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解 
説 　

経
済
学
者
が「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
」を
語
る
と
き

 

齊
藤 

誠　

　

著
者
の
ラ
グ
ラ
ム
・
ラ
ジ
ャ
ン
は
、
イ
ン
ド
出
身
の
経
済
学
者
で
、
金
融
論
や
銀
行
論
を
専
門
と
し
て
い
る
。
現
在
は
、
シ
カ
ゴ
大

学
の
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
教
授
で
あ
る
。
２
０
１
３
年
か
ら
２
０
１
６
年
の
間
、
イ
ン
ド
準
備
銀
行
（
イ
ン
ド
の
中
央
銀
行
）
の
総
裁
も

務
め
た
。
ラ
ジ
ャ
ン
は
、
一
般
向
け
の
書
籍
も
著
し
て
い
て
、『
セ
イ
ヴ
ィ
ン
グ 

キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
』（
ル
イ
ジ
・
ジ
ン
ガ
レ
ス
と
の
共
著
、

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
２
０
０
６
年
）
と
『
フ
ォ
ー
ル
ト
・
ラ
イ
ン
ズ
』（
新
潮
社
、
２
０
１
１
年
）
は
、
邦
訳
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、『
第
三
の
支
柱
』
と
題
さ
れ
た
本
書
は
、
３
冊
目
の
邦
訳
と
な
る
。

　

タ
イ
ト
ル
の
『
第
三
の
支
柱
』
は
、
国
家
と
市
場
に
並
ぶ
支
柱
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
意
味
し
て
い
る
。
本
書
の
ラ
ジ
ャ
ン
は
、

リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
旧
約
聖
書
に
登
場
す
る
水
棲
の
巨
大
怪
獣
）
の
よ
う
に
猛
威
を
奮
う
国
家
や
、
ベ
ヒ
モ
ス
（
旧
約
聖
書
に
登
場
す
る
陸
上

の
怪
獣
）
と
化
し
た
企
業
に
蹂
躙
さ
れ
て
き
た
市
場
に
対
す
る
拮
抗
力
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
に
賭
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
と
い
う
よ
り
も
、
危
機
に
瀕
し
た
現
代
の
民
主
主
義
を
再
興
さ
せ
る
た
め
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
し
か
あ
り
え
な
い
と
い

う
切
羽
詰
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ラ
ジ
ャ
ン
は
本
書
を
著
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
２
０
１
９
年
初
に
本
書
が
公
刊
さ
れ
た
と
き
に
は
、
か
な
ら
ず
し
も
読
書
界
で
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
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た
。
同
年
２
月
に
は
、『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
誌
や
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
紙
な
ど
、
一
流
の
メ
デ
ィ
ア
で
本
書
が
取
り
上
げ

ら
れ
た
が
、
書
評
に
は
、
大
な
り
小
な
り
シ
ニ
カ
ル
な
ト
ー
ン
が
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
経
済
学
研
究
者
は
、
賛
否
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、

長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
世
界
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
弱
体
化
さ
せ
て
き
た
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
書
評
に
は
、「
経
済
学
者
が
今
さ
ら
？
」
と
い
う
評
者
の
本
音
が
見
え
隠
れ
し
て
い
た
。
実
は
、
か
く
い
う
私
も
、
本
書
を
手
に

す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
解
説
を
依
頼
さ
れ
て
初
め
て
本
書
を
手
に
取
る
と
（
こ
ん
な
経
緯
を
打
ち
明
け
て
し
ま
う
と
、
解
説

者
と
し
て
の
資
格
が
疑
わ
れ
て
し
ま
う
が
…
…
）、
同
じ
経
済
学
研
究
者
（
多
分
に
経
済
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
側
に
立
っ
て
き
た
者
）
と
し
て
、
本
書

は
、
学
ぶ
と
こ
ろ
が
本
当
に
多
い
書
籍
で
あ
っ
た
。

　

ラ
ジ
ャ
ン
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
（
傍
点
部
は
解
説
者
）。
ラ
ジ
ャ
ン
が
意
図
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
範
囲
は
案
外
に
広
い
。

辞
書
に
よ
れ
ば
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
は
、「
規
模
を
問
わ
ず
、
メ
ン
バ
ー
が
特
定
の
地
域
に
住
み
、
統
治
を
共
有
し
、
共
通
の
文
化
的
お

よ
び
歴
史
的
遺
産
を
有
す
る
こ
と
が
多
い
社
会
集
団
」
だ
。
本
書
で
も
こ
の
定
義
を
使
用
す
る
。
典
型
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
現
代
に
お

い
て
は
近
隣
社
会
（
つ
ま
り
村
や
町
な
ど
地
方
自
治
体
）、
中
世
に
お
い
て
は
荘
園
、
古
代
に
お
い
て
は
部
族
だ
。
重
要
な
の
は
、
本
書
で
注
目

す
る
の
が
、
メ
ン
バ
ー
が
近
接
し
て
暮
ら
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
だ
。
バ
ー
チ
ャ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
国
家
規
模
の
宗
教
団
体
で

は
な
い
。
教
育
委
員
会
、
自
治
会
、
町
議
会
な
ど
の
地
方
政
府
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
部
と
考
え
る
。
大
国
に
は
連
邦
政
府
（
国
家
の
一
部
）

と
地
方
政
府
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
部
）
の
間
に
何
層
も
の
政
府
が
あ
る
。
一
般
的
に
本
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
階
層
は
国
家
の
一
部
と
し
て
扱

う
。（
序
文
、
xiv
頁
）

　

ラ
ジ
ャ
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
健
全
な
民
主
主
義
社
会
を
支
え
る
必
要
不
可
欠
な
領
域
で
あ
る
と
す
る
。
近
隣
社
会
は
、
人
間
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ど
う
し
が
助
け
合
う
こ
と
を
実
践
す
る
場
で
あ
る
。
地
域
に
あ
る
学
校
で
は
、
保
育
園
・
幼
稚
園
か
ら
小
・
中
学
校
ま
で
、
将
来
、
社

会
で
多
く
の
人
々
と
と
も
に
生
き
て
い
く
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
作
法
を
学
ん
で
い
く
。
さ
ら
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
会
合
や

討
論
は
、
人
々
が
政
治
に
必
要
な
マ
ナ
ー
や
ス
キ
ル
を
学
ん
で
い
く
場
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
元
米
大
統
領
も
、

大
学
卒
業
後
、
シ
カ
ゴ
の
黒
人
貧
民
街
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
ラ
ジ
ャ
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
で
政
治
を
学
ん
で
き
た
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
、
国
家
や
市
場
へ
の
拮
抗
力
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

ラ
ジ
ャ
ン
は
、
他
の
学
問
領
域
の
成
果
を
援
用
し
な
が
ら
、
人
間
の
意
識
の
奥
深
い
「
古
層
」
に
潜
ん
で
い
る
本
能
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
原
理
を
支
え
て
い
る
と
し
て
い
る
。

進
化
心
理
学
の
議
論
で
は
、
私
た
ち
が
自
分
と
血
縁
が
あ
っ
た
り
外
見
が
似
て
い
た
り
す
る
他
人
を
助
け
る
の
は
、
遺
伝
的
な
本
能
だ
と
い

う
。
人
類
の
進
化
の
大
部
分
が
起
き
た
石
器
時
代
、
親
族
に
対
す
る
利
他
主
義
は
遺
伝
形
質
と
し
て
人
類
の
生
き
残
り
を
助
け
た
。
だ
か
ら

こ
そ
こ
の
形
質
自
体
も
継
承
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
同
様
に
、
私
た
ち
は
恩
返
し
す
る
人
を
助
け
る
よ
う
に
遺
伝
的
に
進
化
し
た
よ
う
だ
。
そ

し
て
、
恩
返
し
を
し
な
い
タ
ダ
乗
り
屋
に
は
強
い
嫌
悪
感
を
持
つ
よ
う
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
。
進
化
は
ゆ
っ
く
り
だ
か
ら
、
私
た

ち
は
石
器
時
代
の
厳
し
い
環
境
に
完
全
に
適
応
し
た
後
、
す
で
に
生
き
残
り
に
不
可
欠
で
は
な
く
な
っ
て
か
ら
も
、
こ
の
性
向
を
持
ち
続
け

て
い
る
。
要
す
る
に
私
た
ち
は
生
来
、
社
会
的
な
の
だ
。
私
た
ち
の
土
台
に
は
こ
の
素
質
が
あ
る
。
人
は
常
に
団
結
し
て
き
た
。（
序
章
、
７

頁
）

　

ま
た
、
先
史
や
古
代
の
部
族
社
会
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
も
本
書
で
述
べ
て
い
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
メ
ン
バ
ー
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
感
覚
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
現
代
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
練
に
さ
ら
さ
れ
て
も
ゆ
る
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が
な
い
、
自
分
の
居
場
所
と
帰
属
の
感
覚
だ
。
そ
の
手
段
は
物
語
、
慣
習
、
儀
式
、
人
間
関
係
、
共
同
の
祭
り
と
葬
儀
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

個
人
の
利
益
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
益
の
あ
い
だ
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
と
そ
う
で
な
い
人
々
の
あ
い
だ
の
選
択
を
迫
ら

れ
た
場
合
、
メ
ン
バ
ー
が
自
分
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
優
先
し
や
す
く
な
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
し
ば
し
ば
、
メ
ン
バ
ー
に
共
通
の
価
値
観
や

目
標
を
教
え
込
み
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
た
め
に
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
通
し
て
自
分
が
役
に
立
つ
と
い
う
感
覚
を
植
え
つ
け
る
。（
序
章
、

８
頁
）

　

と
こ
ろ
が
、
20
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
加
速
し
て
き
た
経
済
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
、
裕
福
な
人
々
は
、
恵
ま
れ
た
教
育
と
就

業
の
機
会
を
目
指
し
て
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
豊
か
な
都
市
に
向
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
経
済
的
に
支
え
て
き

た
企
業
は
、
生
産
コ
ス
ト
の
低
い
途
上
国
に
生
産
拠
点
を
移
し
て
き
た
。
そ
の
間
、
国
家
は
、
地
方
自
治
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
決
定
権
限

を
奪
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
そ
れ
ま
で
担
っ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
機
能
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
も
は
や
、
人
々
が
助
け
合
う
場
で
も
、
人
々
を
育
て
る
場
で
も
、
リ
ー
ダ
ー
を
輩
出
す
る
場
で
も
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ラ
ジ
ャ
ン
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衰
退
が
民
主
主
義
社
会
の
危
機
で
あ
る
と
い
う
切
迫
し
た
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
、
こ

れ
ま
で
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
培
わ
れ
て
き
た
社
会
的
な
紐
帯
が
失
わ
れ
、
近
隣
の
人
々
ど
う
し
の
つ
な
が
り
が
ず
た
ず
た
に
切
り
裂

か
れ
て
き
た
こ
と
を
深
く
懸
念
し
て
い
る
。
独
裁
的
な
国
家
や
政
治
家
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
社
会
的
な
紐
帯
が
失
わ
れ
た
間
隙

を
つ
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
信
条
や
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
熱
狂
と
い
う
「
見
せ
か
け
の
連
帯
」
に
置
き
換
え
よ
う
と
し
て
き
た
。

そ
ん
な
独
裁
者
の
野
望
が
成
就
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
時
、
民
主
主
義
社
会
は
完
全
に
機
能
不
全
に
陥
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
（
か
つ
て

の
ナ
チ
ス
独
裁
の
よ
う
に
…
…
）。
だ
か
ら
こ
そ
、
ラ
ジ
ャ
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
こ
そ
が
、
危
機
に
陥
っ
た
民
主
主
義
社
会
の

再
興
に
必
要
不
可
欠
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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私
は
、
ラ
ジ
ャ
ン
の
こ
う
し
た
論
考
を
読
み
な
が
ら
、
唐
突
に
も
、
19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
思
想
家
、
法
律
家
、
政
治
家
で
あ
っ

た
ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
（
１
８
０
５
│

１
８
５
９
）
が
著
し
た
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
１
８
３
５
年
に
第
１
巻
出
版
、

１
８
４
０
年
に
第
２
巻
出
版
）
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
１
８
３
１
年
か
ら
３
２
年

に
１
年
弱
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
で
見
聞
し
た
地
方
自
治
の
姿
を
踏
ま
え
て
、
自
国
フ
ラ
ン
ス
の
民
主
主
義
の
将
来
を
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
。
イ
ギ
リ
ス
の
法
学
者
で
政
治
家
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
イ
ス
（
１
８
３
８
│

１
９
２
２
）
の
言
葉
と
さ
れ
る
「
地
方
自
治
は

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
学
校
」
も
、
実
の
と
こ
ろ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
由
来
し
て
い
る
。
な
お
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
、
本
書

に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　

宇
野
重
規
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
│
│
平
等
と
不
平
等
の
理
論
家
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
２
０
０
７
年
）
に
よ
る
と
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ア

メ
リ
カ
社
会
の
「
古
き
良
さ
」
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
を
克
服
す
る
契
機
を
見
出
し
て
き
た
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
中
央
集

権
化
、
産
業
化
、
政
教
分
離
に
特
徴
付
け
ら
れ
た
近
代
よ
り
も
以
前
の
相
貌
を
備
え
て
い
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
政
治
と
司
法
の

場
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
地
域
を
拠
点
と
す
る
宗
教
や
経
済
の
結
社
は
人
々
の
水
平
的
関
係
を
基
盤
と
し
て
い
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、

革
命
で
「
多
数
の
暴
政
」
に
揺
れ
動
か
さ
れ
、
中
央
集
権
化
と
政
教
分
離
が
極
度
に
進
ん
だ
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
オ
ー
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
を

ア
メ
リ
カ
社
会
に
見
つ
け
出
し
た
。

　

ラ
ジ
ャ
ン
は
、
近
代
以
前
ど
こ
ろ
か
、
先
史
に
ま
で
遡
っ
て
、
人
間
の
奥
深
い
「
古
層
」
の
と
こ
ろ
で
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
原

理
を
発
見
し
て
い
る
の
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
歴
史
感
覚
と
は
タ
イ
ム
・
ス
パ
ン
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
ら
が
直
面
し

て
い
る
民
主
主
義
社
会
の
危
機
を
克
服
す
る
の
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
わ
っ
て
人
間
や
社
会
の
「
古
層
」
に
着
眼
し
て
い
る
と
こ
ろ

は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
同
じ
で
あ
る
。

　

た
だ
、
ラ
ジ
ャ
ン
の
苦
悶
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
よ
う
な
、
人
間
社
会
の
「
古
き
良
さ
」
を
備
え
た
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
も
は
や
見
つ
け
出
せ
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
再
生
し
よ
う
と
す
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る
実
践
に
未
来
を
託
す
し
か
な
い
。

　

本
書
に
は
、
い
く
つ
も
の
実
践
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ジ
ャ
ン
の
自
宅
に
も
近
い
、
シ
カ
ゴ
南
西
部
の
ピ
ル
セ
ン
と
い
う
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
も
か
つ
て
荒
廃
を
極
め
て
い
た
。
し
か
し
、
徐
々
に
立
ち
直
っ
て
き
て
い
る
。

ピ
ル
セ
ン
に
は
も
と
も
と
、
シ
カ
ゴ
周
辺
の
製
造
業
で
働
く
東
欧
か
ら
の
移
民
が
多
く
住
ん
で
い
た
。﹇
…
﹈
だ
が
ピ
ル
セ
ン
は
立
ち
直
り

に
挑
戦
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
。
成
功
の
一
つ
の
兆
し
と
し
て
、
２
０
０
０
年
代
前
半
か
ら
ピ
ル
セ
ン
の
殺
人
率
は
シ
カ
ゴ
全
体
を
大

き
く
下
回
る
年
が
増
え
、
わ
ず
か
に
上
回
る
年
も
数
年
に
１
回
程
度
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
立
ち
直

り
は
通
常
、
自
然
に
は
起
き
な
い
。
復
活
の
お
膳
立
て
を
す
る
リ
ー
ダ
ー
が
現
れ
る
も
の
だ
。
ピ
ル
セ
ン
の
復
活
を
牽
引
し
た
人
々
の
一
人

が
、「
人
間
関
係
を
築
き
、
健
全
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
創
る
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
掲
げ
た
非
政
府
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）「
リ
ザ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
ラ
ウ
ル
・
レ
イ
ム
ン
ド
だ
。
ラ
ウ
ル
は
７
歳
の
時
に
メ
キ
シ
コ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
民
し
、
ピ
ル
セ
ン
の
ベ
ニ
ー

ト
・
フ
ア
レ
ス
高
校
か
ら
大
学
に
進
学
し
（
シ
カ
ゴ
大
学
の
大
学
院
に
も
し
ば
ら
く
在
籍
し
た
）、
そ
の
後
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
支
援
活
動
を
始
め
た
。

（
序
文
、

xxiv
頁
）

　

ま
た
、
第
11
章
「
第
三
の
支
柱
を
再
活
性
化
す
る
」
に
は
、
イ
ン
ド
の
マ
デ
ィ
ヤ
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
に
あ
る
イ
ン
ド
ー
ル
の
清
掃

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
リ
ノ
イ
州
に
あ
る
ガ
リ
ー
ナ
の
再
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
事
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
深
刻
な
危
機
に
直
面
す
る
民
主
主
義
社
会
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
の
実
践
は
功
を
奏
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
、
焼
け
石
に
水
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
ラ
ジ
ャ
ン
が
紹
介
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
の
実
践
に

ず
い
ぶ
ん
と
勇
気
付
け
ら
れ
た
。
こ
こ
に
こ
そ
、
私
が
経
済
学
研
究
者
と
し
て
本
書
か
ら
大
い
に
学
ん
だ
も
の
が
あ
っ
た
。
人
類
の
長

い
歴
史
を
振
り
返
り
つ
つ
、
人
類
の
未
来
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
く
彼
の
姿
勢
が
非
常
に
印
象
的
で
あ
っ
た
。



479　 解 説
　

私
自
身
、
過
去
５
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
共
同
体
に
お
け
る
人
間
ど
う
し
の
関
係
や
、
お
互
い
の
信
頼
・
信
用
と
い
っ
た
視
点
か
ら
、

人
類
の
金
融
を
先
史
に
ま
で
遡
り
つ
つ
、
私
た
ち
の
未
来
の
可
能
性
を
見
通
し
て
み
る
と
い
う
作
業
を
続
け
て
き
て
い
る
。
近
代
以
前

の
共
同
体
の
営
み
に
は
、
現
代
社
会
に
な
い
豊
か
な
人
間
関
係
や
相
互
信
頼
の
姿
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

人
類
学
や
歴
史
学
を
基
軸
と
し
た
知
的
作
業
に
は
、
研
究
者
が
罠
に
は
ま
っ
て
身
動
き
を
取
れ
な
く
な
る
可
能
性
も
秘
め
て
い
る
。
研

究
者
は
、
近
代
社
会
が
も
た
ら
し
て
き
た
「
政
治
的
な
自
由
」
や
「
経
済
的
な
豊
か
さ
」
が
、
近
代
以
前
の
人
間
社
会
に
も
当
然
の
よ

う
に
備
わ
っ
て
い
る
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
先
史
、
古
代
、
中
世
の
共
同
体
を
「
自
由
と
豊
か
さ
」
に
満
ち
た

理
想
郷
の
よ
う
に
崇
め
て
い
く
。

　

た
と
え
ば
、
古
代
社
会
で
は
、
人
と
土
地
の
結
び
つ
き
は
、
当
事
者
の
合
意
だ
け
で
勝
手
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
ず
に
（
諾
成
契
約

で
は
な
く
）、
共
同
体
儀
式
を
伴
う
構
成
員
の
承
認
を
必
要
と
し
た
（
要
式
契
約
で
あ
っ
た
）。
一
方
で
は
、
債
権
者
が
圧
倒
的
に
優
位
な

金
融
慣
行
も
共
存
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
債
務
不
履
行
に
陥
っ
た
者
は
、
土
地
を
没
収
さ
れ
、
債
権
者
の
奴
隷
と
な
っ
た
。
そ
う
し

た
過
酷
な
金
融
慣
行
は
、
人
と
土
地
が
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
共
同
体
秩
序
を
脅
か
す
存
在
で
あ
っ
た
。
ど
の
古
代
文
明
の
い
ず
れ
の

宗
教
も
、
野
蛮
な
金
融
慣
行
を
強
く
牽
制
し
て
き
た
。
ま
た
、
政
治
的
な
権
力
も
、
し
ば
し
ば
債
務
帳
消
し
令
（
徳
政
令
）
を
発
し
、

没
収
さ
れ
た
土
地
を
元
の
所
有
者
に
戻
し
た
。
そ
う
し
た
古
代
社
会
の
風
景
か
ら
「
人
と
土
地
の
固
い
結
び
つ
き
」
と
債
務
帳
消
し
令

の
と
こ
ろ
だ
け
を
取
り
出
し
て
き
て
、
現
代
社
会
に
そ
れ
ら
を
唐
突
に
蘇
ら
せ
よ
う
と
し
て
も
（
た
と
え
ば
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ
ー
バ
ー

﹇
１
９
６
１
│

２
０
２
０
﹈
の
政
策
提
案＊
）、
無
謀
な
試
み
と
し
て
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
多
く
の
法
体
系
は
、
古
代
か
ら
近
代
に

か
け
て
債
権
者
の
横
暴
を
規
制
し
、
債
務
者
を
保
護
す
る
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
進
化
し
て
き
た
。

　

ラ
ジ
ャ
ン
は
、
そ
う
し
た
知
的
作
業
が
陥
り
が
ち
な
罠
か
ら
ず
い
ぶ
ん
と
自
由
で
あ
る
。
彼
の
議
論
の
肝
は
、
国
家
、
市
場
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
三
つ
の
支
柱
の
バ
ラ
ン
ス
を
常
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
再
生
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
再
生
が
見
込
め
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
に
は
、「
住
民
の
転
出
こ
そ
が
最
善
の
未
来
で
あ
る
よ
う
な
と
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こ
ろ
も
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ラ
ジ
ャ
ン
は
、
国
家
が
「
責
任
あ
る
主
権
」
と
し
て
市
場
を
規
律
付
け
る
こ
と
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

再
生
さ
せ
る
こ
と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
重
要
と
な
る
要
素
の
一
つ
が
、
企
業
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
範
囲
を
思

い
切
っ
て
広
げ
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
益
や
地
域
の
従
業
員
を
含
め
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
地
道
で
息
の
長
い
取

り
組
み
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

近
隣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
は
、
国
家
や
市
場
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
向
に
対
し
て
、
遅
々
と
し
て
い
て
華
々
し
さ
が
ほ
と
ん
ど
な

い
。
し
か
し
、
近
代
以
前
に
、
い
や
先
史
に
ま
で
起
源
を
遡
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
原
理
を
「
自
由
で
豊
か
な
社

会
」
の
未
来
の
た
め
に
蘇
ら
せ
る
の
に
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
と
、
と
ん
で
も
な
く
長
い
時
間
を
要
す
る
の

は
、
む
し
ろ
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
は
、
未
来
を
担
っ
て
い
く
若
い
人
々
に
、
是
非
と
も
手
に
取
っ
て
も
ら
い
た
い
書
籍
で
あ
る
。

　
　
２
０
２
１
年
６
月

＊　

そ
う
し
た
政
策
提
案
は
『
負
債
論
』（
以
文
社
、
２
０
１
６
年
）
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。


