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昭
和
63
年
に
、
国
は
「
地
方
が
自
ら
考
え
、

自
ら
行
う
地
域
づ
く
り
」
を
支
援
す
る
事
業
と

し
て
、
全
国
の
市
町
村
に
対
し
て
一
律
に
「
ふ

る
さ
と
創
生
１
億
円
」
を
交
付
し
ま
し
た
。
そ

の
後
も
引
き
続
き
、
交
付
税
に
よ
り
市
町
村
に

配
分
さ
れ
、
本
町
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
配
分

さ
れ
た
お
金
を
、
町
の
活
性
化
や
シ
ン
ボ
ル
と

な
る
よ
う
な
事
業
に
使
い
た
い
と
考
え
、「
地
域

活
性
化
基
金
」
と
し
て
積
み
立
て
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
に
、
こ
の
基
金
か
ら
平
成
元
年
・
６

年
・
７
年
の
３
回
に
わ
た
り
各
自
治
会
の
活
性

化
を
図
る
た
め
の
活
動
補
助
金
と
し
て
、
ま
た

「
播
磨
町
夏
ま
つ
り
」、「
花
火
大
会
」
や
「
健
康

フ
ェ
ア
」
な
ど
の
、
住
民
参
加
型
の
事
業
を
行

う
た
め
の
費
用
に
充
て
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
た
び
の
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
な

る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
「
古
代
の
物
見
櫓
を
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
る
時
計
台
」
の
製
作
に
は
、
今
後
の
維

持
管
理
費
を
安
価
に
す
る
た
め
に
、
当
初
の
製

作
費
と
し
て
７
千
３
５
０
万
円
か
か
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
う
ち
国
か
ら
の
補
助
金
が
２
千
４

０
０
万
円
（
補
助
対
象
事
業
費
の
１
／
３
）
あ

り
、
残
り
の
４
千
９
５
０
万
円
に
つ
い
て
は
、

住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
直
接
納
め
て
い
た
だ
い
た

町
税
を
使
う
の
で
は
な
く
、
積
み
立
て
て
い
た

「
地
域
活
性
化
基
金
」
を
充
て
て
整
備
し
て
い
ま

す
。モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
の
概
要
に
つ
い
て
で
す
が
、

高
さ
７
・
35

、
柱
間
隔
３

で
、
屋
根
は
茅

葺
き
風
に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
人
形
は
、
軽
量

で
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
比
較
的
容
易
な
Ｆ
Ｒ
Ｐ
製

で
弥
生
時
代
の
生
活
を
表
現
し
て
お
り
、
朝
７

時
か
ら
夜
９
時
ま
で
の
１
時
間
ご
と
に
３
分
間
、

人
形
が
回
転
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
朝
７
時
、
正
午
、
夜
７
時
の
３
回
に
つ
い

て
は
、
人
形
が
弥
生
時
代
を
彷
彿
ほ
う
ふ
つ

さ
せ
る
よ
う

な
素
朴
で
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
る
環
境
音
的
な

曲
調
と
と
も
に
回
転
し
ま
す
。
時
計
は
、
駅
舎

側
、
で
あ
い
の
み
ち
側
と
南
側
の
３
面
に
つ
い

て
い
ま
す
。
照
明
は
、
日
没
タ
イ
マ
ー
制
御
で

作
動
し
、
夜
７
時
の
人
形
の
動
き
に
合
わ
せ
て

明
る
さ
が
増
し
て
く
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

特
に
、
屋
根
や
梁
、
時
計
の
文
字
盤
の
素
材

に
は
、
美
観
性
・
耐
久
性
の
ほ
か
耐
塩
害
で
耐

酸
性
に
富
み
、
し
か
も
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
（
維
持

管
理
）
に
優
れ
て
い
る
ア
ル
ミ
キ
ャ
ス
ト
（
鋳

物
）
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

本
町
で
は
住
民
の
皆
さ
ん
に
参
画
い
た
だ
き
、

大
中
遺
跡
周
辺
を
歴
史
学
習
・
文
化
活
動
・
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
拠
点
と
し
て
、
よ
り
具
体

化
す
る
た
め
に
「
は
り
ま
文
化
ゾ
ー
ン
総
合
整

備
基
本
計
画
」
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
、

拠
点
と
な
る
施
設
「
県
立
考
古
博
物
館
（
仮
称
）」

が
県
に
お
い
て
建
設
さ
れ
、
平
成
19
年
秋
に
は

大
中
遺
跡
の
隣
接
地
に
オ
ー
プ
ン
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
現
在
、
大
中
遺
跡
は
復
元
住
居
が
２
棟

し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
８
棟
程
度
に
増
や
し
、
も

っ
と
県
民
の
方
々
に
親
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う

に
と
、
県
に
お
い
て
大
中
遺
跡
の
再
整
備
を
図

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
今
後
に
お
い
て
は
県
内
外

か
ら
多
く
の
方
々
が
本
町
を
訪
れ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
、
北
の
玄
関
口
と
も
い
え
る
Ｊ
Ｒ
土
山

駅
周
辺
の
整
備
を
行
っ
て
い
ま
す
。

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

住
民
の
皆
さ
ん
の
長
年
の
願
い
で
あ
っ
た

「
Ｊ
Ｒ
土
山
駅
」
の
自
由
通
路
と
橋
上
駅
舎
が
、

平
成
15
年
12
月
に
完
成
し
、
駅
南
側
か
ら
も
Ｊ

Ｒ
に
乗
車
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
翌
年
７
月
に
駅
南
側
の
広
場
を
整
備
し
、

名
実
と
も
に
、
播
磨
町
の
北
の
玄
関
口
と
し
て

完
成
し
た
こ
と
を
記
念
し
、
町
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
、
古
代
の
物
見
櫓

も
の
み
や
ぐ
ら

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
時

計
台
を
設
置
し
ま
し
た
。

こ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、

平
成
10
年
の
駅
南
広
場
整
備
計
画
に
併
せ
て
検

討
し
て
い
ま
し
た
が
、
同
年
に
全
世
帯
を
対
象

と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
で
、
町
の
自
慢
・
誇

り
は
と
の
問
い
で
、
第
１
位
に
「
大
中
遺
跡
」

が
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
、
国
指

定
史
跡
で
あ
る
大
中
遺
跡
を
町
内
外
に
ア
ピ
ー

ル
で
き
る
も
の
を
と
計
画
し
ま
し
た
。

ま
た
、
Ｊ
Ｒ
土
山
駅
の
橋
上
駅
舎
の
屋
根
は

古
代
住
居
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
り
、
駅
南
広
場

の
車
止
め
も
「
勾
玉
ま
が
た
ま

」
を
連
想
さ
せ
た
デ
ザ
イ

ン
で
、
夜
間
に
は
足
下
を
照
ら
す
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
歩
道
部
分
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
も
土
器
や

古
代
住
居
の
絵
柄
に
し
て
、
土
山
駅
周
辺
全
体

を
「
大
中
遺
跡
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
整
備
を
行
っ

て
い
ま
す
。

大
中
遺
跡
か
ら
土
山
駅
に
は
、
四
季
折
々
の

草
花
を
楽
し
み
な
が
ら
散
策
で
き
る
緑
道
「
で

あ
い
の
み
ち
」
が
、
す
で
に
整
備
さ
れ
て
い
ま

す
。
大
中
遺
跡
で
”古
代
“
を
、「
で
あ
い
の
み

ち
」
で
”現
在
“
を
、「
土
山
駅
」
で
”未
来
“
を

感
じ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
策
定
し
た
、
第
３

次
播
磨
町
総
合
計
画
の
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
で

あ
る
「
古
代
か
ら
　
輝
く
未
来
へ
！
　
み
ん
な

で
つ
く
る
ま
ち
　
は
り
ま
」
を
体
現
で
き
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

物
見
櫓
は
、
弥
生
時
代
中
期
か
ら
後
期
（
今

か
ら
２
千
年
か
ら
千
８
０
０
年
前
）
に
、
村
の

中
で
も
見
晴
ら
し
の
良
い
と
こ
ろ
に
造
ら
れ
、

人
々
の
幸
せ
を
害
す
る
も
の
が
入
っ
て
来
る
の

を
、
い
ち
早
く
み
つ
け
る
役
割
り
を
し
た
建
物

で
す
。

駅
前
の
広
場
に
造
ら
れ
る
こ
と
で
、
播
磨
町

が
全
国
に
誇
る
弥
生
時
代
の
遺
跡
、
国
指
定
史

跡
「
大
中
遺
跡
」
を
全
国
の
人
々
に
知
っ
て
い

た
だ
く
と
と
も
に
、
播
磨
町
の
住
民
だ
け
で
な

く
、
道
行
く
人
々
の
幸
せ
を
見
守
り
な
が
ら
時

を
刻
む
こ
と
を
願
っ
て
造
り
ま
し
た
。

町
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

大
中
遺
跡
か
ら
土
山
駅
へ

建
設
費
は
「
ふ
る
さ
と
創
生
１
億
円
」
を
活
用

維
持
管
理
費
を
安
価
に
す
る
た
め
の
工
夫

そ
し
て
、
考
古
博
物
館
へ

住
民
の
誇
り
「
大
中
遺
跡
」

古
代
に
物
見
櫓
は
あ
っ
た
の
？

▲町の玄関に、町のシンボル「大中遺跡」をデザイン

▲古代の村の復元住居

▲夜にはライトアップされます

▲
毎時０分には弥生人s
の家族がゆっくり回
ります


