
ま
ち
づ
く
り
三
法
の
改
正
案
５
日
専
「
専
門
店
誌
７
月
号
」
）

野
口
都
市
研
究
所
野
口
和
雄

 

改
正
都
市
計
画
法

改
正
法
に
つ
い
て
簡
単
に
お
さ
ら
い
し
て
み
よ
う
。

今
回
、
ま
ち
づ
く
り
三
法
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
と
中
心
市
街
地
活
性
化
法
が

改
正
さ
れ
た
。

改
正
都
市
計
画
法
は
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
制
度
を
改
正
し
、
郊
外
地
に
お
け
る
大
型

店
等
の
建
築
を
抑
制
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
郊
外
地
に
お
い
て
、
床
面
積

一
万
平
方
㍍
超
の
大
型
店
等
に
つ
い
て
規
制
の
対
象
と
な
っ
た
。
特
に
、
市
街

化
調
整
区
域
に
お
け
る
大
型
店
の
出
店
は
、
原
則
的
に
建
築
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、
第
一
に
、
都
市
計
画
区
域
外
で
は
、
準
都
市
計
画
区
域
を
指
定
し
な

け
れ
ば
規
制
で
き
な
い
。
準
都
市
計
画
区
域
を
指
定
す
る
か
ど
う
か
は
、
自
治

体
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
。

第
二
に
、
一
万
平
方
㍍
以
下
の
大
型
店
等
は
、
改
正
法
で
は
規
制
の
対
象
と
な
っ

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
幹
線
道
路
沿
道
に
建
築
さ
れ
る
専
門
大
店
等
や
、

個
別
に
建
築
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
専
門
大
店
等
の
集
積
地
は
、

引
き
続
き
野
放
し
と
な
る
。

第
三
に
、
一
万
平
方
㍍
超
の
大
型
店
等
を
規
制
す
る
用
途
地
域
に
お
い
て
、
大

型
店
等
の
規
制
を
緩
和
で
き
る
地
区
計
画
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
地
区
計
画
を

定
め
る
か
は
、
地
方
自
治
体
と
地
区
の
地
権
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
一
万
平
方
㍍
超
の
大
型
店
等
を
建
築
で
き
る
商
業
地
域
や
準
工
業
地

域
に
用
途
を
変
更
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
自
治
体
の
政
策
判
断

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

第
四
に
、
準
工
業
地
域
で
は
、
商
業
地
域
と
同
じ
よ
う
に
一
万
平
方
㍍
超
の
大

型
店
等
の
規
制
は
な
い
。
し
か
し
、
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画(

以
下
、

「
基
本
計
画
」
と
い
う)

を
策
定
し
、
国
の
認
定
を
受
け
る
た
め
に
は
、
準
工

業
地
域
に
つ
い
て
も
、
大
型
店
等
を
規
制
す
る
特
別
用
途
地
区
を
指
定
す
る
必

要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
計
画
に
つ
い
て
国
の
認
定
を
受
け
、
手
厚
い

支
援
を
受
け
る
必
要
が
な
い
と
考
え
る
自
治
体
は
、
準
工
業
地
域
に
お
い
て
大

型
店
等
の
規
制
を
行
う
必
要
は
な
い
。

 

改
正
中
心
市
街
地
活
性
化
法

一
方
、
中
心
市
街
地
活
性
化
法
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
り
、
認
定
基
本
計
画

を
持
っ
て
い
る
地
域
に
つ
い
て
、
手
厚
い
支
援
を
行
う
と
い
う
「
選
択
と
集
中
」

の
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

確
実
に
実
施
で
き
る
担
保
が
あ
る
こ
と
、
多
様
な
事
業
を
位
置
づ
け
る
こ
と
等
、

認
定
基
本
計
画
と
な
る
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
。
し
か
も
、
認
定
を
受
け
ら

れ
る
地
区
は
絞
り
込
ま
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
認
定
基
本
計
画
を
持
た
な
い
自
治
体
が
多
く
な
る
。
認
定
基
本

計
画
を
持
つ
自
治
体
に
隣
接
し
て
、
周
辺
都
市
に
は
認
定
基
本
計
画
を
持
た
な

い
、
す
な
わ
ち
、
準
工
業
地
域
に
大
型
店
等
の
規
制
を
行
わ
な
い
自
治
体
が
存

在
す
る
こ
と
と
な
る
。
で
は
、
認
定
基
本
計
画
を
持
た
な
い
自
治
体
に
は
、
国

の
支
援
は
な
い
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
現
在
、
多
く
の
自
治
体
が

「
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
」
の
支
援
を
受
け
て
、
中
心
市
街
地
等
で
多
様
な
ま
ち

づ
く
り
事
業
を
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
支
援
は
引
き
続
き
行
わ
れ
る
。

で
は
、
国
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
な
い
と
考
え
る
自
治
体
で
は
、
中
心
市
街

地
の
活
性
化
に
取
り
組
む
必
要
が
な
い
か
、
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
中
心

市
街
地
活
性
化(

以
下
、
「
『
ま
ち
な
か
』
再
生
」
と
言
う)

は
、
「
手
厚
い
支

援
」
を
受
け
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
国
の
自
治
体
に
共
通
す
る
課
題

な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
ま
ち
な
か
」
再
生
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

 



衰
退
化
の
内
部
的
要
因

で
は
、
「
ま
ち
な
か
」
が
衰
退
化
し
た
内
部
的
要
因
は
何
で
あ
り
、
そ
の
対
策

を
ど
の
よ
う
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
ま
ち
な
か
」

の
衰
退
化
の
内
部
的
要
因
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

商
店
等
の
減
少
が
「
ま
ち
な
か
」
の
衰
退
化
の
要
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
住
宅
地
開
発
が
郊
外
地
で
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、

行
政
施
設
、
病
院
等
の
公
益
施
設
に
つ
い
て
も
郊
外
化
し
た
こ
と
に
も
よ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
ま
ち
な
か
」
再
生
の
た
め
に
は
、
行
政
、
議
会
は
、
行
政
施

設
や
病
院
や
福
祉
施
設
等
の
公
益
施
設
、
そ
し
て
、
住
宅
地
に
つ
い
て
も
、
郊

外
地
建
設
を
抑
制
す
る
施
策
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
ま
ち
な
か
」

は
、
商
店
だ
け
で
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
総
消
費
額
に
占
め
る
無
店
舗
販
売
の
シ
ェ
ア
が
増
し
て
き
て
お
り
、

今
後
も
そ
の
傾
向
は
続
く
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
商
店
街
の
衰
退
化
、
商

店
数
や
商
業
床
の
減
少
は
必
然
で
あ
る
。

 

「
ま
ち
な
か
」
の
多
様
性
の
崩
壊

か
つ
て
「
ま
ち
な
か
」
に
は
、
多
様
な
都
会
の
文
化
が
存
在
し
て
い
た
。
市
民

生
活
や
産
業
を
支
え
る
多
様
な
店
舗
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
房(

職
人
の
店)
が
あ
っ

た
。
そ
れ
自
身
が
「
ま
ち
な
か
」
の
風
景
を
構
成
し
、
魅
力
で
も
あ
っ
た
。
ま

た
、
地
域
に
特
有
の
街
並
み
が
あ
っ
た
。
街
道
沿
い
の
町
屋
の
風
景
、
下
町
の

路
地
の
あ
る
風
景
、
門
前
町
、
武
家
屋
敷
、
市
場
、
路
上
の
朝
市
等
に
は
、
ど

れ
も
、
に
ぎ
わ
い
が
あ
り
、
地
域
の
個
性
が
息
づ
い
て
い
た
。

し
か
し
、
防
災
機
能
の
向
上
、
利
便
性
の
向
上
、
都
市
の
近
代
化
等
を
理
由
に

し
た
都
市
再
開
発
、
区
画
整
理
、
街
路
事
業
、
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
よ
っ
て
、

次
々
と
、
か
つ
て
の
風
景
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
失
っ
た
風
景
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
再
生
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
大
型
店
や
再
開
発
ビ
ル
の
屋
根
や
意

匠
に
、
見
せ
か
け
だ
け
の
デ
ザ
イ
ン
を
施
し
た
と
こ
ろ
で
、
軽
薄
で
陳
腐
な
だ

け
で
あ
る
。
す
ぐ
に
飽
き
ら
れ
て
し
ま
う
。

か
つ
て
の
新
鮮
な
野
菜
や
魚
介
類
等
地
場
産
品
を
扱
い
栄
え
て
い
た
市
場
は
、

木
造
密
集
地
で
危
険
で
あ
る
と
し
て
再
開
発
さ
れ
、
再
開
発
ビ
ル
の
地
下
に
再

現
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
か
つ
て
の
魅
力
は
な
い
。
路
地
空
間
が
魅

力
的
な
下
町
の
木
造
密
集
地
は
、
防
災
上
の
危
険
性
か
ら
マ
ン
シ
ョ
ン
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
無
秩
序
に
建
ち
並
ぶ
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
豊
か
な
都

会
的
風
景
を
創
造
し
た
と
は
思
え
な
い
。

ま
た
、
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
創
造
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
防
災
上
安
全
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
増
加
は
、
身
近
な
商
店
街

の
繁
栄
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
、
人
が
住
む
箱
を
作
っ
た
だ
け

に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
有
機
的
空
間
、
豊
か
な
風
景
、
多
様
な
文
化

は
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
年
輪
が
あ
る
。

再
開
発
的
手
法
で
は
再
生
さ
れ
な
い
。
「
徐
々
に
修
復
す
る
」
と
い
う
理
念
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

 

地
方
の
衰
退
化

「
ま
ち
な
か
」
が
衰
退
化
し
た
要
因
に
つ
い
て
、
地
方
都
市
の
自
治
体
の
担
当

者
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
回
答
を
集
計
し
た
と

こ
ろ
、
東
北
地
方
や
北
海
道
で
は
、
地
域
経
済
の
衰
退
化
が
主
要
な
要
因
で
あ

る
と
の
回
答
が
多
か
っ
た
。

「
ま
ち
な
か
」
だ
け
で
な
く
、
地
方
の
自
治
体
で
は
、
農
山
村
か
ら
「
ま
ち
な

か
」
ま
で
、
人
口
の
減
少
、
産
業
の
衰
退
化
が
起
き
て
お
り
、
「
ま
ち
な
か
」

の
衰
退
化
は
、
地
域
の
衰
退
化
の
中
の
一
つ
の
現
象
で
し
か
す
ぎ
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
主
に
観
光
振
興
や
地
場
産
業
の
再

生
に
力
を
注
い
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
な
街
並
み
が
「
ま
ち
な
か
」

に
残
る
地
域
は
、
観
光
政
策
の
一
環
と
し
て
「
ま
ち
な
か
」
再
生
に
力
点
を
置

い
て
い
る
。
し
か
し
、
観
光
の
対
象
と
な
る
「
ま
ち
な
か
」
を
抱
え
て
い
る
地



域
は
少
な
い
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
地
域
振
興
、
地
域
再
生
が
最
大
の
課
題
な

の
で
あ
る
。

 

市
民
が
「
ま
ち
な
か
」
を
捨
て
た

「
ま
ち
な
か
」
が
衰
退
化
し
た
最
大
の
原
因
は
、
市
民
が
「
ま
ち
な
か
」
を
捨

て
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

下
町
の
居
住
者
、
商
店
街
の
旦
那
衆
、
職
人
、
い
わ
ゆ
る
、
都
市
の
市
民
が
、

「
ま
ち
な
か
」
を
捨
て
、
郊
外
地
の
戸
建
て
住
宅
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
転
居
し
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
市
民
の
生
活
ス
タ
イ
ル
が
構
造
的
に
変
化
し
て
し
ま
っ

た
。
市
民
は
郊
外
地
に
居
住
し
、
「
ま
ち
な
か
」
の
会
社
、
商
店
に
通
勤
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
だ
け
の
「
ま
ち
な
か
」
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

は
生
ま
れ
な
い
し
、
決
し
て
、
活
き
活
き
と
し
た
空
間
を
生
み
出
し
て
は
い
な

い
。

 

「
ま
ち
な
か
」
再
生
の
ビ
ジ
ョ
ン

活
性
化
法
は
、
中
心
市
街
地
活
性
化
の
基
本
的
理
念
を
位
置
づ
け
る
と
と
も
に

 
 

、

 
 

「
ま
ち
な
か
」
再
生
に
必
要
な
ツ
ー
ル

 
 (  

道
具

 
 )  

を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
し
か
し

 
 

、

 
 

制
度
は
ツ
ー
ル
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

「
ま
ち
な
か
」
の
像
を
ど
の
よ
う
に
描
き
、
地
域
の
個
性
に
あ
っ
た
施
策
を
ど

の
よ
う
に
展
開
す
る
か
が
最
も
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ビ
ジ
ョ
ン
な
き
ツ

 
 

ー
 
 

ル
の
活
用
は
、
「
事
業
主
義
」
と
言
い
、
単
に
、
公
共
投
資
の
ば
ら
ま
き
で
し

か
す
ぎ
な
い
。

道
路
拡
幅
、
区
画
整
理
、
再
開
発
は
、
目
的
で
は
な
い
。
事
業
の
目
的
、
見
通

し

 
 (  

ビ
ジ
ョ
ン

 
 )  

が
明
確
で
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
都
市
整
備
事
業
は
、
か
え
っ

 
 

て
「
ま
ち
な
か
」
の
崩
壊
に
結
び
つ
く
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
ま
ち
な
か
」
再
生
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
は
何
か
。

そ
れ
は
、
「
ま
ち
な
か
」
が
持
っ
て
い
た
多
様
性
、
多
機
能
性
、
風
景
を
再
生

す
る
こ
と
、
多
様
な
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
創
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
理
念

を
、
都
市
の
個
性
に
基
づ
き
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
描
き
出
せ
る
か
に
か
か

 
 

っ

 
 

て
い
る
。
活
性
化
法
の
理
念
や
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
、
自
治
体
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
置
き
換
え
る
だ
け
で
は
駄
目
な
の
で
あ
る
。

 

市
民
に
よ
る
公
共
事
業

「
ま
ち
な
か
」
再
生
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
第
一
点
は
、
「
市
民
に
よ
る
公
共
事
業

で
あ
る
」
。

こ
れ
ま
で
公
共
事
業
、
特
に
、
福
祉
事
業
等
は
行
政
が
担
い
、
経
済
活
動
は
、

商
業
者
や
企
業
等
の
民
間
が
担
う
と
言
わ
れ
て
き
た
。
居
住
者
た
る
市
民
は
、

公
共
性
の
あ
る
事
業
へ
は
、
参
加
の
対
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
行
政
だ
け
で

は
公
共
性
を
担
い
切
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
以
上
に
、
民
間
企
業
や
市
民

が
公
共
性
を
担
っ
た
方
が
、
効
率
的
で
サ
ー
ビ
ス
も
良
く
、
し
か
も
、
経
済
的

波
及
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

公
共
の
福
祉
を
支
え
る
市
民
事
業
は
、
今
や
、
福
祉
、
教
育
、
生
涯
学
習
、
施

設
管
理
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
拡
大
し
て
い
る
。

神
奈
川
県
平
塚
市
で
は
、
駅
前
の
住
宅
地
に
民
家
を
改
修
し
た
「
ひ
な
た
ぼ
っ

こ
」
と
い
う
宅
老
所
が
、
市
民
の
手
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
た
。
民
家
を
改
修
し

た
小
さ
な
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
担
っ
て
い
る
の
はN

PO

だ
。
開
設

に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
「
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
」
に
行
政
か
ら
の
支
援
は
な
か
っ
た
。

市
民
は
、
支
援
が
な
か
っ
た
こ
と
、
行
政
に
頼
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
成
功
の
鍵

で
あ
っ
た
と
言
う
。
こ
れ
が
契
機
と
な
り
、
市
民
に
よ
る
宅
老
所
が
相
次
い
で

開
設
さ
れ
、
そ
こ
で
、
活
き
活
き
と
働
く
市
民
も
ま
た
増
え
て
き
て
い
る
。
ビ

ジ
ネ
ス
に
育
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
徴
は
、
民
家
を
改
修
し
た
宅
老
所
で
あ
る
た
め
、
ま
さ
に
「
ひ
な
た
ぼ
つ
こ
」

が
で
き
る
、
自
宅
の
よ
う
な
空
間
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。



イ
メ
ー
ジ
し
て
み
よ
う
。
商
店
街
に
あ
る
民
家
や
店
舗
を
改
造
し
、
「
ひ
な
た

ぼ
っ
こ
」
、
「
託
児
所
」
、
「
福
祉
作
業
所
」
、
「
学
童
ク
ラ
ブ
」
等
が
市
民

に
よ
り
次
々
と
開
設
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
単
に
、
施
設
が
開
設
さ
れ

た
だ
け
で
は
な
い
。
福
祉
を
担
う
市
民
の
活
動
が
次
々
と
生
ま
れ
た
こ
と
に
な

る
。
市
民
の
活
動
が
集
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
済
活
動
も
生
ま
れ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。

 

市
民
に
よ
る
ス
モ
ー
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス

市
民
の
活
動
が
「
ま
ち
な
か
」
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
市
民
に
よ
る

ビ
ジ
ネ
ス
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
環
境
運
動
か
ら
生
ま
れ
る
ビ
ジ
ネ
ス
、

福
祉
活
動
か
ら
生
ま
れ
る
ビ
ジ
ネ
ス
、
若
者
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
等
、
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
。

商
店
街
は
、
小
さ
な
ビ
ジ
ネ
ス
に
向
い
て
い
る
。
課
題
は
、
小
さ
な
ビ
ジ
ネ
ス

を
支
え
る
施
設
に
あ
る
。

富
山
市
中
央
商
店
街
で
生
ま
れ
た
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
は
、
そ
の
卒
業
生
が
商

店
街
の
空
き
店
舗
を
埋
め
る
と
こ
ろ
ま
で
成
長
し
た
。
福
井
駅
前
、
ロ
フ
ト
の

近
く
に
あ
る
古
い
商
店
街
で
、
店
舗
を
若
者
に
安
い
家
賃
で
賃
貸
借
し
た
と
こ

ろ
、
そ
の
商
店
街
は
、
若
者
の
街
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
次
第
に
、
商
店
街
の
外

に
滲
み
出
し
た
。

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
で
は
、
市
民
の
環
境
運
動
に
よ
り
刺
激
を
受
け
た
商
店
街

が
、
市
民
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
タ
ー
ナ
ブ
ル
瓶
に
よ
る
茅
ヶ
崎
ワ
イ

ン
の
販
売
、
茅
ヶ
崎
ブ
ラ
ン
ド
の
自
転
車
販
売
、
商
店
街
で
の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
や
環
境
施
策
と
結
び
つ
い
た
商
品
開
発
等
に
取

り
組
み
始
め
た
。
市
民
の
環
境
運
動
と
、
商
店
街
の
振
興
が
結
び
つ
き
、
市
民

は
知
恵
と
運
動
を
、
商
店
街
は
商
人
の
知
恵
と
販
売
ル
ー
ト
や
店
舗
づ
く
り
と

い
う
役
割
分
担
を
し
な
が
ら
、
ビ
ジ
ネ
ス
へ
と
育
っ
て
き
て
い
る
事
例
だ
。
そ

の
他
、
自
治
体
が
設
立
し
た
第
三
セ
ク
タ
ー
に
よ
り
、
ス
モ
ー
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
が
始
ま
っ
て
い
る
三
鷹
市
等
の
事
例
も
あ
る
。
市
民

社
会
に
お
け
る
「
ま
ち
な
か
」
は
、
商
店
街
と
市
民
の
活
動
が
有
機
的
に
関
連

し
あ
っ
た
空
間
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

風
景
が
人
を
集
め
る

ま
だ
、
玉
石
混
清(

す
ぐ
れ
た
も
の
と
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
が
入
り
混
じ
っ
て

い
る
よ
う
す)

の
き
ら
い
は
あ
る
が
、
街
の
風
景
の
魅
力
が
人
を
集
め
る
事
例

が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。

川
越
市
一
番
街
は
、
蔵
の
街
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
川
越
市
内
の
商
店
街
と
し

て
は
最
も
集
客
力
が
あ
り
、
売
上
額
、
店
舗
数
と
も
上
昇
率
が
最
も
高
い
。
蔵

の
街
の
再
生
は
、
市
民
の
運
動
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
だ
。
専
門
家
も
入
り
、

街
並
み
協
定
を
締
結
し
、
街
並
み
再
生
に
取
り
組
ん
だ
。
特
徴
は
、
単
に
、
歴

史
的
街
並
み
の
再
生
だ
け
で
は
な
く
、
商
店
街
と
し
て
お
客
さ
ん
を
も
て
な
す

空
間
づ
く
り
の
協
定
で
も
あ
る
。
そ
の
結
果
、
東
京
か
ら
の
リ
ピ
ー
タ
ー
が
多

い
商
店
街
と
も
な
っ
て
い
る
。
空
き
店
舗
も
発
生
し
な
い
。

同
じ
よ
う
な
事
例
と
し
て
、
郡
上
八
幡
、
伊
勢
市
の
「
お
か
げ
横
町
」
と
「
お

払
い
横
町
」
、
豊
後
高
田
「
昭
和
の
町
」
、
小
樽
の
新
し
い
名
所
「
出
抜
き
小

路
」
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

一
昨
年
、
景
観
法
が
誕
生
し
た
こ
と
も
あ
り
、
地
域
振
興
に
と
っ
て
景
観
形
成

が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
「
ま
ち
な
か
」
の
再
生
は
、
「
風
景
の

再
生
」
抜
き
に
は
達
成
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
商
店
街
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
か
ら
つ
く
る
福
祉
施
設
、
集
合
住
宅
を
含
め
て
、
歴
史
的
景
観
に
配
慮
す

る
か
、
新
し
い
景
観
を
ど
う
創
出
す
る
か
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 

「
ま
ち
な
か
」
に
「
戻
ろ
う

「
ま
ち
な
か
」
再
生
を
支
え
る
条
件
は
人
で
あ
る
。



「
ま
ち
な
か
」
再
生
を
担
う
商
人
達
が
、
「
ま
ち
な
か
」
に
再
び
居
住
し
、
市

民
と
連
携
し
な
が
ら
「
ま
ち
な
か
」
で
環
境
、
福
祉
、
教
育
、
防
犯
、
食
な
ど

の
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
必
要
が
あ
る
。
新
し
い
ス
モ
ー
ル
・

ビ
ジ
ネ
ス
を
、
市
民
と
と
も
に
始
め
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

そ
の
覚
悟
と
具
体
的
運
動
が
な
け
れ
ば
、
行
政
に
対
す
る
「
ま
ち
な
か
」
再
生

の
要
求
や
提
案
に
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
な
い
。


