
 ◆
な
ぜ
市
民
と
地
方
は
豊
か
に
な
れ
な
い
の
か 

  

「
社
員
を
大
切
に
し
な
い
会
社
は
ゆ
が
ん
で
い

く
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
市
民
を
な
い
が
し
ろ

に
す
る
都
市
は
必
ず
衰
退
す
る
。
ど
ん
な
に
立
派

な
箱
物
や
器
を
造
っ
て
も
、
潤
う
の
は
一
部
の
利

害
関
係
者
だ
け
で
、
地
域
に
暮
ら
す
人
々
は
幸
福

の
果
実
を
手
に
し
て
い
な
い
。
」 

 

『
地
域
再
生
の
罠 

～
な
ぜ
市
民
と
地
方
は
豊

か
に
な
れ
な
い
の
か
？
～ 

』
（
ち
く
ま
新
書
）

の
著
者
・
久
繁
哲
之
介
さ
ん
は
こ
う
指
摘
し
ま

す
。
久
繁
さ
ん
は
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
都
市

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
と
し
て
、
日
本
各
地
で
地

域
再
生
に
関
す
る
講
演
活
動
な
ど
も
行
っ
て
い

ま
す
。
講
演
会
で
訪
れ
た
地
方
都
市
の
地
域
再
生

関
係
者
は
、
「
経
済
的
な
豊
か
さ
を
目
指
し
て
地

域
再
生
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
《
だ
け
ど
》
う
ま

く
い
か
な
い
。
」
と
溜
息
ま
じ
り
に
話
さ
れ
る
け

れ
ど
も
、
じ
つ
は
「
経
済
的
な
豊
か
さ
ば
か
り
を

追
求
す
る
。
《
だ
か
ら
》
地
域
再
生
が
う
ま
く
い

か
な
い
。
」
の
で
す
、
と
久
繁
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
す
。 

 

地
域
の
再
生
が
う
ま
く
い
か
な
い
第
一
の
原

因
は
、
自
治
体
が
住
民
の
丌
満
や
本
音
を
把
握
し

な
い
で
、
土
建
工
学
者
の
推
奨
す
る
成
功
事
例
の

模
倣
を
安
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
あ
る
よ
う

で
す
。
土
建
工
学
者
の
い
う
成
功
事
例
に
は
、
箱

物
が
出
来
た
だ
け
で
「
じ
つ
は
成
功
し
て
い
な

い
」
事
例
が
多
く
（
箱
物 

を
造
れ
ば
成
功
と
み
な
す 

彼
ら
は
、
建
設
後
の
箱
物 

が
有
効
活
用
さ
れ
て
い
る 

か
ど
う
か
を
検
証
し
て
い 

な
い
）
、
稀
に
あ
る
「
成 

功
し
て
い
る
」
事
例
は
、 

自
分
た
ち
の
町
の
住
民
の
ニ
ー
ズ
（
必
要
と
思
っ

て
い
る
も
の
）
や
価
値
観
と
は
違
っ
て
い
た
り
、

模
倣
が
極
端
に
難
し
い
も
の
だ
そ
う
で
す
。 

 

ま
た
、
自
治
体
の
組
織
が
縦
割
り
主
義
で
、
各

組
織
が
連
携
し
て
い
な
い
た
め
、
各
組
織
の
目
的

だ
け
を
叶
え
る
、
効
果
の
出
な
い
施
策
を
つ
く
る

こ
と
が
多
く
、
そ
の
結
果
、
他
の
組
織
の
施
策
と

の
整
合
性
に
欠
け
て
弊
害
を
生
む
と
い
い
ま
す
。 

 

久
繁
さ
ん
は
、
土
建
工
学
者
が
主
導
す
る
地
域

づ
く
り
は
「
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
」
と
警
鐘
を

鳴
ら
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
地
域
づ
く
り
の
新

た
な
仕
組
み
は
「
住
民
志
向
」
。
ま
ず
意
見
を
聞

く
べ
き
は
「
土
建
工
学
者
」
で
は
な
く
「
住
民
」

で
あ
る
、
と
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
住

民
と
地
域
が
豊
か
に
な
る
に
は
、
地
域
づ
く
り
の

計
画
や
意
思
決
定
を
「
土
建
工
学
者
や
自
治
体
な

ど
上
か
ら
下
ろ
す
」
現
在
の
仕
組
み
か
ら
、
「
住

民
が
主
体
と
な
る
」
仕
組
み
に
改
め
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
驚
く
こ
と
に
、
な
ん
と
３
割
も
の

自
治
体
が
、
地
域
住
民
の
意
向
を
ま
っ
た
く
把
握

し
な
い
で
計
画
を
策
定
し
て
い
た
り
、
残
り
の
７

割
に
し
て
も
、
ご
く
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
で
地
域

住
民
の
意
向
を
把
握
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
が
地

域
住
民
の
意
向
を
把
握
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る

の
で
は
な
く
て
、
自
治
体
が
事
前
に
描
く
結
論
を

強
化
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な

い
と
の
こ
と
で
す
。 

 

自
治
体
が
住
民
の
意
見
を
し
っ
か
り
聞
い
て
、

そ
の
声
を
活
か
す
こ
と
が
、
地
域
再
生
の
第
一
歩

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

◆
田
布
施
町
で
起
こ
っ
た
新
し
い
動
き 

  

先
日
行
わ
れ
た
お
隣
の
田
布
施
町
の
町
長
選

挙
。
二
期
目
を
目
指
す
現
職
の
町
長
に
対
し
て
、

30
代
の
無
名
の
新
人
・
松 

村
文
彦
さ
ん
が
ほ
ぼ
互
角 

の
票
数
を
集
め
ま
し
た
。 

当
選
は
で
き
な
か
っ
た
も 

の
の
、
大
健
闘
と
い
え
る 

で
し
ょ
う
。
な
ぜ
こ
の
よ 

う
な
現
象
が
起
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

松
村
さ
ん
に
話
を
聞
い
て
み
る
と
、
こ
の
春
か

ら
半
年
間
、
毎
日
50
軒
以
上
の
家
を
訪
問
し
、
田

布
施
町
に
対
す
る
要
望
や
丌
満
な
ど
を
一
人
一
人

か
ら
聞
い
て
歩
い
た
そ
う
で
す
。
松
村
さ
ん
の
お

話
で
は
、
集
会
な
ど
大
人
数
で
の
対
話
で
は
住
民

の
方
か
ら
な
か
な
か
本
音
は
出
て
こ
な
い
、
や
は

り
一
人
一
人
と
直
接
お
話
を
し
た
方
が
普
段
思
っ

て
い
る
こ
と
を
素
直
に
話
し
て
い
た
だ
け
る
、
と

の
こ
と
。
そ
し
て
田
布
施
町
の
住
民
の
皆
さ
ん
の

声
を
し
っ
か
り
と
反
映
し
た
政
策
を
掲
げ
て
町
長

選
に
臨
み
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
住
民
の
声
を
大
切
に
す
る
姿
勢

や
、
住
民
が
主
役
に
な
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
作

る
と
い
う
公
約
が
、
お
金
も
コ
ネ
も
な
い
無
名
の

新
人
に
多
く
の
票
が
集
ま
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

◆
上
関
町
へ
の
提
案 

  

上
関
町
で
も
、
も
っ
と
住
民
の
声
を
活
か
し
た

ま
ち
づ
く
り
が
で
き
る
仕
組
み
を
作
る
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
上
関
町
役
場
に
町
民
の

声
を
聞
く
専
門
の
部
署
あ
る
い
は
担
当
者
を
配
置

さ
れ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。 

上
関
町
の
世
帯
数
は
約
１
９
０
０
戸
で
す
。
担

当
者
は
１
人
で
も
毎
日
20
軒
訪
問
し
て
話
を
聞

け
ば
、
半
年
足
ら
ず
で
全
世
帯
か
ら
意
見
を
聞
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。
２
人
な
ら
３
ヶ
月
で
回
れ
ま

す
。
町
民
の
皆
さ
ん
が
、
何
に
困
っ
て
い
る
の
か
、

何
を
要
望
し
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
丌
満
が
あ
る

住
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
へ 

の
か
、
役
場
の
担
当
者
に
直
接
お
話
を
聞
い
て
欲

し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
町
民
か
ら
出
さ
れ

た
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
町
民
み
ん
な
で
共
有
で
き

る
よ
う
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
す
る
な
ど
の

工
夫
を
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
毎
日
、
担
当

者
か
ら
ブ
ロ
グ
で
「
今
日
は
こ
う
い
う
意
見
が
出

ま
し
た
」
と
い
う
報
告
が
あ
る
と
、
町
民
の
皆
さ

ん
も
行
政
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

自
分
た
ち
の
問
題
な
の
で
、
一
緒
に
考
え
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、

問
題
点
の
解
決
策
も
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ア
イ
デ

ア
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

そ
し
て
、
住
民
の
声
を
聞
く
仕
事
を
担
当
さ
れ

る
職
員
の
方
に
と
っ
て
も
、
町
の
行
政
に
関
わ
っ

て
い
く
上
で
、
と
て
も
貴
重
な
経
験
に
な
る
と
思

う
の
で
す
。
毎
年
、
担
当
者
が
変
わ
る
よ
う
に
し

て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
職
員
に
、
こ
の
仕
事
を

経
験
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
き
っ
と
職
員
の

意
識
も
変
わ
り
、
町
役
場
全
体
の
雰
囲
気
も
変
わ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
職
員
と
住
民
と
の
つ

な
が
り
も
強
く
な
り
、
住
民
と
自
治
体
が
協
力
し

て
町
を
よ
り
よ
い
方
向
に
動
か
し
て
い
く
、
そ
ん

な
上
関
町
を
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

 

「
住
民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
」
こ
の
流
れ
が
、

上
関
町
で
も
起
こ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い 

と
思
い
ま
す
。 

 

※
参
考
に
し
た
本 

「
地
域
再
生
の
罠
」
（
久
繁
哲
之
介
・
著 

筑
摩
書
房
） 

 

◎「わいわいタイムス」は毎月第１日曜日発行。 

１２月号は１２月５日（日）発行予定。 


