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今
や
、
都
市
や
都
市
化
の
問
題
は
、
社
会
科
学
の
領
域
に
お
い
て
花
盛
り
で
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
も
、
歴
史
学
・
社
会
学
・
地
理
学

な
ど
の
諸
分
野
に
お
い
て
、
多
く
の
業
蹟
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
は
き
た
が
、
今
日
ほ
ど
鮮
明
に
、
こ
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た

T
Y

衣
食
住
の
う
ち
の
、

住
を
除
く
三
者
は
序
々
に
解
決
の
道
を
歩
み
、

」
れ
は
、
第
二
次
大
戦
後
、

戦
後
一

O
年
に
し
て
一
応
解
決
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
住
宅
問
題
は
、
い
ま
だ
き
わ
め
て
深
刻
な
問
題
で
あ
り
、
住
宅
が
不
足
し
、

さ
ら
に
住
環
境
が
未
整
備
の
ま
ま
取
り
残
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
、
容
易
に
は
解
決
さ
れ
に
く
い
と
い
う
現
状
に
基
づ
い
て
い

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
住
生
活
を
中
心
と
す
る
環
境
の
問
題
は
、
現
今
の
社
会
に
根
強
く
食
い
込
ん
だ
問
題
と
し
て
、

一
般
に
意
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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時
あ
た
か
も
、
福
祉
経
済
・
福
祉
政
策
が
叫
ば
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
住
む
環
境
を
ど
う
改
造
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
論
議
が
、
や
か
ま

し
く
な
っ
て
き
た
宮
古
都
市
生
活
に
お
い
て
、
住
環
境
の
量
的
質
的
な
充
足
は
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
都
市
に
お
け
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る
生
産
配
置
の
問
題
が
表
裏
の
関
係
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
般
に
人
聞
社
会
の
存
在
は
、
政
治
・
経
済
・
文
化
的
の
三
側
面
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
側
面
を
地
域

に
投
影
し
た
場
合
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
は
政
治
地
域
、
こ
こ
は
経
済
地
域
、
ま
た
こ
こ
は
文
化
地
域
と
い
う
よ
う
な
地
域
区

分
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
聞
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
、
前
記
の
三
側
面
が
あ
っ
て
、
地
域
的
に
画

然
と
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
人
聞
が
分
布
す
れ
ば
、
必
ず
、
そ
こ
に
は
三
側
面
が
付
随
し
交
錯
し
て
、

有
機
的
に
構
成
し
て
い
る
か
ら
、

一
側
面
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
、
論
議
が
終
始
し
て
し
ま
う
虞
れ
な
し
と
し
な

ぃ
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
地
域
構
造
と
い
う
こ
と
ば
が
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
地
域
構
造
の
究
明
と
は
、
右
の
三
側
面
が
ど
の
よ
う

に
結
び
つ
い
て
地
域
を
構
成
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
か
を
究
明
す
る
こ
と
と
解
し
た
い
。

都
市
域
が
新
た
に
形
成
さ
れ
る
場
合
〈
3
〉
は
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
実
態
に
即
し
て
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
都
市

地
理
学
の
研
究
分
野
で
は
、
従
来
、
や
や
も
す
る
と
、
都
市
施
設
の
位
置
を
プ
ロ
ッ
ト
し
、
主
と
し
て
そ
の
前
後
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
主
眼
を
置
く
も
の
、
都
市
と
工
業
と
の
関
連
を
追
究
す
る
余
り
、
地
域
で
活
躍
す
る
人
聞
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
傾
向
を
も
つ
も

の
、
定
量
化
を
目
途
と
す
る
余
り
、
単
な
る
分
布
を
示
す
に
と
ど
ま
る
も
の
、
等
々
が
多
か
っ
た
。
と
く
に
、
昭
和
三

0
年
代
以
降
、

L 、

わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
以
降
に
お
け
る
都
市
域
の
形
成
に
関
す
る
研
究
は
、
今
や
、
そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
村
落
に
、
ゲ
l
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
都
市
に
対
置
さ
せ
る
だ
け
で
は
、
都
市
社
会
の
実
態
を
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能

に
近
い
。

方
法
論
的
に
は
、
文
献
学
的

(

4

)

あ
る
い
は

-B誕
百
三
芝
生
5
〉
の
傾
向
が
強
か
っ
た
点
を
否
定
で
き
な
い
。

一
般
に
地
域
構
造
を
解
明

す
る
た
め
の
実
態
調
査
に
基
づ
く
研
究
が
少
な
か
っ
た
。
か
か
る
実
態
調
査
が
、
多
く
の
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
理
由



と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
極
論
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
然
科
学
に
お
け
る
実
験
に
相
当
す
る
も
の
は
、
社
会
科
学
に
お
け
る
実
態
調
査

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

い
か
に
困
難
で
あ
っ
て
も
、
実
態
調
査
を
軽
率
に
し
て
、
議
論
を
す
す
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
従
来
、

た
と
え
ば
、
あ
る
地
域
の
商
庖
構
造
を
み
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
地
域
に
あ
る
一
、
二
の
事
例
企
業
を
あ
げ
て
、
あ
た
か
も
、
そ
れ
が

代
表
例
で
あ
る
か
の
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
も
多
か
っ
た
。
ま
た
推
計
学
を
応
用
す
る
サ
ン
プ
ル
調
査
に
よ
っ
て
、
数
学
的
に
処
理
し
ょ

う
と
す
る
。
し
か
し
、
個
々
の
人
聞
や
人
間
集
団
は
、
工
場
で
製
造
さ
れ
る
耀
詰
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
を
も
っ
存
在
で
あ
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る
。
元
来
が
同
質
的
な
存
在
で
あ
り
、
突
発
的
に
異
質
品
が
製
造
さ
れ
る
工
場
製
品
と
は
全
く
異
な
り
、
異
質
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
域
構
造
を
解
明
す
る
た
め
に
、
人
間
集
団
を
調
査
す
る
場
合
に
は
、
当
該
地
域
の
全
数
に
つ
い
て
調

査
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
安
易
な
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
行
な
い
勝
ち
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
い
。

従
来
、
歴
史
地
理
学
の
領
域
に
お
い
て
、
先
・
原
史
時
代
か
ら
近
代
ま
で
の
時
期
を
対
象
と
す
る
研
究
が
多
か
っ
た
の
は
、
斯
学
の
特

質
上
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
首
都
圏
に
お
け
る
都
市
化
の
ご
と
き
急
激
な
変
貌
が
み
ら
れ
る
今
日
、
最
近
一

O
年

の
地
域
的
変
化
は
、
過
去
一

O
O年
の
変
遷
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
集
落
の
変
質
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
と
く
に
本
論
文
の
研
究
対
象
地
域

は
、
後
述
の
よ
う
に
、

一
O
年
以
前
ま
で
は
全
く
の
山
林
で
あ
っ
た
地
域
が
開
発
さ
れ
て
、

一
挙
に
数
千
人
の
団
地
人
口
を
擁
す
る
に
い

た
り
、
周
辺
地
域
に
大
き
な

-
5宮
♀
を
与
え
つ
つ
あ
る
〈
6
)
。

現
代
と
い
う
時
期
を
対
象
と
す
る
研
究
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
歴
史
地
理
学
研
究
に
あ
ら
ず
と
い
う
考
え
方
が
打
ち
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
極
論
す
れ
ば
、
学
聞
を
対
象
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
内
田
寛
一
は
「
古
い
歴
史
自
体
も
変
わ
り
、
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新
し
い
歴
史
も
次
々
に
生
ま
れ
る
」
ハ
7
〉
と
し
、

「
厳
密
な
意
味
で
、
現
在
と
い
う
の
は
ほ
ん
の
瞬
間
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
も
次
の
瞬
間
に

は
過
去
と
な
り
歴
史
と
な
る
。
そ
う
見
れ
ば
古
い
歴
史
と
新
し
い
歴
史
と
が
融
合
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
在
の
地
理
事
項
の
常
態
と
い
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え
る
」
(
主
と
説
現
し
て
お
り
、
学
問
の
分
類
は
、
方
法
論
を
主
体
と
し
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
ζ
ょ
を
示
唆
し
て
い
る
。
お
よ
そ
、
学
問
的

研
究
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
問
題
の
指
摘
や
分
析
の
視
角
が
、
そ
の
根
幹
を
な
す
の
で
あ
る
。
問
題
の
所
在
や
分
析
の
視
角
と
い
う
側
面
か
ら

必
要
で
あ
る
た
め
に
、
可
能
な
限
り
、
過
去
を
も
研
究
対
象
時
期
と
す
る
こ
と
が
、
歴
史
地
理
学
徒
と
し
て
重
要
な
課
題
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
集
落
と
し
て
の
長
瀬
団
地
を
研
究
対
象
と
す
る
限
り
、
研
究
対
象
時
期
を
、
団
地
形
成
以
前
の
山
林
と
し
て
の
土
地
利
用
時
期

と
し
な
け
れ
ば
、
歴
史
地
理
学
の
研
究
で
は
な
い
と
い
う
意
見
に
対
し
て
は
、
承
認
で
き
な
い
。

本
紀
要
は
「
文
化
圏
の
歴
史
地
理
」
と
い
う
テ
l
マ
で
編
集
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
は
、
菊
地
利
夫
の
「
文
化
圏
プ
ロ
パ

l
の
研
究
者

で
は
な
く
、
日
ご
ろ
の
研
究
を
文
化
圏
に
角
度
づ
け
て
研
究
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
生
産
・
交
通
・
政
治
な
ど
の
研
究
は

文
化
圏
の
基
盤
あ
る
い
は
文
化
圏
の
下
部
構
造
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
〔
立
と
い
う
視
角
に
同
意
し
て
、
執
筆
じ
た
。
そ
し
て
千

葉
徳
爾
の
い
う
よ
う
に
寸
文
化
と
は
何
か
、
こ
れ
を
地
理
的
に
把
握
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
可
能
か
と
い
っ
た
論
議
が
、
さ
ま
ざ

ま
に
提
出
さ
れ
て
差
支
え
な
い
し
」
ハ
旦
「
地
理
的
方
法
が
文
化
認
識
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
か
、
も
し
く
は

他
の
方
法
で
認
識
さ
れ
た
文
化
が
、
地
理
的
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
か
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
ず
(
中
略
)
、
既
成
概
念
に
と

ら
わ
れ
な
い
見
方
で
の
発
表
示
ー
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
化
圏
は
、
都
市
と
同
様
に
、
人
間
活
動
の
総
合
的
な
一
具
現
で
あ
り
、
複
雑
な
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
、
同
時
に
将
来
へ
展
開
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
に
は
、
都
市
文
化
圏
と
い
う
概
念
が
肯
定
で
き
る
。
本
論
文
は
、
首
都
圏
の
都
市
成
長
前
線
帯
に
お
け
る
小
売
商

形
成
の
分
析
を
通
じ
て
、
都
市
と
は
何
か
、
ま
た
都
市
経
済
圏
が
都
市
文
化
圏
の
基
盤
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が

行
政
圏
と
の
関
連
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

経
済
地
理
学
や
産
業
地
理
学
の
研
究
に
お
い
て
、
統
計
数
字
を
、
単
に
統
計
地
域
単
位
に
並
べ
変
え
て
も
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
結



果
を
分
布
図
に
描
い
て
も
、
そ
こ
か
ら
は
、
現
象
に
よ
る
地
域
の
色
分
け
し
か
生
ま
れ
て
こ
な
い
と
い
う
限
界
を
も
っ

0
4
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-
J
U
E
E

は
、
工
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吋
。

σ
o
F
日

M5m-u『
戸
口
円
四
回
目
同
回
一
喝

q
u
g
r
o
F
0
4色
ロ

0
0間
同

4
R
E
E目
uu
と
い
っ
て
い
る
(muo

西
川
治
も
地
理
学
に
お
け
る

動
態
的
研
究
を
展
望
し
た

2
3
し
か
し
、
実
態
調
査
に
基
づ
く
地
域
構
造
の
分
析
は
、
必
ず
し
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
と
は
い
い
難
い
。

本
研
究
は
、
長
瀬
団
地
を
主
と
す
る
小
売
商
全
数
を
対
象
と
す
る
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ
い
て
い
る
。
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研
究
対
象
地
域

東
京
西
郊
の
都
市
化
に
つ
い
て
は
、
中
央
線
沿
線
が
最
も
早
く
、
小
田
急
線
・
京
王
線
・
西
武
線
の
沿
線
が
こ
れ
に
次
い
で
お
り
、

般
に
北
す
る
に
従
っ
て
都
市
化
が
お
く
れ
、
と
く
に
東
上
線
沿
線
は
、
最
も
お
く
れ
た
。
こ
れ
は
、
東
京
の
い
わ
ゆ
る
山
の
手
の
住
宅
地

域
に
近
く
て
鉄
道
が
早
く
か
ら
敷
設
さ
れ
て
い
た
地
域
が
、
最
も
早
く
都
市
化
さ
れ
て
、
順
次
、
外
延
に
都
市
化
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
o

川
越
市
の
都
市
化
が
、
急
速
に
現
わ
れ
た
の
は
、

一
九
六
五
年
以
降
で
あ
る
。

川
越
市
の
人
口
の
急
増
自
)
が
こ
れ
を
示
す
が
、
中
心

商
庖
街
で
あ
る
新
富
町
通
り
へ
の
デ
パ
ー
ト
・
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
進
出
に
よ
る
商
庖
街
の
中
心
の
南
下
が
、
端
的
に
こ
れ
を
物
語

っ
て
い
る

8
3
東
上
線
沿
線
に
お
け
る
川
越
市
以
北
東
松
山
市
以
南
の
都
市
化
も
、

ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
。

都
市
化
に
伴
う
商
業
地
域
の
発
展
の
背
景
に
は
、

B
R
W
2
が
存
在
す
る
。
ま
た
急
激
な
都
市
化
の
要
因
に
は
、
都
心
か
ら
の
時
間
距

離
を
算
定
基
準
と
す
る
地
価
の
上
昇
が
あ
る
。
鉄
道
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
、
車
両
増
発
、
車
両
改
善
な
ど
に
伴
っ
て
、
等
時
間
距
離
帯
が
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新
た
に
・
形
成
さ
れ
、
こ
れ
に
思
わ
く
が
加
わ
っ
て
、
地
価
は
著
し
く
上
昇
す
る
。
都
心
か
ら
遠
方
の
地
域
に
お
い
て
地
価
上
昇
が
顕
著
に

み
ら
れ
る
の
は
、
遠
距
離
地
域
に
お
い
て
も
、
住
む
に
値
す
る

4
即
日

5
が
、
近
距
離
に
劣
ら
ず
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
高
め
ら
れ
る
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か
ら
で
あ
る
Q
Y

い
わ
ゆ
る
近
郊
守
口
げ

5
Z

象
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
商
業
地
域
形
成
の

B
2
E巳
由
自
が
あ
る
。

の
商
業
化
現
象
は
、
既
成
商
業
地
域
か
ら
の
単
な
る
押
し
出
し
な

E
Z
現

し
か
し
、

長
瀬
団
地
を
対
象
地
域
と
す
る
理
由
は
川
東
京
・
大
阪
・
名
古
屋
の
三
大
都
市
人
口
増
加
率
は
、
都
心
か
ら
四

0
1五

oh前
後
で
マ

イ
ナ
ス
に
転
ず
る
詰
)
と
い
わ
れ
る
が
、
本
地
域
は
五

oh弱
に
あ
た
り
、
東
京
駅
を
中
心
と
す
る
等
時
距
離
で
は
九

O
分
を
要
し
〈
担
、

05OOm  (注) 主要商庖街。

数字は標高 (m)を表わす。

い
わ
ば
首
都
圏
の
都
市
成
長
前
線
帯
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
、
州
問

武

州
長
瀬
駅
を
拠
点
と
す
る
同
団
地
の
形
成
が
、
越
生
線
ハ
げ
〉
沿
線
に
お

け
る
急
激
な
都
市
化
の
先
駆
で
あ
る
こ
と
、
州
問

同
団
地
に
お
け
る
小

売
商
の
版
売
圏
が
、
従
来
の
同
線
沿
線
に
お
け
る
小
売
商
版
売
圏
を
、

長瀬団地およびその周辺

一
挙
に
凌
駕
し
蚕
食
す
る
に
至
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
(
図
)
。

長
瀬
団
地
に
最
も
近
い
武
州
長
瀬
駅
が
、
昼
な
お
暗
い
山
林
に
固
ま

れ
た
無
人
駅
か
ら
、
曲
が
り
な
り
に
も
駅
員
配
置
駅
と
な
っ
た
の
は
、

一
九
五
九
年
、

M
霊
園
の
開
園
に
伴
う
同
園
か
ら
東
武
鉄
道
へ
の
交
渉

に
よ
る
。
し
か
し
同
園
の
墓
地
販
売
実
讃
は
思
わ
し
く
な
く
、
赤
字
解

消
の
た
め
、
面
積
二

O
万
d
の
半
ば
を
、
デ
ベ
ロ
ッ
パ

l
K
へ
売
却
す
る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

auo
同
園
の
会
社
設
立
は
一
九
五
二
年
で
、

五
九
年
に
株
式
が
発
行
さ
れ
た
。
山
林
の
買
収
価
格
は
三
・
三

d
あ
た

り
四

O
O円
で
あ
っ
た
が
、
現
在
、

一五、

0
0
0円
で
販
売
さ
れ
て



い
る
。
借
財
が
完
済
さ
れ
た
の
は
一
九
六
六

l
六
七
年
こ
ろ
と
い
わ
れ
る
。
川
越
市
以
北
の
急
速
な
都
市
化
の
始
期
に
遭
遇
し
な
け
れ

ば
、
都
市
化
に
備
え
て
行
な
わ
れ
て
い
た
東
京
資
本
の
先
行
投
資
が
、
そ
の
効
力
を
発
揮
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

時
を
同
じ
く
し
て
、
長
瀬
団
地
形
成
の
初
期
に
お
い
て
も
、
東
京
資
本
に
よ
る
同
様
の
先
行
投
資
が
み
ら
れ
た
。

M
霊
園
の
土
地
買
収

に
続
い
て
、
東
京
大
田
区
の

I
製
材
社
(
一
九
三
六
年
創
業
)
が
、
武
州
長
瀬
駅
北
側
の
平
地
林
を
、
一
二
・
三

d
あ
た
り
一
、
三

O
O円

で
買
収
し
、
宅
地
を
造
成
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
、
都
心
か
ら
の
所
要
時
間
は
、
平
均
乗
り
換
え
時
聞
を
ふ
く
め
て
約
二
時
間

首都圏の都市成長前線帯における小売商の形成

を
要
し
、
し
か
も
山
林
を
切
り
開
い
た
ば
か
り
の
宅
地
を
購
入
す
る
者
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。

か
か
る
事
情
の
も
と
で
、
製
材
商
の
経
験
を
生
か
し
て
、
宅
地
付
き
建
て
売
り
住
宅
の
販
売
部
門
を
開
始
し
、
本
社
を
渋
谷
区
千
駄
谷

に
移
転
し
て
分
か
れ
た
の
が
、

T
社
で
あ
る
。
こ
の
建
て
売
り
住
宅
は
一
九
六
二
年
に
着
工
さ
れ
、
翌
六
三
年
、
宅
地
六
六
d
、
建
坪
二

三
・
七
六
d
の
平
家
建
て
が
、
総
額
四
五
万
円
(
ロ

l
ン
付
き
)
で
販
売
さ
れ
た
。
毎
月
間
借
り
賃
程
度
の
支
出
で
、

一
五
年
後
に
自
己

所
有
と
な
る
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
、
前
述
の
よ
う
な
交
通
の
不
便
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
住
宅
難
を
反
映
し
て
ま
た
た
く
聞
に
第
一
次

一、

0
0
0戸
(
第
一
団
地
)
が
売
り
切
れ
た
。
こ
の
機
に
乗
じ
て
、
東
方
の
隣
接
地
に
翌
六
四
年
に
着
工
、
翌
年
、
同
様
の
物
件
を
一

0
0万
円
前
後
で
七

O
O戸
売
り
尽
く
し
た
の
が
、
第
二
団
地
で
あ
る
。

M
霊
園
が
、
経
営
不
振
か
ら
立
ち
直
っ
た
の
は
、
同
団
地
の
形
成
に
よ
っ
て
、
駅
利
用
客
が
増
加
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
い
る
。
い

い
か
え
れ
ば
、
団
地
形
成
と
霊
園
の
経
営
不
振
挽
回
は
、
川
越
市
以
北
の
急
速
な
都
市
化
の
始
期
に
マ
ッ
チ
し
て
現
わ
れ
た
相
互
に
関
連

す
る

(H2ぽ
Hog-)
現
象
で
あ
っ
た
。
な
お
、
前
述
の
よ
う
に
駅
員
配
置
を
促
し
た
霊
園
側
の
駅
施
設
に
対
す
る
要
望
一
の
方
が
団
地
側

153 

の
そ
れ
よ
り
も
早
か
っ
た
た
め
に
、
駅
ホ
l
ム
・
改
札
口
の
い
ず
れ
も
が
、
霊
園
側
(
南
側
)
に
設
け
ら
れ
、
日
常
の
乗
降
客
数
の
多
い

団
地
側
(
北
側
)
と
の
連
絡
に
は
、
駅
の
踏
み
切
り
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
集
落
形
成
期
の
諸
事
情
が
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地 区|世 帯 数 |μ
毛 日 山 1，865 38 

JII 角 801 16 

団 地 2，255 46 

うち長瀬団地 1，735 (35) 

815 (17) 

第 2 団地 680 (14) 

第 3 団地 240 ( 4) 

総 4，9211 100 

毛呂山町の世帯数表 1

公
共
施
設
の
配
置
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
後
、
事
情
が
変
化
し
て
も
、
そ
の
配
置
が
変
化

し
な
い
で
、
現
在
に
お
よ
ん
で
い
る
。

町
当
局
は
、
団
地
形
成
当
時
は
、
う
っ
そ
う
と
し
た
山
林
伐
採
地
に
、

一
九
七
二
年
現

(1972年3月，配給世帯)

在
同
町
世
帯
数
の
三
五
%
(
表
1
)
に
も
達
す
る
よ
う
な
集
落
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
予

期
で
き
ず
、

一
九
七
O
年
建
蔽
率
七
O
%
と
規
定
す
る
ま
で
、
建
築
許
可
不
要
地
域
と
し

ご
本
、

幅
員
六

m)
を
除
い

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
南
北
方
向
の
自
白
山
口

2
5
Z

て
、
第
一
・
第
二
団
地
内
道
路
幅
員
は
四
・

0
1四
・
五

m
で
あ
り
、
現
在
の
消
防
団
組

織
の
下
で
は
、
出
火
時
に
お
け
る
著
し
い
類
焼
を
免
か
れ
な
い
。
将
来
は
、
団
地
外
側
に
消

ま
た
、
平
坦
地
で
あ
り
施
設
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
排
水
事
情
も
良
く
な
い
。
町
当
局
や
一
般
地
元
民
が
気
付
か
ぬ
う
ち
に
、
予
想
も
し

防
施
設
を
設
置
し
一
軒
お
き
に
住
宅
を
間
引
く
と
い
う
構
想
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

auo

な
か
っ
た
地
域
に
、
忽
然
と
、
人
口
数
千
人
の
集
落
が
形
成
さ
れ
た
点
は
、
日
本
の
都
市
化
、
大
都
市
圏
の
ス
プ
ロ
ー
ル
化
を
考
え
る
場

合
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
政
治
地
理
学
的
な
問
題
で
も
あ
る
。

か
く
て
、
西
方
の
隣
接
地
に
お
い
て
、
第
三
団
地
二
五
O
戸
が
一
九
六
八
年
に
着
工
さ
れ
、
翌
六
九
年
に
販
売
さ
れ
た
。
東
西
方
向
の

白
色
ロ
臼
昨
日
え
の
道
路
幅
員
六

t
八
m
、
団
地
内
道
路
幅
員
四
・
五

m
l
五

m
と
な
り
、
道
路
面
積
は
全
面
積
の
三
分
の
一
強
、
緑
地
面

積
は
全
面
積
の
三
三
分
の
一
と
な
っ
た
。
第
一
・
第
二
両
団
地
の
形
成
に
よ
っ
て
、
数
千
人
の
人
口
を
擁
す
る
に
至
っ
た
た
め
に
、
商
庖

一
戸
当
た
り
宅

が
形
成
さ
れ
、
小
学
校
が
増
築
さ
れ
る
と
、
第
三
団
地
で
は
「
買
い
物
便
利
、
教
育
環
境
整
備
'
一
の

P
.
R
.
に
よ
っ
て
、

地
二
五
%
、
建
坪
六
七
%
を
増
加
し
た
だ
け
で
、
当
初
価
格
の
六
倍
を
越
え
る
二
八
O
万
円
で
取
引
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
し



か
も
こ
の
「
買
い
物
便
利
」
の
実
態
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
低
廉
な
不
動
産
を
入
手
し
た
所
得
階
層
品
)
を
主
と
す
る

B
R
r
2
を
背
景

と
す
る
た
め
低
物
価
現
象
を
伴
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
小
売
商
圏
は
、
団
地
以
外
の
旧
来
の
購
買
力
を
も
吸
収
し
、
さ
ら
に
周

辺
に
お
け
る
や
や
高
級
な
団
地
の
立
地
底
)
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
都
市
化
の
官
0
2訟
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

建
蔽
率
七
O
M
が
規
定
さ
れ
た
一
九
七
O
年
の
翌
年
に
着
工
、
七
二
年
に
販
売
中
の
第
四
団
地
二
三
O
戸
で
は
、

自
由
吉
田
昨
日
巳
の
ほ

か
団
地
周
囲
に
幅
員
六

1
八

m
の
道
路
を
め
ぐ
ら
し
、

二
戸
当
た
り
土
地
は
当
初
の
五
O
%
、
建
坪
は
一
O
八
%
各
増
加
し
て
お
り
、
当

首都圏の都市成長前線帯における小売商の形成

初
価
格
の
一
O
倍
余
り
で
取
引
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
長
瀬
団
地
は
、
消
費
環
境
を
つ
く
り
あ
げ
た
デ
ベ
ロ
ッ
パ

l
の
企
業
戦
略
に
基
づ
く
性
格
規
定
を
受
け
、
こ
れ
に
伴

う

B
R
W
E
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

、

小

売

商

の

形

成

ω 
概

観

既
述
の
よ
う
な
い
わ
ば
首
都
圏
の
都
市
成
長
前
線
帯
に
あ
た
る
ス
プ
ロ

l
ル
的
な
団
地
形
成
地
域
に
お
い
て
は
、
小
売
商
の
形
成
に
つ

い
て
い
か
な
る
特
色
を
生
ず
る
か
を
問
題
に
し
た
い
。

一
朝
に
し
て
山
林
変
じ
て
団
地
と
な
っ
た
地
域
は
、
商
業
経
営
の
立
場
か
ら
み
れ

ば
、
紛
れ
も
な
い

B
R
r
2
の
突
発
的
な
誕
生
で
あ
る
。

し
た
、
が
っ
て
、

い
か
な
る

5
2
r
g
u
B
に
よ
っ
て
、
小
売
商
が
形
成
さ
れ

る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
形
成
の

B
2
E
E
S
を
端
的
に
示
す
形
態
は
、
次
の
五
つ
で
あ
る
o

付

独

庖
員
ま
た
は
職
人
岳
)
と
し
て
の
経
験
を
経
て
、
直
ち
に
開
庖
し
た
も
の
で
、
第
二
次
大
戦
前
に
は
「
の
れ
ん
分
け
」

立

型

Z
3
 

Fhu ー
‘
的
な
独
立
の
過
程
を
踏
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
戦
前
に
み
ら
れ
た
徒
弟
制
度
的
な
慣
習
が
稀
少
に
な
っ
て
い
る
現
在
、
独
立
時
に
お
け
る
資
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本
の
寡
少
性
を
ぬ
ぐ
え
ず
、
庖
舗
購
入
価
格
の
低
廉
さ
が
開
庖
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
長
瀬
団
地
に
お
け
る
不
動
産
入
手
価
格
の

廉
価
が
、
こ
の
型
の
小
売
商
の
形
成
要
因
と
し
て
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
。

付

進

出

型

す
で
に
他
地
域
に
お
い
て
営
業
し
て
い
た
小
売
商
が
進
出
し
た
も
の
で
、

い
わ
ば
商
業
の
立
地
移
動
を
示
し
て
い

る
。
商
庖
が
実
際
に
移
動
す
る
場
合
と
、
経
営
規
模
の
拡
張
に
よ
っ
て
旧
居
舗
以
外
に
庖
舗
を
新
設
す
る
場
合
と
が
あ
る
。
後
者
で
は
旧

庖
舗
と
本
支
庖
の
関
係
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
ハ
円
が
主
と
し
て
実
務
経
験
を
も
つ
も
の
の
移
動
で
あ
る
の
に
対
し
、
。
は
経
営
の
経
験
を

も
つ
も
の
の
進
出
を
ふ
く
む
。
ま
た
一
般
に
は
、
同
の
資
本
の
蓄
積
は
、
ハ
円
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
い
。

伺

内

職

裂

既
成
市
街
地
域
で
は
、

E
E
2
-
S仏
に
適
応
し
た
庖
舗
経
営
が
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
内
職
と
し
て
営

む
庖
舗
の
成
立
す
る
余
地
が
少
な
い
の
に
対
し
て
、
都
市
成
長
前
線
帯
、

い
わ
ゆ
る
新
興
市
街
地
域
で
は
、
そ
れ
の
成
立
す
る
可
能
性
が

比
較
的
大
き
い
。
急
激
な
人
口
流
入
に
よ
っ
て

S
R
r
z
 が
形
成
さ
れ
る
た
め
、
小
規
模
な
営
業
で
も
、

一
定
期
聞
は
、
存
続
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

悼

転

業

型

広
舗
の
移
動
が
、
転
業
を
契
機
と
し
て
行
な
わ
れ
る
場
合
と
、
移
動
後
転
業
す
る
場
合
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
転
業

に
伴
う
江
井

が
大
き
く
、
経
営
的
に
は
、
日
開
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
不
安
定
な
要
素
を
多
く
も
っ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
通
勤
地

獄
か
ら
の
脱
出
を
意
図
し
た
も
の
が
多
く
、
こ
れ
を
タ
l
ン
転
業
型
と
仮
称
す
る
。
当
該
業
種
U
の
経
験
が
な
い
も
の
が
多
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
開
業
し
得
る
の
は
、
新
興
市
街
地
域
で
あ
る
た
め
に
、
当
初
は
、
同
業
種
の
競
合
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

白事

離

農

型

新
興
市
街
地
域
成
立
前
に
、
当
地
お
よ
び
近
傍
に
お
い
て
農
林
業
を
営
ん
で
い
た
も
の
が
離
農
し
て
開
設
し
た
庖
舗

が
、
こ
の
型
に
属
す
る
。
離
農
は
転
業
の
一
種
で
は
あ
る
が
、
と
く
に
こ
の
型
を
別
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
地
元
の
農
家
が
都

市
化
に
伴
う
商
業
化
に
対
し
て
、
農
業
経
営
の
離
脱
と
い
う
直
接
的
な
適
応
を
示
す
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。



首都圏の都市成長前線帯における小売商の形成

団地内の人口と庖舗(l972~千 3 月)

人 口 百 舗 数

実数|比率(%) 実数|比率問

第 1 団地|乙70 64 

第 2 団 地 |ω91 29 

第 3 団地| 7 

計 叫吋 100 

布

一般小売業 サ ス

日 衣 身 家 文
lマ
ハ l

用

貨辺細品

ピ lケ 計

品・料食品
料 具 イヒ

ス ヅ

品 類 品 業
ト
ネ

29 7 2 51 10 26 1 801' 

第 1団地 36 9 3 61 13 32 11 100 

511 70[100 39 67 46 50 51 

14 4 3 15 361: 

第 2団地 39 11 8 42 1001; 

25 31 20 26 231' 

4 2 3 9¥1 

第 3団地 45 22 33 100)j 

7 15 5 

101 3 2 2 13 1 311i 

隣接地区 32 10 6 6 43 3 1001: 

17 30 151 13 23 50 1001' 

571 10 21 13 15 57 

計 37 6 1 8 10 37 1 10011 
100 100 100 100 100 100 100 100 

(注) 脅ディスカウントショップをふくむ(表6・8も
同じ)

上段:実数，中段:地区内業種構成比(%)
下段:業種別地区構成比(%)

多
小
売
商
の
商
圏
は
、
小
売
商
が
立
地
す
る
団
地
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
ら
、
各
団
地
の
人
口
比
と
庖
舗
数
比
は
符
合
し
な
い
(
表

表 3

分の種業表 4

3
)
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
団
地
の
形
成
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
そ
こ
に
立
地
し
た
庖
舗
が
、

続
い
て
形
成
さ
れ
た
第
二
・
第
三
団
地
の

B
R
W止
を
も
包
摂
し
、
さ
ら
に
第
二
第
三
団
地
に
形
成
さ
れ
た
庖
舗
も
、
第
一
団
地
に
商
圏
を
拡
大
し
て
、
庖
舗
聞
の
競
合
が
著
し
く

157 

な
っ
た
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

庖
舗
の
業
種
構
成
を
み
る
と
(
表
4
)
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
最
も
多
数
を
し
め
る
日
用
品
・
食
料
品
と
サ
!
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ピ
ス
業
(
計
七
四
%
)
で
あ
り
、
第
二
は
、
比
較
的
少
な
い
文
化
品
・
家
具
類
・
衣
料
品
(
計
二
四
%
)
、
第
三
は
著
し
く
少
な
い
身
辺
細

貨
品
・
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
(
計
二
%
)
で
あ
る
。
第
一
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
日
用
品
・
食
料
品
の
比
率
は
停
滞
な
い
し
低
下
す
る
の

気
製
品
に
対
す
る
需
要
が
、
時
を
追
っ
て
浸
透
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

に
対
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
比
率
は
逆
に
上
昇
し
て
い
る
。
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
家
具
類
の
約
半
数
は
電
気
商
で
あ
り
、
家
庭
電

ま
た
衣
料
品
・
文
化
品
は
、
地
元
購
買
率
の
低
さ

8
〉
や

表
わ
す
の
に
対
し
て
、

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
緩
漫
な
進
出
が
み
ら
れ
る

a)O

B
R
r
a
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。
第
三
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
身
辺
細
貨
品
は
、
衣
料
品
の
場
合
よ
り
も
著
し
く

B
R
rえ
の
限
界
を

布

独 進 内 転 離

立 出 職 業 農 計

型 型 型 型 型

331 20 151 11 11 80 

第 1 団地 41 25 191 14 11 100 

561 37 68 58 33 51 

151 14 4 3 36 

第 2 団地 42 391 11 8 100 

27 26 181 16 23 

2 4 3 9 

第 3 団地 231 44 33 100 

3 71 14 6 

81 16 5 21 31 

:隣接地区 261 52 15 71 100 

141 30 261 67 20 

581 54 221 19 31 156 

言十 371 35 141 12 21 100 

100 100 100 100 100 100 

分の態形表 5

形
態
別
に
み
る
と
(
表
5
)
第
二
団
地
で
は
、
独

(注)上段:実数，中段:地区内形態構成比(%)

下段:形態別地区構成比(%)

立
・
進
出
両
型
合
計
の
商
庖
数
が
八
一
%
を
し
め
る

の
に
対
し
て
、
第
一
団
地
で
は
六
六
%
で
あ
り
、
残

り
の
ほ
と
ん
ど
は
内
職
・
転
業
型
で
っ
て
、
第
一
団

地
に
お
け
る
庖
舗
の
族
生
を
思
わ
せ
る
。
ま
だ
、
第

一
・
第
二
団
地
と
第
三
団
地
・
隣
接
地
区
と
を
比
較

す
る
と
、
前
者
の
方
が
独
立
型
の
比
率
が
高
く
、
庖

舗
入
手
価
格
の
よ
り
低
廉

fgな
前
者
の
性
格
を
よ

く
表
わ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
二
団
地
は
、
第
一
団

地
と
比
較
し
て
、
独
立
型
の
比
率
よ
り
も
進
出
型
の

比
率
の
方
が
高
い
。
第
一
一
一
団
地
お
よ
び
憐
接
地
区
で



態

一般小売業 サ ス

日 衣 身 家 文 ノミペ才

用

辺貨細&. 
ビ J J 言十

品・食料品
料 具 イヒ ス

ケ
ツ

ロロ口 類 口'"口 業 ト

21 31 2 58 

独立型 36 51 4 51 101 40 100 

37 301 100 231 40，1 40 37 

23 3 lij 171 2 54 

進出型 44 6 311 3 100 

40 30 301 100 35 

8 2 31 9 22 

内職型 36 9 14 41 100 

141 20 20 16 14 

3 2 19 

転業型 161 10 161 21i1 37 100 

51 20 231 2711 12 12 

2 3 

離農型 67 100 

4 2 ワ

貯一1砧61 2い 1日寸3
言十 371 61 11 81 1011 371 11 100 

1001 1001 1001 1001 10011 1001 1001 100 

形と

首都圏の都市成長前線帯における小売商の形成

種業表 B

上段:実数，中段:形態別業種構成比

(%)，下段:業種別形態構成比(%)。

は
、
進
出
型
が
四
四

1
五
二
%

を
し
め
、
独
立
型
の
比
率
が
低

下
し
て
い
る
。
独
立
型
比
率
の

減
少
進
出
型
比
率
の
増
大
の
要

因
は
、
自
担
保
え
の
存
在
が
、

よ
り
明
り
よ
う
に
確
認
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

と
く
に
第
三
団
地
に
お
け
る
庖

(注)

舗
数
の
八
二
形
は
、
第
一
・
第

で
あ
り
、
第
二
団
地
か
ら
隣
接
地
区
へ
移
動
し
た
転
業
型
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
戸
当
た
り
一
層
購
買
力
の
大
き
い
新
設
団
地
へ

二
両
団
地
か
ら
移
動
し
た
庖
舗

と
進
出
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
形
態
別
に
は
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
最
も
多
数
を
し
め
る
独
立
・
進
出
両
型
(
計
七
二
%
)
で
あ

り
、
第
二
は
、
こ
れ
よ
り
も
比
較
的
少
な
い
内
職
・
転
業
両
型
(
計
二
六
形
)
、
第
三
は
著
し
く
な
い
離
農
型
(
一
一
括
)
で
あ
る
。

第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
分
布
要
因
と
し
て
団
地
が
毛
呂
山
町
東
部
市
街
地
の
中
心
を
な
す
に
至
っ
た
た
め
に
商
業
化
さ
れ
や
す
か
っ
た
こ

159 

シ
カ
ゴ
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
都
心
の
近
く
で
な
く
、
大
東
京
の
最
外
郭
で
そ
な
え
詰
)
」

と
、
ま
た
「
パ
ー
ジ
ェ
ス
が
シ
カ
ゴ
に
つ
い
て
「
E
」
と
画
定
し
た
地
帯
(
移
民
の
一
時
的
居
留
地
)
が
も
っ
て
い
た
よ
う
な
性
格
を
、

な
お
団

て
い
た
こ
と
な
ど
が
、
あ
げ
ら
れ
る
。



160 

地
内
の
転
業
型
に
は
、

U
タ
l
ン
転
業
型
が
多
い
。
第
三
の
離
農
型
が
少
な
い
の
は
、
急
速
に
山
林
か
ら
市
街
化
し
た
こ
の
地
域
に
お
い

て
、
転
入
者
と
伍
し
て
商
業
に
転
換
す
る
と
い
う
農
民
の
意
識
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
不
動
産
価
格
が
首
都
圏
全

域
か
ら
み
れ
ば
低
廉
で
あ
っ
て
も
、
在
来
農
民
の
眼
に
は
、
著
し
く
高
価
に
映
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
都
市
化
が
急
激
で
あ
っ
た
こ
と
を
も

表
わ
し
て
い
る
。
離
農
型
は
、
今
後
、
団
地
内
よ
り
も
む
し
ろ
隣
接
地
区
に
お
い
て
増
加
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

業
種
を
形
態
別
に
み
る
と
(
表
6
)
、
日
用
品
・
食
料
品
で
は
進
出
型
に
次
い
で
独
立
型
、
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
独
立
型
に
次
い
で
進
出
型

が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
、
日
用
品
・
食
料
品
と
比
較
し
て
内
職
・
転
業
両
型
が
多
い
が
、
逆
に
離
農
型
が
少
な

ー
ケ
ッ
ト
は
進
出
型
だ
け
で
あ
る
。

一
般
に
各
形
態
と
も
、
日
用
品
・
食
料
品
、

ぃ
。
文
化
品
・
衣
料
品
で
は
内
職
・
転
業
両
型
、
ま
た
家
具
類
で
は
転
業
型
の
各
比
率
が
高
い
。
身
辺
細
貨
品
は
独
立
型
、

ス
ー
パ
ー
マ

サ
ー
ビ
ス
業
の
比
率
が
高
い
。
家
具
類
の
内
職
型
は
な

く
、
離
農
型
は
日
用
品
・
食
料
品
と
サ
ー
ビ
ス
業
に
限
ら
れ
て
い
る
。

前住地と形態

a b c d 

東京都内 東 県 ab 県外
京 百十

都
を

23 除
区 下 内く

42 21 11 31 58 

独立型 72 41 19 51 100 

51 18 24 171 37 

15 71 22 101 54 

進出型 28 12 41 191 100 

181 64 49 561 35 

12 1 7 21 22 

内職型 55 41 32 91 100 

15 91 16 101 14 

13 1 2 31 19 

転業型 68 51 11 161 100 

16 9 41 17 12 

3 3 

離農型 100 100 

7 2 

82 11 45 181 156 

E十 53 71 29 111 100 

100 100 100 100 100 

表 7(
注
)

上
段
・
実
数
、
中
段
・
形
態
別
前
住
地
構
成
比
(
%
)
、
下
段
・
前
住
地
別
形
態
構
成
比
(
%
)
。

前
住
地
は
、
東
京
都
内
二
三
区
(
以

下
、
都
内
と
略
称
)
が
過
半
を
し
め

(
五
三
%
)
、
次
い
で
県
内
(
二
九
%
)
、

県
外
(
東
京
都
を
除
く
、
以
下
同
じ
、

二
%
)
、
東
京
都
下
(
七
%
、
以
下

都
下
と
略
称
)

の
順
で
あ
る
。

前
住
地
別
形
態
構
成
比
を
み
る
と

(表
7
)
、
独
立
型
が
過
半
を
し
め



て
進
出
型
が
こ
れ
に
次
ぐ
の
は
都
内
だ
け
で
あ
り
、
都
下
・
県
内
・
県
外
と
も
、
進
出
型
が
過
半
を
し
め
て
独
立
型
が
こ
れ
に
次
い
で
い

る
。
ま
た
内
職
・
転
業
両
型
の
比
率
が
高
い
の
は
都
内
、
内
職
型
の
比
率
が
比
較
的
高
い
の
は
県
内
、
転
業
型
の
比
率
が
比
較
的
高
い
の

は
県
外
で
あ
る
。
さ
ら
に
形
態
別
前
住
地
構
成
比
を
み
て
も
、
独
立
型
は
都
内
に
著
し
く
集
中
し
、
内
職
型
は
都
内
に
次
い
で
県
内
に
も

比
較
的
多
く
、
転
業
型
は
都
内
に
集
中
す
る
ほ
か
、
県
外
・
県
内
に
も
や
や
多
い
。
ま
た
進
出
型
は
、
県
内
・
都
内
・
県
外
・
都
下
の
順

に
、
比
較
的
散
在
し
て
い
る
。

首都圏の都市成長前線帯における小売商の形成

業
種
別
前
住
地
構
成
比
を
み
る
と
(
表
8
)
、
日
用
品
・
食
料
品
・
家
具
類
・
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、
都
内
と
県
内
の
二
大
比
率

が
相
半
ば
し
て
い
る
。
都
内
が
大
半
を
し
め
る
の
は
、
衣
料
品
・
サ
ー
ビ
ス
業
・
文
化
日
間
で
あ
る
が
、
前
二
者
は
県
内
が
こ
れ
に
次
ぐ
の

種

a b c d 

東都京内 東 県 ba 県外
京 言十

都
を

23 
除く区 下 内

日用品
24 61 23 41 57 

42 111 40 71 100 
食料品 321 55 521 22 37 

一 5 1 2 21 10 

衣料品 50 101 20 20 106 0 
般 6 91 5 11 

2 2 

身辺細貨品 100 100 

2 1 
売

1 6 13 

業 81 46 100 

91 14 8 

10 1 41 15 

文化品 67 6 271 100 

12 9 221 10 

34 21 13 81 57 

サービス業 60 31 23 141 100 

411 18 271 45 37 

スーパー
1 I 2 

50 50 100 
マーケット 1 1 1 

821 11 451 18 156 

計 53 71 29 111 100 

100 100 100 100 100 

業と地住前表 B

161 

(
注
)

上
段
・
実
数
、
中
段
・
業
種
別
前
住
地
構
成
比
{
M
F
)

、
下
段
・
前
住
地
別
業
種
構
成
比
(
M
F
)

。
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に
対
し
て
、
文
化
口
問
は
県
外
が
こ
れ
に
次
い
で
い
る
島
な
お
身
辺
細
貨
品
は
、
す
べ
て
都
内
か
ら
輸
入
し
て
い
る
。

(B) 

地

域

的

展

開

同
じ
く
表
8
に
お
い
て
前
住
地
別
業
種
構
成
比
を
検
討
す
る
と
次
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ー
ビ
ス
業
が
半
ば
近
く
を
し

め
、
日
用
品
・
食
料
品
・
文
化
口
問
・
衣
料
品
の
順
に
業
種
構
成
を
一
訴
す
都
内
・
県
外
か
ら
の
転
入
商
に
対
し
て
、
日
用
品
・
食
料
品
が
過

半
を
し
め
、
サ
ー
ビ
ス
業
・
家
具
類
・
衣
料
品
の
順
に
業
種
構
成
を
示
す
県
内
・
都
下
か
ら
の
転
入
商
が
区
別
さ
れ
る
。

付

都
内
お
よ
び
県
外
か
ら
の
転
入
商

都
内
l
県
外
か
ら
転
入
し
た
サ
ー
ビ
ス
業
の
八
五

l
八
八
%
は
、
第
一
・
第
二
団
地
に
立
地
し
て
い
る
。
し
か
し
都
内
か
ら
の
転
入
商

で
は
、
独
立
型
五
O
%
、
進
出
型
二
四
%
、
内
職
型
一
五
%
、
転
業
型
一
一
%
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
県
外
か
ら
の
転
入
商
で
は
独
立
型

が
無
く
、
進
出
型
六
二
一
%
、
内
職
型
二
五
%
、
転
業
型
一
一
一
%
で
あ
る
。
日
用
品
・
食
料
品
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
都
内
か
ら
の
輸
入
商

で
は
独
立
型
六
三
%
、
進
出
型
一
七
%
、
内
職
型
一
一
一
%
、
転
業
型
八
男
、
県
外
か
ら
の
転
入
商
で
は
進
出
型
七
五
%
、
転
業
型
二
五
%

を
示
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
サ
ー
ビ
ス
業
、
日
用
品
・
食
料
品
と
も
に
、
都
内
か
ら
の
転
入
商
は
独
立
型
が
多
く
、
県
外
か
ら
の

転
入
商
は
進
出
型
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
日
用
品
・
食
料
品
の
場
合
は
、
都
内
か
ら
の
転
入
商
は
、
第
一
団
地
に
七
五
%
、
第

一
了
第
三
両
団
地
お
よ
び
隣
接
地
区
に
各
五
%
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
県
外
か
ら
の
転
入
商
は
、
第
二
団
地
七
五
%
、
第
一
団
地
二
五
%

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
日
用
品
・
食
料
品
商
の
場
合
は
、
県
外
か
ら
の
転
入
は
、
都
内
か
ら
の
転
入
よ
り
も
お
く
れ
、
ま
た
、
県
外
か
ら
転

入
し
た
サ
ー
ビ
ス
業
者
よ
り
も
お
く
れ
て
転
入
し
た
。

文
化
品
に
つ
い
て
は
、
都
内
か
ら
の
輸
入
商
は
第
一
団
地
六
O
%
、
第
二
団
地
三
O
%
、
隣
接
地
区
一
O
%
、
県
外
か
ら
の
転
入
商
は

す
べ
て
第
一
団
地
に
転
入
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
県
外
か
ら
転
入
し
た
文
化
品
商
は
、
同
じ
く
県
外
か
ら
転
入
し
た
サ
ー
ビ
ス
業
者
、



日
用
品
・
食
料
品
商
の
場
合
と
異
な
り
、
早
期
に
転
入
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
都
内
か
ら
の
転
入
商
は
進
出
型
が
無
く
、
独
立
型
五

O
%
、
内
職
型
三
O
V
N
、
転
業
型
二
O
%
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
県
外
か
ら
の
転
入
商
は
進
出
型
五
O
M
、
独
立
・
転
業
両
型
二
五
%
で

あ
り
、
文
化
品
商
の
場
合
も
、

サ
ー
ビ
ス
業
者
、
日
用
品
・
食
料
品
商
と
同
様
に
、
県
外
か
ら
転
入
す
る
進
出
型
が
多
い
。

衣
料
品
に
つ
い
て
は
、
都
内
か
ら
の
転
入
商
は
第
一
団
地
、
県
外
か
ら
の
転
入
商
は
隣
接
地
区
に
各
立
地
し
、
他
の
業
種
と
分
布
の
パ

タ
ー
ン
を
異
に
す
る
。
し
か
も
前
者
で
は
転
業
型
四
O
%
、
独
立
・
進
出
・
内
職
三
型
と
も
各
二
O
%
、

後
者
で
は
全
部
独
立
型
で
あ
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る。
家
具
類
、
身
辺
雑
貨
商
、

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
県
外
か
ら
の
転
入
商
は
無
い
。
家
具
類
で
は
、
都
内
か
ら
の
転
入
商
の
分
布
は
第

一
団
地
五
O
%
、
第
二
団
地
三
四
%
、
隣
接
地
区
二
ハ
%
で
あ
り
、
形
態
別
に
は
、
転
業
型
五
O
%
、
独
立
型
三
四
%
、
進
出
型
一
六
%
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
独
立
型
身
辺
雑
貨
商
が
第
一
団
地
、
進
出
型
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
隣
接
地
区
に
、
各
立
地
し
て
い
る
。

。
県
内
お
よ
び
都
下
か
ら
の
転
入
商

日
用
品
・
食
料
品
に
つ
い
て
は
、
県
内
か
ら
の
転
入
商
の
分
布
は
第
一
団
地
三
五
%
、
第
二
団
地
三
O
%
、
隣
接
地
区
二
六
%
、
第
三

団
地
九
%
、
形
態
別
に
は
進
出
型
五
二
%
、
独
立
型
二
二
%
、
内
職
型
一
七
%
、
離
農
型
九
で
あ
る
。
ま
た
都
下
か
ら
の
転
入
商
は
、
第

一
団
地
・
第
二
団
地
・
隣
接
地
区
に
平
均
し
て
分
布
し
、
形
態
別
に
は
進
出
型
六
六
形
、
独
立
・
内
職
両
型
各
一
七
%
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
県
内
・
都
下
か
ら
の
両
転
入
商
の
地
区
お
よ
び
形
態
別
分
布
は
ほ
ぼ
類
似
す
る
が
、
次
の
点
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
独
立
型
は

前
者
で
は
第
一
・
第
二
両
団
地
に
立
地
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
隣
接
地
区
に
立
地
す
る
。
ま
た
進
出
型
は
、
前
者
で
は
、
第
一
・
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第
二
両
団
地
か
ら
隣
接
地
区
へ
と
そ
の
数
を
増
加
し
て
い
る
が
、
後
者
で
は
、
第
一
・
第
二
両
団
地
を
主
と
す
る
。
さ
ら
に
前
者
で
は
、

後
者
に
お
け
る
よ
り
も
内
職
型
の
分
布
が
広
く
、
第
一
団
地
お
よ
び
隣
接
地
区
に
、
離
農
型
が
立
地
す
る
。

一
般
に
、
都
内
・
県
外
か
ら
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の
転
入
商
と
比
較
し
て
、
隣
接
地
区
へ
の
転
入
が
多
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。

サ
ー
ビ
ス
業
に
つ
い
て
は
、
都
下
か
ら
、
第
三
団
地
と
隣
接
地
区
へ
、
独
立
・
進
出
両
型
が
相
半
ば
し
て
転
入
し
て
い
る
。
し
か
し
県

内
か
ら
の
転
入
商
の
分
布
は
、
隣
接
地
区
五
O
%
、
第
一
団
地
二
五
形
、
第
三
団
地
一
七
%
、
第
二
団
地
八
%
で
あ
り
、
さ
ら
に
形
態
別

に
は
、
独
立
型
三
五
話
、
進
出
型
二
五
話
、
内
職
・
転
業
両
型
各
一
七
%
、
離
農
型
八
%
で
あ
る
。

一
般
に
、
日
用
品
・
食
料
品
商
と
問

様
に
都
内
・
県
外
か
ら
の
転
入
商
と
比
較
し
て
、
隣
接
地
区
へ
の
転
入
の
比
率
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

家
具
類
に
つ
い
て
は
、
都
下
か
ら
は
、
第
一
団
地
へ
の
進
出
型
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
県
内
か
ら
の
転
入
商
の
分
布
は
、

第
二
・
第
三
両
団
地
各
三
三
%
、
第
一
団
地
・
隣
接
地
区
各
一
七
彪
で
あ
り
、
そ
の
八
三
形
が
進
出
型
で
あ
る
。

一
般
に
、
都
内
か
ら
の

転
入
商
と
比
較
し
て
、
進
出
型
、
と
く
に
第
三
団
地
へ
の
進
出
型
の
比
率
が
高
く
、
内
職
・
転
業
両
型
が
皆
無
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ

る。
衣
料
品
に
つ
い
て
は
、
県
内
か
ら
は
、
第
一
団
地
へ
進
出
・
内
職
両
型
が
転
入
し
て
い
る
が
、
都
下
か
ら
は
、
隣
接
地
区
へ
の
進
出
型

が
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
都
内
・
県
外
か
ら
の
転
入
商
と
比
較
し
て
、
進
出
・
内
職
両
型
に
限
定
さ
れ
る
点
に
特
色
が
あ

る
。
こ
の
ほ
か
、
転
業
型
文
化
口
問
商
が
都
下
か
ら
隣
接
地
区
へ
転
入
し
た
の
に
対
し
て
、
進
出
型
で
あ
る
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
県
内

か
ら
第
一
団
地
へ
転
入
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
品
商
は
都
内
・
県
外
か
ら
の
転
入
商
よ
り
も
お
く
れ
て
都
下
か
ら
転
入
し
た

が
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
進
出
は
、
都
内
か
ら
の
転
入
商
よ
り
も
早
か
っ
た
と
い
え
る
。

県
内
移
動
の
前
住
地
を
、
西
部
山
麓
(
八
王
子
構
造
線
沿
い
)
、
東
部
、
団
地
内
に
三
区
分
す
る
と
、
三
者
の
庖
舗
数
比
は
二
対
二
対
一

で
あ
る
。
西
部
山
麓
か
ら
は
、
進
出
型
が
隣
接
地
区
・
第
一
団
地
へ
、
ま
た
独
立
型
が
第
二
団
地
へ
転
入
す
る
傾
向
が
強
い
。

一
方
、
東

部
か
ら
は
、
独
立
型
に
次
い
で
進
出
型
が
第
一
団
地
へ
、
進
出
型
が
第
二
団
地
・
隣
接
地
区
へ
転
入
す
る
も
の
が
多
い
。
団
地
内
移
動
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表 9県内移動の実態

業
一般小売業 サ ス

種

日食 衣 家 ノ之でず
形前

ピ I I 計
態住 用料 料 具 ス、 ケ

(型)地
ヅ

地
ロロロ ロロ口 品 類 業 ト

区 I a I b I c I cl a ~I~I a I b I c I c I a I b I c 

独立 1 2 2 1 4 
第

進出 2 1 1 1 1 1 3 l 3 
1 

内職 1 1 1 1 1 1 
団

離 農 1 1 
地

小計 4 2 2 2 1 1 3 1 6 2 

第 独立 1 1 l 1 3 

2 進出 1 2 1 1 

団 内職 1 1 1 

地 小計 3 4 1 1 1 5 

第 進出 1 2 1 4 
3 

団
内職 1 1 1 1 

地 小計 2 2 1 1 5 

独立 1 l 1 1 
隣

進出 4 1 1 1 4 2 3 
接

転業 2 
地

離 農 l 1 2 
区

小 計 5 1 1 2 2 2 7 2 4 

総 計 1121 4 I 7 I 2 I 2 L2 1 2 I 4 I 3 1 6 I 1 118 1 ~ 1 ~ 
(注 a 西部(山麓)， b 当団地 c 東部。
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は
、
第
三
団
地
の
ほ
か
、
第
一
団
地
・
隣
接
地
区
に
も
み
ら
れ
る
(
表
9
)
。
す
な
わ
ち
、
先
駆
的
に
は
、
西
部
山
麓
か
ら
の
進
出
型
と
、

東
部
か
ら
の
独
立
型
の
転
入
が
顕
著
で
あ
る
。
県
内
東
部
か
ら
の
都
市
化
の
営
力
の
尖
端
は
、
川
越
・
坂
戸
・
上
福
岡
・
熊
谷
な
ど
か
ら

の
独
立
型
転
入
商
が
こ
れ
を
果
た
し
、
渓
口
集
落
と
し
て
の
起
源
の
古
い
越
生
・
都
幾
川
・
毛
呂
・
飯
能
日
高
な
ど
の
小
売
商
が
、
東
方

か
ら
の
都
市
化
の
営
力
に
加
わ
る
た
め
に
東
漸
し
た
。
し
か
も
団
地
内
小
売
商
は
必
ず
し
も
固
定
せ
ず
、
団
地
内
の
よ
り
新
し
い
地
域
に

移
動
や
拡
張
を
続
け
て
い
る
。

四

結

語

け

都
市
化
を
地
域
に
働
き
か
け
る
営
力

(
匂

3
2
2
)
と
考
え
る
と
、
そ
の
営
力
が
、
あ
る
地
域
に
働
き
か
け
る
以
前
に
、
行
政
力

の
及
び
方
が
弱
い
地
域
@
に
お
い
て
、

時
宜
に
か
な
っ
た
先
行
投
資
と
し
て
の
住
宅
団
地
形
成
が
み
ら
れ
る
。
急
激
に
住
宅
団
地
が
形
成

さ
れ
れ
ば
、
直
ち
に
誕
生
し
た
自
問
r
2
を
背
景
と
し
て
、

い
ち
早
く
小
売
商
地
域
が
つ
く
ら
れ
る
。
こ
の
小
売
商
地
域
を
核
と
し
て
、

さ
ら
に
新
た
な
住
宅
地
域
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
、
小
売
商
地
域
の
拡
大
を
も
引
き
起
こ
す
。

仁コ

都
市
化
の
初
期
に
お
け
る
小
売
商
の
基
幹
は
、
日
用
品
・
食
料
品
商
群
と
サ
ー
ビ
ス
業
群
で
あ
る
。
前
者
が
先
駆
的
に
形
成
さ
れ

一
応
、
消
費
者
の
需
要
が
満
た
さ
れ
る
と
、
後
者
が
こ
れ
に
続
い
て
、
い
ん
盛
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
そ
の
他
の
業
種
は
、
買
回
り

品
市
場
を
、
至
近
の
上
層
の
都
市
(
こ
の
場
合
は
川
越
)
に
奪
わ
れ
て
、
電
気
商
を
除
く
と
、
余
り
顕
著
な
増
加
を
示
さ
な
い
。

て、
同

業
種
・
形
態
・
前
住
地
・
転
入
地
の
関
係
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

，(2) (1) 

独
立
・
進
出
両
型
が
主
体
を
し
め
、
残
り
の
ほ
と
ん
ど
は
内
職
・
転
業
両
型
で
、
離
農
型
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

独
立
・
進
出
両
型
合
計
の
比
率
は
、
第
二
団
地
で
は
第
一
団
地
よ
り
も
高
い
。
第
二
団
地
は
、
第
一
団
地
と
比
べ
て
、
進
出
型



の
比
率
が
高
い
。
第
一
団
地
で
は
、
第
二
団
地
よ
り
も
、
内
職
・
転
業
両
型
の
比
率
が
高
い
。

(5) (4) (3) 

第
一
・
第
二
両
団
地
で
は
、
独
立
型
の
比
率
が
高
い
の
に
対
し
て
、
第
三
団
地
・
隣
接
地
区
で
は
、
進
出
型
の
比
率
が
高
い
。

日
用
品
・
食
料
品
商
は
、
進
出
型
に
次
い
で
独
立
型
、
サ
ー
ビ
ス
業
は
、
独
立
型
に
次
い
で
進
出
型
が
、
各
主
体
で
あ
る
。

都
内
か
ら
の
転
入
商
(
全
数
の
約
五
割
)
は
、
独
立
型
が
過
半
で
進
出
型
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
県
内
(
同
じ
く
約
三
割
)
県
外
・

都
下
か
ら
の
転
入
商
は
、
進
出
型
が
過
半
で
独
立
型
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
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(6) 

日
用
品
・
食
料
品
商
、
家
具
類
商

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、
都
内
・
県
内
か
ら
の
両
転
入
商
の
比
率
が
相
半
ば
す
る
の

に
対
し
て
、
衣
料
品
商
・
サ
ー
ビ
ス
業
・
文
化
品
商
は
、
都
内
か
ら
の
転
入
商
の
比
率
が
高
い
。

一
般
に
、
サ
ー
ビ
ス
業
が
半
ば

を
し
め
、
日
用
品
・
食
料
品
・
文
化
品
・
衣
料
品
の
順
に
業
種
構
成
を
示
す
都
内
・
県
外
か
ら
の
転
入
商
に
対
し
て
、
日
用
近
く

口
問
・
食
料
品
商
が
過
半
を
し
め
、
サ
ー
ビ
ス
業
・
家
具
類
商
・
衣
料
品
商
の
順
に
業
種
構
成
を
示
す
県
内
・
都
下
か
ら
の
転
入
商

が
区
別
さ
れ
る
。

同

業
種
を
中
心
と
し
て
、
転
入
の
実
態
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

)
 

-
E
A
 

(
 
日
用
品
・
食
料
品
商
に
つ
い
て
は
、
独
立
型
は
、
先
駆
的
に
都
内
か
ら
転
入
す
る
の
に
対
し
て
、
進
出
型
は
、
県
内
都
下
か
ら

は
当
初
か
ら
継
続
的
に
進
出
し
、
県
外
か
ら
は
一
時
的
に
進
出
す
る
。

(2) 

サ
ー
ビ
ス
業
に
つ
い
て
は
、
独
立
・
進
出
両
型
と
も
、
都
内
・
県
外
か
ら
先
駆
的
に
転
入
す
る
の
に
対
し
て
、
県
内
都
下
か
ら

は
お
く
れ
て
周
辺
部
に
転
入
す
る
。
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(3) 

家
具
類
商
・
衣
料
品
商
・
文
化
品
商
に
つ
い
て
は
、
転
業
・
内
職
両
型
も
少
な
く
な
い
。
家
具
類
商
は
、
東
京
都
か
ら
先
駆
的

に
転
入
す
る
の
に
対
し
て
、
県
内
か
ら
は
お
く
れ
て
進
出
す
る
。
衣
料
品
商
に
つ
い
て
は
、
独
立
・
進
出
(
都
下
か
ら
の
進
出
)
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両
型
は
周
辺
部
に
転
入
す
る
の
に
対
し
て
、
県
内
か
ら
の
進
出
型
と
転
業
・
内
職
両
型
は
、
先
駆
的
に
転
入
す
る
。
文
化
品
商
に

つ
い
て
は
、
都
内
か
ら
の
独
立
・
内
職
両
型
、
県
外
か
ら
の
進
出
型
な
ど
が
先
駆
的
に
転
入
し
、
都
下
か
ら
の
転
業
型
が
周
辺
部

に
転
入
す
る
。

(4) 

身
辺
雑
貨
商
は
、
都
内
か
ら
先
駆
的
に
転
入
し
た
独
立
型
で
あ
る
。
ま
た
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
進
出
型
で
あ
っ
て
、
都
内

よ
り
も
県
内
か
ら
先
駆
的
に
転
入
す
る
。

伺

埼
玉
県
内
か
ら
は
、
西
部
山
麓
・
東
部
・
団
地
内
の
三
者
か
ら
の
転
入
が
、
結
合
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
郊

の
商
業
化
現
象
が
単
な
る
押
し
出
し
現
象
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

的

都
市
化
と
い
う
概
念
を
文
化
圏
の
変
貌
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
小
売
商
の
形
成
と
い
う
経
済
現
象
を
成
立
さ
せ
る
市
場
と
し

て
の
経
済
文
化
圏
を
設
定
で
き
る
。
か
く
て
長
瀬
団
地
で
は
、
東
京
下
町
の
新
興
市
街
地
域
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
集
落
景
観
お
よ
び
経
済

文
化
圏
が
都
市
化
政
策
に
先
行
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

3主

(
1
)

都
市
や
都
市
化
の
問
題
が
学
問
的
課
題
や
社
会
問
題
と
し
て
、
著
し
く
表
面
化
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
次
の
事
情
が
あ
げ
ら
れ
る
。
都

市
や
都
市
化
は
、
本
質
か
ら
派
生
し
た
皮
相
な
現
象
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
追
う
こ
と
は
、
学
問
的
に
は
、
考
現
学
的
悪
弊
に
陥
り
、
大
き
な
意
味

を
も
た
な
い
と
い
う
考
え
が
、
底
流
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
で
こ
そ
公
害
問
題
に
関
心
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
う
た
が
、

前
記
の
よ
う
な
底
流
が
強
か
っ
た
時
代
に
は
、
環
境
の
学
問
で
あ
る
地
理
学
へ
は
、
一
一
顧
も
顧
み
な
い
と
い
う
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き

亡、。
t
L
 

(
2
)
田
中
角
栄
(
一
九
七
二
)

『
日
本
列
島
改
造
論
』
は
、
当
面
の
政
策
の
指
針
に
資
す
る
資
料
を
掲
け
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
に
な
る
は
ず
の
地
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域
世
偽
造
の
解
明
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

(
3
)
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
場
合
が
あ
る
。
新
し
い
都
市
域
が
孤
立
し
て
形
成
さ
れ
る
場
合
と
、
都
市
域
が
鉱
大
さ
れ
る
場
合
と
で
あ
る
。

(
4
)
都
市
の
起
源
・
発
達
史
を
史
料
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
り
、
都
市
の
実
態
か
ら
遊
離
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

(
5
)
海
外
旅
行
な
ど
に
よ
る
印
象
か
ら
発
し
て
、
わ
が
国
の
都
市
も
か
く
あ
れ
と
考
え
た
り
、
ベ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
論
稿
を
重
ね
る
も
の
も
あ
る
。

(
6
)
ち
な
み
に
、
一
九
六
六
年
に
浅
呑
幸
雄
が
編
さ
ん
し
た
「
日
本
の
歴
史
地
理
」
の
第
八
章
は
、
産
業
地
域
の
変
貌
を
主
題
と
し
て
い
る
。
い
わ

ば
理
代
地
理
学
と
歴
史
地
理
学
と
の
境
界
領
域
を
開
拓
す
る
こ
と
は
、
歴
史
地
理
学
に
と
っ
て
も
、
ま
た
現
代
地
理
学
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題

で
あ
る
。

(
7
)
内
田
寛
一
(
-
九
五
二
)
「
歴
史
地
理
の
重
要
性
」
、
人
文
地
理
学
会
『
歴
史
地
理
学
の
諸
問
題
』
四

2
六
頁
。

(
8
)
菊
地
利
夫
(
一
九
七
二
「
昭
和
四
七
年
度
(
第
一
五
回
)
大
会
の
共
同
課
題
、
文
化
圏
の
歴
史
地
理
に
つ
い
て
」
歴
史
地
理
学
会
会
員
通
信

第
五
九
号
、
二
三
頁
。

(
9
)
千
葉
徳
商
(
一
九
七
二
)
「
文
化
の
地
理
学
的
研
究
の
た
め
に
」
歴
史
地
理
学
会
会
員
通
信
第
六
二
号
、
五

1
六
頁
。

(
叩
)
西
勝
忠
男
(
一
九
七
二
・
七
・
七
)
グ
ラ
ッ
セ
ル
哲
学
の
再
評
価
|
|
「
哲
学
革
命
」
そ
の
後
H

城
西
大
学
経
済
学
会
研
究
発
表
。

(
日
)
西
川
治
(
一
九
五
一
一
)
「
地
理
学
に
お
け
る
動
態
的
研
究
」
人
文
地
理
五

l
四
、
五
八

1
七
一
頁
。

(
ロ
)
川
越
市
・
川
越
商
工
会
議
所
(
一
九
七
一
)
「
川
越
市
広
域
商
業
診
断
報
告
書
」
三
一
頁
。

(
日
)
一
九
六
五
年
以
前
に
は
、
城
下
町
時
代
の
名
ご
り
を
残
し
て
、
市
街
地
の
北
部
が
商
業
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
な
お
川
越
市
街
地
の
小
売
商
形

成
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

(
H
)

新
沢
嘉
芽
統
・
華
山
謙
(
一
九
七
二
)
『
地
価
と
土
地
政
策
』
二
四
頁
。

(
日
)
伊
藤
善
市
(
一
九
七

O
)
「
大
都
市
近
郊
地
帯
の
都
市
化
」
(
山
鹿
・
伊
藤
共
編
『
東
京
周
辺
都
市
の
研
究
』
四
頁
)
。

(
日
)
前
掲
書
表
紙
参
照
。

(
口
)
越
生
線
は
、
坂
戸
町

1
越
生
同
一

0
・
九
回
。
一
九
四
三
年
東
武
鉄
道
に
買
収
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
単
線
。
一
九
三
三
年
、
ガ
ソ
リ
ン

カ
l
ニ
雨
に
よ
る
一
日
九
往
復
で
運
転
を
開
始
し
た
が
、
設
立
に
あ
た
っ
て
、
沿
道
町
村
が
、
株
式
の
引
き
受
け
に
協
力
し
た
(
東
武
鉄
道
臼
年
史
、

一
七

0
・
七
一
二
両
頁
参
照
)
。
な
お
、
筆
者
の
聞
き
と
り
調
査
に
よ
な
ば
、
株
式
の
約
六
割
が
越
生
・
毛
呂
・
坂
戸
な
ど
の
住
民
に
よ
っ
て
引

き
受
け
ら
れ
、
残
り
四
割
は
、
川
越
商
人
に
依
存
し
た
と
い
わ
れ
る
。
沿
道
町
村
の
引
き
受
け
能
力
の
基
盤
の
一
つ
に
は
、
養
蚕
一

O
O貫
農
家
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表 2長瀬団地における内職 (1971年11月現在)
。
ト
同 種 作 業 内 円?{J. 作 業 古E 率 |納入先

1 1ベつけビー服(オーバーなど)のかがり・ボタン11枚 15円 11日15"'30枚 (225"'450円)

2 1刺しゅうL 伊 100円 11日 5枚( 500円) " 繊維類

3 1ぬいぐるみ(動物) " 
4 1帯のしぼり 2，00門 1日 1本(経験を要す)

3，000円

5 1トランジスターラジオ部品 1 1ケ0.24円 11日1，0伽 3，0伽 (2恥 720円) !坂戸町

電気苦言具 6 1カラーテレビ部品の加工 1 1白川 |栃木県

7 1電気器具のはんだづけ 1 1本0.15F91 1白川本山00円，経験を要す) |栃木県

紙製品
8 1甘栗の袋(二重はり，糸通し) 1 1袋 1円 11日2，0峨仰00円) |東京都

9 1紙袋はり(底はり・糸つけ) !?J枚 11.35円11日川0枚川伽川O円) " 

101水晶ろうそく(クリスマス用，輸出用，銀 11ヶ O 14 
11日1附(1， 400円)

紙に包む I
< /  

"'0. 20円

111義歯みがき(病院)
1 
1日500円(経験を酎)

その他
12

1
ボールペンのしんいれ

1 
1ケ 2.5円

1
1日500本山附)

1
東京都

13
1
キャラメル景品の箱づめ

1 
1ケ 0.2円

1
1日50刊 附 ( 1 伽200円) " 

14
1
玩具時計加工

1 
1ケ0.05円

1
1白川Oケ (50円) " 

15
1
玩具かえるの部品つけ

1 
1ケ0.05円

1
1日2，附(附) " 

注空欄は不明。
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(
年
間
繭

-
0
0貫
以
上
を
生
産
す
る
農
家
)
の
資
力
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

(
日
目

)

M
霊
園
は
、
東
京
品
川
区
小
山
の

N
葬
儀
庖
主
が
、
知
人
で
あ
る
鶴
ケ
島
町
の
不
動
産
業
者
絡
介
で
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
た
め
の
青
山
墓

地
移
転
セ
見
込
ん
で
、
開
園
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
同
葬
儀
信
は
間
も
な
く
、
同
園
を
毛
呂
山
町
の
一
農
家
の
親
戚
に
あ
た
る
東
京
の

N
冶
金

に
譲
っ
た
。
し
か
し
経
営
不
振
に
陥
り
、
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
へ
の
土
地
売
上
金
を
も
っ
て
、
墓
地
造
成
会
社
へ
の
支
払
い
に
あ
て
た
と
い
わ
れ
る
。

(
ぬ
)
毛
呂
山
町
長
下
回
養
平
氏
談
。

(
却
)
ち
な
み
に
、
第
一
・
第
二
両
団
地
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
内
職
を
合
計
す
る
と
、
全
戸
数
の
約
七
O
%
に
達
す
る
と
い
わ
れ
る
。
内
職
の

実
態
に
つ
い
て
は
、
(
表
2
)
参
照
。
こ
の
ほ
か
、

S
製
袋
会
社
の
団
地
内
下
請
け
業
者
は
、
団
地
居
住
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
周
辺
農
家
を
も
、

内
職
加
工
グ
ル
ー
プ
に
組
み
い
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
長
瀬
団
地
の
形
成
は
、
仲
介
的
下
請
け
業
者
の
成
立
を
通
じ
て
、
周
辺
農
村
を
も
再
下

請
け
圏
に
組
み
い
れ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

(
幻
)
一
九
七
一
年
、
当
団
地
・
南
方
一
江
O
O
m
の
丘
陵
上
に
日
生
団
地
、
同
じ
く
東
方
五
O
O
m
に
東
京
近
鉄
団
地
の
両
建
て
売
り
住
宅
の
販
売
が

開
始
さ
れ
た
が
、
第
三
団
地
と
比
較
し
て
、
二
戸
当
た
り
、
宅
地
面
積
が
約
二
倍
、
建
坪
約
一
・
五
倍
、
価
格
約
二
倍
で
あ
り
、
建
造
物
の
質
が

高
め
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
第
二
次
大
戦
後
、
先
駆
的
に
都
市
化
さ
れ
た
地
域
で
は
、
一
戸
あ
た
り
の
宅
地
面
積
が
広
く
、
後
か
ら
都
市
化
さ

れ
た
地
域
で
は
そ
れ
が
狭
い
。
こ
れ
は
地
価
の
上
昇
に
よ
る
。
し
か
し
当
地
域
に
お
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
逆
の
関
係
が
み
ら
れ
る
。

(
詑
)
勤
務
先
が
会
社
組
織
で
あ
れ
ば
、
会
社
員
。

(
お
)
埼
玉
県
商
工
部
・
中
小
企
業
総
合
指
導
所
(
一
九
七
O
)
「
埼
玉
県
広
域
消
費
動
向
調
査
資
料
」
に
よ
れ
ば
、
毛
呂
山
町
に
お
け
る
衣
料
品
の

地
元
購
売
率
は
三
九
%
で
あ
る
。

(
斜
)
一
般
に
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
、
一
庖
あ
た
り
地
元
三
O
O
戸
、
一
凶
周
辺
を
加
え
て
一
五
O
O
戸
の

B
R
r
2
を
必
要
と
す
る
関
係
上
、

進
出
は
緩
漫
で
あ
る
。

(
お
)
駅
前
の
商
庖
す
ら
、
頭
金
一
O
万
円
、
一
五
年
月
賦
の
支
払
も
可
能
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

(
却
)
岡
田
真
(
一
九
七
O
)
「
川
越
市
」
(
山
鹿
・
伊
藤
共
編
『
東
京
周
辺
都
市
の
研
究
』
一
二
O
頁
。

(
幻
)
こ
の
よ
う
な
空
白
的
な
地
域
は
、
流
通
構
造
が
固
定
ぜ
ず
、
慣
性
的
抵
抗
が
少
な
い
た
め
に
、
商
業
化
が
著
し
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
(
回

村
正
夫
(
一
九
七
二
)
『
産
業
化
地
域
論
』
一
二
七
頁
参
照
)
。
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