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地
域
経
済
を
活
性
化
さ
せ
た
り
、
地
元
で
働
け
る
よ
う
に
企

業
を
誘
致
す
る
こ
と
も
地
方
自
治
体
の
大
事
な
仕
事
で
す
が
、

吉
野
川
市
は
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。 

 

市
は
市
の
事
務
分
掌
規
程
で
商
工
観
光
課
に
「
商
工
業
及
び

中
小
企
業
振
興
に
関
す
る
こ
と
。」を
業
務
と
す
る
よ
う
に
定
め

て
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
何
を
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と 

１
．
中
小
企
業
信
用
保
険
法
に
お
け
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保

証
の
認
定
事
務 

２
．
徳
島
県
信
用
保
証
協
会
の
事
業
の
案
内 

３
．
徳
島
県
が
実
施
の
中
小
企
業
向
け
融
資
制
度
の
案
内 

 

こ
の
三
つ
の
融
資
の
案
内
で
す
。
振
興
と
は
「
物
事
を
盛
ん

に
す
る
こ
と
」
で
す
が
、
こ
れ
で
は
や
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま

せ
ん
。 

 

市
内
の
人
口
は
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
大
き
な
原

因
の
一
つ
は
若
者
の
流
出
で
す
。
市
内
に
働
く
企
業
が
少
な
い 

た
め
で
す
。 

進
ん
だ
自
治
体
で
は
企
業
の
誘
致
を
す
す
め
、
雇
用
を
増
や

す
取
り
組
み
を
行
い
、
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
ま
す
が
、
吉
野
川
市
は
何
ら
対
策
を
行
わ
な
い
の

で
若
い
人
が
市
外
県
外
に
行
か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
す
。 

政
府
は
、
小
規
模
事
業
者
（
製
造
業
で
２
０
人
以
下
、
非
製

造
業
は
５
人
以
下
）
の
活
力
を
引
き
出
す
こ
と
が
、
地
域
経
済

や
雇
用
を
守
る
上
で
重
要
と
い
う
こ
と
で
「
小
規
模
企
業
振
興

基
本
法
」
が
成
立
し
、
地
方
自
治
体
に
も
「
責
務
」
と
し
て
取

り
組
む
よ
う
規
定
し
ま
し
た
。 

こ
の
法
律
に
よ
り
全
国
の
自
治
体
が
地
域
経
済
の
活
性
化
の

た
め
に
い
っ
せ
い
に
動
き
出
し
ま
す
。
吉
野
川
市
だ
け
が
遅
れ

て
し
ま
う
と
た
い
へ
ん
で
す
。
市
内
で
若
者
が
働
け
る
場
所
を

作
る
た
め
に
、
市
は
「
商
工
業
及
び
中
小
企
業
振
興
」
に
積
極

的
に
取
り
組
む
べ
き
で
す
。 

 

認
知
症
高
齢
者
の
行
方
不
明

が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

警
察
庁
の
ま
と
め
【
１
２
，
１
３

年
届
け
出
】
に
よ
る
と
認
知
症
不

明
者
は
全
国
で
１
０
３
２
２
人
、

う
ち
徳
島
県
は
９
１
人
で
吉
野

川
市
は
６
人
で
し
た
。 

厚
生
労
働
省
研
究
班
の
推
計

で
は
６
５
才
以
上
の
認
知
症
高

齢
者
は
２
０
１
２
年
に
４
６
２

万
人
。
認
知
症
の
可
能
性
の
あ
る

軽
度
認
知
障
害
の
高
齢
者
も
約

４
０
０
万
人
い
る
と
推
計
さ
れ

て
お
り
、
６
５
才
以
上
の
４
人
に

一
人
が
認
知
症
と
そ
の
予
備
群

と
な
る
計
算
に
な
り
ま
す
。 

２
２
年
度
国
勢
調
査
で
は
吉

野
川
市
の
６
５
才
以
上
の
人
口

は
１
３
２
８
０
人
な
の
で
３
３

２
０
人
が
認
知
症
と
そ
の
予
備

群
と
い
う
こ
と
が
推
計
さ
れ
、
こ

れ
は
吉
野
川
市
の
全
人
口
の
実

に
７
％
に
な
り
ま
す
。 

（
下
の
図
左
） 

 

市
の
第
五
期
介
護
保
険
事
業

計
画
で
は
超
高
齢
化
社
会
を
迎

え
る
こ
と
か
ら
、
重
点
目
標
と
し

て
、
「
一
人
暮
ら
し
、
若
し
く
は

認
知
症
や
要
介
護
状
態
で
あ
っ

て
も
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
立

し
た
生
活
を
続
け
る
こ
と
が
出

来
る
よ
う
、
地
域
の
中
で
支
え
な

が
ら
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
し

て
い
け
る
体
制
を
構
築
し
ま

す
。
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
齢
者
施
策
の
中
で
、
認
知
症
対

策
は
最
大
の
課
題
で
す
。 

警
察
や
市
が
把
握
し
て
い
な

い
、
認
知
症
の
高
齢
者
の
徘
徊
は

か
な
り
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
２

０
４
０
年
の
吉
野
川
市
の
推
定

人
口
で
は
全
人
口
の
１
１
％
が

認
知
症
と
そ
の
予
備
群
と
い
う

こ
と
が
推
計
さ
れ
ま
す
。 

（
下
の
図
の
右
） 

認
知
症
の
高
齢
者
の
見
守
り

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
は
急
務

で
す
。 

 

急ぎます高齢者の見守りネットワークづくり

２０１０年            ２０４０年 


