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市
で
は
「
ひ
と
づ
く
り
」
を
重
要
な
要
素
と

し
て
「
ひ
と
づ
く
り
推
進
本
部
」
を
設
置
し
、

3
つ
の
部
会
で
取
組
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
「
産
業
の
担
い
手
」
部
会
を
担
当
す

る
農
林
水
産
課
に
所
属
す
る
職
員
が
、
取
組
内

容
の
紹
介
と
「
ひ
と
づ
く
り
」
に
対
す
る
想
い

を
語
り
ま
す
。

�

ひ
と
づ
く
り
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
取
組

を
担
当
し
て
い
ま
す
か

　
「
ま
す
だ
食
と
農
の
基
本
計
画
」
に
基
づ
い

て
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
「
農
」
に
興
味
を
持
ち
、

市
全
体
で
益
田
の
「
農
」
を
支
え
て
も
ら
え
る

よ
う
、
幅
広
い
世
代
に
向
け
て
農
業
の
楽
し
さ

に
触
れ
て
も
ら
う
活
動
や
情
報
発
信
を
し
て
い

ま
す
。

　

未
来
を
担
う
子
ど
も
達
に
益
田
の
「
農
」
や

「
農
業
者
」
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、

産
地
見
学
や
学
校
給
食
で
の
地
産
地
消
活
動
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
益
田
翔
陽
高
校
と

協
働
し
て
農
業
情
報
の
発
信
や
地
産
地
消
給
食

を
行
う
な
ど
、
高
校
生
自
ら
が
関
わ
る
こ
と
で

益
田
の
「
農
」
に
つ
い
て
考
え
、
益
田
の
「
農
」

を
「
支
え
る
ひ
と
」
に
な
っ
て
も
ら
う
た
め
の

取
組
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

�

ひ
と
づ
く
り
の
取
組
に
対
す
る
想
い
を
教

え
て
く
だ
さ
い

　

対
話
や
交
流
を
通
し
て
相
手
の
考
え
方
や
魅

力
に
触
れ
、
自
分
も
そ
う
あ
り
た
い
と
意
識
が

変
わ
る
こ
と
で
、
ひ
と
は
成
長
す
る
と
思
い
ま

す
。
多
く
の
人
に
「
意
欲
的
に
農
業
に
取
組
み
、

生
き
生
き
と
農
業
を
楽
し
ん
で
い
る
ひ
と
の
生

き
方
や
考
え
方
に
触
れ
て
ほ
し
い
」
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
体
験
を
し
て
も
、
実
際

に
就
農
す
る
人
は
わ
ず
か
だ
と
思
い
ま
す
。
益

田
の
「
農
」
を
知
り
、
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う

こ
と
で
、
農
村
で
の
草
刈
り
や
農
業
用
水
路
の

清
掃
活
動
に
参
加
し
た
り
、
地
元
の
農
産
物
を

優
先
し
て
購
入
し
た
り
す
る
な
ど
、
農
業
を
生

業
と
し
な
く
て
も
益
田
の
「
農
」
を
「
支
え
る

ひ
と
」
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
取
組
ん
で

い
き
た
い
で
す
か

　
「
農
」
を
支
え
る
ひ
と
づ
く
り
に
欠
か
せ
な

い
の
は
「
農
」
の
魅
力
を
伝
え
る
「
農
業
者
」

で
す
。
多
く
の
「
農
業
者
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
取

組
に
参
加
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
成
長
す

る
こ
と
で
益
田
の
「
農
」
が
元
気
に
な
り
、
活

性
化
す
る
と
考
え
ま
す
。

こ
の
取
組
の
輪
を
広
げ

「
農
」
に
興
味
を
持
っ
た

方
や
高
校
生
ら
の
若
い

力
を
活
か
せ
る
し
く
み

づ
く
り
に
挑
戦
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
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約
１
年
ぶ
り
の
投
稿
の
き
っ
か
け
は
、
南

米
最
南
端
の
フ
エ
ゴ
諸
島
に
住
ん
で
い
た

ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
カ
ル
デ
ロ
ン
と
い
う
93
歳

の
チ
リ
人
女
性
の
死
亡
記
事
を
目
に
し
た

こ
と
で
す
。
そ
の
土
地
の
ヤ
ー
ガ
ン
語
の
最

後
の
話
者
だ
っ
た
彼
女
の
死
は
、
一
つ
の
言

語
の
消
滅
を
意
味
し
た
の
で
す
。

　

3
千
と
も
7
千
と
も
言
わ
れ
る
世
界
の

言
語
の
多
く
が
、
悲
し
い
こ
と
に
消
滅
の
危

機
に
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
ユ
ネ
ス
コ
は
、
消

滅
の
危
険
度
ご
と
に
区
分
し
た
リ
ス
ト
を

公
表
し
て
い
ま
す
が
、「
最
も
深
刻
」
と
し

て
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
言
語
の
一
つ
が
ア

イ
ヌ
語
で
す
。
か
つ
て
北
海
道
は
も
ち
ろ

ん
、
東
北
地
方
や
千ち
し
ま島
、
樺か
ら
ふ
と太
で
も
話
さ

れ
、
現
在
も
「
知し
れ
と
こ床
」
や
「
苫と
ま
こ
ま
い

小
牧
」
な
ど

独
特
の
地
名
に
名
残
を
と
ど
め
る
も
の
の
、

す
で
に
話
者
が
１
桁
し
か
生
存
し
て
お
ら

ず
、
消
滅
が
目
前
に
迫
っ
て
い
ま
す
。

　

言
語
の
保
存
と
再
生
が
民
族
の
大
事
業

と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
で
は
、
ケ
ル
ト
民
族
の
言
語
で
あ
る
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
語
（
ゲ
ー
ル
語
）
を
英
語
と
並
ぶ

公
用
語
と
し
、
話
者
に
様
々
な
優
遇
措
置
を

与
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
在
の
イ
ス
ラ
エ

ル
の
公
用
語
で
あ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
は
、
い
っ

た
ん
消
滅
し
た
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
必
死

の
努
力
で
千
数
百
年
ぶ
り
に
復
活
さ
せ
た

も
の
で
す
。

　

一
方
で
、
私
た
ち
の
国
語
に
つ
い
て
「
乱

れ
」
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
俗

語
や
流
行
語
を
嫌
う
人
は
決
し
て
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
し
、「
見
れ
る
」「
食
べ
れ
る
」

な
ど
の
「
ら
抜
き
言
葉
」
が
「
正
解
」
と
な

る
の
は
ま
だ
先
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
絶
え
間
な
い
変
化
は
、
言
葉
が
「
生
き

て
い
る
」
こ
と
の
証あ
か
しと

も
言
え
ま
す
。

　

私
た
ち
の
使
う
日
本
語
は
始
め
は
乳
児

期
に
親
世
代
か
ら
口
伝
え
に
教
わ
り
、
親
世

代
も
ま
た
そ
の
親
か
ら
承
継
し
た
も
の
で

す
。
当
然
、
2
世
代
か
3
世
代
の
間
の
意
思

疎
通
に
何
の
支
障
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
例
え
ば
、
1
3
0
0
年
前
の
奈
良
時

代
の
言
葉
と
な
る
と
、
意
味
も
表
記
も
発
音

も
、
専
門
的
に
研
究
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き

ま
せ
ん
。
鎖
の
一
つ
ひ
と
つ
は
ほ
ぼ
同
じ
も

の
の
つ
な
が
り
で
も
、
遠
く
遡
さ
か
の
ぼっ
た
先
に

あ
る
の
は
完
全
に
異
質
な
姿
な
の
で
す
。

　

生
き
て
い
る
日
本
語
は
、
こ
れ
か
ら
も
目

新
し
い
語
彙
や
新
鮮
な
表
現
へ
の
置
き
換

わ
り
を
繰
り
返
し
、
未
知
の
言
葉
へ
と
変
化

し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。


