
れ
る
（
市
街
化
調
整
区
域
で
は
指
定
さ
れ
な
い
（。
地
域
内
で
は
、
①
住
宅
・

条
例
所
定
の
居
住
用
建
築
物
（
あ
わ
せ
て
「
住
宅
等
」（
の
建
築
目
的
の
開
発
行
為
（
三
戸
未
満
の
場
合
〇
・
一
ha
以
上
。
小
規
模
開
発
行
為
の
除
外
せ

ず
（
お
よ
び
②
「
住
宅
等
」
の
建
築
、
③
改
築
・
用
途
変
更
で
「
住
宅
等
」
に
す
る
（
三
戸
未
満
除
く
（
行
為
に
つ
い
て
は
、
居
住
調
整
地

域
を
市
街
化
調
整
区
域
と
み
な
し
て
、
都
計
法
三
四
条
基
準
、
四
三
条
建
築
許
可
を
適
用
す
る
（
八
九
条
・
九
〇
条
（。

　

⒠　

施
設
・
跡
地
等
の
「
管
理
へ
の
積
極
的
関
与
」（
11
（
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市
町
村
は
、
居
住
誘
導
区
域
外
の
既
存
住
宅
地
の
空
地
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
地
域
で
、
跡
地
・
樹
木
の
適
正
管
理
が
必
要
と
な
る
区
域

（「
跡
地
等
管
理
区
域
」（
を
指
定
し
、
跡
地
管
理
指
針
を
立
地
適
正
化
計
画
に
記
載
す
る
（
八
一
条
八
項
（。
市
町
村
は
跡
地
等
管
理
指
針
に
即

し
、
跡
地
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、
適
正
管
理
の
情
報
提
供
、
指
導
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
。
所
有
者
等
が
指
針
に
即
し
た
管
理

を
行
わ
ず
、
周
辺
の
生
活
環
境
・
美
観
風
致
が
著
し
く
損
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
指
針
に
即
し
た
管
理
を
行
う
よ
う
勧
告
で
き
る

（
一
一
〇
条
（。
な
お
、
こ
の
区
域
内
で
は
、
市
町
村
、
都
市
再
生
推
進
法
人（11
（

・
緑
地
管
理
機
構
・
景
観
整
備
機
構
は
、
所
有
者
等
と
跡
地

等
管
理
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
一
一
条
（。

　

ま
た
、
居
住
誘
導
区
域
内
の
都
市
施
設
（
都
計
法
上
の
都
市
施
設
よ
り
も
広
い
（
で
あ
っ
て
、
重
要
な
都
市
機
能
を
担
っ
て
い
る
が
、
管
理

主
体
が
明
確
で
な
く
、
地
域
で
管
理
す
る
こ
と
で
よ
り
効
果
的
な
管
理
が
で
き
る
施
設（11
（

に
つ
い
て
、
都
市
再
生
推
進
法
人
が
所
有
者
等
と

の
契
約
・
協
定
に
よ
り
、
管
理
運
営
を
行
う
（
一
一
九
条
一
項
五
号
（。

⑸　

地
域
公
共
交
通
活
性
化
法
二
〇
一
四
年
改
正

　

二
〇
〇
六
年
以
降
集
約
型
都
市
構
造
に
向
け
た
交
通
政
策
が
展
開
さ
れ
始
め
て
い
た
が（10
（

、
二
〇
一
三
年
、
交
通
政
策
基
本
法
が
制
定
さ

れ
、
公
共
交
通
の
理
念（11
（

と
、
地
方
自
治
体
の
交
通
に
関
わ
る
責
務
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
立
地
適
正
化
計
画
に
お
い
て
も
、
交
通
の

現
状
・
将
来
見
通
し
を
勘
案
し
て
都
市
機
能
・
居
住
の
誘
導
区
域
等
の
設
定
を
し
、
公
共
交
通
の
確
保
た
め
に
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策

に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
さ
れ
た
（
都
市
再
生
八
一
条
二
項
二
号
（。
こ
う
し
て
「
居
住
・
都
市
機
能
の
立
地
と
そ
の
間
の
移
動
」
を
一
体

の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
二
〇
一
四
年
に
地
域
公
共
交
通
活
性
化
法
が
改
正
さ
れ
た（12
（

。

　

ま
ず
、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
を
市
町
村
あ
る
い
は
そ
れ
に
加
え
て
都
道
府
県
が
作
成
す
る
（
五
条
一
項
（（
11
（

。
そ
こ
に
地
域
公
共
交
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通
再
編
事
業
（
路
線
再
編
等
事
業
等
（
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
地
方
自
治
体
は
地
域
公
共
交
通
再
編
実
施
計
画
を
作
成
し
て
実
施
す
る

（
二
七
条
の
二
第
一
項
（。
こ
れ
は
再
編
区
域
内
に
路
線
等
を
有
す
る
す
べ
て
の
旅
客
鉄
道
事
業
者
・
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

（
特
定
旅
客
運
送
事
業
者
等
（
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
条
三
項
（、
ま
た
、
そ
の
他
の
公
共
交
通
事
業
者
等
・
道
路
管
理
者
・
公
安

委
員
会
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
四
項
（。
国
交
大
臣
が
こ
れ
を
認
定
す
る
と
、
道
路
運
送
法
等
の
特
例
が
認
め
ら
れ

る
（
二
七
条
の
三
以
下
（。
例
え
ば
、
重
複
す
る
バ
ス
路
線
の
整
理
や
バ
ス
高
速
輸
送
シ
ス
テ
ム
（
Ｂ
Ｒ
Ｔ
（
の
導
入
な
ど
、
路
線
再
編
、
ダ

イ
ヤ
の
見
直
し
、
新
規
サ
ー
ビ
ス
等
が
定
め
ら
れ
、
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
国
は
、
バ
ス
路
線
の
許
認
可
の
審
査
基
準
を
緩
和
し
、

運
賃
は
認
可
制
か
ら
届
出
制
に
か
え
ら
れ
る（11
（

。

⑹　

空
家
対
策
法

　

⒜　

空
家
対
策
法
の
制
定

　

人
口
減
少
を
迎
え
た
今
日
、
農
山
村
・
地
方
都
市
は
も
ち
ろ
ん
、
大
都
市
の
一
定
の
地
域
で
も
、
空
家
（
一
戸
建
空
家
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空

室
等
（
が
増
大
し
て
き
た（15
（

。
都
市
が
縮
む
局
面
で
は
、
空
家
・
空
地
の
増
大
は
避
け
ら
れ
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
地
域
再
編
政
策
の
遂

行
自
体
が
、
そ
の
反
面
と
し
て
一
定
の
地
域
に
お
け
る
空
家
・
空
地
増
を
伴
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
空
家
関
係
の
法

も
、
都
市
再
生
・
地
域
再
生
の
法
制
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
空
家
が
、
倒
壊
、
火
災
、
不
法
侵
入
者
の
溜
ま
り
場
と
な
る
お
そ
れ
、
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
、
あ
る
い
は
著
し
く

景
観
を
損
な
う
に
至
り
、
社
会
問
題
と
な
っ
て
き
た（11
（

。
各
自
治
体
は
、
中
古
住
宅
斡
旋
や
解
体
補
助
等
も
含
め
様
々
な
取
り
組
み
を
試
み

な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
所
有
者
な
ど
管
理
権
限
を
有
す
る
者
に
適
切
な
管
理
を
要
求
す
る
条
例
等
も
制
定
し
た（11
（

。
し
か
し
、
自
治
体
の
取
り
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組
み
に
は
、
所
有
者
情
報
の
入
手
等
、
法
制
上
の
壁
が
あ
り（11
（

、
法
律
上
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
議
員
立
法
と
し
て
、
空

家
対
策
法
（
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
が
二
〇
一
四
年
に
制
定
さ
れ
た
。

　

法
律
制
定
後
、
法
律
規
定
の
詳
細
化
・
追
加
を
し
、
か
つ
独
自
規
定
（
空
き
家
バ
ン
ク
、
相
続
人
探
し
な
ど
（
を
も
定
め
た
総
合
的
な
空
き

家
対
策
条
例
も
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（11
（

。

　

⒝　

空
家
対
策
法
に
お
け
る
手
法

　
「
空
家
等
」（
建
築
物
・
そ
の
附
属
工
作
物
で
居
住
そ
の
他
の
使
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
常
態
で
あ
る
も
の
及
び
そ
の
敷
地
（
立
木
な
ど
土
地
定
着
物

を
含
む
（。
二
条
一
項
（
に
つ
い
て
、
所
有
者
等
（
所
有
者
・
管
理
者
（
の
適
正
管
理
責
務
（
三
条
（、
市
町
村
の
適
正
措
置
責
務
（
四
条
（、
国
交

大
臣
・
総
務
大
臣
に
よ
る
基
本
指
針
策
定
（
五
条
（、
市
町
村
に
よ
る
空
家
等
対
策
計
画
策
定
（
六
条
（、
関
係
者
に
よ
る
協
議
会
設
立
（
七

条
（、
調
査
お
よ
び
情
報
収
集
（
九
条
・
一
〇
条
（、
空
家
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
（
一
一
条
（、
所
有
者
等
に
よ
る
適
正
管
理
の
援
助
（
一
二

条
（、
市
町
村
の
空
家
等
対
策
の
実
施
に
対
す
る
国
・
都
道
府
県
の
援
助
措
置
（
一
五
条
（
が
、
そ
し
て
具
体
的
措
置
と
し
て
以
下
の
も
の

が
規
定
さ
れ
た（10
（

。

　

次
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
空
家
等
は
「
特
定
空
家
等
」
と
さ
れ
る
。
①
倒
壊
等
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
の

あ
る
状
態
、
②
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
、
③
適
切
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
著
し
く
景
観
を
損
な
っ
て
い

る
状
態
、
④
そ
の
他
周
辺
の
生
活
環
境
保
全
上
放
置
が
不
適
切
で
あ
る
状
態
（
二
条
二
項
（。
市
町
村
長
は
、
特
定
空
家
等
に
関
し
て
、
周

辺
の
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
助
言
・
指
導
（
一
四
条
一
項
（、
勧
告
（
二
項
（、
さ
ら
に
所
定
の
手
続
を

踏
ん
で
措
置
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
（
三
項
（、
出
し
た
場
合
は
公
示
を
す
る
（
一
一
・
一
二
項
（。
措
置
内
容
は
、（
ア
（
除
却
、（
イ
（

修
繕
、（
ウ
（
立
木
竹
伐
採
、（
エ
（
そ
の
他
周
辺
の
生
活
環
境
保
全
上
必
要
な
措
置
で
あ
る
が
、（
ア
（
除
却
は
、
上
記
①
・
②
の
場
合
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に
限
ら
れ
る
。
市
町
村
長
は
、
措
置
命
令
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
措
置
を
履
行
し
な
い
等
の
場
合
、
行
政
代
執
行
法
に
基
づ
く
代
執
行

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
九
項
（。
命
令
を
出
す
べ
き
者
を
、
過
失
な
く（11
（

確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合（12
（

（
助
言
指
導

－

勧
告

－

命
令
の
相
手

を
確
知
で
き
な
い
場
合
も
（、
予
め
公
告
し
た
上
で
、
そ
の
者
の
負
担
に
お
い
て
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
一
〇
項
（（
11
（

。

⑺　

都
市
計
画
法
の
運
用
の
新
た
な
展
開
─
─
都
市
計
画
運
用
指
針
の
改
正（11
（

　

都
市
再
生
特
措
法
上
の
立
地
適
正
化
計
画
制
度
は
、
誘
導
と
い
う
都
市
計
画
法
に
正
面
か
ら
置
か
れ
な
か
っ
た
手
法
を
導
入
す
る
と
と

も
に
、
都
市
計
画
法
上
の
制
度
・
権
限
の
適
切
な
活
用
と
あ
い
ま
っ
て
は
じ
め
て
効
果
を
発
揮
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
都
市
計
画
制
度
運
用
方
針
の
転
換
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
沿
っ
た
都
市
計
画
運
用
指
針
の
改
正
も
、
二

〇
一
四
年
に
行
わ
れ
た
。

　

①
市
町
村
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
強
化（15
（

　
　

市
町
村
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
都
計
一
八
条
の
二
（
に
は
、
目
指
す
べ
き
コ
ン
パ
ク
ト

シ
テ
ィ
の
姿
を
あ
る
程
度
具
体
的
に
盛
り
込
む
。
市
町
村
全
域
に
お
け
る
医
療
・
福
祉
・
商
業
等
の
都
市
機
能
・
居
住
の
集
約
、
こ
れ
と

連
携
し
た
公
共
交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
さ
ら
に
は
都
市
的
地
域
と
農
山
村
的
地
域
と
の
役
割
分
担
・
連
携
等
も
描
く
。
こ
う
し
て
、
開

発
許
可
制
度
の
こ
の
方
向
で
の
運
用
も
可
能
と
な
る
。

　

な
お
、
市
町
村
の
範
囲
を
超
え
て
考
え
る
べ
き
課
題
（
区
分
区
域
、
広
域
的
視
点
か
ら
保
全
す
べ
き
緑
地
の
配
置
・
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
、
広

域
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
道
路
等
（
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
適
切
な
調
整
を
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（「
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発

及
び
保
全
の
方
針
」
都
計
六
条
の
二
（
の
段
階
で
も
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

②
区
域
区
分
の
考
え
方
の
変
更（11
（

　
　

こ
れ
ま
で
の
市
街
化
区
域
拡
大
基
調
の
考
え
方
を
修
正
す
る
。
既
成
市
街
地
の
空
洞
化
・
無
秩
序
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化
の
状
況
や
公
共
公
益
施
設
・
イ
ン
フ
ラ
の
管
理
状
況
等
の
考
慮
要
因
を
踏
ま
え
て
、
未
区
分
の
都
市
計
画
区
域
は
区
域
区
分
を
し
、
あ

る
い
は
市
街
化
区
域
は
必
要
に
応
じ
て
市
街
化
調
整
区
域
に
指
定
変
更
を
す
る
。

　

ま
た
、
従
来
の
市
街
化
区
域
内
の
緑
地
の
（
緑
地
保
全
地
域
、
生
産
緑
地
な
ど
を
除
き
（
宅
地
化
を
基
本
と
す
る
政
策
を
改
め
る
。
市
街
化

区
域
内
の
緑
地
・
農
地
は
、
都
市
の
景
観
形
成
、
防
災
性
向
上
、
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
、
良
好
な
都

市
環
境
の
形
成
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て
存
在
を
許
容
す
べ
き
も
の
で
あ
る（11
（

。
市
街
化
区
域
内
の
市
街
化
調
整
区
域

（「
穴
抜
き
調
整
区
域
」（
は
、
従
来
の
枠
（
大
都
市
地
域
二
ha
以
上
、
そ
の
他
の
地
域
五
ha
以
上
（
に
と
ら
わ
れ
ず
、
宅
地
化
が
見
込
ま
れ
ず
、
営
農

の
継
続
が
確
実
で
あ
れ
ば
、
適
切
な
規
模
で
設
定
可
と
す
る
（
一
・
五
ha
が
目
安
（。
三
大
都
市
圏
の
特
定
市
以
外
の
市
町
村
も
、
新
規
に

区
域
指
定
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

③
開
発
許
可
等
の
的
確
な
運
用
と
新
た
な
役
割（11
（

　
　

開
発
許
可
制
度
は
、
市
町
村
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
、
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
、
立
地
適
正
化
計
画
な
ど
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
内
容
に
沿
っ
て
運
用
す
る
べ
き
で
あ
り
、
特
に
、
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
開

発
許
可
は
、
既
成
市
街
地
の
空
家
・
空
地
の
増
加
に
つ
な
が
ら
な
い
か
も
含
め
、
総
合
的
に
勘
案
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
開
発
区
域
内
に
設
置
す
る
公
共
施
設
等
の
維
持
・
更
新
に
つ
い
て
は
、
費
用
負
担
等
も
含
む
協
定
を
締
結
す
る
な
ど
、
適
正
管

理
実
現
の
た
め
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

　

居
住
調
整
地
域
で
も
開
発
許
可
・
建
築
許
可
が
新
た
な
枠
割
を
担
う
こ
と
と
な
る
。

　

④
都
市
機
能
施
設
の
整
備
等（11
（

　
　

重
要
な
都
市
機
能
を
果
た
す
民
間
施
設
（
社
会
福
祉
施
設
、
医
療
施
設
、
教
育
文
化
施
設
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給

施
設
等
（
に
つ
い
て
、
民
間
施
設
で
あ
っ
て
も
都
市
計
画
決
定
に
よ
る
利
点
（
整
備
助
成
に
都
市
計
画
税
充
当
や
、
土
地
売
却
に
譲
渡
所
得
税
控
除

な
ど
（
を
有
効
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
改
正
都
市
再
生
基
本
方
針
で
も
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
を
コ
ン
パ
ク
ト
な
都
市
構
造
へ
の
転
換
、
持
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続
可
能
な
都
市
経
営
を
踏
ま
え
た
も
の
に
重
点
化
す
る
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
都
市
施
設
の
改
修
・
更
新
も
、
都
市
計
画
事
業

と
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
都
市
計
画
税
を
充
当
し
、
積
極
的
に
行
う
。

二
　「
都
市
再
生
」
法
制
に
お
け
る
行
政
手
法
の
展
開
の
法
的
意
義
と
課
題

⑴　

都
市
政
策
の
課
題
の
転
換
と
都
市
法
制

　

一
般
的
に
近
代
都
市
計
画
・
近
代
都
市
計
画
法
制
の
中
心
的
課
題
は
、
都
市
の
膨
張
を
前
提
に
、
そ
れ
を
い
か
に
押
さ
え
込
み
つ
つ
計

画
的
市
街
化
を
図
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た（（11
（

。
日
本
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
政
策
の
下
、
産
業
構
造
の
変
化
、
そ

れ
に
よ
る
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
の
急
速
な
移
動
、
都
市
膨
張
と
都
市
問
題
の
深
刻
化
を
受
け
、
そ
れ
へ
の
対
応
策
と
し
て
一
九
六
八

年
都
市
計
画
法
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
都
市
の
ス
プ
ロ
ー
ル
の
抑
制
が
最
大
の
課
題
で
あ
り
、
ま
た
、
当
時
の
土
地
所
有
権
観
念

や
都
市
政
策
・
経
済
政
策
の
下
、
そ
の
必
要
最
小
限
の
対
応
策
と
し
て
構
成
さ
れ
た（（1（
（

。

　

し
か
し
、
上
記
の
よ
う
に
、
人
口
減
少
、
高
齢
化
、
産
業
構
造
の
変
化
そ
の
他
に
よ
り
、
都
市
が
空
洞
化
し
て
く
る
中
で
コ
ン
パ
ク
ト

シ
テ
ィ
構
想
が
出
さ
れ
て
き
て（（10
（

、
わ
が
国
の
都
市
法
制
も
、
ほ
ぼ
二
〇
〇
五
～
六
年
頃
か
ら
、
そ
の
方
向
に
向
か
っ
て
一
定
の
展
開
を
し

て
き
た
と
一
応
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
二
〇
一
四
年
の
一
連
の
法
改
正
は
、
そ
れ
を
一
段
と
進
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ど
の
点
で

ど
う
進
展
し
た
か
。
ど
う
い
う
課
題
を
未
だ
残
し
て
い
る
か
。
そ
こ
で
の
行
政
手
法
に
着
目
し
て
、
以
下
で
検
討
を
試
み
る
。
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⑵　

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
規
律
対
象
区
域

　

⒜　

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
機
能

　

例
え
ば
当
該
地
域
を
住
居
あ
る
い
は
都
市
機
能
を
誘
導
す
べ
き
地
域
と
位
置
づ
け
る
か
ど
う
か
。「
地
域
間
競
争
」
政
策
の
下
で
は
市

場
原
理
に
拠
る
と
し
た
が
、
今
日
、「
選
択
と
集
中
」
が
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
選
択
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
居
住
者

等
が
納
得
し
、
そ
の
内
在
す
る
力
を
引
き
出
す
よ
う
な
内
容
と
手
続
で
、「
時
間
を
か
け
て
形
成
す
べ
き
地
域
の
将
来
像
」
に
つ
い
て
合

意
を
つ
く
り
あ
げ
て
行
く
中
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
諸
段
階
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
役
割
で
あ
ろ
う
。

　

都
市
計
画
運
用
指
針
の
二
〇
一
四
年
改
正
で
も
、
市
町
村
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
役
割
を
重
視
し
た
。
目
指
す
べ
き
コ
ン
パ
ク
ト
シ

テ
ィ
の
姿
を
、
医
療
・
福
祉
・
商
業
等
の
都
市
機
能
・
居
住
の
集
約
、
公
共
交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
都
市
的
な
地
域
と
農
山
村
的
な
地

域
と
の
役
割
分
担
・
連
携
等
を
あ
る
程
度
具
体
的
に
盛
り
込
む
こ
と
で
明
確
に
し
、
開
発
許
可
制
度
の
運
用
に
繋
げ
る
こ
と
を
意
図
し
て

い
る
。

　

ま
た
、
立
地
適
正
化
計
画
も
、
そ
れ
自
体
一
定
の
包
括
的
プ
ラ
ン
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
計
画
中
の
「
基
本
的
方
針
」
は
市
町
村
都
市

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
一
部
と
み
な
さ
れ
（
都
市
再
生
八
二
条
（、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
は
、
市
町
村
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
の
調

和
、
立
地
適
正
化
計
画
と
の
連
携
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
地
域
交
通
五
条
三
・
五
項
（。

　

な
お
、
市
町
村
の
範
囲
を
超
え
て
考
え
る
べ
き
課
題
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
適
切
な
調
整
を
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で

行
う
こ
と
と
な
る（（10
（

。

　

⒝　

 

規
律
対
象
区
域
拡
大
と
そ
こ
で
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

　

し
か
し
、
市
町
村
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
・
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
い
ず
れ
も
、
都
市
計
画
法
上
の
計
画
で
あ
る
。
都
市
再
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生
特
措
法
上
の
立
地
適
正
化
計
画
も
都
市
計
画
区
域
内
で
定
め
ら
れ
、
諸
施
策
も
そ
の
枠
内
で
実
施
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
心
市
街
地
、
周
辺
市
街
地
、
郊
外
の
集
落
、
遠
郊
集
落
等
々
も
含
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
生
活
環
境
と
生

活
を
維
持
で
き
る
シ
ス
テ
ム
等
も
含
む
将
来
像
、
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
で
あ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
中
心
市
街
地
で
は
地

域
商
業
の
活
性
化
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
郊
外
・
遠
郊
に
な
る
と
、
都
市
的
土
地
利
用
・
農
林
業
的
土
地
利
用
の
適
切
な
組
み
合
わ

せ
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
を
も
組
み
込
ん
で
各
地
域
の
方
向
を
考
え
る
こ
と
が
必
須
と
な
る（（10
（

。

こ
れ
は
都
市
計
画
法
の
枠
を
超
え
る（（10
（

。

　

少
な
く
と
も
、
非
都
市
的
土
地
利
用
の
あ
り
方
を
規
制
す
る
法
制
（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
、
森
林
法
等
（
も
こ
こ
で
は
あ
わ

せ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
国
土
利
用
計
画
法
上
の
も
の
を
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う（（10
（

。
も
っ
と
も
、
そ
の
下
で
の
現
在
の
国
土
利
用
都
道
府
県
計
画
・
同
市
町
村
計
画
は
機
能
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
生
田
長
人
は
、
国

土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
市
町
村
土
地
利
用
基
本
計
画
を
提
案
し
、
ⅰ
土
地
利
用
方
針
、
ⅱ
許
容
さ
れ
る
べ
き
土
地
利
用
の
範
囲
、（
ⅲ
（

適
正
な
管
理
の
行
わ
れ
て
い
な
い
土
地
に
関
し
て
講
ず
べ
き
措
置
等
の
方
針
等
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う（（10
（

。

　

た
だ
、
現
在
の
農
振
法
、
森
林
法
、
自
然
環
境
保
全
法
、
自
然
公
園
法
で
規
制
力
を
も
っ
た
地
域
は
極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら

個
別
法
の
全
面
的
な
見
直
し
も
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
個
別
法
の
実
施
上
、
当
該
個
別
法
の
許
可
基
準
・
処
分
基
準（（10
（

に
裁
量
の
余
地
が
あ

れ
ば
、
そ
の
裁
量
判
断
に
お
い
て
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
考
慮
要
素
と
な
る
。
同
時
に
、
個
別
法
上
の
規
制
の
及
び
に
く
い
と
こ
ろ
で
は
、

土
地
取
引
の
み
な
ら
ず
、
土
地
利
用
と
そ
の
変
更
に
つ
い
て
も
届
出
制
の
網
を
か
ぶ
せ
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
不
適
合
の
場
合
に
勧
告
（
そ

し
て
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
実
施
上
大
き
な
支
障
が
生
じ
る
場
合
は
、
地
方
議
会
の
議
決
を
経
て
措
置
命
令
を
も
出
し
う
る
（
等
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
が
ま
さ
に
判
断
基
準
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る（（10
（

。
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⑵　

地
域
空
間
改
変
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　

⒜　

従
来
の
都
市
法
制
に
お
け
る
地
域
空
間
改
変
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
対
象

　

従
来
の
都
市
法
制
に
お
け
る
地
域
空
間
改
変
行
為
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
お
け
る
基
本
的
手
段
は
、
都
市
計
画
法
上
の
開
発
行
為
の
規
制

と
建
築
基
準
法
上
の
建
築
規
制
で
あ
っ
た
。
開
発
行
為
と
は
、「
①
主
と
し
て
建
築
物
の
建
築
又
は
特
定
工
作
物
の
建
設
の
用
に
供
す
る

目
的
で
行
な
う
②
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
」（
（（1
（

で
あ
り
、
建
築
物
の
建
築
・
工
作
物
の
建
設
自
体
は
含
ま
ず
、
ま
た
建
築
物
等
の
利
用
変

更
も
含
ま
ず
、
し
か
も
そ
れ
に
①
の
目
的
に
よ
る
限
定
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
計
画
許
可

（planning perm
ission

（ 

の
対
象
で
あ
る
「
開
発
（developm

ent

（」
は
、
①
土
地
の
「
形
質
変
更
」
に
あ
た
る
も
の
（
建
築
・
建
設
目
的
と
い
う
限

定
は
な
い
（
お
よ
び
建
築
物
の
「
新
築
・
増
築
・
改
築
・
解
体
」
と
、
②
「
土
地
利
用
の
重
要
な
変
更
」（
（（（
（

と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
「
開

発
行
為
」
概
念
は
、
こ
れ
と
比
べ
て
も
相
当
に
狭
く
、
規
律
の
必
要
な
も
の
を
除
外
し
て
い
る（（（0
（

。
建
築
物
と
そ
の
利
用
の
周
辺
環
境
と
の

調
和
は
、
建
築
基
準
法
上
の
集
団
規
定
と
し
て
建
築
確
認
に
委
ね
ら
れ
、
開
発
許
可
制
か
ら
外
さ
れ
た（（（0
（

。

　

た
だ
、
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
は
、
開
発
許
可
に
つ
い
て
三
三
条
基
準
・
三
四
条
基
準
が
適
用
さ
れ
、
か
つ
開
発
許
可
区
域
外
で

の
建
築
物
等
の
新
築
等
、
建
築
物
の
改
築
・
用
途
変
更
に
は
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
許
可
基
準
は
三
三
条
・
三
四
条
基
準
に
準
じ
て

政
令
で
定
め
る
（
都
計
四
三
条
一
項
・
二
項
（。
市
街
化
調
整
区
域
で
は
よ
り
広
い
行
為
に
規
律
が
及
ぶ
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

⒝　

都
市
再
生
法
制
に
お
け
る
地
域
空
間
改
変
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象

　

立
地
適
正
化
計
画
の
居
住
誘
導
区
域
外
で
は
、
住
宅
・
条
例
所
定
の
居
住
用
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
た
め
の
開
発
行
為
、
そ
の
建

築
自
体
、
改
築
・
用
途
変
更
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
用
途
と
す
る
行
為
も
届
出
対
象
と
し
た
。
都
市
機
能
誘
導
区
域
外
で
の
、
誘
導
施
設
の

入
る
建
築
物
に
つ
い
て
の
開
発
行
為
・
建
築
行
為
・
用
途
変
更
に
も
同
様
の
網
を
か
ぶ
せ
た
。
そ
し
て
、
居
住
調
整
地
域
で
は
、
住
宅
・
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居
住
用
建
築
物
に
つ
い
て
、
市
街
化
調
整
区
域
と
同
様
の
許
可
制
を
か
け
た
。
限
定
的
で
は
あ
れ
、
建
築
物
の
建
築
、
一
定
の
改
築
・
用

途
変
更
を
も
規
律
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

⒞　

地
域
空
間
改
変
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
の
拡
大

　

こ
う
し
て
、
都
市
計
画
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
対
象
を
極
端
に
狭
め
た
仕
組
み
が
、
都
市
再
生
法
制
に
お
い
て
は
や
や
拡
大
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
お
、
さ
し
あ
た
り
の
対
応
策
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
改
め
て
地
域
空
間
利
用
変
更
行
為
と
し
て
よ
り
広
く
と
ら

え
、
地
域
空
間
保
全
・
再
編
成
の
視
点
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

具
体
的
に
は
、「
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
」（
目
的
の
限
定
を
付
さ
ず
（、「
建
築
（
建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
改
築
・
移
転
（
建
基
2
条
1（
号
（（」

（
集
団
規
定
の
適
用
（、「
土
地
お
よ
び
建
築
物
の
利
用
の
重
大
な
変
更
」（
（（0
（

を
対
象
と
し
、
周
辺
へ
の
影
響
の
視
点
か
ら
規
律
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
を
広
げ
た
場
合
、
許
可
等
の
手
続
や
基
準
に
も
、
見
直
し
が
必
要
と
な
る
。
例
え
ば
、
現
行
の
よ
う

な
か
な
り
大
雑
把
な
用
途
地
域
へ
の
適
合
如
何
を
審
査
す
る
こ
と
で
は
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
、
そ
の
地

域
の
よ
り
具
体
的
な
計
画
、
そ
し
て
個
別
事
案
に
即
し
て
周
辺
環
境
へ
の
支
障
が
生
じ
る
か
等
が
審
査
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
そ
の

よ
う
な
場
合
、
協
議
手
続
や
勧
告
等
を
組
み
込
ん
だ
シ
ス
テ
ム
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

⑶　

建
築
物
・
敷
地
等
の
「
管
理
」
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　

⒜　

従
来
の
法
制
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　

建
物
等
の
管
理
が
不
十
分
な
た
め
周
辺
に
危
険
や
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
是
正
措
置
（
改
善
・
取
壊
し
（
命
令
、

使
用
禁
止
命
令
（
建
基
一
〇
条
（（
（（0
（

、
火
災
の
予
防
上
必
要
が
あ
れ
ば
措
置
命
令
（
消
防
五
条
・
五
条
の
二
・
五
条
の
三
（、
道
路
上
に
危
険
を
及
ぼ
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す
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
是
正
措
置
命
令
（
道
路
七
一
条
（、
景
観
地
区
の
良
好
な
景
観
形
成
に
著
し
く
支
障
が
あ
れ
ば
形
態
意
匠
の
是
正
措
置

命
令
（
景
観
七
〇
条
（（
（（0
（

を
そ
れ
ぞ
れ
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
「
公
共
の
危
険
」
等
に
対
す
る
状
態
責
任
に
も
と
づ
く
こ
の
よ
う
な
制

度
は
珍
し
く
な
い
。

　

他
方
、
こ
の
よ
う
な
個
別
法
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
、
例
え
ば
空
地
や
そ
こ
に
あ
る
竹
木
が
隣
地
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に

は
、
民
事
裁
判
に
よ
る
解
決
に
委
ね
て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
が
民
法
に
基
づ
く
「
事
務
管
理
」（
民
六
七
九
条
（
に
よ
っ

て
草
刈
り
等
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
の
論
も
あ
る（（（0
（

が
、
地
方
自
治
体
の
活
動
は
、
本
人
の
た
め
と
い
う
よ
り
主
要
に
は
地
域
環
境

の
保
全
の
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
に
何
よ
り
も
、
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
財
産
権
に
直
接
手
を
か
け
る
行
為
は
「
即
時
強
制
」
と
も
い
え
る

も
の
で
、
そ
れ
を
法
律
・
条
例
の
根
拠
な
し
に
民
法
の
規
定
に
直
接
基
づ
い
て
行
使
で
き
る
と
す
る
の
は
疑
問
が
あ
る（（（0
（

。

　

⒝　

都
市
再
生
法
制
に
お
け
る
「
管
理
」
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　

空
家
対
策
法
は
管
理
不
全
の
空
家
と
そ
の
敷
地
（
立
木
等
を
含
む
（（「
空
家
等
」（
に
対
し
て
一
定
の
強
制
措
置
を
規
定
し
て
い
る
。「
著
し

く
危
険
・
衛
生
上
有
害
」
な
場
合
に
は
除
却
を
含
む
措
置
を
と
る
よ
う
助
言
・
指
導
、
勧
告
、
さ
ら
に
は
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
の
み
で
な
く
、「
著
し
く
危
険
・
衛
生
上
有
害
」
に
ま
で
至
ら
な
い
が
周
辺
の
生
活
環
境
保
全
上
放
置
が
不
適
切
（
二
条
二
項
（
な
状

態
の
空
家
等
に
つ
い
て
、（
除
却
以
外
の
（
周
辺
の
生
活
環
境
保
全
に
必
要
な
措
置（（（0
（

の
助
言
～
命
令
も
で
き
る
と
し
て
、
カ
バ
ー
す
る
範
囲

を
広
げ
た
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
「
周
辺
の
生
活
環
境
保
全
上
放
置
が
不
適
切
」
な
場
合
（
＝
「
公
共
の
関
心
事
」（
に
「
周
辺
の
生
活
環
境
保

全
上
必
要
な
措
置
」
を
求
め
る
点
で
は
、
従
来
の
法
制
の
基
本
的
枠
組
み
を
維
持
し
て
い
る
。

　

な
お
、
都
市
再
生
特
措
法
は
、
居
住
誘
導
区
域
外
の
既
存
住
宅
地
で
、
空
地
が
急
速
に
増
加
し
て
い
る
地
域
で
の
跡
地
等
管
理
区
域
の

指
定
、
そ
こ
で
の
跡
地
等
の
所
有
者
と
都
市
再
生
推
進
法
人
と
の
跡
地
等
管
理
協
定
、
市
町
村
に
よ
る
勧
告
を
定
め
て
い
る
。
あ
わ
せ
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て
、
居
住
誘
導
区
域
内
の
公
共
施
設
に
つ
い
て
、
都
市
再
生
推
進
法
人
に
よ
る
運
営
も
規
定
し
た
（
都
市
再
生
一
一
九
条
一
項
五
号
（。
こ
れ

は
、
周
辺
環
境
に
支
障
が
生
じ
る
前
に
、
そ
の
管
理
の
あ
り
方
に
公
的
介
入
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
に
お
い
て
鉄
道
再
生
事
業
に
関
す
る
事
項
が
定
め
た
と
き
は
、
地
方
自
治
体
、
廃
止
鉄
道
事
業
経

営
の
鉄
道
事
業
者
、
国
交
省
令
で
定
め
る
者
は
、
全
員
合
意
に
よ
り
、
鉄
道
再
生
実
施
計
画
を
作
成
し
、
再
生
事
業
を
実
施
す
る
（
地
域

公
共
交
通
二
六
条
（。

　

⒞　

今
後
の
「
管
理
」
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
あ
り
方

　

周
辺
へ
の
危
険
等
（
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
（
へ
の
個
別
的
対
処
か
ら
、
よ
り
広
く
、
地
域
の
土
地
・
建
築
物
等（（01
（

の
管
理
状
態
の
変
更
（
利
用

変
更
・
廃
止
・
放
棄
等
（
自
体
を
と
ら
え
て
一
定
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か（（0（
（

。

　

そ
れ
は
都
市
的
土
地
利
用
と
農
耕
地
・
森
林
地
の
場
合
で
は
性
格
も
対
処
方
法
も
異
な
り
、
ま
た
従
前
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
性
格
も

の
か
で
も
異
な
っ
て
く
る
。
都
市
的
土
地
利
用
に
関
し
て
、
生
田
長
人
は
、「
開
発
行
為
」
と
対
比
し
て
「
管
理
行
為
」
概
念
の
導
入
を

提
唱
し（（00
（

、
そ
れ
に
は
「
建
物
の
用
途
変
更
」・「
建
物
の
業
態
変
更
」
と
「
利
用
の
休
止
・
廃
止
」
が
あ
る
と
す
る
。
後
者
は
、
い
わ
ば

「
撤
退
」
で
あ
る
が（（00
（

、
そ
れ
に
つ
い
て
、
①
一
定
の
指
定
地
域
内
で
、
撤
退
に
つ
い
て
、
届
出
義
務
を
課
し
、
必
要
に
応
じ
て
協
議
や
指

導
・
勧
告
を
行
う
、
②
一
定
規
模
以
上
の
事
業
所
そ
の
他
地
域
へ
の
影
響
が
大
き
い
も
の
の
撤
退
に
つ
い
て
、
届
出
義
務
を
課
し
、
必
要

に
応
じ
て
協
議
や
指
導
・
勧
告
を
行
う
な
ど
の
仕
組
み
を
主
張
す
る（（00
（

。

　

一
定
の
公
共
公
益
的
施
設
、
特
に
社
会
基
盤
を
構
成
す
る
一
定
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
特
別
の
枠
組
み
が
必
要
と
な
る（（00
（

。
と
こ

ろ
が
、
従
来
の
法
制
度
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
撤
退
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い（（00
（

。
鉄
道
事
業
（
貨
物
輸
送
を
除
く
（、

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
般
的
に
は
事
業
廃
止
の
一
年
程
度
前
に
国
交
大
臣
へ
の
届
出
な
ど
が
規
定
さ



2（（42‐1‐2（）「都市再生」法制における行政手法の展開（安本）

れ
て
い
る
の
み
で
あ
る（（00
（

。
こ
の
点
は
、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
に
よ
る
鉄
道
再
生
事
業
で
は
、
制
度
上
展
開
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
特
別
の
も
の
を
除
い
て
、
一
般
的
に
は
撤
退
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
。
中
に
は
、
そ
の
事
業
・
施
設

が
、
立
地
適
正
化
計
画
で
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
当
該
地
域
に
お
け
る
雇
用
を
担
っ
て
い
る
も
の
な
ど
、
当
該
地
域
の
存
立

に
寄
与
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
居
住
誘
導
区
域
内
の
公
共
施
設
の
都
市
再
生
推
進
法
人
に
よ
る
運
営
の
制
度
は
、
こ
の
一
部
を
担
う
も

の
と
し
て
機
能
し
う
る
か
。
生
田
の
主
張
す
る
よ
う
な
指
導
・
勧
告
等
と
地
域
社
会
（
市
町
村
、
よ
り
狭
域
の
自
治
組
織
、
非
営
利
・
営
利
民
間

団
体
等
（
の
手
に
よ
る
代
替
管
理
そ
の
他
利
用
継
続
の
た
め
の
協
議
の
シ
ス
テ
ム
も
必
要
と
さ
れ
よ
う（（00
（

。

　

な
お
、
そ
れ
が
そ
の
地
域
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
社
会
基
盤
で
あ
る
場
合
、
事
業
用
土
地
・
施
設
の
強
制
的
収
用
・
使
用
に
よ
る

事
業
継
続
の
可
能
性
を
確
保
す
る
新
法
制
も
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
そ
れ
が
土
地
収
用
法
三
条
の
収
用
適
格
事
業
で
あ
る
場
合
は
土

地
収
用
法
に
も
と
づ
く
強
制
的
収
用
・
使
用
が
可
能
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
法
は
現
在
の
用
法
と
は
異
な
る
公
共
の
用
の
た
め
の
土
地

の
収
用
・
使
用
が
本
体
で
あ
り
（
土
収
二
条
（、
事
業
に
必
要
な
施
設
・
物
品
等
も
含
め
た
総
体
を
対
象
と
し
て
収
用
し
事
業
を
継
続
す
る

の
は
、
そ
の
範
疇
を
超
え
る
。

⑷　

誘
導
手
法
の
展
開

　

⒜　

都
市
法
に
お
け
る
誘
導
手
法

　

誘
導
手
法
と
は
、
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
規
制
緩
和
な
ど
の
利
益
供
与
、
あ
る
い
は
情
報
を
用
い
て
、
相
手
方
の
自
主
的
判
断
の

結
果
と
し
て
一
定
の
行
為
の
実
現
を
期
待
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り（（00
（

、
近
年
、
環
境
法
そ
の
他
の
領
域
で
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た（（01
（

。
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都
市
計
画
法
・
建
築
基
準
法
等
を
中
心
と
し
た
都
市
法
分
野
で
は
、
規
制
的
手
法
が
中
核
で
あ
り
、
誘
導
も
そ
の
規
制
緩
和
に
よ
る
も

の
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
一
九
六
〇
年
前
後
か
ら
展
開
し
は
じ
め
た
特
例
緩
和
型
（
規
制
緩
和
を
し
つ
つ
公
開
空
地
な
ど
地
域
環
境
へ

の
貢
献
を
求
め
る
（
の
特
定
街
区
、
総
合
設
計
制
度
や
、
誘
導
型
地
区
計
画
な
ど
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る（（0（
（

。
な
お
、
再
開
発
地
区
計
画
制
度

（
一
九
八
八
年
創
設
（、
都
市
再
生
事
業
者
の
都
市
計
画
提
案
制
度
（
二
〇
〇
二
年
都
市
再
生
特
別
措
置
法
改
正
（
に
な
る
と
、
自
治
体
と
事
業
者
と

の
間
で
当
初
か
ら
協
議
を
し
な
が
ら
個
別
的
判
断
の
下
に
進
め
る
も
の
で
（「
協
議
型
ま
ち
づ
く
り
」
と
い
わ
れ
る
（（
（00
（

、
一
方
が
他
方
を
誘
導
す

る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
異
な
っ
て
く
る
。
他
方
、
そ
の
よ
う
な
法
的
枠
組
み
の
外
で
、
権
限
の
な
い
市
町
村
等
に
よ
る
行
政
指
導

（
こ
れ
も
一
種
の
相
手
方
の
任
意
の
実
行
を
期
待
す
る
誘
導
手
法
と
も
い
え
る
（
も
多
用
さ
れ
て
き
た（（00
（

。
そ
の
ほ
か
、
補
助
金
・
融
資
・
租
税
減
免
等

の
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
も
個
別
施
策
に
関
わ
っ
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。

　

⒝　

都
市
再
生
法
制
に
お
け
る
誘
導

　

都
市
再
生
法
制
、
特
に
立
地
適
正
化
計
画
制
度
（
居
住
誘
導
区
域
・
都
市
機
能
誘
導
区
域
、
跡
地
管
理
区
域
（
で
は
、
こ
の
「
誘
導
」
が
中
核

的
な
位
置
に
お
か
れ
た（（00
（

。

　

誘
導
手
法
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
①
誘
導
区
域
内
で
の
経
済
的
支
援
措
置
（
法
定
の
も
の
お
よ
び
立
地
適
正
化
計
画
で
定
め
ら
れ
た

も
の（
（00
（

（、
誘
導
区
域
内
の
土
地
取
得
の
あ
っ
せ
ん
（
公
有
地
提
供
も
あ
り
う
る
（
な
ど
の
便
益
供
与
、
②
基
盤
整
備
（
公
共
交
通
施
設
等
の
整
備
支

援
強
化
に
よ
る
居
住
誘
導
区
域
の
生
活
の
利
便
性
向
上
（、
③
そ
れ
ら
の
情
報
提
供
、
跡
地
管
理
区
域
内
で
の
「
所
有
者
等
」
へ
の
跡
地
等
の
適

正
管
理
に
必
要
な
情
報
の
提
供
、
そ
し
て
④
誘
導
区
域
外
で
情
報
提
供
を
行
い
な
が
ら
の
行
政
指
導
、
区
域
外
で
の
一
定
の
開
発
・
建
築

行
為
等
に
つ
い
て
区
域
内
へ
の
変
更
・
規
模
縮
小
・
中
止
等
の
勧
告
（
併
せ
て
上
記
の
区
域
内
の
土
地
取
得
あ
っ
せ
ん
等
（、
ま
た
、
跡
地
等
管

理
区
域
で
の
跡
地
等
所
有
者
に
対
す
る
適
正
管
理
の
指
導
・
助
言
・
勧
告
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
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⒞　

誘
導
手
法
の
検
討
課
題

　

誘
導
手
法
の
法
的
検
討
上
、
次
の
三
種
に
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
が
有
益
と
思
わ
れ
る
。
①
一
定
の
利
益
の
付
与
・
不
利
益
の
賦
課
、

②
事
実
（
プ
ラ
ス
事
実
な
い
し
は
リ
ス
ク
等
の
マ
イ
ナ
ス
事
実
（
あ
る
い
は
そ
の
評
価
等
を
公
表
し
ま
た
は
公
表
さ
せ
る
、
③
指
導
・
勧
告（（00
（

な

ど
。
そ
の
法
的
評
価
の
審
査
の
共
通
し
た
枠
組
み
と
し
て
は
、
目
的
の
適
正
性
、
目
的
と
手
法
の
適
合
性
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
措
置
に

応
じ
た
事
前
手
続
の
適
正
性
が
あ
げ
ら
れ
る（（00
（

。
さ
ら
に
①
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
益
付
与
が
法
令
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
か（（00
（

、
公
正
で
あ

り
公
益
に
合
致
す
る
か（（00
（

、
②
に
つ
い
て
は
、
反
論
の
手
続
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か（（01
（

、
③
に
つ
い
て
は
、
指
導
・
勧
告
に
従
っ
た
者
と
従
わ

な
か
っ
た
も
の
と
の
公
平
性
な
ど
が
主
要
な
問
題
と
な
る
。

　

そ
れ
で
は
都
市
再
生
法
制
に
お
け
る
誘
導
は
ど
う
か
。
そ
こ
で
行
わ
れ
る
誘
導
は
、
ⅰ
立
地
の
抑
制
（
諸
誘
導
区
域
外
（、
ⅱ
立
地
の
促

進
（
諸
誘
導
区
域
内
（
お
よ
び
ⅲ
住
宅
等
の
管
理
の
（
一
定
水
準
の
（
維
持
あ
る
い
は
社
会
施
設
の
機
能
の
維
持
（
鉄
道
再
生
事
業
実
施
等
（
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
諸
誘
導
作
用
が
、「
‥
‥
区
域
外
で
の
立
地
を
抑
制
」
等
々
の
目
的
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
計
画
と
緊
密
に
結
び
つ
け

ら
れ
て
行
わ
れ
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
規
範
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
（
は
か
な
り
明
確
で
あ
る
。
す
わ
な
ち
、
そ
の
適
正

性
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
当
該
計
画
の
適
正
性
に
か
か
っ
て
い
る
。

　

ⅰ
立
地
の
抑
制
は
、「
届
出
─
─
指
導
・
勧
告
」
で
完
結
し
て
い
る（（0（
（

。
と
こ
ろ
で
立
地
の
抑
制
自
体
は
規
制
的
手
法
で
も
可
能
で
あ
る
。

逆
に
、
都
市
計
画
上
の
規
制
お
よ
び
そ
の
変
更
に
よ
ら
な
い
で
別
途
計
画
を
定
め
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
誘
導
す
る
こ
と
の
妥
当
性
が
問
わ

れ
る
。
こ
の
点
、
住
宅
に
つ
い
て
い
え
ば
、
都
市
計
画
上
の
市
街
化
区
域
・
非
区
分
都
市
計
画
区
域
に
お
い
て
は
、
工
業
専
用
地
域
で

の
、
お
よ
び
低
層
住
居
専
用
地
域
で
の
中
高
層
住
宅
の
規
制
を
除
け
ば
、
住
宅
立
地
に
特
別
の
規
制
は
な
い
（
用
途
地
域
制
は
、
住
宅
以
外
の

用
途
の
建
築
物
を
ど
こ
で
ど
う
規
制
す
る
か
を
主
眼
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
（。
こ
う
し
て
市
街
地
は
拡
散
を
続
け
た
。
こ
の
下
で
住
居
用
建
築
物
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に
焦
点
を
あ
て
て
新
規
立
地
を
抑
制
す
る
（
場
合
に
よ
っ
て
は
住
居
系
用
途
地
域（
（00
（

の
下
で
あ
っ
て
も
（
に
は
、
一
定
の
方
向
を
明
確
に
し
た
上
で
、

自
発
的
意
思
を
引
き
出
し
な
が
ら
時
間
を
か
け
て
進
め
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
居
住
は
、
当
該
居
住
用
建
築
物
だ
け
で
な
く
、

周
辺
で
の
一
定
の
居
住
の
存
在
、
そ
れ
を
支
え
る
社
会
的
基
盤
が
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
誘
導
」
に

と
ど
ま
る
と
し
て
も
、
か
な
り
の
実
効
性
は
期
待
で
き
る
と
思
わ
れ
る
（
居
住
用
建
築
物
（「
住
宅
等
」（
の
立
地
は
、
居
住
誘
導
区
域
内
に
適
切
な

用
地
等
が
取
得
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
条
件
に
も
よ
る
が
そ
ち
ら
を
選
択
す
る
可
能
性
は
か
な
り
あ
る
（。

　

他
方
、
ⅱ
立
地
の
促
進
と
か
、
ⅲ
住
宅
等
の
一
定
の
管
理
、
社
会
施
設
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
、
一
定
の
行
為
の
積
極
的
な
権
力
的
強

制
は
、
人
身
の
自
由
・
営
業
の
自
由
等
に
は
馴
染
み
に
く
い
（
社
会
施
設
を
管
理
運
営
す
る
か
ら
に
は
所
定
の
水
準
の
管
理
運
営
を
す
る
こ
と
は
要
求

で
き
る
が
、
そ
も
そ
も
管
理
運
営
を
す
る
こ
と
自
体
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（。
わ
が
国
の
法
制
上
「
人
的
公
用
負
担
」
と
い
わ
れ
る
も
の
も

な
い
で
は
な
い
が（（00
（

、
そ
れ
ら
は
実
定
法
上
、
強
制
的
な
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
か
く
し
て
、
こ
の
作
用
は
非
権
力
的
な
、
誘
導
手
法

に
よ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
都
市
再
生
法
制
に
お
け
る
誘
導
手
法
の
採
用
は
、
一
般
的
に
は
適
正
性
は
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
個
別
具
体
の
誘
導
手

法
が
果
た
し
て
適
法
・
適
切
な
も
の
か
は
、
な
お
問
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
利
益
の
供
与
が
、
利
益
の
供
与
を
受
け
な
い
も
の
と
の
公

平
性
（
憲
一
四
条
（
を
害
し
て
い
な
い
か
、
そ
れ
が
真
に
公
益
に
合
致
す
る
も
の
か
、
手
続
が
適
正
か
（
例
え
ば
自
治
九
六
条
一
項
六
号（
（00
（

（
な
ど

を
踏
ま
え
た
法
的
な
枠
の
下
で
審
査
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
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ま
と
め
に
代
え
て

　

一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
当
初
に
か
け
て
進
ん
だ
地
域
間
競
争
政
策
と
そ
の
下
で
の
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
生
じ
た
負
の
遺
産
を

抱
え
て
人
口
減
少
・
高
齢
化
の
時
代
に
踏
み
こ
ん
だ
わ
が
国
の
都
市
法
制
の
、
一
定
の
手
直
し
の
中
で
、
二
〇
〇
五
～
六
年
以
降
、「
都

市
再
生
」
と
も
い
う
べ
き
目
的
を
も
っ
た
い
く
つ
か
の
法
が
展
開
し
て
き
て
、
二
〇
一
四
年
法
改
正
・
法
制
定
に
よ
り
一
群
の
法
制
と
し

て
存
在
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
本
稿
で
確
認
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
地
域
空
間
利
用
の
規
律
は
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
の
推
進
、
そ
し
て
地
域
公
共
交
通
の
維
持
・
再
編
の
課
題
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
展
開
し
て
き
た
。

　

そ
こ
で
は
、
例
え
ば
、
一
定
の
期
間
を
か
け
て
地
域
の
方
向
づ
け
・
再
編
を
し
て
行
く
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
再
評
価
と
そ
の
下
で
の
住

宅
立
地
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
含
む
計
画
、
そ
し
て
そ
の
た
め
の
規
制
と
誘
導
を
結
合
し
た
手
法
の
導
入
が
試
み
ら
れ
た
。「
公
共
へ
の
危

険
と
有
害
」
を
防
ぐ
の
み
な
ら
ず
、
地
域
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
利
用
・
管
理
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
必
要
な
機

能
の
維
持
を
目
的
と
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
模
索
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

ま
た
、
そ
の
た
め
に
も
、
規
制
の
あ
り
方
の
見
直
し
も
試
み
ら
れ
て
き
て
い
る
。
市
街
化
区
域
・
市
街
化
調
整
区
域
の
区
域
区
分
の
再

評
価
、
従
来
の
「
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
の
規
制
と
建
築
規
制
と
の
分
割
」
を
乗
り
越
え
た
規
制
も
一
部
導
入
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
点
で
は
、
わ
が
国
の
都
市
法
制
の
原
理
の
手
直
し
に
及
ぶ
も
の
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
な
お
、
未

だ
一
部
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
今
日
に
相
応
し
い
法
制
を
形
成
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
こ
と
も
、
本
稿
で
見
て
き

た
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
な
法
制
を
展
望
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

そ
れ
に
、
規
制
、
そ
し
て
誘
導
を
も
含
む
多
様
な
手
法
で
都
市
の
「
縮
退
」
を
含
む
地
域
再
編
を
行
う
場
合
、
そ
の
地
域
像
の
内
容
こ
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そ
が
問
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
各
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
そ
の
地
域
に
内
在
す
る
力
に
依
拠
し
つ
つ
、
合
意
し
形
成
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
は
異
な
る
次
元
で
「
選
択
す
る
」
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
あ
り
方
を
ど
う
考
え
る
か
。
こ
れ
は
、
様
々
な

実
践
を
踏
ま
え
て
、
今
後
深
め
ら
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
１
（ 

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
」
に
お
け
る
出
生
中
位
・
死
亡
中
位
推
計
結
果
（
二
〇
一
二
・
一
（http:// w

w
w8 .

cao.go.jp/ kourei/ w
hitepaper/ w-2014/ zenbun/ s1_1_1 .htm

l

（
２
（ 

こ
れ
に
対
し
て
、
経
済
原
理
に
反
し
た
政
策
で
あ
る
と
す
る
批
判
は
、
当
初
か
ら
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
下
で
公
共
事
業
中
心
の
地
方
振
興
策
が
行

わ
れ
、
そ
れ
が
利
権
・
腐
敗
の
政
治
構
造
の
温
床
と
も
な
り
、
ま
た
中
央
・
地
方
財
政
の
困
難
を
も
た
ら
し
た
、
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
３
（ 

国
土
総
合
開
発
法
に
代
わ
っ
て
制
定
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
国
土
形
成
計
画
法
の
目
的
規
定
に
は
、「
産
業
立
地
の
適
正
化
」
の
よ
う
な
文
言
は
な
い
。

な
お
、
山
崎
朗
「
人
口
減
少
時
代
の
地
域
政
策
」（
塩
見
英
治
・
山
崎
朗
編
著
『
人
口
減
少
化
の
制
度
改
革
と
地
域
政
策
』
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
（

一
二
九
頁
以
下
は
、「
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
」「
地
域
間
格
差
是
正
」
は
、
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
説
く
。

（
４
（ 

安
本
典
夫
「
新
た
な
地
方
自
治
の
形
成
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
〇
号
（
一
九
九
七
（
五
二
頁
以
下
。

（
５
（ 

な
お
、
二
〇
一
三
年
度
以
降
、「
国
土
強
靭
化
」
を
旗
印
と
し
た
公
共
事
業
に
よ
る
需
要
創
出
が
一
方
で
は
と
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
れ
は
財
政
状

況
か
ら
し
て
も
、
一
時
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

（
６
（ 

増
田
寛
也
編
著
『
地
方
消
滅
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
四
（
二
三
頁
以
下

（
７
（ 

①
人
口
の
維
持
・
反
転
、
②
人
口
の
再
配
置
（
大
都
市
圏
へ
の
人
口
流
入
の
流
れ
を
変
え
る
（、
③
人
材
の
養
成
・
獲
得
。
な
お
、
人
口
再
配
置
と
並

ん
で
重
要
課
題
と
し
て
少
子
化
対
策
を
あ
げ
る
（
同
右
六
九
頁
以
下
（。

（
８
（ 

同
右
四
一
頁
以
下

（
９
（ 

政
府
の
「
地
方
中
枢
拠
点
都
市
」（
政
令
指
定
都
市
・
中
核
市
で
昼
夜
人
口
比
率
一
以
上
（
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
し
て
い
る
（
同
右
五
二
頁
（

が
、
四
八
頁
の
図
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
ば
東
北
地
方
で
は
仙
台
く
ら
い
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
山
崎
・
前
掲
注
（
３
（
一
二
九
頁
は
、
人
口
は



（1（42‐1‐（1）「都市再生」法制における行政手法の展開（安本）

三
大
都
市
圏
、
地
方
中
枢
都
市
（
札
幌
市
、
仙
台
市
、
広
島
市
、
福
岡
市
（
集
中
型
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
10
（ 

病
院
・
介
護
施
設
を
こ
の
圏
域
に
配
置
。
増
田
・
前
掲
注
（
６
（
五
四
頁
。

（
11
（ 
同
右
五
〇
頁
～
五
一
頁
。

（
12
（ 
小
田
切
徳
美
『
農
山
村
は
消
滅
し
な
い
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
（
四
〇
頁
以
下
。

（
1（
（ 

消
滅
の
定
義
、
そ
の
水
準
、
算
定
の
根
拠
な
ど
へ
の
批
判
の
ほ
か
、
都
市
か
ら
農
村
へ
の
移
住
傾
向
（
特
に
東
日
本
大
震
災
以
降
急
増
し
て
い
る
（

や
田
園
回
帰
の
傾
向
に
対
す
る
過
小
評
価
な
ど
。
小
田
切
・
同
右
四
三
頁
以
下
・
一
七
六
頁
以
下
、
山
下
佑
介
『
地
方
消
滅
の
罠
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一

四
（。
な
お
、
田
園
回
帰
現
象
に
つ
い
て
は
、
国
交
省
総
合
計
画
課
「
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
二
〇
五
〇
─
─
対
流
促
進
型
国
土
の
形
成
─
─
」
人
と

国
土
二
〇
一
四
年
九
号
二
四
頁
も
触
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
現
象
の
過
大
評
価
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（
14
（ 

経
済
財
政
諮
問
会
議
専
門
調
査
会
「
選
択
す
る
未
来
」
委
員
会
「
未
来
へ
の
選
択

－

人
口
急
減
・
超
高
齢
社
会
を
超
え
て
、
日
本
発 

成
長
・
発
展
モ

デ
ル
を
構
築

－

」（
二
〇
一
四
・
四
（
は
、「
Ⅱ 

主
な
政
策
の
方
向
性
─
─
２
．
地
域
の
疲
弊
、
衰
退
を
緩
和
、
反
転
さ
せ
る
─
─
⑵
地
域
の
再
生
の
た
め
の

『
集
約
・
活
性
化
』」
と
展
開
し
て
い
る
。
な
お
、「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
四
」（「
骨
太
二
〇
一
四
」（（
二
〇
一
四
・
六
閣
議
決
定
（
で

も
「
地
域
の
合
意
形
成
の
下
で
の
」「
都
市
機
能
の
集
約
や
地
方
中
枢
都
市
圏
等
の
形
成
等
‥
‥
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
集
約
‥
‥
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、

合
意
形
成
の
た
め
の
客
観
的
資
料
と
し
て
、
例
え
ば
国
土
交
通
省
都
市
計
画
課
「
都
市
構
造
の
評
価
に
関
す
る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
な
ど
も
出
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
（ 

都
市
の
階
層
認
識
に
つ
い
て
は
、
山
崎
・
前
掲
注
（
３
（
一
三
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
地
方
中
枢
都
市
は
、
周
辺
か
ら
の
人
口
移
動
を
受
け
て
、

人
口
減
少
・
若
年
層
減
少
が
顕
在
化
し
て
い
な
い
。

（
16
（ 

片
岸
将
広
「
コ
ン
パ
ク
ト
な
都
市
福
利
の
た
め
の
郊
外
市
街
地
の
再
生
・
再
編
戦
略
」（
川
上
光
彦
編
著
『
地
方
都
市
の
再
生
戦
略
』
学
芸
出
版
社
、

二
〇
一
四
（
四
〇
頁
以
下
。

（
1（
（ 

「
郊
外
市
街
地
」
は
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
Ｄ
Ｉ
Ｄ
と
な
っ
た
都
市
近
郊
エ
リ
ア
、
と
定
義
さ
れ
る
。
同
右
。

（
18
（ 

地
方
都
市
の
人
口
集
中
地
区
は
、
一
九
六
〇
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
、
人
口
は
一
・
八
倍
、
面
積
は
三
・
二
倍
、
人
口
密
度
は
一
ha
当
た
り

八
九
人
か
ら
五
一
人
に
な
っ
た
。
川
上
光
彦
「
地
方
都
市
再
生
の
現
状
と
課
題
」（
川
上
・
前
掲
注
（
16
（（
一
二
頁
以
下
。

（
1（
（ 

長
坂
泰
之
『
中
心
市
街
地
活
性
化
の
ツ
ボ
』（
学
芸
出
版
社
、
二
〇
一
一
（
三
二
頁
以
下
・
六
一
頁
以
下
、
川
上
・
前
掲
注
（
18
（
一
二
頁
以
下
、
山

崎
・
前
掲
注
（
３
（
一
三
四
頁
。
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（
20
（ 

大
型
店
出
店
を
原
則
自
由
化
し
、
住
環
境
の
面
か
ら
の
立
地
規
制
に
と
ど
め
る
と
し
た
。

（
21
（ 

特
別
用
途
地
区
を
多
様
化
し
、
市
町
村
が
「
中
小
小
売
店
舗
地
区
」
等
を
設
定
し
大
型
店
制
限
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

（
22
（ 
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
を
作
成
し
、
市
町
村
に
よ
る
市
街
地
整
備
と
、
民
間
の
ま
ち
づ
く
り
組
織
Ｔ
Ｍ
Ｏ
（Tow

n M
anagem

ent 

O
rganization

（
に
よ
る
商
店
街
振
興
を
進
め
る
。 

（
2（
（
旧
中
心
市
街
地
活
性
化
法
に
基
づ
く
基
本
計
画
は
六
〇
〇
を
超
え
る
地
域
で
作
成
さ
れ
た
が
、
基
本
計
画
に
実
効
性
が
伴
わ
ず
、
中
心
市
街
地
活
性
化

予
算
も
、
対
症
療
法
的
な
事
業
（
例
：
空
き
店
舗
対
策
補
助
（
が
多
か
っ
た
。
他
方
、
都
市
計
画
法
は
規
制
が
緩
く
、
大
型
店
を
規
制
で
き
な
か
っ
た
。
伊

藤
雅
春
・
小
林
郁
雄
・
澤
田
雅
浩
・
野
澤
千
絵
・
真
野
洋
介
・
山
本
俊
哉
編
著
『
都
市
計
画
と
ま
ち
づ
く
り
が
わ
か
る
本
』（
彰
国
社
、
二
〇
一
一
（
一
三

〇
頁
は
、
基
本
計
画
の
内
容
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
不
適
切
・
不
十
分
、
Ｔ
Ｍ
Ｏ
の
人
材
・
資
金
の
不
足
、
活
動
の
商
業
分
野
へ
の
偏
よ
り
、
事
業
者
間
・
関

係
者
間
の
連
携
不
十
分
な
ど
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
長
坂
は
、
商
店
街
・
商
業
者
も
変
化
に
対
応
で
き
ず
、
閉
店
後
に
店
舗
を
賃
貸
せ
ず
、
放
置
な
い
し
は

コ
イ
ン
パ
ー
ク
キ
ン
グ
と
か
一
階
に
店
舗
の
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
に
す
る
な
ど
、
地
権
者
的
対
応
に
と
ど
ま
っ
た
な
ど
の
要
因
も
指
摘
す
る
。
長
坂
・
前
掲
注

（
1（
（
二
二
頁
以
下
・
三
二
頁
以
下
・
四
三
頁
以
下
・
六
一
頁
以
下
。
な
お
、
米
山
秀
隆
『
空
き
家
急
増
の
真
実
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
二
（

一
五
〇
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。

（
24
（ 

あ
わ
せ
て
特
定
用
途
制
限
地
域
・
準
都
市
計
画
区
域
制
度
を
創
設
し
、
一
定
規
模
の
大
型
店
制
限
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

（
2（
（ 

市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整
区
域
と
に
区
域
区
分
さ
れ
て
い
な
い
都
市
計
画
区
域
を
指
す
。〝
業
界
用
語
〟
で
は
「
非
線
引
き
都
市
計
画
区
域
」
と
呼

ば
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
法
律
上
の
用
語
で
あ
る
「
区
域
区
分
」
に
即
し
て
、「
区
分
／
非
区
分
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。

（
26
（ 

中
出
文
平
「
土
地
周
辺
部
の
あ
る
べ
き
土
地
利
用
計
画
と
そ
の
実
現
」（
川
上
光
彦
・
浦
山
益
郎
・
飯
田
直
彦
・
土
地
利
用
研
究
会
編
著
『
人
口
減
少

時
代
に
お
け
る
土
地
利
用
計
画
』
学
芸
出
版
社
、
二
〇
一
〇
（
三
一
頁
。

（
2（
（ 

ド
イ
ツ
政
府
「
都
市
改
造
政
策
─
─
東
」（
二
〇
〇
一
（、『Shirinking C

ities

（
縮
小
都
市
（
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
二
〇
〇
五
／
二
〇
〇
六
（（
ド
イ
ツ
連
邦
文
化

財
団
が
中
心
（
な
ど
。
矢
作
弘
『
縮
小
都
市
の
挑
戦
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
（
二
頁
以
下
参
照
。

（
28
（
青
森
市
で
は
同
心
円
状
の
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
構
想
が
提
起
さ
れ
た
が
必
ず
し
も
市
民
の
納
得
が
十
分
に
得
ら
れ
た
と
は
い
え
ず
、
富
山
市
の
公
共
交

通
の
主
要
駅
周
辺
で
の
集
約
市
街
地
を
柱
と
し
た
構
想
（「
串
と
団
子
」（
が
今
日
の
主
要
な
流
れ
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
富
山
市
の
事
例
に
つ
い
て

は
、
堀
友
影
「
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
戦
略
に
よ
る
富
山
型
都
市
経
営
の
構
築
」
新
都
市
六
八
巻
九
号
（
二
〇
一
四
（
四
二
頁
以
下
、
富
山
市
都
市
政
策
課
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「
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
活
用
し
た
富
山
市
に
お
け
る
『
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
』
の
取
組
効
果
把
握
」
新
都
市
六
九
巻
八
号
（
二
〇
一
五
（
五
六
頁
以
下
。
な
お
、
今
や
、

コ
ン
パ
ク
ト
化
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
市
は
七
割
弱
と
い
わ
れ
る
。
都
市
計
画
法
制
研
究
会
『
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
実
現
の
た
め
の
都
市
計
画
制
度
─
─
平

成
二
六
年
改
正
都
市
再
生
法
・
都
市
計
画
法
の
解
説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
四
（
七
頁
。
自
治
体
の
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
構
想
に
つ
い
て
は
、
海
道
清

信
「
低
炭
素
都
市
に
お
け
る
持
続
可
能
な
都
市
形
態
と
周
辺
部
」（
川
上
他
・
前
掲
注
（
26
（（
一
八
頁
以
下
、
浦
山
益
郎
・
飯
田
直
彦
・
姥
浦
道
生
「
持
続

可
能
な
都
市
周
辺
部
の
再
編
に
向
け
て
」（
川
上
他
・
前
掲
注
（
26
（（
一
六
〇
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。

（
2（
（ 

都
市
圏
内
の
一
つ
ま
た
は
複
数
の
核
に
多
様
な
都
市
機
能
（
居
住
、
公
共
公
益
施
設
、
事
業
所
、
商
業
等
（
が
集
積
し
、
こ
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機

能
も
確
保
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
集
約
拠
点
相
互
間
、
お
よ
び
各
集
約
拠
点
と
都
市
圏
内
の
そ
の
他
の
地
域
を
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
有
機
的
に
連

携
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
答
申
に
い
た
る
前
に
、
同
審
議
会
答
申
『
都
市
再
生
ビ
ジ
ョ
ン
』（
二
〇
〇
三
・
一
二
（
が
出
さ
れ
、
持

続
的
発
展
の
理
念
の
具
現
化
と
し
て
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
に
通
じ
る
方
向
が
出
さ
れ
た
。
な
お
、
同
審
議
会
都
市
計
画
部
会
報
告
書
「
エ
コ
・
コ
ン
パ
ク
ト

シ
テ
ィ
」（
二
〇
〇
九
（
も
、
選
択
と
集
中
を
い
う
。
海
道
・
前
掲
注
（
28
（
一
八
頁
以
下
、
浦
山
他
・
前
掲
注
（
28
（
一
六
〇
頁
以
下
参
照
。

（
（0
（ 

「
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
形
成
に
向
け
て
都
市
機
能
の
集
約
等
を
進
め
る
都
市
の
コ
ン
パ
ク
ト
化
と
公
共
交
通
網
の
再
構
築
を
は
じ
め
と
す
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
構
築
」
が
都
市
再
生
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
基
本
方
針
二
〇
〇
八
に
お
い
て
「
都
市
機
能
の
集
約
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
と
い
う
言

葉
が
出
始
め
た
（
一
二
頁
（。

（
（1
（ 

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
内
包
に
つ
い
て
は
、
海
道
清
信
『
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
』（
学
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
一
（
二
一
頁
以
下
。
各
国
で
の
展
開
に
つ

い
て
は
、
同
『
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
計
画
と
デ
ザ
イ
ン
』（
学
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
七
（
参
照
。
海
道
・
前
掲
注
（
28
（
一
八
頁
、
都
市
計
画
法
制
研
究

会
・
前
掲
注
（
28
（
一
一
頁
以
下
、
浦
山
他
・
前
掲
注
（
28
（
一
六
〇
頁
以
下
も
ほ
ぼ
同
様
の
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ほ
か
に
米
山
・
前
掲
注
（
2（
（
一
五

〇
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
（2
（ 

ド
イ
ツ
を
参
考
に
し
た
都
市
圏
内
各
都
市
の
「
序
列
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
・
機
能
分
担
に
つ
い
て
は
、
矢
作
・
前
掲
注
（
2（
（
二
〇
六
頁
以
下
参

照
。

（
（（
（ 

い
わ
ゆ
る
平
成
の
大
合
併
前
の
市
区
町
村
数
が
三
、
二
二
九
（
一
九
九
九
・
三
・
三
一
現
在
（
で
あ
る
。

（
（4
（ 

第
４
章
⑴
。
他
方
、
全
国
的
に
は
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
に
よ
り
三
大
都
市
圏
が
一
体
化
し
て
ス
ー
パ
ー
・
メ
ガ
リ
ー
ジ
ョ
ン
を
形
成
す
る
と
し
て
い

る
（
同
章
⑶
（。
な
お
、
高
次
地
方
都
市
連
合
が
連
携
す
る
と
さ
れ
て
い
る
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
晶
二
「
本
年
１
月
に
実
施
さ
れ
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た
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
に
対
す
る
批
判
的
検
証
（
検
討
メ
モ
（」http:// w

w
w.m

into.or.jp/ print/ urbanstudy/ pdf/ research_12 .pdf

の
批
判
も
あ
る
。

（
（（
（ 

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
、
ロ
ン
ド
ン
周
辺
で
の
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
設
定
と
、
そ
の
外
側
で
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（
（6
（ 
具
体
的
都
市
像
と
し
て
現
状
の
都
市
構
造
を
追
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
海
道
清
信
「
青
森
市

－

コ
ン
パ
ク
ト

シ
テ
ィ
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
」（
川
上
他
・
前
掲
注
（
26
（（
一
二
〇
頁
以
下
。

（
（（
（ 

「
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
は
郊
外
や
農
山
村
の
切
り
捨
て
」
と
い
う
批
判
は
強
い
。
同
右
一
二
〇
頁
以
下
。

（
（8
（ 

な
お
、
広
原
盛
明
「
京
阪
神
大
都
市
圏
再
生
へ
の
生
活
者
・
居
住
者
視
点
」（
広
原
盛
明
・
高
田
光
雄
・
角
野
幸
博
・
成
田
孝
三
編
著
『
都
心
・
ま
ち

な
か
・
郊
外
の
共
生

－

京
阪
神
大
都
市
圏
の
将
来

－

』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
〇
（
五
〇
頁
以
下
。

（
（（
（ 

都
市
計
画
・
中
心
市
街
地
活
性
化
法
制
研
究
会
『
詳
説
・
ま
ち
づ
く
り
三
法
の
見
直
し
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
七
（
参
照
。

（
40
（ 

大
都
市
中
心
に
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
等
を
指
定
し
、
都
市
基
盤
の
重
点
的
整
備
を
行
う
こ
と
を
意
図
し
て
都
市
計
画
法
上
の
規
制
緩
和
な
ど
を

行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
第
一
回
都
市
再
生
本
部
会
議
「
都
市
再
生
に
取
り
組
む
基
本
的
考
え
方
」（
二
〇
〇
一
・
五
・
一
八
（（http:// w

w
w.m

lit.

go.jp/ singikai/ infra/ city_ planning/1/ im
ages/010（0（_0（ .pdf

。
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
に
は
札
幌
一
、
東
京
四
、
横
浜
一
、
川
崎
一
、
名
古
屋

一
、
大
阪
二
、
福
岡
一
各
地
域
が
指
定
さ
れ
た
。

（
41
（ 

本
文
記
述
の
も
の
の
ほ
か
、
地
域
再
生
法
が
二
〇
〇
五
年
に
制
定
さ
れ
た
。
地
方
自
治
体
が
地
域
再
生
計
画
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を

受
け
る
と
、
そ
こ
の
定
め
ら
れ
た
事
業
と
そ
の
関
連
事
業
に
は
地
域
再
生
基
盤
強
化
交
付
金
そ
の
他
の
支
援
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
軸
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
道
路
等
の
公
共
施
設
計
画
の
縮
小
変
更
が
自
治
体
で
取
り
組
ま
れ
（
安
本
典
夫
『
都
市
法
概
説
［
第
二
版
］』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
三
［
第
一
版
：

二
〇
〇
九
］（
一
八
二
頁
以
下
（、
さ
ら
に
は
ダ
ウ
ン
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
試
み
る
自
治
体
も
現
れ
て
き
た
（
鈴
木
浩
『
日
本
版
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
─
─
地
域
循

環
型
都
市
の
構
築
』（
学
要
書
房
、
二
〇
〇
七
（
な
ど
参
照
（。 

（
42
（ 

見
直
し
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
・
中
心
市
街
地
活
性
化
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
（（
（
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
大
店
立
地
法
の
改
正
は

な
く
、
指
針
の
改
正
等
が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
中
心
市
街
地
活
性
化
法
に
事
業
者
の
責
務
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
大
型
店
の
社
会
的
責
任
が
強

化
さ
れ
た
（
退
店
時
の
対
応
等
に
つ
い
て
業
界
が
自
主
的
に
社
会
的
責
任
を
果
た
す
よ
う
業
界
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
を
求
め
る
（（
中
西
信
介
「
中
心
市

街
地
活
性
化
政
策
の
経
緯
と
今
後
の
課
題
─
─
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
─
─
」
立
法
と
調
査
三
五
一
号
（
二
〇

一
四
（
九
九
頁
（。
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（
4（
（ 

用
途
地
域
の
う
ち
、
商
業
地
域
・
近
隣
商
業
地
域
・
準
工
業
地
域
で
の
み
立
地
で
き
る
。
用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
都
市
計
画
区
域
・
準
都

市
計
画
区
域
で
は
立
地
が
制
限
さ
れ
、
開
発
整
備
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
決
定
が
あ
れ
ば
立
地
で
き
る
。

（
44
（ 
川
崎
興
太
「
コ
ン
パ
ク
ト
な
都
市
構
造
の
実
現
に
向
け
た
中
活
認
定
都
市
の
土
地
利
用
規
制
」（
川
上
他
・
前
掲
注
（
26
（（
九
七
頁
以
下
、
矢
野

裕
児
・
秋
山
浩
之
「
小
売
業
の
構
造
変
化
と
地
域
に
お
い
て
果
た
す
役
割
」（
塩
見
・
山
崎
・
前
掲
注
（
３
（
一
八
四
頁
以
下
。
な
お
、
こ
れ
は
郊
外
で
の

住
宅
開
発
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
（
角
本
伸
晃
「
都
市
シ
ス
テ
ム
の
変
容
と
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
」（
塩
見
・
山
崎
・
前
掲
注
（
３
（
二
〇
七
頁
（。
大

規
模
集
客
施
設
立
地
制
限
を
主
要
目
的
と
し
て
準
都
市
計
画
区
域
指
定
を
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
（
福
岡
県
、
佐
賀
県
（（
川
崎
・
前
掲
注
（
44
（
九
七
頁

以
下
（、
規
制
し
た
自
治
体
は
一
部
と
い
う
（
長
坂
・
前
掲
注
（
1（
（
二
三
頁
（。

（
4（
（ 

地
方
都
市
（
三
大
都
市
圏
、
政
令
指
定
都
市
以
外
（
で
は
、
特
別
用
途
地
区
等
の
活
用
に
よ
り
準
工
業
地
域
等
の
大
規
模
集
客
施
設
立
地
制
限
が
認

定
要
件
に
入
れ
ら
れ
た
（
中
心
市
街
地
活
性
化
本
部
「
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
」（
二
〇
〇
六
（（。
な
お
、
川
崎
・
前
掲
注

（
44
（
九
五
頁
以
下
、
姥
浦
道
生
「
都
市
周
辺
部
に
お
け
る
大
規
模
商
業
施
設
の
立
地
規
制
と
誘
導
」（
川
上
他
・
前
掲
注
（
26
（（
八
九
頁
参
照
。

（
46
（ 

支
援
策
と
し
て
は
、
商
業
活
性
化
の
た
め
の
「
中
心
市
街
地
魅
力
発
掘
・
想
像
支
援
事
業
」（
経
済
産
業
省
（、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
保
留
地
と
し
て

公
営
住
宅
用
地
等
を
追
加
、
計
画
に
則
っ
た
共
同
住
宅
供
給
へ
の
自
治
体
の
補
助
に
国
が
補
助
（
国
交
省
（
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
中
西
・
前
掲
注

（
42
（
九
八
頁
、
国
土
交
通
省
『
中
心
市
街
地
活
性
化
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
［
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
年
度
（］』
参
照
。
ま
た
、
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会

（
民
間
事
業
者
、
地
権
者
、
市
町
村
な
ど
も
構
成
員
（
を
設
置
し
て
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
4（
（ 

乗
合
バ
ス
事
業
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
二
年
に
、
事
業
の
退
出
も
、
許
可
制
か
ら
事
前
届
出
制
に
変
わ
っ
た
。 

（
48
（ 

高
山
純
一
「
人
と
公
共
交
通
を
中
心
と
し
た
新
た
な
交
通
戦
略
」（
川
上
編
著
・
前
掲
注
（
16
（（
八
六
頁
、
木
村
俊
介
「
公
共
バ
ス
事
業
の
動
向
」

（
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
『
人
口
減
少
時
代
に
お
け
る
地
域
公
共
交
通
の
あ
り
方
─
─
都
市
自
治
体
の
未
来
を
見
据
え
て
─
─
』
二
〇
一
五
（
一
六
頁
以
下
。

（
4（
（ 

各
地
で
の
様
々
な
取
組
に
つ
い
て
は
、
高
山
・
前
掲
注
（
48
（
八
九
頁
以
下
、
矢
野
・
秋
山
・
前
掲
注
（
44
（
一
七
八
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
（0
（ 

木
村
・
前
掲
注
（
48
（
二
五
頁
以
下
、
板
谷
和
也
「
日
本
の
都
市
・
地
域
公
共
交
通
に
関
わ
る
各
組
織
の
役
割
と
今
後
の
方
向
性
」（
日
本
都
市
セ
ン

タ
ー
・
前
掲
注
（
48
（（
三
三
頁
以
下
、
木
村
俊
介
「
今
後
の
自
治
体
の
交
通
政
策
の
方
向
性
・
課
題
」（
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
・
前
掲
注
（
48
（（
五
七
頁

以
下
参
照
。

（
（1
（ 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
に
乗
合
自
動
車
事
業
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
、
市
町
村
バ
ス
等
の
自
家
用
自
動
車
に
よ
る
有
償
運
送
を
可
能
に
す
る
登
録
制
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度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
法
改
正
に
よ
っ
て
、
現
在
、
道
路
運
送
法
四
条
に
も
と
づ
く
乗
合
事
業
と
し
て
、
公
営
バ
ス
（
公
営
企
業
形
態
（、
地
域

自
主
運
行
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
、
道
路
運
送
法
七
八
条
に
も
と
づ
く
自
家
用
自
動
車
に
よ
る
も
の
と
し
て
市
町
村
営
等
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
（
同
条
二
号
（、

公
共
福
祉
バ
ス
（
公
共
の
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
場
合
に
、
地
域
・
機
関
を
限
定
承
認
。
同
条
三
号
（
な
ど
の
多
様
な
方
式
が
存
し
う
る
こ

と
と
な
っ
た
。
木
村
・
前
掲
注
（
（0
（
五
八
頁
。

（
（2
（ 

こ
こ
で
合
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
町
村
が
新
規
に
バ
ス
路
線
の
運
航
を
事
業
者
に
委
託
（
つ
ま
り
、
市
町
村
が
、
路
線
の
改
廃
・
サ
ー
ビ
ス
内
容

の
設
定
（
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
板
谷
・
前
掲
注
（
（0
（
四
三
頁
以
下
。

（
（（
（ 

木
村
・
前
掲
注
（
48
（
二
五
頁
以
下
。

（
（4
（ 

中
心
市
街
地
活
性
化
法
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
中
西
・
前
掲
注
（
42
（
一
〇
〇
頁
以
下
参
照
。
認
定
市
一
覧
は
、
同
右
一
一
一
頁
。

（
（（
（ 

中
西
・
前
掲
注
（
42
（
一
〇
二
頁
以
下
、
長
坂
・
前
掲
注
（
1（
（
二
三
頁
以
下
・
四
二
頁
以
下
・
四
八
頁
以
下
。

（
（6
（ 

実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
米
山
・
注
（
2（
（
一
五
〇
頁
以
下
、
長
坂
・
前
掲
注
（
1（
（
八
二
頁
以
下
、
陣
内
雄
次
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
が
店
を

つ
く
り
、
街
を
か
え
る
」（
川
上
・
前
掲
注
（
16
（（
二
六
六
頁
以
下
も
参
照
。

（
（（
（ 

中
西
・
前
掲
注
（
42
（
一
〇
五
頁
以
下
、
北
島
洋
平
・
千
原
崇
弘
「
法
令
解
説
：
民
間
投
資
の
喚
起
を
通
じ
た
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
」
時

の
法
令
一
九
六
二
号
（
二
〇
一
四
（
一
五
頁
以
下
。

（
（8
（ 

中
心
市
街
地
に
お
け
る
空
き
店
舗
へ
の
大
型
小
売
店
舗
出
店
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
。

（
（（
（ 

一
般
的
に
は
、
道
路
の
敷
地
外
に
余
地
が
な
い
た
め
や
む
を
え
な
い
場
合
の
み
、
施
設
物
件
設
置
の
た
め
の
道
路
占
有
許
可
が
な
さ
れ
る
も
の
。

（
60
（ 

都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ－

１－

３
、
都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
三
三
頁
以
下
。
二
〇
一
五
年
七
月
三
一
日
現
在
で
一
九
八
団
体
が
作
成

の
取
組
を
行
っ
て
い
る
。

（
61
（ 

た
だ
し
、「
住
宅
及
び
都
市
機
能
増
進
施
設
の
立
地
の
適
正
化
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」（
八
一
条
二
項
一
号
（
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
一
般

的
に
は
、
市
町
村
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
の
調
和
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
八
一
条
九
項
（。
な
お
、
中
心
市
街
地
活
性
化
法
上
の
中
心
市
街
地
活
性
化
計

画
は
市
村
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
連
携
が
図
ら
れ
る
。

（
62
（ 

都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ－

２－

４
Ｂ
。
都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
三
四
頁
以
下
。

（
6（
（ 

人
口
減
少
市
町
村
は
既
成
市
街
地
内
に
設
定
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
都
市
計
画
の
住
居
系
用
途
地
域
で
あ
っ
て
も
、
居
住
誘
導
区
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域
に
含
め
な
い
こ
と
あ
り
う
る
。

（
64
（ 

 

開
発
行
為
の
定
義
は
都
計
四
条
一
二
項
。

（
6（
（ 
そ
の
ほ
か
、
そ
の
ほ
か
、
居
住
誘
導
区
域
外
の
公
営
住
宅
の
区
域
内
へ
の
建
替
え
に
は
除
却
費
の
国
費
助
成
も
な
さ
れ
る
。

（
66
（ 
居
住
環
境
向
上
の
た
め
、
住
宅
事
業
者
に
も
都
市
計
画
・
景
観
計
画
の
提
案
が
認
め
ら
れ
る
（
都
市
再
生
八
六
条
・
八
七
条
（。

（
6（
（ 

 

都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ－

２－

４　

Ａ

（
68
（ 

従
来
、
こ
れ
ら
の
施
設
は
敷
地
確
保
の
必
要
か
ら
郊
外
等
に
多
く
建
て
ら
れ
た
が
、
最
近
で
は
小
規
模
な
施
設
も
制
度
化
さ
れ
て
き
て
い
る
（
例
：

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（（
西
野
辰
哉
「
高
齢
者
の
居
住
政
策
と
都
市
再
生
」（
川
上
・
前
掲
注
（
16
（（
一
六
六
頁
以
下
（。

（
6（
（ 

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
等
（
都
市
機
能
立
地
支
援
事
業
（（
平
二
六
年
度
（
で
は
Ｄ
Ｉ
Ｄ
、
鉄
道
駅
か
ら
半
径
一
㎞
以
内
ま
た
は
バ
ス
停
（
ピ
ー

ク
時
は
毎
時
三
本
以
上
（
か
ら
五
〇
〇
ｍ
以
内
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
三
八
頁
以
下
。
た
だ
、
現
在
の
各
市
町

村
の
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
「
拠
点
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
す
べ
て
都
市
機
能
誘
導
区
域
に
設
定
す
る
と
、
か
え
っ
て
拡
散
化
に
な
り
か
ね
な
い

と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
肥
後
洋
平
・
森
英
高
・
谷
口
守
「『
拠
点
へ
集
約
』
か
ら
『
拠
点
を
集
約
へ
』
─
─
安
易
な
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
政
策
導
入
に
対
す

る
批
判
的
検
討
」
日
本
都
市
計
画
学
会
都
市
計
画
論
文
集
四
九
巻
三
号
（
二
〇
一
四
（
九
二
一
頁
以
下
。

（
（0
（ 

一
方
で
届
出
義
務
と
他
方
で
の
支
援
措
置
に
よ
る
誘
導
は
、
市
町
村
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
、
土
地
利
用
規
制
と
は
異
な
る
仕
組
み
で
あ
る
。
都
市

計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
三
九
頁
以
下
。

（
（1
（ 

公
有
地
の
譲
渡
・
貸
付
に
つ
い
て
は
、
国
交
省
都
市
計
画
課
「『
コ
ン
パ
ク
ト+

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
の
形
成
に
向
け
た
立
地
適
正
化
計
画
制
度
の
創
設

に
つ
い
て
」
人
と
国
土
二
〇
一
四
年
一
一
号
七
〇
頁
・
七
二
頁
参
照
。

（
（2
（ 

さ
ら
に
、
誘
導
施
設
を
整
備
す
る
民
間
事
業
の
う
ち
特
に
効
果
的
な
も
の
に
つ
い
て
大
臣
認
定
な
さ
れ
る
と
、
税
制
上
の
事
業
用
資
産
買
い
換
え
特

例
、
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
に
よ
る
出
資
、
国
庫
補
助
な
ど
（
都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
四
四
頁
以
下
（。
そ
の
ほ
か
、
公
的
不
動
産
を

活
用
し
て
民
間
事
業
者
が
誘
導
施
設
整
備
す
る
と
き
、
市
町
村
が
賃
料
減
免
す
れ
ば
、
国
が
民
間
事
業
者
に
直
接
補
助
、
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
に
基

づ
く
公
共
施
設
等
の
除
却
に
地
方
債
充
当
（
地
方
財
政
法
二
〇
一
四
年
改
正
（
な
ど
。
国
土
交
通
省
都
市
計
画
課
「
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
公
的
不
動
産

（PR
E

（
有
効
活
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
参
照
。
ま
た
、
誘
導
施
設
の
立
地
に
必
要
な
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
は
照
応
原
則
に
よ
ら
な
い
換
地
な
ど
の

特
例
も
あ
る
（
一
〇
五
条
（。
な
お
、
国
交
省
は
、
既
に
一
九
九
八
年
頃
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
を
既
成
市
街
地
整
備
へ
と
シ
フ
ト
し
て
き
て
お
り
、
一
九
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九
七
：
敷
地
整
序
型
土
地
区
画
整
理
事
業
、
一
九
九
八
：
街
な
か
再
生
土
地
区
画
整
理
事
業
、
一
九
九
九
：
都
市
再
生
土
地
区
画
整
理
事
業
な
ど
、「
柔
ら

か
い
土
地
区
画
整
理
事
業
」（
敷
地
整
序
型
、
飛
び
施
行
地
区
型
、
地
籍
整
備
型
、
目
的
別
集
約
換
地
型
、
修
復
型
、
公
共
減
歩
ゼ
ロ
型
、
再
開
発
等
と
一

体
施
行
型
を
創
設
し
て
き
て
い
た
。
埒
正
浩
「
既
成
市
街
地
に
お
け
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
可
能
性
」（
川
上
・
前
掲
注
（
16
（（
七
四
頁
以
下
参
照
。

（
（（
（ 
用
途
制
限
緩
和
は
、
建
基
法
六
〇
条
の
三
第
二
項
条
例
を
定
め
、
大
臣
承
認
を
得
る
。
な
お
、
用
途
地
域
・
特
別
用
途
地
区
・
地
区
計
画
が
特
定
用

途
の
建
築
物
を
規
制
す
る
の
に
対
し
、
特
定
用
途
誘
導
地
区
は
誘
導
す
る
も
の
で
あ
る
。
都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ－

２－

１　

Ⅱ
（
Ｄ
11
。

（
（4
（ 

都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ－

２－

４
Ａ－

２　

２
。

（
（（
（ 

都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ－

２－

１
Ⅱ
（
Ｄ
10
・
Ⅳ－

３－

１　

４
、
都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
四
八
以
下
。

（
（6
（ 

例
え
ば
、
①
過
去
に
住
宅
地
化
し
た
が
居
住
集
積
が
実
現
せ
ず
、
空
地
等
が
散
在
し
て
い
る
、
②
工
業
系
用
途
地
域
で
、
工
場
移
転
に
よ
り
空
地
化

し
て
い
る
、
③
（
非
区
分
都
市
計
画
区
域
内
で
（
都
市
周
辺
部
、
④
（
非
区
分
都
市
計
画
区
域
内
で
（
区
域
区
分
が
定
め
ら
れ
て
い
る
都
市
計
画
区
域
に
近

接
・
隣
接
し
住
宅
地
化
が
進
ん
で
い
る
な
ど
の
地
域
で
の
住
宅
地
化
抑
制
。 

（
（（
（ 

都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ－

２－

５　

１
。

（
（8
（ 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法
人
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
活
動
を
目
的
と
す
る
会
社
（
政
令
所
定
の
要
件
に
該
当
（
で
市
町

村
長
が
指
定
し
た
も
の
（
都
市
再
生
一
一
八
条
（。

（
（（
（ 

例
え
ば
、
区
画
整
理
・
街
路
等
の
都
市
整
備
で
生
み
出
さ
れ
、
ま
た
は
元
か
ら
存
在
し
た
歩
道
、
広
場
、
緑
地
、
駐
車
場
、
街
灯
、
花
壇
、
並
木
、

休
憩
施
設
、
ア
ー
ケ
ー
ド
、
住
宅
跡
地
、
歩
行
者
が
通
行
す
る
民
間
ビ
ル
等
の
オ
ー
プ
ン
通
路
な
ど
。

（
80
（ 

江
澤
幸
介
「
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
構
築
に
向
け
た
都
市
交
通
の
戦
略
的
な
取
り
組
み
」
新
都
市
六
七
巻
八
号
（
二
〇
一
三
（
五
頁
以
下
。

（
81
（ 

な
お
、
フ
ラ
ン
ス　

一
九
八
二
年
国
内
交
通
基
本
法
（LO

IT
（
で
は
、「
交
通
権
保
障
」
が
定
め
ら
れ
、
誰
も
が
容
易
に
安
価
で
快
適
に
、
同
時
に
社

会
的
費
用
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
移
動
で
き
る
交
通
を
実
現
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
が
、
交
通
政
策
基
本
法
に
は
そ
れ
は
な
い
。
木
村
・
前
掲
注

（
（0
（
六
六
頁
以
下
。

（
82
（ 

都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
二
八
頁
以
下
、
木
村
・
前
掲
注
（
48
（
二
七
頁
以
下
。

（
8（
（ 

改
正
前
の
法
律
で
は
、
市
町
村
が
「
地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画
」
を
作
成
す
る
と
な
っ
て
い
た
。

（
84
（ 

国
土
交
通
省
交
通
計
画
課
「
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」
新
都
市
六
八
巻
九
号
（
二
〇
一
四
（
一
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三
頁
以
下
参
照
。

（
8（
（ 

空
き
家
の
数
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
統
計
局
「
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
」
参
照
。
な
お
、
空
き
家
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
米
山
・
前
掲
注
（
2（
（
一

四
頁
以
下
。
な
お
、
小
林
秀
樹
「
空
き
家
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
」（
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
一
五
年
七
月
号
（
五
頁
以
下
は
、
現
在
の
空
家
の
増
加
は
人
口

減
少
と
い
う
よ
り
人
口
移
動
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
。

（
86
（ 

 

空
き
家
の
状
況
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
米
山
・
前
掲
注
（
2（
（
五
六
頁
以
下
。

（
8（
（ 

条
例
制
定
は
、
三
五
五
自
治
体
（
二
〇
一
四
・
三
現
在
。
国
交
省
公
表
（。
北
村
喜
宣
「
空
き
家
対
策
条
例
の
制
定
・
運
用
動
向
と
課
題
」（
地
域
科
学

研
究
会
『
行
政
代
執
行
の
手
法
と
政
策
法
務
─
─
空
き
家
条
例
と
建
築
基
準
法
に
よ
る
行
政
代
執
行
の
実
施
実
務
』
地
域
科
学
研
究
会
、
二
〇
一
五
（
三
頁

以
下
、
米
山
秀
隆
『
空
き
家
（
マ
ン
シ
ョ
ン
（
対
策
の
自
治
体
政
策
体
系
化
』（
地
域
科
学
研
究
会
、
二
〇
一
五
（
三
四
頁
以
下
・
一
二
二
頁
以
下
。

（
88
（ 

空
家
の
所
有
者
・
管
理
者
情
報
は
様
々
な
部
局
に
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
情
報
に
は
目
的
外
利
用
の
禁
止
（
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
八
条
、
各
自

治
体
の
個
人
情
報
保
護
条
例
の
同
様
の
規
定
（、
地
方
税
法
上
の
守
秘
義
務
（
二
二
条
（
の
壁
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
地
方
税
法
上
の
「
秘
密
」
か
、
空
家
対

策
に
利
用
す
る
こ
と
が
「
漏
ら
す
」
こ
と
に
あ
た
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
総
務
省
は
他
部
局
で
の
利
用
に
否
定
的
で
あ
っ
た
（
北
村
・
前
掲
注

（
8（
（
八
頁
以
下
、
大
阪
市
個
人
情
報
保
護
審
議
会
答
申
（
二
〇
一
二
・
一
一
・
二
九
（・
長
谷
川
高
宏
「
老
朽
危
険
家
屋
の
行
政
代
執
行
」（
地
域
科
学
研

究
会
・
前
掲
注
（
8（
（
七
一
頁
以
下
（。
空
家
対
策
法
一
〇
条
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め
に
必
要
な
限
度
で
保
有
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部
利

用
で
き
る
と
し
た
。
も
っ
と
も
、「
本
来
の
取
得
目
的
を
阻
害
し
な
い
限
り
に
お
い
て
」
と
い
う
限
定
を
明
文
で
規
定
す
べ
き
だ
っ
た
。
な
お
、
共
通
番
号

法
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
一
九
条
の
下
で
の
新
た
な
問
題
に
つ
い
て
は
、「
パ
ネ
ル
討

論
・
実
効
性
あ
る
自
治
体
『
空
き
家
』
対
策
」
に
お
け
る
宇
賀
克
也
発
言
（
地
域
科
学
研
究
会
・
前
掲
注
（
8（
（
一
五
五
頁
参
照
。

（
8（
（ 

北
村
・
前
掲
注
（
8（
（
二
六
頁
以
下
。
国
の
レ
ベ
ル
で
も
、
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
の
事
業
と
し
て
、
空
家
の
除
却
・
活
用
に
つ
い
て
の
自
治

体
の
取
り
組
み
を
支
援
し
て
い
る
。
な
お
、
米
山
・
前
掲
注
（
2（
（
二
〇
〇
頁
以
下
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
、
賃
貸
住
宅
建
設
へ
の
税
制
上
の
優
遇
は
廃
止

し
て
、
新
築
促
進
か
ら
中
古
住
宅
の
活
用
促
進
に
政
策
全
体
を
転
換
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

（
（0
（ 

そ
の
ほ
か
、
税
制
上
の
措
置
の
見
直
し
が
規
定
さ
れ
た
（
一
五
条
二
項
（。
こ
れ
は
、
住
宅
宅
地
に
つ
い
て
の
固
定
資
産
税
課
税
評
価
に
お
け
る
課
税

標
準
減
額
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
解
体
自
身
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
で
は
な
く
、
再
利
用
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
る
も
の
で

あ
る
。
米
山
・
前
掲
注
（
8（
（
四
〇
頁
以
下
。
な
お
、
こ
れ
に
加
え
て
未
利
用
不
動
産
・
基
準
不
適
合
住
宅
へ
の
超
過
課
税
の
主
張
（
塩
見
英
治
「
人
口
減
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少
化
の
住
宅
市
場
と
政
策
対
応
」（
塩
見
・
山
崎
・
前
掲
注
（
３
（
二
三
一
頁
以
下
（
な
ど
も
あ
る
。

（
（1
（ 

通
常
の
登
記
簿
、
住
民
票
調
査
な
ど
で
確
知
で
き
な
い
（
長
谷
川
・
前
掲
注
（
88
（
五
八
頁
以
下
（。

（
（2
（ 
建
築
基
準
法
九
条
一
一
項
（
一
〇
条
命
令
に
も
準
用
（
は
「
過
失
な
く
所
有
者
を
確
知
で
き
ず
、
放
置
が
著
し
く
公
益
に
反
す
る
場
合
」
と
い
う
要

件
で
あ
り
、
空
家
対
策
法
は
こ
の
要
件
を
緩
和
し
た
。
た
だ
、
同
法
上
も
除
却
に
つ
い
て
は
、
上
記
①
・
②
の
要
件
が
課
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（ 

「
予
め
公
告
」
が
命
令
発
出
の
正
規
手
続
を
踏
ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
、
命
令
に
よ
っ
て
義
務
を
課
し
た
上
で
の
代
執
行
と
は
い
え
ず
、
行
政
代
執
行

法
五
・
六
条
の
適
用
は
な
い
た
め
、
費
用
は
民
事
徴
収
と
な
る
。
な
お
、
建
基
法
九
条
一
一
項
の
「
簡
易
代
執
行
」
に
つ
い
て
、
長
谷
川
・
前
掲
注
（
88
（

五
九
頁
以
下
。
条
例
に
も
と
づ
く
命
令
に
よ
る
義
務
の
不
履
行
の
場
合
の
行
政
代
執
行
法
に
基
づ
く
代
執
行
の
場
合
、
相
手
方
不
明
の
場
合
の
「
簡
易
代
執

行
は
で
き
な
い
（
北
村
・
前
掲
注
（
8（
（
一
一
頁
以
下
（。
な
お
、
京
都
市
空
き
家
活
用
管
理
条
例
で
は
、
助
言
・
指
導
・
勧
告
・
命
令
を
前
提
と
し
な
い

措
置
、
法
的
性
質
と
し
て
は
即
時
強
制
と
な
る
規
定
を
お
い
て
い
る
。

（
（4
（ 

都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
五
三
頁
。

（
（（
（ 

都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ－

１－

２　

Ⅰ
（、
都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
五
三
頁
以
下
。

（
（6
（ 

都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ－

１－

２　

Ⅱ
（（
３
（、
Ⅳ－

２－

１　

Ⅱ
（
Ｂ
３
、
都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
六
一
頁
以
下
。

（
（（
（ 

都
市
農
業
の
振
興
に
関
す
る
検
討
会
「
中
間
と
り
ま
と
め
」（
二
〇
一
二
・
八
（
も
参
照
。
な
お
、
二
〇
一
五
年
四
月
、
都
市
農
業
振
興
基
本
法
も
制

定
さ
れ
た
。

（
（8
（ 

都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅳ－
２－

２
・
Ⅳ－

３
、
都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
五
六
頁
以
下
。

（
（（
（ 

都
市
計
画
運
用
Ⅳ－
２－

２
、
都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
六
二
頁
以
下
。
な
お
、
駐
車
場
整
備
、
立
体
道
路
制
度
改
正
等
に
つ
い
て
は

省
略
す
る
。

（
（11
（ 

も
っ
と
も
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
イ
ン
ナ
ー
シ
テ
ィ
問
題
に
よ
っ
て
そ
れ
に
動
揺
が
生
じ
は
じ
め
た
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
イ
ン

ナ
ー
シ
テ
ィ
問
題
へ
の
対
応
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
岩
見
良
太
郎
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
都
市
再
生
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
─
─
シ
ン
グ
ル
・
レ
ゼ
ネ
レ
ー

シ
ョ
ン
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト
及
び
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ズ
を
例
に
」（
原
田
純
孝
・
渡
辺
俊
一
編
著
『
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
の
現
代

都
市
計
画
と
住
宅
問
題
─
─
自
治
体
・
市
場
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
関
係
の
新
展
開
─
─
』
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
五
（
一
一
五
頁
以
下
参
照
。

（
（1（
（ 

大
塩
洋
一
郎
編
著
『
日
本
の
都
市
計
画
法
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
一
（
一
〇
三
頁
以
下
、
安
本
・
前
掲
注
（
41
（
二
九
頁
。
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（
（10
（ 

二
〇
〇
四
年
時
点
で
、
原
田
純
孝
は
都
市
政
策
の
新
し
い
ト
レ
ン
ド
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
た
。
既
成
市
街
地
の
整
備
と
再
生
に
よ
る
コ
ン
パ

ク
ト
な
都
市
形
成
、
自
然
・
環
境
・
景
観
等
の
非
経
済
的
な
国
土
・
都
市
空
間
の
維
持
保
全
を
重
視
し
た
持
続
可
能
な
都
市
発
展
、
社
会
的
・
物
理
的
な
衰

退
地
区
に
お
け
る
多
領
域
の
問
題
群
（
住
宅
・
経
済
・
雇
用
・
交
通
・
商
業
・
福
祉
・
教
育
等
（
を
統
合
し
た
都
市
の
再
生
政
策
、
そ
れ
ら
の
諸
課
題
を
包

摂
・
統
合
し
う
る
よ
う
な
都
市
計
画
お
よ
び
空
間
整
備
法
制
の
内
容
・
体
系
・
実
施
主
体
の
再
構
築
、
そ
の
政
策
と
制
度
の
実
施
・
運
用
過
程
に
お
け
る
住

民
参
加
と
協
議
＝
利
害
調
整
と
合
意
形
成
手
続
の
重
視
、
そ
の
手
続
過
程
と
結
果
の
適
正
・
正
当
さ
を
担
保
す
る
裁
判
所
の
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
。
同

「
序
」（
原
田
純
孝
・
大
村
謙
二
郎
編
『
現
代
都
市
法
の
新
展
開
─
─
持
続
可
能
な
都
市
発
展
と
住
民
参
加
─
─
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
』
東
京
大
学
社
会
科
学

研
究
所
、
二
〇
〇
四
（
二
頁
。

（
（10
（ 

都
市
計
画
法
制
研
究
会
・
前
掲
注
（
28
（
五
五
頁
以
下
。

（
（10
（ 

生
田
長
人
・
周
藤
利
一
「
縮
減
の
時
代
に
お
け
る
都
市
計
画
制
度
に
関
す
る
研
究
」
国
土
交
通
政
策
研
究
一
〇
二
号
（
二
〇
一
二
（
八
・
九
頁
［
生

田
執
筆
］、
生
田
長
人
「
都
市
域
と
農
山
村
域
を
包
摂
す
る
新
た
な
土
地
利
用
基
本
計
画
」（
亘
理
格
・
生
田
長
人
・
久
保
茂
樹
編
『
転
換
期
を
迎
え
た
土
地

法
制
度
』（
土
地
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
五
（（
一
八
頁
以
下
、
久
保
茂
樹
「
縮
退
時
代
の
都
市
管
理
に
お
け
る
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
役
割
」（
亘
理
他
編
・
同

上
（
一
一
九
頁
以
下
。

（
（10
（ 

た
と
え
ば
、
都
市
再
生
法
制
に
お
い
て
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
は
要
の
位
置
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
再
編
成
の
中
で
都
市
計
画
区
域
を
も
た
な

い
町
村
も
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
。
谷
島
賢
・
坂
本
邦
宏
「
路
線
バ
ス
事
業
改
善
と
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
」
新
都
市
六
八
巻
九
号

（
二
〇
一
四
（
五
五
頁
。

（
（10
（ 

生
田
・
周
藤
・
前
掲
注
（
（10
（
八
・
九
頁
［
生
田
執
筆
］、
生
田
・
前
掲
注
（
（10
（
二
一

－

二
四
頁
・
二
七
頁
。
な
お
、
農
村
地
域
を
も
含
む
地
域
の

土
地
利
用
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
安
曇
野
市
の
適
正
な
土
地
利
用
に
関
す
る
条
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
地
域
類
型
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
基
準
に

よ
る
都
市
的
土
地
利
用
（
住
宅
系
・
非
住
宅
系
の
開
発
事
業
（
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
韓
国
で
は
、
国
土
基
本
法
、
国
土
計

画
法
の
下
、
全
国
土
を
都
市
地
域
・
管
理
地
域
・
農
林
地
域
・
自
然
環
境
保
護
地
域
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
利
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
制
度
を
構

築
し
た
が
、
非
都
市
地
域
に
お
い
て
は
土
地
利
用
管
理
計
画
が
未
策
定
で
、
個
別
法
に
よ
る
土
地
利
用
管
理
も
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
。
金
東

祐
・
星
野
敏
・
橋
本
禅
・
金
斗
煥
「
韓
国
の
農
村
地
域
に
お
け
る
国
土
計
画
法
に
基
づ
い
た
土
地
利
用
管
理
の
問
題
点
」
農
村
計
画
学
会
誌
三
三
巻
論
文
特

集
号
（
二
〇
一
四
・
一
一
（
二
二
一
頁
以
下
。
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（
（10
（ 

生
田
・
周
藤
・
前
掲
注
（
（10
（
一
〇
頁
以
下
［
生
田
執
筆
］、
生
田
・
前
掲
注
（
（10
（
三
三
頁
以
下
。
こ
の
市
町
村
土
地
利
用
基
本
計
画
に
は
、
現
行

の
国
土
利
用
市
町
村
計
画
に
含
ま
れ
る
べ
き
も
の
も
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
（10
（ 
一
般
的
に
は
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
、
抽
象
か
ら
具
体
へ
、
包
括
性
か
ら
個
別
性
へ
の
様
々
な
計
画
体
型
の
中
で
、
基
本
的
・
包
括
的
内
容
を
も
っ

て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
よ
り
個
別
法
に
基
づ
く
具
体
的
な
計
画
・
個
別
的
計
画
の
展
開
を
予
定
し
て
い
る
（
西
谷
剛
『
実
定
行
政
計
画
法
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
三
（
八
二
頁
以
下
（。

（
（10
（ 

土
地
利
用
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
一
定
の
「
裁
量
シ
ス
テ
ム
（discretionary system

（」（
安
本
・
前
掲
注
（
41
（
六
二
頁
（
の
導
入
も
考

え
る
必
要
が
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る

（
（（1
（ 

制
定
当
初
は
、「
主
と
し
て
建
築
物
の
建
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
な
う
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
宅
地
造
成
事
業
法
（
一
九

六
四
（
の
「
住
宅
地
の
造
成
」
の
定
義
「
主
と
し
て
住
宅
建
設
の
用
に
供
す
る
目
的
で
一
団
の
土
地
に
つ
い
て
行
う
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
」（
同
法
二

条
一
項
（
を
念
頭
に
お
い
た
規
定
で
あ
っ
た
。
工
作
物
に
ま
で
開
発
許
可
制
度
が
広
げ
ら
れ
た
の
は
、
都
市
計
画
法
一
九
七
四
年
改
正
に
よ
る
。
大
塩
・
前

掲
注
（
（1（
（
一
三
二
頁
以
下
・
三
二
九
頁
、
建
設
省
計
画
局
宅
地
住
宅
開
発
課
編
『
解
説
：
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
』（
大
成
出
版
社
、
一
九
六

五
（
な
ど
参
照
。

（
（（（
（ 

利
用
区
分
命
令
等
（The Tow

n and C
ountry Planning （U

se C
lasses

（ Order, The Tow
n and C

ountry Planning （G
eneral Perm

itted D
evelopm

ent

（ 
O

rder

（
で
分
類
さ
れ
た
土
地
・
建
物
の
各
用
途
ク
ラ
ス
を
超
え
た
用
途
の
変
更
を
い
う
。
例
・
小
売
店
舗
か
ら
金
融
・
不
動
産
業
等
の
専
門
的
サ
ー
ビ
ス

へ
の
利
用
変
更
。

（
（（0
（ 

安
本
・
前
掲
注
（
41
（
六
九
頁
以
下
、
ド
イ
ツ
の
各
ラ
ン
ト
法
に
お
け
る
建
設
許
可
（B

augenehm
igung

（
の
対
象
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
野
田

嵩
「
土
地
利
用
行
為
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
」（
亘
理
他
編
・
前
掲
注
（
（10
（（
四
七
頁
以
下
参
照
。
わ
が
国
の
開
発
許
可
制
度
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
市

街
化
区
域
内
で
は
小
規
模
開
発
行
為
を
対
象
か
ら
は
ず
し
た
。

（
（（0
（ 

そ
の
理
由
と
し
て
、「
日
本
は
建
物
の
新
・
増
・
改
築
の
件
数
は
き
わ
め
て
多
く
、
こ
れ
を
開
発
許
可
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
あ
っ

た
。
安
本
・
前
掲
注
（
41
（
一
一
八
頁
以
下
、
大
塩
・
前
掲
注
（
（1（
（
一
八
八
頁
以
下
な
ど
。
し
か
し
、
人
口
減
を
迎
え
る
前
か
ら
、
い
く
つ
か
の
市
町
村

は
ま
ち
づ
く
り
条
例
と
か
開
発
指
導
要
綱
で
二
戸
以
上
あ
る
い
は
三
戸
以
上
の
建
築
を
も
、
規
律
の
対
象
と
し
て
き
て
い
た
。

（
（（0
（ 

例
え
ば
、
土
地
・
建
築
物
の
利
用
を
地
域
環
境
へ
の
影
響
の
視
点
か
ら
い
く
つ
か
の
ク
ラ
ス
に
分
類
し
、
そ
の
ク
ラ
ス
を
超
え
る
利
用
変
更
を
規
律
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の
対
象
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る 

。
安
本
・
前
掲
注
（
41
（
六
九
頁
以
下
・
一
一
八
頁
以
下
参
照
。
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
詳
細
は
、
条
例
に
委
ね
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
「
都
市
計
画
・
建
築
統
合
法
案
（
仮
称
（
要
綱
」
第
３
で
は
、「
開
発
行
為
」
を
建
築
物
等
の
建
築
等
、
土
地
の

区
画
形
質
の
変
更
、
主
要
な
ま
た
は
相
当
な
量
の
樹
木
の
伐
採
と
し
て
い
る
。

（
（（0
（ 
も
っ
と
も
適
用
例
は
多
く
な
く
、
二
〇
〇
五
～
二
〇
一
三
年
度
の
適
用
実
績
も
全
国
で
一
六 

件
と
い
う
（
国
土
交
通
省
「
既
存
不
適
格
建
築
物
に
係

る
是
正
命
令
制
度
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
一
五
（（。
大
阪
市
は
、
一
九
八
一
年
以
前
の
建
築
物
は
、
特
段
の
建
築
基
準
法
抵
触
事
項
が
な
け
れ

ば
、
既
存
不
適
格
建
築
物
と
し
て
一
〇
条
三
項
を
適
用
し
て
い
た
。
た
だ
、
規
定
文
言
は
当
然
な
が
ら
抽
象
的
で
あ
る
た
め
、
大
阪
市
で
は
、
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
と
点
数
表
で
点
数
化
し
て
い
た
。
長
谷
川
・
前
掲
注
（
88
（
五
一
頁
以
下
・
五
八
頁
以
下
。

（
（（0
（ 

形
態
意
匠
が
景
観
地
区
に
お
け
る
良
好
な
景
観
の
形
成
に
著
し
く
支
障
が
あ
る
既
存
不
適
格
建
築
物
に
対
し
て
、
議
会
の
同
意
を
得
て
形
態
意
匠
の

是
正
措
置
命
令
を
出
す
。
こ
の
場
合
は
補
償
を
要
す
る
。

（
（（0
（ 

北
海
道
町
村
会
法
務
支
援
室
「
廃
屋
対
策
に
つ
い
て
」（http:// houm

u.h- chosonkai.gr.jp/ jireisyuu/ jireisyuuigai/ haiokutaisaku.pdf

（、
榎
本
好
二

「
空
家
問
題
と
自
治
体
─
─
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
一
五
年
七
月
号
二
八
頁
参
照
。

（
（（0
（ 

同
旨
・
北
村
喜
宣
「
空
家
対
策
の
自
治
体
政
策
法
務
（
二
・
完
（」
自
治
研
究
八
八
巻
八
号
（
二
〇
一
二
（
六
五
頁
以
下
、
公
益
財
団
法
人
東
京
市
町

村
自
治
調
査
会
『
自
治
体
の
空
き
家
対
策
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
二
〇
一
四
（
九
七
頁
。

（
（（0
（ 

修
繕
、
樹
木
・
雑
草
等
の
刈
り
取
り
、
侵
入
を
防
ぐ
措
置
等
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

（
（01
（ 

空
家
対
策
法
上
の
措
置
は
、「
空
家
と
そ
の
敷
地
」
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
敷
地
で
な
い
土
地
、
耕
作
放
棄
農
耕
地
、
管
理
放
棄
森
林
等
や
、

建
物
以
外
の
工
作
物
な
ど
は
、
そ
こ
で
は
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（0（
（ 

一
般
的
に
い
え
ば
、
土
地
の
所
有
権
放
棄
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
（
安
本
典
夫
「
ダ
ウ
ン
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
法
理
」（
水
野
武
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文

集
『
行
政
と
国
民
の
権
利
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
一
（
二
二
三
頁
以
下
（、
所
有
者
と
し
て
の
管
理
責
任
は
問
い
う
る
が
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
制
度
で
確

保
す
る
か
。
な
お
、
田
處
博
之
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
の
制
度
に
つ
い
て
」（
札
幌
学
院
法
学
三
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
四
（
二
八
・
二
九
頁
は

所
有
権
放
棄
を
認
め
る
方
向
で
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
。

（
（00
（ 

生
田
・
周
藤
・
前
掲
注
（
（10
（
六
三
頁
以
下
［
生
田
執
筆
］。
生
田
は
、「
都
市
全
体
の
適
正
管
理
」
と
「
個
々
の
土
地
利
用
の
管
理
」
を
論
じ
る
が
、

本
稿
の
流
れ
か
ら
、
後
者
に
限
定
し
て
と
り
あ
げ
る
。
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（
（00
（ 

利
用
変
更
は
Ａ
「
従
来
の
利
用
の
廃
止
」
と
Ｂ
「
新
た
な
利
用
の
開
始
」
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
Ｂ
に
重
点
を
お
い
て
、
上
記
（
３
（

地
域
空
間
改
変
行
為
の
一
種
と
と
ら
え
て
検
討
し
た
。
Ａ
が
重
要
な
場
合
に
は
、
撤
退
の
問
題
と
し
て
の
検
討
が
必
要
に
な
る
。

（
（00
（ 
武
蔵
村
山
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
で
は
、
一
定
規
模
以
上
の
事
業
活
動
施
設
の
閉
鎖
・
土
地
利
用
廃
止
（
店
舗
・
工
場
そ
の
他
の
事
業
活
動
用
施
設
を

設
置
す
る
五
〇
〇
〇
㎡
以
上
の
土
地
・
延
べ
面
積
三
〇
〇
〇
㎡
以
上
の
建
物
（
に
つ
い
て
、
届
出
、
市
長
に
よ
る
指
導
・
協
議
、
標
識
設
置
、
市
民
等
へ
の

説
明
（
努
力
義
務
（
を
規
定
（
九
九
条
・
一
〇
〇
条
（
し
て
い
る
。
松
本
昭
「
縮
退
時
代
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
を
考
え
る
」
地
域
開
発
二
〇
一
四
年
三
号
二

五
頁
参
照
。

（
（00
（ 

鉄
事
二
八
条
の
二
、
道
運
一
五
条
の
二
・
三
八
条
な
ど
。
電
気
事
業
に
つ
い
て
は
、
供
給
区
域
変
更
、
事
業
廃
止
等
に
は
通
産
大
臣
の
許
可
が
規
定

さ
れ
て
い
る
（
電
気
八
条
・
一
四
条
（。
な
お
、
立
地
に
あ
た
っ
て
公
的
支
援
を
受
け
た
も
の
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
。
公
的
支
援
に
あ

た
っ
て
予
め
協
定
を
結
ん
で
お
く
等
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

（
（00
（ 

個
別
の
法
律
で
、
当
該
法
律
自
体
の
目
的
か
ら
営
業
の
休
止
・
廃
止
の
届
出
を
規
定
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
（
医
薬
一
〇
条
（、
そ
れ
は
多
く
な

く
、
ま
た
、
そ
れ
は
当
該
地
域
の
生
活
環
境
維
持
の
視
点
か
ら
の
も
の
は
な
い
。 

（
（00
（ 

実
際
に
は
、
届
出
を
受
け
て
（
む
し
ろ
正
式
届
出
に
先
だ
っ
て
（
地
元
自
治
体
を
含
め
て
協
議
が
行
わ
れ
、
代
替
輸
送
手
段
確
保
等
の
検
討
な
ど
が

な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

（
（00
（ 

イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
〇
四
年
住
宅
法
に
お
け
る
地
方
行
政
庁
が
所
有
者
に
代
わ
っ
て
第
三
者
に
賃
貸
す
る
手
法
（
洞
澤
秀
雄
「
利
用
放
棄
地
の
消
極
的

行
為
の
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

－
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
対
応
」（
亘
理
他
編
・
前
掲
注
（
（10
（（
七
七
頁
以
下
（
は
、
住
宅
以
外
に
広
げ
て
い
く
こ
と
を
想
定
し

て
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
な
お
、
洞
澤
・
同
上
八
〇
頁
以
下
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
地
域
サ
ー
ビ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
（
小
売
店
、
集
会
所
、
ス

ポ
ー
ツ
施
設
、
文
化
施
設
、
パ
ブ
、
礼
拝
諸
（
の
計
画
的
維
持
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
権
利
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
（00
（ 

宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅰ
［
第
五
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
（
一
三
二
頁
以
下
は
、
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ
ス
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
情

報
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ
ス
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
規
制
緩
和
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
行
政
指
導
、
市
場
介
入
を
誘
導
行
政
の
手
法
と
し
て
あ

げ
る
。

（
（01
（ 

北
村
喜
宣
『
環
境
法
［
第
三
版
］』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
（
一
五
五
頁
以
下
、
大
塚
直
『
環
境
法
［
第
三
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
（
八
一
頁
以
下

参
照
。
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（
（0（
（ 

小
林
重
敬
編
・
計
画
シ
ス
テ
ム
研
究
会
著
『
協
議
型
ま
ち
づ
く
り
』（
学
芸
出
版
社
、
一
九
九
三
（
二
〇
三
頁
以
下
［
大
方
潤
一
郎
執
筆
］、
安
本
・
前

掲
注
（
41
（
六
六
頁
以
下
・
一
一
七
頁
以
下
参
照
。
特
定
街
区
に
つ
い
て
は
田
部
井
彩
「
ま
ち
づ
く
り
・
都
市
法
制
の
動
向
と
誘
導
行
政
」
中
央
学
院
大
学

法
学
論
叢
二
九
巻
一
号
（
二
〇
一
五
（
二
六
頁
以
下

（
（00
（ 
小
林
編
・
前
掲
注
（
（0（
（
一
二
頁
以
下
・
二
七
三
頁
以
下
［
小
林
重
敬
執
筆
］
参
照
。
な
お
、
再
開
発
地
区
計
画
制
度
に
つ
い
て
は
、
小
林
編
・
前

掲
注
（
（0（
（
第
７
章
［
水
口
俊
典
執
筆
］・
第
８
章
［
小
出
和
郎
執
筆
］
参
照
。

（
（00
（ 

法
律
上
明
文
で
行
政
指
導
が
規
定
さ
れ
た
例
も
あ
る
（
国
土
利
用
計
画
法
二
四
条
以
下
な
ど
（。
法
制
上
の
根
拠
な
し
の
行
政
指
導
に
枠
を
は
め
た
の

が
、
行
政
手
続
法
で
あ
る
。
な
お
、
開
発
行
政
に
お
け
る
行
政
指
導
に
つ
い
て
は
、
安
本
・
前
掲
注
（
41
（
二
六
九
頁
以
下
。

（
（00
（ 

都
市
計
画
運
用
指
針
Ⅲ－

１
、
高
山
泰
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
改
正
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
八
一
号
（
二
〇
一
五
（
四
八
頁
以
下
。
田
部
井
・
前
掲

注
（
（0（
（、
特
に
二
三
頁
以
下
で
は
、
都
市
再
生
法
制
に
お
け
る 

誘
導
手
法
に
着
目
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
（00
（ 

国
土
交
通
省
都
市
計
画
課
「
都
市
機
能
立
地
支
援
事
業
等
の
創
設
に
つ
い
て
」
新
都
市
六
八
巻
九
号
（
二
〇
一
四
（
一
九
頁
以
下
、
浪
越
祐
介
「
都

市
機
能
の
立
地
誘
導
に
関
す
る
金
融
支
援
・
税
制
支
援
等
に
つ
い
て
」
同
二
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
市
町
村
独
自
に
居
住
誘
導
区
域
内
で
も
そ
の
よ
う
な

手
立
て
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
本
制
度
前
で
は
あ
る
が
、
富
山
市
の
居
住
誘
導
施
策
に
つ
い
て
堀
・
前
掲
注
（
2（
（
四
三
頁
以
下
参
照
。
そ
の

ほ
か
、
中
心
市
街
地
活
性
化
法
の
ス
キ
ー
ム
等
に
よ
る
支
援
措
置
も
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
る
。

（
（00
（ 

勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
、
一
定
の
要
件
の
下
で
是
正
命
令
が
出
さ
れ
る
法
制
の
ほ
か
、
別
の
不
利
益
が
課
せ
ら
れ
る
場
合
（
例
：
特
定
空
家
等
に
勧

告
が
な
さ
れ
る
と
固
定
資
産
税
課
税
の
特
例
が
適
用
さ
れ
な
く
な
る
。
地
税
三
四
九
条
の
三
の
二
（
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
①
の
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
る
。

た
だ
、
勧
告
に
従
わ
な
い
制
裁
と
し
て
課
徴
金
が
課
さ
れ
（
①
の
類
型
（、
あ
る
い
は
公
表
が
な
さ
れ
る
（
②
の
類
型
と
も
い
え
る
（
場
合
、
そ
れ
は
「
勧

告
に
従
う
べ
し
」
と
す
る
規
範
を
前
提
と
し
、
そ
の
違
反
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
の
性
格
が
中
核
と
な
る
た
め
、
一
般
的
な
①
・
②
と
は
異
な
っ
て
く
る
面

が
あ
る
。
な
お
、
中
原
茂
樹
「
行
政
上
の
誘
導
」
磯
部
力
・
小
早
川
光
郎
・
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
（
二
〇
三
頁
以

下
参
照
。

（
（00
（ 

行
政
法
総
論
の
問
題
と
し
て
誘
導
を
検
討
し
た
も
の
に
、
中
原
同
右
の
ほ
か
、
中
原
茂
樹
「
誘
導
手
法
と
行
政
法
体
系
」（『
塩
野
宏
先
生
古
稀
記
念　

行
政
法
の
発
展
と
変
革　

上
巻
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
（
五
五
三
頁
以
下
が
あ
る
。

（
（00
（ 

た
と
え
ば
地
方
自
治
法
二
三
四
条
・
二
三
七
条
等
。
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（
（00
（ 

補
助
金
に
公
益
要
件
を
定
め
た
地
方
自
治
法
二
三
二
条
の
二
の
「
公
益
性
」
判
断
の
枠
組
み
と
し
て
、
①
補
助
金
支
出
の
目
的
、
趣
旨
は
適
正
か
、

②
他
の
行
政
的
支
出
と
の
関
連
で
の
当
該
補
助
金
の
目
的
の
重
要
性
・
緊
急
性
が
あ
る
か
、
③
補
助
が
公
益
目
的
に
適
正
か
つ
有
効
な
効
果
を
期
待
で
き
る

か
、
④
補
助
金
を
受
け
る
個
人
ま
た
は
団
体
の
性
格
（
団
体
の
場
合
に
は
、
目
的
・
構
成
員
・
役
員
等
の
状
況
（、
活
動
状
況
か
ら
み
て
適
切
か
、
⑤
他
の

目
的
に
流
用
さ
れ
る
危
険
性
が
な
い
か
、
⑥
支
出
手
続
、
事
後
の
検
査
体
制
等
が
き
ち
ん
と
し
て
い
る
か
、
⑦
目
的
違
反
、
動
機
の
不
正
、
平
等
原
則
違

反
、
比
例
原
則
（
当
該
目
的
と
補
助
の
程
度
、
補
助
を
受
け
た
者
に
期
待
す
る
行
動
と
補
助
の
程
度
（
違
反
な
ど
裁
量
権
の
濫
用
・
逸
脱
に
な
ら
な
い
か
、

を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
安
本
典
夫
「
判
例
批
評
」
判
時
一
四
三
三
号
（
一
九
九
二
（
一
五
四
頁
、
室
井
力
・
兼
子
仁
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
地
方

自
治
法
［
第
四
版
］』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
一
（
二
五
八
頁
［
田
村
和
之
執
筆
］。

（
（01
（ 

 

安
本
・
前
掲
注
（
41
（
二
七
七
頁
。

（
（0（
（ 

高
山
・
前
掲
注
（
（00
（
五
〇
頁
。 

（
（00
（ 

住
居
系
用
途
地
域
も
、
基
本
的
に
は
他
用
途
を
ど
こ
ま
で
排
除
す
る
か
で
諸
類
型
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
居
住
用
建
築
物
の
抑
制
の
あ
り
方
は
そ
こ

で
は
主
要
課
題
で
は
な
い
。

（
（00
（ 

人
的
公
用
負
担
は
、「
公
益
上
必
要
な
特
定
の
事
業
の
需
要
を
満
た
し
又
は
特
定
の
も
の
の
効
用
を
全
う
す
る
為
め
に
」
人
に
対
し
て
一
定
の
作
為
・

不
作
為
ま
た
は
給
付
の
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
い
う
（
柳
瀬
良
幹
『
公
用
負
担
［
新
版
］』（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
（
八
頁
以
下
・
二
四
頁
以
下
（。
こ
の

う
ち
「
労
役
」
の
給
付
（
労
役
負
担
（
に
あ
た
る
も
の
は
、
水
防
法
二
四
条
、
水
害
予
防
組
合
法
五
〇
条
二
項
、
災
害
対
策
基
本
法
六
五
条
、
河
川
法
二
二

条
二
項
と
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
災
害
時
の
非
常
対
策
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
強
制
・
間
接
強
制
措
置
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
「
夫
役
現
品
」

（
労
役
／
現
品
と
金
銭
と
の
選
択
的
給
付
義
務
（
の
例
と
し
て
水
害
予
防
組
合
法
四
九
条
、
土
地
改
良
法
三
六
条
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
金
銭
と
の
選
択
的
給

付
が
可
能
で
あ
る
の
で
、
労
役
自
体
の
強
制
で
は
な
い
。
柳
瀬
・
同
右
二
四
頁
以
下
参
照
。

（
（00
（ 

公
有
地
取
得
の
便
宜
を
与
え
る
と
い
う
利
益
供
与
に
つ
い
て
上
記
の
地
方
自
治
法
二
三
四
条
・
二
三
七
条
等
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
供
与
に
つ
い

て
固
有
の
法
的
枠
組
み
が
あ
る
こ
と
も
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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日本は現在、福島事故後の食品放射能検査に関して韓国をWTOに提訴し

ておりますが、日本が自国の主観的な「食の安全」観で輸入制限を行う

ことを（予防概念が「慣習国際法」や「法の一般原則」になっていると

の論拠に基づき）主張するならば、韓国にも同様のことを認めねばなら

なくなってしまいます。それよりは、多少時間がかかっても、科学的証

拠を積み重ねて、暫定措置を可能とする「科学的証拠の不十分性」を立

証する努力をする方が、生産的かもしれないと考える次第であります。
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れております。他方、GM食品・飼料の輸入・販売についても EU加盟国

に opt-out権を認める欧州委員会提案も出されておりますが、2015年の 1

月と10月に欧州議会の農業委員会と環境委員会がそれぞれ否決しており、

同案の成立は見込み薄であると言われています。

　このように EUでは、「食の安全」を重視し、厳格な GM食品規制を進

めてきているわけでありますが、EUではしばしばWTO紛争解決機関の

判断よりも「食の安全」を優先させる傾向さえあることは、特筆に値し

ます。例えば、バイテク事件後、EUは上級委員会に上訴せず、かといっ

てパネル決定も履行せずという状態を続けています。すなわち EUは、カ

ナダと2001年に、またアルゼンチンとは2010年に、二国間対話を行うこ

とで合意したものの、パネル決定の履行には応じておりません。他方、

米国とは二国間対話の合意にさえ達しておりません。同様の態度は、ホ

ルモン牛肉紛争でも見られました。すなわち EUは、1111年の本紛争に関

する上級委員会決定後も、ホルモン牛肉の輸入を拒否し続けました。そ

して、ホルモン牛肉がガンを発生させる危険性があるとの新たな科学的

証拠を提出し、2001年の上級委員会決定で実質勝訴を勝ち取ります。そ

の後、米国とは2001年に、またカナダとは2011年に、代償の供与（牛成

長ホルモンを投与されていない牛肉の優先輸入枠の設定）で合意してお

ります。

　WTO法の特質は、経済的利害の調整というところにありますので、被

害国と加害国が代償の供与で合意すれば、WTO法違反も不問とされ得ま

す。従って、EUのようにある程度の経済的利益を犠牲にしてでも「食の

安全」を優先させようと思えば、WTO体制の下でもできないことはない

わけです。もっとも、「食の安全」を最優先と考える政策は、諸刃の剣で

ありまして、相手国が「食の安全」を理由に輸入制限をかけてくる場合、

それを認めねばならない立場に追い込まれるおそれがあります。例えば、
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　 ４　おわりに──食の安全を追求する
  欧州連合（EU）の経験から学ぶ 　

　以上、簡単にバイテク事件を見てきましたが、この事件から少なくと

も以下の1つのことが教訓として引き出され得ると考えられます。

　第一に、SPS協定5条 1項の暫定措置をとる際には、厳密な科学的証

拠に依拠して「科学的証拠の不十分性」を立証する必要があるというこ

とです。従って、暫定的にではあっても GM食品規制を厳格化するため

には、GM食品の危険性に関する科学的証拠を十分に集める必要がある

ということになります。

　第二に、WTO紛争解決手続では、カルタヘナ議定書等WTO枠外の条

約の義務的参照を求めることは現状では困難である（上級委員会の判断

待ちではありますが）ということです。従って、予防概念に依拠してGM

食品規制を正当化しようと考えるならば、予防概念を「慣習国際法」や

「法の一般原則」のレベルに引き上げる努力が必要となるでしょう。

　第三に、EUの厳格な GM表示義務がWTO法に違反するとの主張はな

されなかったことから、日本が EU並の厳格な GM表示義務を導入する

ことはWTO体制の下でも法的には可能であると考えられます。あと必要

なのは、食品トレーサビリティー制度を早急に整備し、厳格な GM表示

義務の導入に向けて産業界を説得する努力ということになるでしょう。

　最後に、バイテク事件後の GM食品規制に関する EUの動きについて

触れておきます。EUでは、2001年に新 GMO表示・食品トレーサビリ

ティ制度を導入し、2001年に GMO承認手続を再開しました。その後、

2011年 5月に、EUで唯一栽培が承認されていた害虫抵抗性トウモロコシ

をフランスが栽培禁止としたことが話題となりましたが、2015年 1月に

は、GM作物の栽培につき EU加盟国に opt-out（離脱）権が正式に承認さ
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るものであるかについて、新たな科学的発展が疑義を提起していれば十

分である。」従って、他国又は国際機関の危険性評価に疑義を提起するよ

うな科学的証拠に依拠しておれば、日本独自の暫定措置も認められるは

ずであると考えられます。

　第二に、SPS協定の解釈の際に参照されるべき「国際法の関連規則」

とは何かについて。この問題は、結論を導くための前提的考察として、

本件において大いに議論された点でありました。というのも、条約法条

約11条 1項⒞は、「当事国の間の関係において適用される国際法の関連規

則」も条約解釈の際に参照すべしとしており（これは義務的参照を命じ

る規定であって任意的参照を許容する規定ではありません）、ECは、「予

防原則」を規定する生物多様性条約やカルタヘナ議定書は「関連規則」

であり、SPS協定解釈の際に参照されねばならないと主張していたから

であります。

　これに対し、本件パネルは、SPS協定適用の一貫性確保と各国の国家

主権尊重の観点から、条約法条約11条 1項⒞にいう「当事国」とは全て

のWTOメンバーを指し、一部又は全部の「紛争当事国」ではないとの判

断を下しました。しかし、WTOには香港やマカオ等の非国家主体も加盟

を認められておりますが、これらが加盟するWTO枠外の条約は現在存在

しません。従って、本件パネルの論理に基づけば、SPS協定解釈の際に

義務的参照の対象となるのは、「慣習国際法」と「法の一般原則」のみで

あり、「条約」は含まれないということになってしまいます。もっとも、

米国－エビ海ガメ事件に関する2001年遵守パネルは、他の紛争当事国が

遵守を約束したが未だ加盟していない条約も条約法条約11条 1項⒞にい

う「関連規則」であると判断しておりますし、この点に関する上級委員

会の判断は未だ出されておりません。従って、本件パネルの判断が確定

しているとは言い難い状況にあるのが現状であります。
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ベルでは危険性評価がなされており（ECは危険性なしと判断していた）、

本件は科学的証拠が不十分な場合ではないからである。第三に、従って

本件は5条 1項の危険性評価の適用がなされる場合であるが、危険の

「可能性」が指摘されたに過ぎず危険性の「評価」がなされたとは言えな

いことや、たとえ「評価」と言えたとしても、個別のGMOに対するもの

でなくGMO一般についての危険性の「評価」であったことから、5条 1

項違反が導かれる。

　ここで、本件に関して若干の考察をしてみましょう。

　第一に、SPS協定 5条 1項の暫定措置について。本件パネルは、この

暫定措置として認められれば5条 1項の危険性評価は不要となると判断

したわけでありますが、他方、暫定措置のハードル（例えば、「科学的証

拠の不十分性」）は非常に高いと考えられます。実際、日本－リンゴ事件

において、2001年に上級委員会は、「科学的証拠が不十分な場合とは，入

手可能な科学的証拠が、適切な危険性評価の実施を量的にも質的にも許

容しない場合」であると述べ、「科学的証拠の不十分性」は「科学的不確

実性」とは同義ではないと判断しております。本件でも、既に ECレベル

で危険性評価がなされているため科学的証拠の不十分さは存在せず、

従って EC加盟国独自の暫定措置は認められないと判断されたのでありま

すが、このような考えに基づけば、他国又は国際機関で危険性評価が既

になされている場合には、日本独自の暫定措置は認められなくなるので

はないかとの疑念が生じるでありましょう。

　もっともこの点、EC－ホルモン牛肉紛争における米国－義務停止継続

事件において、2001年に上級委員会は、次のように述べております。す

なわち、「5条 1項の『不十分性』要件は、新たな科学的事実が、国際基

準の依拠する科学的証拠に完全に取って代わらねばならないことは含意

しない。一群の科学的証拠が、危険性の十分な客観的評価を未だ許容す



（2遺伝子組み換え食品─自由貿易体制の下で食の安全は守れるのか？─（繁田）（42‐1‐（2）

（17）

当な期間内に当該衛生植物検疫措置を再検討する。

　第八条　管理、検査及び承認の手続

　　 加盟国は、添加物の使用の承認又は飲食物若しくは飼料に含まれる

汚染物質の許容限度の設定に関する国内制度を含む自国の管理、検

査及び承認の手続の運用に当たり附属書 Cの規定を遵守するものと

し、これらの手続がこの協定の規定に反しないことを確保する。

　附属書Ｃ　管理、検査及び承認の手続

　　1．　 加盟国は、衛生植物検疫措置の実施を確認し及び確保するため

の手続について、次の⒜から⒤までに規定することを確保する。

⒜手続が、不当に遅延することなく、かつ、輸入産品が同種の

国内産品よりも不利でない方法で、行われ、完了すること。

Ｂ　欧州共同体（EC）－バイテク事件パネル決定

　本件について、以下の1つの事実が認定されています。① ECは、バイ

テク製品（＝ GMO）に関する新規則の採択までとして、GMO新規承認

の一般的停止（モラトリアム）を1111年 1月から2001年 1月（パネル設

置時点）まで行った。② ECは、その間、個別申請 GMO案件の審査もし

なかった。③ EC加盟1ヵ国（オーストリア，フランス，ドイツ，ギリシ

ア，イタリア，ルクセンブルク）は、ほぼ同時期に、GMOに対する暫定

的セーフガード措置（輸入・販売禁止）をとった。以上①②③につき、

米国、カナダ、アルゼンチンが主に SPS協定違反を訴えたのが本件であ

ります。

　これに対する2001年 1月のパネルの結論は、大要次の 1点でありまし

た。第一に、①及び②の措置は、「手続の不当な遅延」をもたらしたの

で、附属書 Cの1項⒜違反であり、従って1条違反となる。第二に、③

の措置は、 5条 1項の暫定措置では正当化されない。というのも、ECレ
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5条の 1から 1までの関連規定に従い自国の衛生植物検疫上の

適切な保護の水準を決定した場合には、関連する国際的な基準、

指針又は勧告に基づく措置によって達成される水準よりも高い

衛生植物検疫上の保護の水準をもたらす衛生植物検疫措置を導

入し又は維持することができる。ただし、関連する国際的な基

準、指針又は勧告に基づく措置によって達成される衛生植物検

疫上の保護の水準と異なる衛生植物検疫上の保護の水準をもた

らすすべての措置は、この協定の他のいかなる規定にも反して

はならない。

　第五条　�危険性の評価及び衛生植物検疫上の適切な保護の水準の決定

　　1．　 加盟国は、関連国際機関が作成した危険性の評価の方法を考慮

しつつ、自国の衛生植物検疫措置を人、動物又は植物の生命又

は健康に対する危険性の評価であってそれぞれの状況において

適切なものに基づいてとることを確保する。

　　1．　 第1条 2の規定が適用される場合を除くほか、加盟国は、衛生

植物検疫上の適切な保護の水準を達成するため衛生植物検疫措

置を定め又は維持する場合には、技術的及び経済的実行可能性

を考慮し、当該衛生植物検疫措置が当該衛生植物検疫上の適切

な保護の水準を達成するために必要である以上に貿易制限的で

ないことを確保する。

　　1．　 加盟国は、関連する科学的証拠が不十分な場合には、関連国際

機関から得られる情報及び他の加盟国が適用している衛生植物

検疫措置から得られる情報を含む入手可能な適切な情報に基づ

き、暫定的に衛生植物検疫措置を採用することができる。その

ような状況において、加盟国は、一層客観的な危険性の評価の

ために必要な追加の情報を得るよう努めるものとし、また、適
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います（1111年ホルモン牛肉事件上級委員会）。（下記で、参考までに SPS

協定の関連条文を挙げておきます。）

　このように、SPS協定上は、暫定措置ということであれば、厳格な危

険性評価なしに国際基準よりも厳しい各国独自の GM食品規制措置をと

ることも可能とされているわけですが、以下の EC－バイテク事件に見る

ように、暫定措置といえども実際に許容される余地は極めて小さいのが

現実であります。

衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS協定）（1111年 1 月15日署

名、1115年 1 月 1 日発効、日本受諾1111年12月21日［1115年 1 月 1 日発

効］）

　第二条　基本的な権利及び義務

　　1．　 加盟国は、人、動物又は植物の生命又は健康を保護するために

必要な衛生植物検疫措置をとる権利を有する。ただし、衛生植

物検疫措置が、この協定に反しないことを条件とする。

　　2．　 加盟国は、衛生植物検疫措置を、人、動物又は植物の生命又は

健康を保護するために必要な限度においてのみ適用すること、

科学的な原則に基づいてとること及び、第5条 1に規定する場

合を除くほか、十分な科学的証拠なしに維持しないことを確保

する。

　第三条　措置の調和

　　2．　 衛生植物検疫措置は、国際的な基準、指針又は勧告に適合する

場合には、人、動物又は植物の生命又は健康を保護するために

必要なものとみなすものとし、この協定及び千九百九十四年の

ガットの関連規定に適合しているものと推定する。

　　1．　 加盟国は、科学的に正当な理由がある場合又は当該加盟国が第
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GATT 第20条　一般的例外

　この協定の規定は、締約国が次のいずれかの措置を採用すること又は

実施することを妨げるものと解してはならない。ただし、それらの措置

を、同様の条件の下にある諸国の間において任意の若しくは正当と認め

られない差別待遇の手段となるような方法で、又は国際貿易の偽装され

た制限となるような方法で、適用しないことを条件とする。

　⒝　人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置。

　⒢　 有限天然資源の保存に関する措置。ただし、この措置が国内の生

産又は消費に対する制限と関連して実施される場合に限る。

Ａ　衛生植物検疫措置（SPS）協定

　WTO体制下で GM食品規制を行うことが困難なのは、SPS協定が存在

するためです。ここでSPSとは、衛生植物検疫（Sanitary and Phytosanitary）

の略であります。SPS措置とは、人、動物又は植物の生命又は健康を保

護することを目的とする措置であり（SPS協定2条 1項）、科学的な原則

に基づき必要な限度でのみ認められるものとされています（同2条 2

項）。SPS措置が国際基準（例えば、国連食糧農業機関（FAO）と世界保

健機関（WHO）とが合同で設立した CODEX委員会によって定められた

基準）に準拠している場合には、その措置の SPS協定適合性が推定され

ます（同1条 2項）。また、国際基準よりも厳しい各国独自の措置をとる

ことも認められていますが（同1条 1項）、必要以上に貿易制限的でない

こと等が条件となっており（同5条 1項）、しかも厳格な危険性評価が必

要とされています（同5条 1項）。他方、科学的証拠が不十分な場合に

は、暫定措置をとることが認められており（同5条 1項）、その場合は 5

条 1項の危険性評価は不要とされています（後述の EC－バイテク事件パ

ネル参照）。この5条 1項の暫定措置は、予防概念の適用であるとされて
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　　　　　⒜　附属書Ⅱ第一部に規定する手続による仲裁

　　　　　⒝　国際司法裁判所への紛争の付託

　　1　 紛争は、紛争当事国が1の規定に従って同一の紛争解決手段を

受け入れている場合を除くほか、当該紛争当事国が別段の合意

をしない限り、附属書Ⅱ第二部の規定により調停に付する。

　　5　 この条の規定は、別段の定めがある議定書を除くほか、すべて

の議定書について準用する。

　 ３　世界貿易機関（WTO）体制下での
  GM食品規制の困難さ 　

　それでは次に、世界貿易機関（World Trade Organization：WTO）体制の

下で GM食品規制を行うことがいかに困難かという点について見てみた

いと思います。

　日本も原加盟国の一つであるWTOは、自由貿易の促進を目的として

1115年から活動を開始した国際機関でありますが、これは1111年の関税

及び貿易に関する一般協定（General Agreement on Tariffs and Trade：GATT）

が国際機関へと発展したものです。WTOにはパネルと上級委員会からな

る二審制の裁判類似の紛争解決手続あり、これには一方的提訴が可能で

す。WTOでは、貿易制限事由として環境例外が認められていますが

（GATT20条⒝⒢）、これを具体化したものが SPS協定であると言われて

います。GATTや SPS協定を始めとするWTO諸協定によりWTO法が形

成されており、WTO法違反を認定国された国への対抗措置（譲許停止）

が被害国に認められます。もっとも、WTO法違反を認定された国は、被

害国の同意があれば代償の供与で代替することが可能です。（参考まで

に、GATT20条⒝⒢の規定を付記しておきます。）
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と同一の規則を適用する。

　しかしながら、現実に GM食品・飼料の輸入禁止や制限をめぐって輸

出国と輸入国との間に紛争が生じた場合は、カルタヘナ議定書ではなく

WTOの紛争解決手続が選択されます。なぜなら、カルタヘナ議定書には

義務的裁判制度が存在しないのに対して（後掲、生物多様性条約21条参

照、合意なき限り調停のみ）、WTOでは、後述のようにそれが存在する

からです。WTOの紛争解決手続で適用されるのは、カルタヘナ議定書で

はなくWTO諸協定であるため、必然的にWTO諸協定上の義務が優先さ

れる結果となってしまいます。EUは、このような結果は不合理であると

反対しましたが、EC－バイテク事件に関するWTOパネルは、後で見る

ように、このような EUの議論を斥けました。

生物の多様性に関する条約

　第27条　紛争の解決

　　1　 この条約の解釈又は適用に関して締約国間で紛争が生じた場合

には、紛争当事国は、交渉により紛争の解決に努める。

　　2　 紛争当事国は、交渉により合意に達することができなかった場

合には、第三者によるあっせん又は仲介を共同して求めること

ができる。

　　1　 いずれの国又は地域的な経済統合のための機関も、1又は 2の

規定により解決することができなかった紛争について、次の紛

争解決手段の一方又は双方を義務的なものとして受け入れるこ

とをこの条約の批准、受諾若しくは承認若しくはこれへの加入

の際に又はその後いつでも、寄託者に対し書面により宣言する

ことができる。
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定書に定める措置に比し一層の保護を与える措置をとる権利」あるが、

一層の保護を与える措置は、「国際法に基づく当該締約国の他の義務に従

う」必要があると規定されています。従って、世界貿易機関（WTO）加

盟国が、この議定書よりも厳しい GM食品・飼料規制を行う場合は、

WTO諸協定（後述のSPS協定を含む）上の義務に服することになります。

　第二に、米国は、この議定書（及び生物多様性条約［署名はしたが批

准せず］）の締約国ではありません。従って、米国に対しては、この議定

書上の権利を主張することはできません。

　もっとも、第一の点について言えば、GM食品・飼料の輸入国の決定

権は、この議定書で既に認められている権利であり、「この議定書に定め

る措置に比し一層の保護を与える措置」ではないので、WTO諸協定上の

義務には服さないとの解釈も可能です。実際、WTO諸協定は、1111年に

作られたのに対し、この議定書は2000年に作られており、「後法は前法を

破る」の原則から見ても、この議定書とWTO諸協定の両方に入っている

国の間では、この議定書の方が優先的に適用されると理解することは、

十分可能です（後掲、条約法条約10条 1項、 1項⒜参照）。

条約法に関するウィーン条約

　第30条　同一の事項に関する相前後する条約の適用

　　1　 条約の当事国のすべてが後の条約の当事国となっている場合に

おいて、第51条の規定による条約の終了又は運用停止がされて

いないときは、条約は、後の条約と両立する限度においてのみ、

適用する。

　　1　 条約の当事国のすべてが後の条約の当事国となっている場合以

外の場合には、

　　　　　⒜　 双方の条約の当事国である国の間においては、1の規則
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飼料として直接利用し又は加工することを目的とする改変され

た生物に添付する文書において、改変された生物を「含む可能

性がある」こと及び環境への意図的な導入を目的とするもので

はないこと並びに追加的な情報のための連絡先を明確に表示す

ること。（後略）

　この議定書は、GMOによる生物多様性への悪影響の防止を主たる目的

としており、この場合は、事前の情報に基づいて輸入国が合意しない限

り、GMOの輸出はできないことになっています（カルタヘナ議定書1

条）。他方、この議定書は、人間の健康に対する GMOの悪影響の防止も

同時に規定しています。この場合は、「事前の情報に基づく合意」の原則

は適用されないものの、 GM食料・飼料の輸入国が輸入の可否を決定する

権利を持つことが明記されており（同11条 1項）、この決定権は、科学的

不確実性の下でも損なわれないことが確認されています（同条 1項）。

　この最後の点、すなわち科学的不確実性の下での輸入国の決定権の承

認は、いわゆる予防概念の適用の一側面であると考えられます。予防概

念とは、原因と結果との因果関係が科学的に明確でない場合でも、有害

な結果が生じないよう予め対策を講じることを義務付け又は承認するも

のです。EUは、確固たる法原則であることを強調するために「予防原

則」という言葉を用い、米国は、単なる望ましい法政策・手段に過ぎな

いとして、「予防的アプローチ」という言葉を用いる傾向にあります。

　以上のように、カルタヘナ議定書上は、GM作物・飼料輸入国の規制

権限が大幅に承認されており、この議定書がうまく機能するならば、何

ら問題は生じないはずですが、事はそう単純ではありません。まず、こ

の議定書には2つの限界があります。

　すなわち第一に、この議定書の第2条 1項では、締約国には「この議
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生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定

書（2000年 1 月21日採択、2001年 1 月11日発効、日本加入2001年11月21

日［2001年 2 月11日発効］）

　第 2条　一般規定

　　1　 この議定書のいかなる規定も、締約国が生物の多様性の保全及

び持続可能な利用につきこの議定書に定める措置に比し一層の

保護を与える措置をとる権利を制限するものと解してはならな

い。ただし、そのような措置がこの議定書の目的及び規定に適

合し、かつ、国際法に基づく当該締約国の他の義務に従うもの

であることを条件とする。

　第11条　�食料若しくは飼料として直接利用し又は加工することを目的

とする改変された生物のための手続

　　1　 締約国は、この議定書の目的に適合する自国の国内規制の枠組

みに従い、食料若しくは飼料として直接利用し又は加工するこ

とを目的とする改変された生物の輸入について決定することが

できる。

　　1　 改変された生物が輸入締約国における生物の多様性の保全及び

持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響（人の健康に対す

る危険も考慮したもの）の程度に関し、関連する科学的な情報

及び知識が不十分であるために科学的な確実性のないことは、

当該輸入締約国がそのような悪影響を回避し又は最小にするた

め、適当な場合には、食料若しくは飼料として直接利用し又は

加工することを目的とする当該改変された生物の輸入について

決定することを妨げるものではない。

　第18条　取扱い、輸送、包装及び表示

　　2　 締約国は、次のことを義務付ける措置をとる。⒜食料若しくは
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いと判断されており、これまでその判断に影響を与える新たな知見は得

られていません。以上の理由から、本論文の内容はトウモロコシ NK101

の安全性を再評価する必要性を示唆する知見とはなり得ないと考えてい

ます。（後略）

　他方、前述のカナダでの研究に対する日本政府の反論は、現在の所は

みられないようです。このように、GM食品、特に除草剤耐性・害虫抵

抗性 GM作物の危険性を指摘する科学的研究はいくつか存在し、その真

偽が議論になっているというのが現状であります。

　 ２　予防概念に基づく各国独自のGM食品
  規制権限の承認──カルタヘナ議定書 　

　それでは、GM食品を危険であると考える国は、国際法上、GM食品を

規制することは可能でしょうか。

　確かに国家は、国際法上、国家主権というものを持っているので、特

に条約によってその権限が制限されない限り、自由に GM食品を規制す

ることができます。ここで問題となるのは、そのような国家の規制権限

を制限する条約があるかどうかです。

　この点でまず問題となるのは、バイオセーフティに関するカルタヘナ

議定書です。カルタヘナ議定書は、生物多様性の保護を目的として1112

年に署名された生物多様性条約（1111年発効）に附属する議定書として、

2000年に採択されたものです。参考までに、この議定書の関連規定を掲

げておきます。
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という。）について、ラットを用いた2年間の長期毒性試験を行ったとこ

ろ、毒性が認められたとする論文（Séralini et al. Long term toxicity of a 

Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food Chem. 

Toxicol. 2012;50:1221-11）が公表されました。本論文について、食品安全

委員会遺伝子組換え食品等専門調査会で審議が行われ、別紙の見解が食

品安全委員会に報告されました。食品安全委員会は、この論文の試験内

容はトウモロコシ NK101がヒトの健康に悪影響を及ぼすかを判断する基

本的な試験デザインを欠いており、結論を導くには不十分であると考え

ています。その理由は、主に次の 2点です。①発がん性があると判断す

るためには少なくとも 1群50匹で試験を行うことが国際機関で定められ

ていますが、この実験では各群のラットの数が10匹であること、②遺伝

子組換えトウモロコシでない餌を与えたラットが1群しか用意されてい

ないため、群間での比較ができないこと、具体的には、著者らは、長期

飼育で下垂体及び乳腺腫瘍が発生しやすい系統のラット（Sprague-Dawley

系）を用いて2年間（ほぼ一生涯）の実験を行ったため、遺伝子組換え

トウモロコシでない餌を与えたラットでもがん発生及び死亡が認められ

ています。また、各群のラットが10匹しかいないため、途中でがんなど

の病気になったり、死んでしまったりした原因がトウモロコシ NK101を

含む餌によるものかどうかわからなくなっています。また、この実験で

は11%、22%、11%の割合でトウモロコシNK101を含む餌をラットに与え

ていますが（ 1群）、遺伝子組換えでないトウモロコシを与えたラットは

1群（11%）しかありません。そのため、それぞれ同じ割合のトウモロ

コシを与えた群同士を比べることができないので、トウモロコシ NK101

の影響かどうかわからなくなっています。トウモロコシ NK101の食品と

しての安全性については、厚生労働省薬事・食品衛生審議会において審

議が行われ、その結果、ヒトの健康を損なうおそれがあると認められな
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遺伝子組み換え食品由来の殺虫成分を女性の血液から検出したとのカナ

ダでの研究（出典：日刊ベリタ2012年01月02日11時01分掲載 http://www.

nikkanberita.com/print.cgi?id=201201021101511）

　（前略）Bt遺伝子組み換えトウモロコシは害虫が食べると毒となるタン

パク質を作り出す。これまで遺伝子組み換え企業は遺伝子組み換え作物

が作り出す殺虫性のタンパクなどの有毒成分は腸で破壊され、体外に排

出されるので無害であると説明してきた。

　しかし、妊娠した女性の11％、10％の胎児からこの有毒成分（Cry1Ab）

が検出されたという調査結果が2011年にカナダで発表された（Bt toxin 

found in human blood is not harmless）。この研究を行ったのはシェルブルッ

ク大学病院センターの産婦人科の医師たちだ。彼らは10人の妊娠女性と

11人のまだ子どもを持っていない女性から血液のサンプルを調査した。

遺伝子組み換え経緯の有害物質が11％の妊娠女性の血液（10人のうち21

人）から検出され、10％の女性（10人のうち21人）の臍帯血からも検出

された。妊娠していない女性のケースは11%（11人のうち21人）。（後略）

　もっとも、前記フランスの研究については、研究方法がずさんである

との指摘がなされ、日本でも EUでも、当該トウモロコシの輸入は現在で

も承認されています。ここでは参考までに、日本政府の反論を掲げてお

きます。

前記フランスでの発がん性研究への内閣府食品安全委員会遺伝子組換

え食品等専門調査会の反論（出典：内閣府食品安全委員会 HP：https://

www.fsc.go.jp/senmon/idensi/）

　（前略）平成21年 1月、遺伝子組換え技術を利用して作られた除草剤グ

リホサート耐性トウモロコシ NK101系統（以下「トウモロコシ NK101」
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は、表示義務がないとしているものと推察されます。しかしながら、最

近の研究では、食品に由来する DNA上の遺伝子情報が体内に取り込まれ

る危険性も指摘されています。（例えば、動画「遺伝子組換食品は臓器の

機能を変えてしまう」https://www.youtube.com/watch?v=aBXQKbGmqSU&lis

t=PLCA1D011B5EAED111参照。）さらに、下記のように、除草剤耐性 GM

トウモロコシによって発がん性が惹起されるとのフランスでの研究や、

害虫抵抗性 GM作物由来の殺虫成分を女性の血液から検出したとのカナ

ダでの研究も発表されています。

遺伝子組み換えトウモロコシが発がん性に関連するというフランスでの

研究（2012年01月21日12：10　発信地：パリ／フランス）（出典：AFPの

HP：http://www.afpbb.com/articles/-/2102111）

　フランスの NGO「遺伝子操作に関する独立情報研究機関」（CRIIGEN）

が公表した、米アグリビジネス大手モンサント（Monsanto）製の遺伝子

組み換え（GM）トウモロコシを餌として与えられ、がんを発生したマウ

ス（撮影日不明）
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project/pdf/gm1.pdf参照。）

　第二に、「主な原材料」（原材料の重量に占める割合が上位1番目以内

で、しかも原材料に占める重量の割合が5％以上）にしか表示義務があ

りません。この点、EUでは「主な原材料」以外のものにも例外なく表示

義務が課されています。

　第三に、5％以下の意図せぬ混入には表示義務がないとされています。

EUでも、このような例外は認めていますが、0.1％以下と極めて厳しい基

準が用いられています。

　以上のような1つの抜け穴については、以前からその問題性が指摘さ

れてきた所であります。（例えば、動画「すべての遺伝子組み換え食品に

表示を！」（すべての遺伝子組み換え食品に表示を求める会　安田美絵）

https://www.youtube.com/watch?v=x-VQu1uq1aA参照。）しかしながら、EU

並みの厳格な表示制度を導入することは、技術的には可能でも、特に米

国からの圧力の前では実際には困難であったとものと推察されます。

もっとも、逆に言えば、このような緩やかな表示制度であったからこそ、

環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉においても、特に問題視され

ることなく、その存続が認められたとも考えられます。

Ｃ　GM食品の危険性：除草剤耐性・害虫抵抗性GM作物に関して

　GM食品の危険性は、様々な点で指摘されていますが、ここでは、除

草剤耐性・害虫抵抗性 GM作物の危険性についてのみ述べることにした

いと思います。

　農水省（これは日本政府の見解でもありますが）によれば、「食品に由

来する DNA上の遺伝子がそのまま吸収され、体内で作用したりすること

はない」とされています。このような見解に基づき、日本では、組み換

えられた DNAやそれによって生成されたタンパク質が含まれない場合
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す。この辺りの事情については、農水省 HP「遺伝子組換え農作物の管理

について──生物多様性を確保する観点から──」（http://www.maff.go.jp/j/

syouan/nouan/carta/zyoukyou/pdf/gm_kanri_201501.pdf）が詳しく説明してく

れています。

Ｂ　日本のGM食品表示の問題点について

　次に、日本の GM食品表示の問題点について述べます。みなさんは、

日頃、GM食品を食べているという実感を持っていないかもしれません。

確かに、豆腐や納豆には、よく「遺伝子組み換えでない」という表示が

されており、「遺伝子組み換えである」と表示された食品は見たことがな

いという人も多いのではないでしょうか。ところが、日本で「遺伝子組

み換え」と表示されていないものの多くが、実は GM食品なのです。こ

れは、日本の食品表示に、次のような1つの大きな抜け穴があるためで

す。

　第一に、組み換えられた DNAやそれによって生成されたタンパク質が

含まれない場合は、表示義務がありません。その結果、GM飼料で育て

られた家畜の肉や乳等の畜産品をはじめ、醤油、みりん、油、酢、醸造

用アルコール、果糖ブドウ糖液糖等には、GM表示の義務がありません。

この点、EUでは、遺伝子組み換え DNA・タンパク質の存否にかかわら

ず GM表示の義務あり、レストランで出される食事にも、その表示義務

が適用されます。もっとも、EUでも、GM飼料で育てられた家畜の畜産

品には現在のところ表示義務はありません。これは、EUに輸入される家

畜飼料のほとんどが GM飼料であり、畜産品に GM表示義務が課される

と売れなくなると考えた畜産農家の強い反対にあっているためです。（大

臣官房情報評価課　平形和世「第1章 EUにおける遺伝子組換え食品等

の表示制度及び実施状況について」http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/



6（（42‐1‐6（）大阪学院大学法学研究2015

（2）

　 １　はじめに──知らない間に摂取している
  遺伝子組み換え食品の数々とその危険性 　

Ａ　「遺伝子組み換え」（GM）について

　みなさんは、「遺伝子組み換え」という概念を既によくご存じかとは思

いますが、念のため少しご説明をしておきたいと思います。

　まず、「遺伝子組み換え」は、英語では Genetically Modifiedと呼ばれ、

よく GMと略称されます。GMOという言葉もよく使われますが、これは

遺伝子組み換え体（Genetically Modified Organism）のことです。

　ここで、遺伝子組み換えとは、ある生物の遺伝子を他の生物のデオキ

シリボ核酸（deoxyribonucleic acid: DNA）の中に組み込むことであります。

これにより、目的とするタンパク質を合成させることが可能となります。

従来は、自然交配を何世代にもわたって行うことにより、品種改良がな

されてきました。しかし、遺伝子組み換えという方法により、これが短

期間で行われ得るようになっただけでなく、種の垣根という自然交配の

限界をも超えられるようになったわけです。この辺りの詳しい説明につ

いては、農水省 HP「遺伝子組換えとは」（http://www.maff.go.jp/j/syouan/

nouan/carta/pdf/about.pdf）をご覧下さい。

　このような遺伝子組み換えを行うことにより、農作物の品質向上や収

穫増加が期待されます。しかしながら、後で述べますように、除草剤耐

性や害虫抵抗性を目的とする遺伝子組み換えについては、危険性の指摘

もなされております。

　なお、日本では GM作物は栽培されておらず（遺伝子組み換えバラの

み栽培）、欧州連合（EU）でも害虫抵抗性トウモロコシ一種類のみ栽培

が承認されていうという状況です。他方、他の農作物輸出国（米、豪、

カナダ等）では、GM作物の方が主流になっているという現実もありま
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〈講 演 録〉

遺伝子組み換え食品

──自由貿易体制の下で
  食の安全は守れるのか？──

繁 田 泰 宏

はじめに
１　 はじめに──知らない間に摂取している遺伝子組み換え食品の数々
とその危険性

　Ａ　「遺伝子組み換え」（GM）について
　Ｂ　日本の GM食品表示の問題点について
　Ｃ　GM食品の危険性：除草剤耐性・害虫抵抗性 GM作物に関して
2　 予防概念に基づく各国独自の GM食品規制権限の承認──
　　カルタヘナ議定書
３　世界貿易機関（WTO）体制下での GM食品規制の困難さ
　Ａ　衛生植物検疫措置（SPS）協定
　Ｂ　欧州共同体（EC）－バイテク事件パネル決定
４　おわりに──食の安全を追求する欧州連合（EU）の経験から学ぶ

（本稿は、2015年10月25日（日）に東京大学の山上会館に於いて開催された
国際法学会主催第 2回市民講座（共通テーマは「食と国際法」）での講演
の記録である。）
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れ
以
上
の
枚
数
に
つ
い
て
は
、
編
集
委
員
会
で
検
討
の
上

で
分
割
掲
載
す
る
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
等
に
よ
る
原
稿
の
取
り
扱
い
も
こ
れ
に
準
じ
る
も
の
と

す
る
。

六
、 

原
稿
の
提
出
先
は
、
編
集
委
員
と
す
る
。
な
お
、
本
学
指
定
の

原
稿
用
紙
及
び
原
稿
提
出
票
は
図
書
館
事
務
室
で
配
付
す
る
。

七
、 

発
行
は
原
則
と
し
て
、
前
期
・
後
期
の
二
回
と
し
、
年
間
総

ペ
ー
ジ
数
を
原
則
と
し
て
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
と
す
る
。

八
、 

抜
刷
は
四
〇
部
を
限
り
無
料
進
呈
し
、
特
に
本
人
の
希
望
の

あ
る
場
合
は
編
集
委
員
会
で
検
討
の
う
え
、
有
料
で
二
〇
〇

部
ま
で
配
布
す
る
こ
と
が
あ
る
。

九
、 

投
稿
さ
れ
掲
載
さ
れ
た
成
果
物
の
著
作
権
は
、
著
作
者
が
保

持
す
る
。

 

な
お
、
出
版
権
、
頒
布
権
は
大
学
が
保
持
す
る
た
め
、
論
文

転
載
を
希
望
す
る
場
合
は
、
学
会
宛
に
転
載
許
可
願
を
提
出

願
う
こ
と
と
す
る
。

十
、 

投
稿
さ
れ
た
論
文
の
著
作
者
は
、
当
該
論
文
を
電
子
化
に
よ

り
公
開
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
複
製
権
お
よ
び
公
衆
送
信
権

を
大
学
に
許
諾
し
た
も
の
と
み
な
す
。
大
学
が
、
複
製
権
お

よ
び
公
衆
送
信
権
を
第
三
者
に
委
託
し
た
場
合
も
同
様
と
す

る
。

 
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

 

以　

上



大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
執
筆
要
領

原
稿
に
つ
い
て

　

一
、 
原
稿
は
確
定
稿
で
あ
る
こ
と
。
校
正
の
段
階
で
ペ
ー
ジ
替

え
と
な
る
よ
う
な
加
筆
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

　

二
、 

原
稿
用
紙
は
原
則
と
し
て
、
二
〇
〇
字
詰
た
て
書
と
す

る
。
原
稿
は
コ
ピ
ー
で
は
な
い
原
本
を
提
出
し
、
必
ら
ず

原
稿
提
出
票
を
添
え
る
こ
と
。

　

三
、 

欧
文
は
タ
イ
プ
ラ
イ
ト
ま
た
は
活
字
体
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

四
、 

で
き
る
だ
け
現
代
か
な
づ
か
い
と
当
用
漢
字
を
用
い
、
難

字
は
欄
外
に
判
り
易
い
様
に
大
書
す
る
こ
と
。

　

五
、 

印
刷
字
体
そ
の
他
印
刷
上
の
ス
タ
イ
ル
な
ど
の
指
定
は
、

執
筆
者
が
原
稿
に
直
接
朱
筆
す
る
こ
と
。
特
に
数
式
に
つ

い
て
は
留
意
す
る
こ
と
。

図
・
表
に
つ
い
て

　

六
、 

図
と
表
は
原
稿
と
は
別
紙
に
書
い
て
一
枚
ご
と
に
番
号
と

執
筆
者
名
を
記
入
し
、
本
文
中
に
挿
入
箇
所
を
指
示
す
る

こ
と
。
ま
た
図
の
説
明
文
は
、
別
紙
に
ま
と
め
る
こ

と
。

　

七
、 

自
分
で
ス
ミ
入
れ
し
て
完
成
さ
せ
た
原
図
や
写
真
の
場
合

は
、
厚
手
の
台
紙
に
は
り
つ
け
て
希
望
の
縮
尺
を
記
入
す

る
こ
と
。

校
正
に
つ
い
て

　

八
、 

執
筆
者
校
正
は
三
校
ま
で
と
し
、
朱
筆
で
記
入
す
る
こ

と
。
三
校
以
前
で
も
校
正
の
必
要
が
な
く
な
れ
ば
、
校
了

ま
た
は
責
了
と
す
る
こ
と
。

　

九
、 

次
の
場
合
は
、
必
要
経
費
の
一
部
が
執
筆
者
負
担
と
な
る

こ
と
が
あ
る
の
で
と
く
に
注
意
さ
れ
た
い
。

　
　
　

ア
． 

校
正
の
際
に
内
容
に
大
き
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
な
い
が
、
や
む
を
え
ず
行
な
っ
て
高
い
組

換
料
が
生
じ
た
場
合
。

　
　
　

イ
． 

特
殊
な
印
刷
な
ど
に
よ
っ
て
通
常
の
印
刷
費
を
ひ
ど

く
上
ま
わ
る
場
合
。

 

以　

上
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