
見
合
っ
た
費
用
負
担
で
、
良
質
な
住
宅
を
取
得
で
き
る
層
は
ご
く
限

ら
れ
た
も
の
に
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
間
借
家
の
家
賃

が
そ
の
居
住
水
準
に
比
べ
て
あ
ま
り
に
も
高
く
、
ま
た
、
公
的
借
家
‘

は
数
が
少
な
く
、
な
か
な
か
入
居
で
き
な
い
た
め
、
住
宅
問
題
の
改

善
を
求
め
る
者
の
多
く
は
、
家
計
を
切
り
つ
め
る
な
ど
無
理
を
し
て

も
マ
イ
ホ
ー
ム
を
持
ち
た
い
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
市
で
は
、
こ
れ

ら
の
需
要
に
対
し
、
横
浜
市
建
築
助
成
公
社
を
通
じ
て
低
金
利
の
住

宅
融
資
を
行
う
ほ
か
、
横
浜
市
住
宅
供
給
公
社
に
よ
る
積
立
て
分
譲

住
宅
や
一
般
分
譲
住
宅
の
建
設
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
都
市
に

お
い
て
は
、
人
口
の
流
動
性
が
高
い
こ
と
も
あ
り
、
良
質
な
賃
貸
住

宅
の
ス
ト
ッ
ク
は
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
住
宅
価
格
と
平
均
所
得

と
が
か
け
離
れ
て
い
る
現
状
の
な
か
で
は
、
極
端
な
持
家
指
向
は
家

計
の
負
担
を
増
す
だ
け
で
な
く
、
地
価
の
上
昇
化
や
土
地
の
細
分
化

を
進
め
る
な
ど
住
宅
問
題
を
再
生
産
す
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
持
家
指

向
の
強
い
背
景
に
は
、
良
質
な
賃
貸
住
宅
の
不
足
が
あ
り
、
し
た
が

っ
て
。
公
的
賃
貸
住
宅
の
建
設
を
さ
ら
に
推
し
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
市
で
も
低
所
得
者
向
け
の
公
営
住
宅
の
建
設
な
ど
、
数
と

質
の
両
面
か
ら
住
宅
難
の
解
消
に
努
め
て
い
る
。

7
2
　
市
民
の
生
活

社
会
福
祉

●
福
祉
の
風
土
を
つ
く
る

　
″
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
は
、
心
と
心
の
ふ
れ
あ
い
は
、
み
ん
な

や
さ
し
い
愛
か
ら
は
じ
ま
る
。
″

　
市
の
福
祉
の
風
土
づ
く
り
推
進
委
員
会
が
発
行
し
た
「
心
の
福
祉
」

に
、
こ
ん
な
一
節
が
載
っ
て
い
る
。
こ
こ
数
年
、
「
心
の
ふ
れ
あ
い
」

と
か
「
思
い
や
り
」
を
求
め
る
声
が
高
い
。
経
済
の
高
度
成
長
は
、

市
民
の
生
活
を
物
的
な
面
で
は
豊
か
に
し
た
が
、
反
面
、
経
済
を
優

先
さ
せ
た
風
潮
は
、
人
か
ら
ゆ
と
り
と
思
い
や
り
を
失
な
わ
せ
、
必

ず
し
も
心
ま
で
は
豊
か
に
で
き
た
と
は
い
え
な
い
。
市
民
の
行
政
に

対
す
る
要
望
も
、
生
活
水
準
の
向
上
や
市
民
の
価
値
観
の
多
様
化
等

を
反
映
し
て
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
生
活
の

質
に
対
す
る
関
心
も
高
ま
り
、
福
祉
の
概
念
を
変
え
さ
せ
っ
つ
あ

る
。
福
祉
は
次
第
に
一
部
の
人
に
対
す
る
も
の
か
ら
、
全
市
民
に
か

か
わ
り
あ
る
も
の
へ
と
広
が
り
を
み
せ
、
福
祉
ニ
ー
ズ
も
様
々
な
形

と
な
っ
て
現
わ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
福
祉
は
行
政
が
担
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
風
潮
は

依
然
と
し
て
根
強
く
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
も
対
症
療
法
的
に
追
わ
れ
る



7
3
　
市
民
生
活
と
市
政

　
あ
ま
り
、
無
原
則
、
総
花
的
に
拡
大
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
こ

　
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
昭
和
四
八
年
頃
よ
り
福
祉
を
基
本
的
に
考

　
え
直
し
、
福
祉
観
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
つ

　
ま
り
、
福
祉
は
①
救
貧
対
策
か
ら
予
防
・
教
育
・
治
療
・
能
力
の
開

　
発
へ
、
②
生
活
保
護
、
施
設
中
心
の
福
祉
か
ら
地
域
を
基
盤
に
お
い

　
だ
福
祉
へ
、
③
受
身
の
福
祉
か
ら
参
加
す
る
福
祉
へ
と
い
う
こ
と
で

　
あ
る
。

　
　
社
会
福
祉
の
本
来
的
な
目
標
が
、
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
生
活
の
維

　
持
向
上
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
に
対
し
て
、
そ
の
自
立
を

表4－9　福祉の風土づくりの推進

は
か
る
と
同
時
に
そ
の
人
々
も
含
め
て
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
福
祉
ニ
ー
ズ
の
解
決
に
あ
た
っ
て
、
行
政
は

決
し
て
万
能
で
は
な
く
、
地
域
社
会
の
参
加
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ

り
、
住
民
の
理
解
と
意
識
の
変
革
を
含
め
て
地
域
を
主
体
と
し
た
福

祉
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
市
で
は
す
べ

て
の
市
民
が
お
互
い
に
理
解
し
あ
い
、
思
い
や
り
を
も
っ
て
共
に
生

活
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
四
九
年
度
か
ら
「
福
祉

の
風
土
づ
く
り
事
業
」
を
進
め
て
き
て
い
る
（
表
４
－
９
）
。

●
増
え
る
保
護
世
帯

　
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
急
激
な
物
価
上
昇
と
そ
の
後
に
続
く
経
済

の
不
況
は
、
市
民
の
生
活
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

な
か
で
も
、
生
活
基
盤
の
弱
い
病
弱
者
、
老
人
、
母
子
世
帯
等
に

与
え
た
打
撃
は
非
常
に
大
き
い
。
そ
れ
は
生
活
保
護
を
受
け
る
者

が
、
四
九
年
頃
か
ら
急
増
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
わ
か
る
。
市
の

保
護
受
給
者
は
、
四
○
年
ま
で
は
年
々
減
少
し
て
い
た
が
、
四
一
年

か
ら
は
著
し
い
人
口
流
入
の
影
響
に
よ
っ
て
、
僅
か
で
は
あ
る
が
増

加
に
転
じ
て
い
る
。
特
に
四
九
年
以
降
の
伸
び
は
大
き
く
、
一
挙
に

二
、
六
〇
〇
人
強
も
増
加
し
た
。
そ
の
後
も
保
護
受
給
者
は
増
え
る

生
活
保
護




