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表

。自
覚
の
も
と
に
責
任
あ
る
権
利
の
行
使
を

は
っ
き
り
し
た
見
解
も
つ

司
会

ま
ず
、
知
事
さ
ん
か
ら
皆
さ

ん
に
お
祝
い
の
こ
と
ば
を
。

知
事

ご
成
人
を
心
か
ら
お
祝
い
申

し
上
げ
ま
す
。

い
よ
い
よ
皆
さ
ん
は
社
会
の
一
員

と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
お
と
な
の
仲
間

入
り
を
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、

社
会
の
第
三
者
が
、
皆
様
方
を
お
と

な
と
し
て
扱
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

流
動
は
げ
し
い
社
会
環
境
の
中
で
各

個
人
の
権
利
を
主
張
さ
れ
、
ま
た
義

務
を
行
使
し
な
が
ら
、
ご
活
躍
に
な

る
と
い
う
ご
と
を
、
二
十
才
代

の
大

き
な
要
素
と
し
て
お
考
え
に
な
っ
て

い
る
か
と
思
い
ま
す
。

私
が
ま
ず
、
皆
さ
ま
に
望
み
た
い

こ
と
は
、
皆
様
方
が
い
か
に
社
会
の

一
員
と
し
て
、
ま
た
社
会
を
構
成
す

る
一
つ
の
細
胞
と
し
て
、
ど
う
い
う

態
度
で
こ
れ
に
答
え
ら
れ
る
か
と
い

う
こ
と
で
す
。

心
の
中
に
、
自
覚
を
持
つ
と
と
も

に
、
い
ろ
ん
な
問
題
に
対
し
て
も
は

っ
き
り
し
た
見
解
や
、
意
識
を
持
つ

こ
と
が
、
お
と
な
に
な
っ
た
皆
さ
ま

に
と
っ
て
の
最
初
の
大
き
な
課
題
で

あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。

私
が
、
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
へ
旅
行

し
た
お
り
、
ち
ょ
う
ど
ニ
ク
ソ
ン
(
現

大
統
領
)
と
ケ
ネ
デ
ィ
(
故
大
統
領
)

両
候
補
の
選
挙
の
最
中
で
し
た
。
私

に
と
っ
て
は
、
初
め
て
外
国
の
選
挙

に
会
っ
た
わ
け
で
す
が
、
非
常
に
感

心
し
た
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
し
た
。

私
の
渡
米
直
前
、
日
本
で
は
い
ま

わ
し
い
浅
沼
さ
ん
事
件
が
あ
っ
た
時

で
、
向
こ
う
で
も
新
聞
、
雑
誌
に
大

き
く
取
り
上
げ
て
い
ま
し
た
。

飛
行
機
に
乗
り
ま
し
た
ら
、
ス
チ

ュ
ワ

ー
デ
ス
は
じ
め
、
同
乗
者
が
必

ず
、
こ
の
事
に
ふ
れ
て
く
る
の
で

す
。
そ
れ
と
同
時
に
ニ
ク
ソ
ン
、
ケ

ネ
デ
ィ
両
候
補
者
に
対
し
て
非
常
に

は
っ
き
り
し
た
自
分
の
見
解
を
持
っ

て
お
り
ま
し
た
。

ま
た
、

ホ
テ
ル
の
ボ

l
イ
で
あ

れ
、
学
生
で
あ
れ
、
立
場
は
種
々
で

す
が
、
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
実
に
よ
く

事
態
を
研
究
し
て
、
自
分
の
考
え
に

合
っ
た
人
を
自
分
で
選
ぶ
と
い
う
生

活
態
度
で
あ
り
、
市
民
と
し
て
の
権

利
を
果
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で

す。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
、
若
い
層

に
は
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
傾
向

が
強
く
、
社
会
活
動
、
社
会
教
育
と
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い
う
も
の
の
遅
れ
を
つ
く
づ
く
感
じ

さ
せ
ら
れ
ま
す
。

も
う
す
で
に
当
時
か
ら
十
余
年
経

っ
て
い
ま
す
が
、
い
ま
だ
に
日
本
で

は
、
自
分
の
考
え
を
卒
直
に
簡
明
に

表
現
す
る
と
い
う
能
力
に
欠
け
て
い

る
と
同
時
に
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自

分
の
考
え
方
を
必
ず
持
つ
と
い
う
意

識
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
残
念
に
思

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
も
、

心
に
と
め
て
お
か
れ
、
精
神
も
肉
休

も
、
健
全
で
す
こ
や
か
に
成
長
さ
れ

る
こ
と
を
心
か
ら
念
願
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
方
の
ご
意
見
の

Jご出席 一ー
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は
、

社
会
の
中
で
の
生
活
訓
練
で

す
。
こ
う
い
っ
て
は
笑
わ
れ
る
か
も

知
り
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
の
軍
隊
な

ど
は
、
大
き
な
社
会
生
活
の
訓
練
で

し
た
が
、

今
は
そ
れ
が
あ
り
ま
せ

ん
。
体
験
か
ら
で
す
が
、
中
学
時
代

の
サ
ッ
カ
ー
競
技
な
ど
は
人
間
形
成

に
役
立
っ
た
と
思
い
ま
す
。
共
同
生

活
や
団
体
訓
練
の
場
を
多
く
持
ち
た

い
で
す
ね
。

ま
た
、
選
手
の
育
成
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
広
く
県
民
全
体
の
体
位
向

上
の
策
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

福
島

施
設
だ
け
で
な
く
、
専
門
指

導
員
を
配
置
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す。

みんなの県政

教
育
次
長

県
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
市
町
村
段
階
に
お
い
て
も
奮
発

し
て
も
ら
う
と
同
時
に
、
経
費
面
な

ど
で
市
町
村
か
ら
の
援
助
、
派
遣
も

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

古
村

自
営
の
僕
達
は
、
勤
労
青
少

年
ホ

l
ム
で
活
動
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
し
か
し
、
勤
め
の
都
合
で
参

加
出
来
な
い
友
人
も
多
い
が
、
こ
の

人
達
に
も
機
会
を
与
え
る
よ
う
、
企

業
側
へ
働
き
か
け
て
も
ら
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

知
事

時
間
が
な
い
青
年
達
が
多
い

の
で
、
社
会
教
育
全
般
に
大
変
む
ず

か
し
い
問
題
で
す
。
企
業
の
協
力
も

得
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

発
表
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
気
軽

に
発
言
し
て
く
だ
さ
い
。

司
会

知
事
さ
ん
の
お
言
葉
は
、

「
大
い
な
る
自
覚
の
も
と
に
、
責
任

あ
る
行
使
を
:・
」
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
み
な
さ
ん
は
選
挙
権
を
得
ら
れ

た
わ
け
で
す
が
、
選
挙
と
か
、
政
治

に
つ
い
て
何
で
も
自
由
に
ど
う
ぞ
。

橘

よ
く
選
挙
の
際
に
か
票
読
み
d

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
が
、
商

工
団
体
や
農
業
団
体
な
ど
の
組
織
の

依
頼
に
応
ず
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

知
事

ず
い
ぶ
ん
身
近
か
に
な
っ
て

き
ま
し
た
ね
。
(
笑
)

皆
さ
ん
の
態
度
と
し
て
は
、
そ
う

治幸吉
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寛

正
.

清

む
つ
子

郁

子
ち
か
子

和

広

玲

子

悦

男

三
枝
子

久

男

し
の
ぶ

満

二
美
根
子

茂

男
文

子

耕

一
浪

子

寿

夫
外

美

藤野川登林山岡島島山田田村川

私
は
、
誰
と
も
、
い
つ
で
も
、
気

楽
に
、
話
し
あ
え
る
雰
囲
気
の
場
を

作
っ
て
行
こ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え

ば
、
体
育
施
設
、
福
祉
会
館
な
ど
が

そ
れ
で
す
。

正
保

福
祉
面
の
充
実
、
特
に
肢
体

不
自
由
児
施
設
を
お
願
い
し
ま
す
。

知
事

福
祉
面
の
充
実
を
早
く
向
上

し
よ
う
と
い
う
の
が
県
政
の
課
題
で

す。
金
の
面
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
人
々

に
接
す
る
人
達
の
考
え
方
、
家
族
の

い
う
も
の
に
引
張
ら
れ
て
は
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
団
体
な
り
、

党
派
な
り
が
な
ぜ
推
せ
ん
す
る
の
か

を
よ
く
考
え
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
通
じ
て
、
自
分
が
納
得
で
き
る
状

態
で
あ
れ
ば
、
個
人
の
立
場
で
投
票

す
る
こ
と
で
す
。
ど
の
よ
う
な
理
由

が
あ
っ
て
も
個
人
の
権
利
を
し
ば
る

も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。

松
本

政
治
へ
の
無
関
心
の
傾
向

を
、
自
分
た
ち
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
知

っ
た
ん
で
す
が
、
知
事
さ
ん
は
ど
う

考
え
ら
れ
ま
す
か
。

知
事

何
と
い

っ
て
も
本
人
の
心
持

ち
で
す
ね
。
交
通
事
故
、
町
内
会
な

ど
、
身
近
か
な
周
囲
の
こ
と
を
考
え

な
が
ら
、
兄
弟
や
ご
両
親
と
の
会
話

の
中
や
、
皆
さ
ん
方
の
話
し
合
い
の

小
か
ら
関
心
を
深
め
て
い
っ
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

ス

ボ

施

設

ツ

有
沢

私
は
ス
ポ
ー
ツ
、
特
に
バ
レ

ー
ボ
ー
ル
が
好
き
で
す
。
私
達
一
般

の
者
が
自
由
に
使
え
る
ス
ポ
ー
ツ
施

設
を
充
実
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

雨
天
体
操
場
を
開
放
す
る

知
事

全
く
同
感
で
す
。
私
は
ス
ポ

閉
鎖
性
、
社
会
全
体
の
考
え
方
を
あ

ら
た
め
て
、
社
会
の
責
任
で
一
般
の

過

疎

地

区

に

暖

か

市
川

過
疎
開
題
に
暖
か
い
目
を
向

け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
道
路
整
備
か
ら

知
事

過
疎
と
は
何
か
、
そ
の
原
因

は
何
か
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い

の

充

実

を

ー
ツ
振
興
を
強
く
打
ち
出
し
て
お
り

ま
す
。
私
も
学
生
時
代
か
ら
ス
ポ
ー

ツ
は
何
で
も
や
り
ま
し
た
。
富
山
へ

帰
っ
て
み
て
、
こ
ん
な
に
ス
ポ
ー
ツ

の
盛
ん
で
な
い
所
は
、
珍
ら
し
い
と

い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
ね
。

ご
希
望
の
件
で
す
が
、
四
十
五
年

度
か
ら
さ
っ
そ
く
予
算
に
計
上
し
ま

。
。

方
と
変
わ
ら
ぬ
生
活
が
で
き
る
よ
う

努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

目

を

ま
す
。
ま
ず
、
道
路
整
備
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
早
急
に
や

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
生
活
環
境
の
整
備
と
工
場
を

誘
致
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
は
、
固
定
し
た
労
働
力
、
労
働

配
分
な
ど
す
べ
て
が
、
相
あ
わ
さ
っ

て
施
策
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

海

外

を

見

て

こ

よ

う

もっとスポーツ施設の充実を図りたい

四
十
六
年
度
に

「
青
年
の
船
」
計

画

松
本

「
青
年
の
船
」
に
つ
い
て
は

ど
ん
な
計
画
が
あ
る
ん
で
す
か
。

知
事

「
フ
リ
l
ト
l
キ
ン
グ
の
場

を
持
と
う
」
「
外
国
を
見
て
こ
よ
う

」
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
、
多
く
の

青
年
達
の
戸
も
聞
い
て
き
ま
し
た
。

今
日
の
よ
う
な
場
を
、
船
に
移
し

て
、
百
人
位
で
共
同
生
活
を
す
る
、

そ
こ
に
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
年
は
.
フ
ラ
ン
の
年
で
す
が
、
四

十
六
年
に
は
、
第
一
船
を
派
遣
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
行
き
先
ば
、

共団生活や団体活動などは人間形成に役立つ

- 4一

J

…
 
、

し
た
。
肖
山、

高
岡
の
雨
天
体
操
場

は
小
学
校
四
校
、
高
校
二
校
を
四
月

か
ら
開
肱
し
、
今
後
逐
次
拡
大
し
て

ゆ
く
考
え
で
す
。

ま
た
、
サ
ッ
カ
ー
専
門
の
競
技
場

が
本
県
に
た
い
の
で
こ
う
い
う
も
の

は
ほ
し
い
で
す
ね
。
県
民
、
誰
も
が

ど
こ
で
も
自
由
に
使
え
る
施
設
を
数

多
く
作
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

私
が
若
い
方
に
望
み
た
い
こ
と

ン
過疎地帯に工場を誘致したい(利賀村の手袋製造工場)

い
ま
す
。

- 5-

ソ
連
、
韓
国
、
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
、
台

湾
な
ど
が
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

計
画
と
し
て
、
①
学
生
も
社
会
人

も
入
れ
る
。
②
指
導
者
も
乗
っ
て
、

デ
イ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
場
を
持
ち
な

が
ら
自
主
運
営
し
て
も
ら
う
。
③
全

額
県
費
と
い
う
の
は
、

困

難

だ

ろ

う
。
④
県
下
の
青
年
の
う
ち
毎
年
百

人
を
派
遣
す
る
。

私
の
任
期
中
三
回
三
百
人
の
方
に

外
地
を
視
察
し
て
も
ら
う
つ
も
り
で

す
。

司
会

皆
さ
ん
、
大
変
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。(

文
責
編
集
者
〉



機
械
貸
付
け
に
よ
っ
て

みんなの県政

瞬間
ー一ーーー
三~τ~

あ

ら

ま

し

中
小
企
業
の
設
備
を
近
代
化
し
、

体
質
改
善
を
凶
る
た
め
、
昭
和
三
十

年
以
来
、
「
中
小
企
某
設
備
近
代
化

資
金
制
度
」
に
よ
り
、
県
が
設
備
資

金
の
ほ
ぼ
半
額
に
相
当
す
る
資
金
を

無
利
子
で
直
接
企
業
者
に
貸
付
け
し

中

♂L 

Iι 

業

て
お
り
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
今
後
も
引
き
続
き

実
施
す
る
計
画
で
、

四
十
五
年
度

は
、
貸
付
資
金
三
億
七
千
万
円
を
予

算
化
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
県
で
は
、
こ
の
「
設
備

近
代
化
資
金
」
の
ほ
か
に
四
十
五
年

度
か
ら
新
し
く
「
設
備
貸
与
事
業
」

事

富
山
市
城
山
地
内
に
灯
年
完
成
め
ざ
す

み んなの県政

富
山
市
呉
羽
山
の
城

山
地
帯
に
、
勤
労
者
の

た
め
の
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
が
建
設
さ
れ
る

v

」

と
に
決
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
施
設
は
、
労
働

省
が
新
産
業
都
市
、
ま

た
は
工
業
整
備
特
別
地

域
等
に
お
け
る
勤
労
者

の
福
祉
施
設
を
充
実

し
、
雇
用
の
促
退
と
職

業
の
安
定
を
図
る
と
と

も
に
地
域
開
発
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
設
置
す
る
施
設
で

す。

昭
和
四
十
三
年
度
に
岡
山
県
に
、

続
い
て
広
島
県
、
長
野
県
に
建
設
さ

れ
、
全
国
に
数
少
な
い
施
設
で
す
。

昭
和
四
十
五
年
度
に
は
、
富
山
県

と
北
海
道
地
区
の
二
か
所
に
こ
の
勤

労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
が

決
定
し
、
二
か
年
継
続
事
業
と
し
て

総
工
費
約
六
億
円
を
投
じ
て
建
設
さ

れ
ま
す
。
こ

の
施
設
が
完
成
し
ま
す

と
北
陸
産
業
開
発
の
拠
点
と
し
て
発

展
が
期
待
さ
れ
て
い
る
富
山
新
港
背

後
地
帯
の
誘
致
企
業
、
既
存
企
業
へ

の
労
働
力
確
保
、
定
着
に
役
立
つ
も

の
と
期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

施
設
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
日
下

検
討
中
で
す
が
約
十
六
万
五
千
平
方

対
の
敷
地
内
に
教
養
、
研
修
、
ス
ポ

ー
ツ
、
娯
楽
、
宿
泊
等
の
内
容
を
備

え
た
総
合
的
な
福
靴
施
設
で
す
。

場
所
は
、
国
道
八
号
線
峠
茶
屋
か

ら
南
へ
一

・
五
肢
の
地
点
、
国
道
か

ら
自
動
車
で
約
五
分
、
徒
歩
で
約
三

十
分
と
交
通
に
便
利
で
あ
り
、
付
近

一
帯
は
海
抜
一

O
O
J
一
四
五

M
の

丘
陵
地
帯
と
あ

っ
て
、
非
常
に
展
望

が
よ
く
地
理
的
、
自
然
条
件
に
恵
ま

れ
、
勤
労
者
の
憩
い
の
場
と
し
て
は

最
適
で
す
。

完
成
は
、
昭
和
四
十
七
年
春
の
予

定
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
完
成
が
待

た
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
施
設
は
、
県
内
の
事
業
所
に

働
く
勤
労
者
の
方
々
の
施
設
と
し
て

建
設
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、

一
般
の

方
々
に
も
利
用
し
て
い
た
だ
く
考
え

で
お
り
ま
す
。

〈
失
業
保
険
課
〉

購
入
し
、
こ
れ
を
中
小
企
業
者
に
貸

与
す
る
も
の
で
す
。

利
用
で
き
る
人

の

近

代

化

「
設
備
貸
与
事
業
」
を
利
用
で
き

る
の
は
、
法
人
お
よ
び
個
人
で
、
従

業
員
二
十
人
以
下
の
製
造
業
、

鉱

業
、
運
送
業
な
ど
、
お
お
む
ね
設
備

近
代
化
資
金
貸
付
対
象
業
種
の
小
規

模
事
業
者
で
、
県
内
に
お
い
て
、
引

続
き
一
年
以
上
継
続
し
て
事
業
を
行

な
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

設
備
近
代
化
資
金
は
、
設
備
資
金

の
半
分
を
企
業
者
自
ら
調
達
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
資
金
調
達
力

に
比
較
的
乏
し
い
、
小
規
模
事
業
者

に
と
っ
て
十
分
利
用
で
き
な
い
面
も

あ
り
、
さ
ら
に
、
機
械
等
の
選
定
に

当
っ
て
は
、
あ
る
程
度
の
専
門
的
知

識
な
り
、
技
術
を
必
要
と
し
ま
す
の

で
、
財
団
法
人
を
設
立
し
、
こ
の
団

体
が
小
規
模
事
業
者
に
代
っ
て
、
機

械
等
を
購
入
し
、
こ
れ
を
貸
与
し
よ

う
と
す
る
制
度
で
す
。

県
は
、
資
金
の
助
成
と
指
導
を
通

じ
て
、
小
規
模
企
業
者
の
振
興
を
凶

ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

機
械
購
入
価
格
の
限
度

一
企
業
に
貸
与
で
き
る
機
械
等
の

購
入
価
額
の
限
度
は
、

一
件
二
十
万

円
以
上
、
六
百
万
円
以
内
で
す
が
、

対
象
に
な
る
機
械
等
に
つ
い
て
は
、

お
お
む
ね
「
設
備
近
代
化
資
金
貸
付

の
対
象
設
備
」
に
定
め
る
も
の
に
限

定
さ
れ
る
の
で
、
多
少
の
制
約
が
あ

り
ま
す
。

し

み

貸
与
期
間
と
返
済
方
法

く

「
設
備
貸
与
事
業
」
は
、
県
(
四

分
の
一
〉
、
国
(
四
分
の
一
)
が
機

械
等
の
設
置
に
必
要
な
資
金
の
半
額

を
無
利
子
で
、
貸
与
機
関
に
貸
付

け
、
残
り
の
半
額
を
、
中
小
企
業
金

融
公
庫
が
、
年
利
六

・
五
軒
で
、
貸

与
機
関
に
貸
付
け
、
こ
の
資
金
を
財

源
と
し
て
、
貸
与
機
関
が
機
械
等
を

機
械
等
の
貸
与
期
間
は
、
二
年
以

上
四
年
半
以
内
で
、
貸
与
機
械
等
の

償
還
が
終
れ
ば
、
所
有
権
は
企
業
者

に
移
転
し
ま
す
。

償
還
は
、
四
年
半
以
内
、
半
年
賦

均
等
償
還
と
し
ま
す
。

し
か
し
、
実
施
団
体
の
事
務
経
費

が
必
要
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
充
当

。。

お

し

ら

せ

本
誌
は
、
五
月
号
か
ら
み
な
さ
ん
に
一
層
親
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
、
写
真
を
よ
り
多
く
と
り
入
れ
、

見
易
く
な
る
よ
う
編
集
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
誌
は
市
町
村
、
学
校
、
図
書
館
、
農
協
、
各
種
団
体
、
商
工
会
、
病
院
、
診
療
所
、

ど
に
配
布
し
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
覧
下
さ
い
。

銀
行
な

す
る
貸
与
損
料
を
徴
収
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

貸
与
損
料
は
、
年
五
。
者
で
す
が
、

償
還
が
半
年
賦
で
あ
る
た
め
、
未
償

還
価
格
の
二

・
五
が
引
を
前
納
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、貸
与
の
保
証
と
し
て
、

機
械
等
購
入
価
格
の
十
軒
を
保
証
料

と
し
て
、
機
械
等
の
引
渡
時
に
前
納

し
、
償
還
完
了
時
に
は
、
未
償
還
額

と
相
殺
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

貸
与
事
業
を
実
施
す
る
団
体
は

財
団
法
人
富
山
県
中
小
企
業
機
械
貸

与

協

会

富
山
市
舟
橋
北
町

電
話
富
山
⑪
|
五
九
三
一

(
中
小
企
業
課
)

- 6 -

季四 一ー ート " 言言 t

f/JI立雲間金鯵符 場主!
EF9主}玉 、τ心 T..~ l m I救?:

刊百 21同'Y暮 2 iりi!
樹と下 位 ↑二「仁ゴ仁士フ ら宋 iιi F 
E-2置河川河し ki芳三:
植雨ら _ L.J__~ー を U . ==.r三。

一
え
る
の
に
円
以
も
泊
し
た
季
節
で

+

一
す
。

“

狭
い
庭
で
J
h

有
効
に
使
い
、

…

…
緑
の
あ
る
楽
し
い
生
出
を
創
り

一

-
ま
し
ょ
う
。

一

一

そ
こ

で
、
今
回
は
、
庭
木
の

…

…
植
え
位
置
に
つ
い
て
説
明
し
ま

…

一
し
よ
う
。

-

山

庭

の

中

心

に

植

え

る

木

…

叫

赤
松
、
い
ぬ
つ
げ
、
県
松
、

…

…
月
桂
樹
、
貝
塚
伊
吹
、
サ
ン
コ

…

+
樹
、
泰
山
木
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
シ
!

日

、

も
〈
せ
い

4

日
ダ
、
木
犀
、
青
桐
、
イ
チ

ョ

“

…
ゥ
、
梅
、
こ
ぶ
し
、
白
木
蓮
、

…
• 

…
か
い
ど
う
等
。

吟

+

寄
植
、
日
か
げ
に
向
く
木
山

一

い
ぬ
つ
げ
、
ね
ず
み
も
ち
、

…

い
あ
お
き
、
あ
せ
び
、
つ
つ
じ
、

一

一
ま
さ
き
、
や
つ
で
等
。

一

一

緑
陰
、
日
除
け
に
向
く
木
吋

"

か
え
で
、
き
り
、
け
や
き
、
日

…
白
木
蓮
、
プ
ラ
タ
ナ
ス
、
ほ
お

守

-
の
木
。

叩

…

以
上
は
大
休
の
基
準
で
す

…

や
が
、
こ
れ
に
花
木
類
警
を
加
え

一

一
て
、
楽
し
い
庭
を
つ
く
っ
て
い

一

?
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

引

“

木
は
植
え
る
だ
け
で
は
な

日
• 

ル
く
、
以
後
の
管
型
が
大
切
で
、

-

一
春
の
フ
ェ
ー
ン
現
象
に
は
濯
水

一

一
に
留
意
し
、
冬
の
降
雪
に
備
え

“

い
て
、
支
柱
を
立
て
る
と
共
に
、
一

一
早
目
に
雪
起
し
を
行
な
い
、
樹

…

-
形
を
整
え
る
こ
と
に
心
が
け
ま

川

…
し
よ
う
。

(
林
政
課
)

ル

ル

3+30・・+3+:4・・+・・-
- 7 -
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喜県立総合衛生学院建設へ
婦
の
就
業
状
j兄

な
い
者
)
が
働
い
て
い
ま
す
し
、
こ

こ
で
本
看
護
婦
の
不
足
が
訴
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
の
看
護
婦
は
、

異
動
や
退
職
す
る
こ
と
が
多
い
た

め
、
ま
す
ま
す
不
足
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
新
し
く
開
業
し
た

り
、
増
築
す
る
病
院
、
診
療
所
も
あ

っ
て
、
不
足
に
拍
車
を
か
け
て
い
る

の
が
現
状
で
す
。

富
山
県
の
昭
和
四
十
三
年
末
に
働

く
看
護
婦
は
三
千
二
十
一
人
で
、
一

年
前
に
比
べ
る
と
二
百
六
十
九
人
増

え
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
病
院
に
勤
務
す
る
人
は

二
千
三
百
九
人
で
、
残
り
の
七
百
十

二
人
は
診
療
所
な
ど
に
勤
め
て
お
り

ま
す
。
病
院
で
は
、
医
療
法
で
定
め

ら
れ
た
看
護
婦
の
必
要
数
は
、
ほ
と

ん
ど
満
た
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
施
設

の
設
備
、
労
働
条
件
の
改
善
、
看
護

の
質
的
向
上
を
す
す
め
る
面
か
ら

は
、
な
お
、
不
足
し
て
い
る
と
言
え

ま
す
。

ま
た
、
診
療
所
に
は
、
医
療
法
の

定
め
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
、
約

千
人
の
補
助
者
(
看
護
婦
の
資
格
が

看
護
婦
養
成
の
状
況

毎
年
五
百
五
十
人
の

看
護
婦
さ
ん
誕
生

看
護
婦
の
養
成
所
は
、
県
下
に
五

施
設
あ
り
ま
す
。
高
校
卒
を
入
学
資

格
と
す
る
三
年
制
高
等
看
護
学
院
と

し
て
県
立
中
央
病
院
付
属
、
富
山
赤

十
字
、
農
協
高
岡
病
院
付
属
。

『骨

みんなの県政

聞
-
」
う
知
ろ
う
確
か
め
よ
う

こ
ん
な
場
合
ど
う
し
た
ら
?
こ
れ
は
な
ん
と
か

な
ら
な
い
か
:
:
:
。
こ
の
ペ
ー
ジ
は
、
み
な
さ
ん
の

ご
質
問
に
お
答
え
す
る
「
あ
な
た
の
コ
ー
ナ
ー
」
で

す
。
ど
な
た
も
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

あ

て

先

は

富

山
市

新
総
曲
輪
一
番
七
号

富
山
県
庁
相
談
室

• し
、
匿
名
で
照
会
の
あ

っ
た
も
の
で

す
。

答

お
た
ず
ね
の
こ
と
が
ら
に
つ
い

て
は
、
国
や
県
を
は
じ
め
と
す
る
そ

れ
ぞ
れ
の
関
係
機
関
で
次
の
よ
う
な

対
策
が
講
ぜ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、

今
後
さ
ら
に
き
め
細
く
対
策
を
す
す

め
て
ご
要
望
に
こ
た
え
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

付
に
つ
い
て
は
、
ご
存
知
の
と
お

り
、
小
、
中
学
校
の
児
童
生
徒
の
教

科
書
は
無
償
で
す
。
ま
た
、
経
済
的

に
困

っ
て
お
ら
れ
る
家
庭
の
子
弟
に

対
し
て
は
就
学
奨
励
費
制
度
が
あ

り
、
学
用
品
、
修
学
旅
行
費
、
学
校

給
食
費
等
を
市
町
村
で
負
担
し
ま

す
。県

立
高
等
学
校
の
授
業
料
は
、
生

活
が
苦
し
い
家
庭
の
生
徒
に
対
し
て

は
全
免
ま
た
は
半
免
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
私
立
高
等
学
校
に
も
独
自

の
奨
学
金
制
度
が
あ

っ
て
、
経
済
的

准
看
護
婦
か
ら
看
護
婦
に
な
る
た
め

の
進
学
コ
ー
ス
と
し
て
県
立
中
央
病

院
付
属
、
富
山
市
高
等
が
あ
り
、
合

計
百
十
五
名
を
養
成
し
て
い
ま
す
。

准
看
護
婦
の
養
成
は
、
十
施
設
、
中

学
卒
以
上
を
入
学
資
格
と
し
て
富
山

.
高
岡

・
砺
波

・
魚

津

各

医

師

会

立
、
泊

・
上
市

・
氷
見

・
高
岡
市
町

立
で
、
三
百
十
五
名
の
養
成
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
学
校
教
育
制
度
で
は
、
富

山
・
高
岡
・
新
川
女
子
高
校
の
衛
生

看
護
科
が
あ
り
、
定
員
が
百
二
十
名

で
、
准
看
護
婦
の
資
格
が
と
れ
る
教

育
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
施
設
か
ら
五
百
五
十
人

の
看
護
婦
さ
ん
が
卒
業
し
ま
す
が
、

不
足
状
態
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、

ま
、
充
足
り
な
い
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
昭
和
四
十
五
年
度
か
ら

は
、
高
岡
市
に
進
学
コ

l
ス
一
施
設

三
十
名
が
新
し
く
開
校
さ
れ
ま
す
。

ま
た
施
設
の
更
新
と
教
育
の
充
実

を
図
っ
て
、
県
立
中
央
病
院
付
属
高

等
看
護
学
院
と
保
健
婦
専
門
学
院
を

併
せ
、
県
立
の
総
合
衛
生
学
院
の
建

設
も
決
ま
り
ま
し
た
。

潜
在
看
護
婦
の
活
用
も

国
で
は
、
五
カ
年
に
わ
た
る
看
護

婦
倍
増
計
画
を
た
て
て
お
り
ま
す
。

県
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
養
成
施
設

に
働
く
教
員
の
養
成
や
、
運
営
費
の

補
助
、
労
働
条
件
の
改
善
を
図
る
と

共
に
、
養
成
定
数
の
増
加
も
考
え
て

の
理
由
の
み
で
修
学
で
き
な
い
こ
と

の
な
い
よ
う
配
慮
し
て
お
り
ま
す

0

0
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
害
者
の

お
ら
れ
る
生
活
困
窮
世
帯
は
免
除
さ

れ
ま
す
。

生
活
に
困
窮
し
て
い
な
い
世
帯
で

も
、
視
覚
ま
た
は
聴
覚
障
害
の
身
称

障
害
者
は
半
免
さ
れ
ま
す
。

日
開
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ

減
免
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

帥
に
つ
い
て
は
、
納
税
義
務
者
の

扶
養
親
族
が
身
体
障
害
者
の
場
合
、

所
得
税
で
は
、
課
税
対
象
額
か
ら
、

一
J
二
級
で
十
三
万
円
、
三
J
六
級

で
九
万
円
。
住
民
税
で
は
、

一
J
二

級
で
九
万
円
、
三
J
六
級
で
七
万
円

控
除
さ
れ
ま
す
。

事
業
税
で
は
、
あ
ん
ま
、

マ
ッ
サ

ー
ジ
、
指
圧
を
行
な
う
重
度
身
体
障

害
者
は
免
税
で
あ
り
、
そ
の
他
に
つ

い
て
も
四
十
五
年
度
か
ら
減
免
す
る

予
定
で
あ
り
ま
す
。

伺
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ

減
免
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

付
に
つ
い
て
は
、
盲
人
用
点
字
郵

便
料
は
無
料
で
す
。

帥
に
つ
い
て
は
、
身
体
上
の
障
害

を
軽
く
し
た
り
、
取
り
除
い
た
り
す

る
た
め
の
更
生
医
療
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
。

な
お
ご
質
問
者
か
ら
寄
託
さ
れ
た

J

い
ま
す
が
、
他
方
看
護
婦
の
資
格
を

持
ち
な
が
ら
家
庭
に
い
る
人
達
(
潜

在
看
護
婦
と
も
い
い
ま
す
)
の
活
用

を
考
え
る
こ
と
も
大
切
だ
と
考
え
ま

す
。看

護
は
、
直
接
患
者
の
療
養
上
の

世
話
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
病
気

の
回
復
を
は
か
り
、
苦
痛
を
和
ら
げ

る
医
療
の
な
か
で
も
重
要
な
業
務
で

あ
り
ま
す
。
家
庭
に
あ

っ
て
も
、
看

護
の
知
識
が
あ
れ
ば
非
常
に
役
立
つ

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
県
民
皆
さ

ん
の
ご
理
解
の
も
と
に
、
一
人
で
も

多
く
の
人
が
看
護
職
員
の
道
を
選
ん

で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
家
庭
に
あ
る
看
護
婦
資
格

を
お
持
ち
の
方
に
も
、
ぜ
ひ
再
就
職

を
お
願
い
し
た
い
も
の
と
考
え
ま

す
。
そ
の
た
め
の
講
習
会
も
本
年
開

催
の
予
定
で
あ
り
ま
す
の
で
、
特
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

(
医
務
課
)
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院一覧表准看護学

。。
厚
志
は
社
会
福
祉
法
人
マ
1

シ
園
に
寄

付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

(社
会
福
祉
課
)

答

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
受
け
ら

れ
る
年
金
は
、
六
十
歳
か
ら
の
老
齢

年
金
、
障
害
に
な

っ
た
と
き
の
障
害

年
金
、
本
人
が
死
亡
し
た
と
き
家
族

が
受
け
る
遺
族
年
金
な
ど
が
あ
り
ま

す
。お

た
ず
ね
の
老
齢
年
金
を
受
け
る

た
め
に
は
、
通
常
二
十
年
の
か
け
金

期
聞
が
必
要
で
す
が
、
あ
な
た
の
年

齢
の
場
合
に
は
、
か
け
金
期
聞
が
十

年
で
老
齢
年
金
を
う
け
ら
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
三
十
六
年

四
月
以
降
に
厚
生
年
金
や
国
民
年
金

|富悶1苛41い…ト日刊叩一→4哨4叫ωlω0

開校予定 3初0 

|陣富山4叫l一仰 lい20l:富酔削山叫山4
富山32一州 30
高岡2幻l一3930:15 

- 8ー

高等看護学院一覧表DI:山 市高等看護学院l富山市五福
高岡市高等看護学院高岡市宝町

EI富山県立中央病院付属高等看護学院|富山市西長江
| ( 2部)I 

|富山県立中央病院付属高等看護学院|富山市西長江
FI富 山 赤十字高等看護学院|富山市東田地方

|農協高岡病院付属高等看護学院|高岡市永楽町

"J 

な
ど
に
加
入
し
た
期
間
の
あ
る
こ
と

が
条
件
に
な

っ
て
い
ま
す
。

し
た
が

っ
て
、
厚
生
年
金
の
加
入

期
間
十
一
年
を
年
金
と
し
て
生
か
す

た
め
に
、
国
民
年
金
の
五
年
年
金
に

加
入
さ
れ
る
こ
と
を
、
お
す
す
め
し

ま
す
。

こ
れ
は
、
今
度
新
し
く
国
民
年
金

に
と
り
入
れ
ら
れ
た
制
度
で
、
明
治

三
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
同
四
十
四

年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
を

対
象
と
し
て
い
ま
す
。

加

入

期

間

は
、
五
年
間
で
毎
月
七
百
五
十
円
の

保
険
料
を
納
め
る
と
、
六
十
五
歳
か

ら
年
額
三
万
円
の
老
齢
年
金
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
も
あ
な
た
は
、
厚
生
年
金
に

加
入
し
て
い
た
十
一
年
間
分
の
老
齢

年
金
と
、
国
民
年
金
の
五
年
間
分
の

老
齢
年
金
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

- 9-

「
広
報
立
山
」
日
本
一
に

全
国
広
報
コ
ン
ク
ー
ル

一

こ
の
た
び
行
な
わ
れ
た
叫
年

山

一

度
全
国
広
報
コ

ン
ク
ー
ル
に
お

一

い
て
立
山
町
発

行

の

広

報

紙

一

「
広
報
立
山
」
が
特
選
に
選
ば

一

日

れ
ま
し
た
。

こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
日
本

一

一

広
報
協
会
が
毎
年
全
国
の
各
市

町

田

町
村
か
ら
応
募
の
あ

っ
た
「
広

山

一
報
紙
」
「
写
真
」
「
有
線
放
送
」

…

「
小
型
映
画
」
に
つ
い
て
審
査

…

一

を
行
な

っ
て
い
る
も
の
で
す
。





みんなの県政

日
本
海
時
代

の
幕
明
け
と
し

て
開
港
し
た
富

山
新
港
は
、
四

月
二
十
一
日
で

満
二
才
を
迎
え

る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

開
港
当
時
の

新
港
は
、
時
代

の
脚
光
を
あ
び

な
が
ら
も
水
深

十

M
の
二
号
岸

壁
が
で
き
た
ば

か
り
で
、
背
後

地

の

工

業

用

地
に
い
た

っ
て

は
、
し
ゅ
ん
せ
つ
土
砂
の
吹
上
げ
を

開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
た
。

二
年
後
の
今
日
で
は
、
港
湾
と
し

て
の
貨
物
量
の
取
扱
い
が
逐
日
増
加

し
、
工
業
用
地
の
造
成
工
事
も
着
々

と
進
め
ら
れ
、
ア
ル
ミ
精
錬
の
住
友

化
学
工
業
を
は
じ
め
、
そ
の
関
連
企

業
の
進
出
が
続
々
決
定
、
新
港
を
中

心
と
す
る
臨
海
工
業
地
帯
が
い
き
ぶ

き
高
く
活
動
を
始
め
つ
つ
あ
り
ま

す
。 富山新港臨海工業用地新

港
は
、
す
で
に
、
水
深
十
二

M

の
航
路
と
日
本
海
側
最
大
を
誇
る
水

深
十
四
日間
の
一
号
岸
壁
、
さ
ら
に
水

深
十

M
の

一、
三
、
四
号
岸
壁
及
び

w
f
 回盈歪置霊B

みんなの県政

最
近
、
伝
統
工
芸
の
分
野
で

も

か
腕
一
本
d

の
技
能
者
が
激

減
し
て
い
る
。

ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
地
位
と
水

一
準
を
高
め
、
若
い
世
代
に
夢
を

も
た
せ
よ
う
と
、
国
で
は
、
昭

和
四
十
二
年
か
ら
始
め
た
の

が
、
技
能
優
秀
な

「
卓
越
し
た

技
能
者
」
の
表
彰
制
度
。
こ
れ

に
選
ば
れ
た
人
が
い
わ
ゆ
る

か
現
代
の
名
工
d

で
あ
る
。

人
間
国
宝
や
無
形
文
化
財
の

一
方
々
は
、
一
般
に
高
令
者
が
多

い
の
に
対
し

ρ
現
代
の
名
工
d

は
、
ま
だ
働
き
盛
り
の
熟
練
者

ば
か
り
。

一

県
下
の
受
賞
者
は
、
六
人
お

い
で
に
な
る
の
で
、
今
回
か
ら

一
六
回
に
わ
た
っ
て
、

h
H

現
代
の

名
工
d

を
た
ず
ね
た
。

ふ
頭
も
完
成
し
、
荷
役
機
械
の
一
部

備
付
け
も
進
ん
で
お
り
ま
す
。

四
十
五
年
に
は
、
さ
ら
に
東
水
路

の
し
ゅ
ん
せ
つ
な
ど
が
整
備
さ
れ
ま

す
。背

後
の
工
業
用
地
に
つ
い
て
は
、

地
元
農
家
や
関
係
者
の
ご
協
力
を
作

て
、
今
ま
で
に
五
百
八
十
九
万
平
方

日
間
の
土
地
を
買
収
し
ま
し
た
。
買
収

計
画
の
う
ち
残
り
の
未
買
収
地
約
五

十
七
万
平
方

M
に
つ
い
て
も
、
さ
ら

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
、
買
収
を
完

了
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

買
収
地
の
工
業
用
地
造
成
工
事

は
、
A
地
区
と

D
地
区
の
西
側
半
分

に
つ
い
て
は
土
砂
の
埋
立
を
完
了

富山新港臨海工業用地造成事業概要因

|木
彫

ひ

と

す

じ

①
 

二
百
年
の
伝
統
を
も
っ
井
波
木
彫

の
基
礎
を
う
け
継
ぎ
、
今
な
お
元
気

に
木
彫
一
筋
に
生
き
て
い
る
人
が
い

る
。こ

の
人
は
、
井
波
町
本
町
に
住
む

野
村
清
太
郎
さ
ん
(
八
十
三
才
)
。

野
村
さ
ん
は
明
治
、大
正
、昭
和
に

わ
た
っ
て
七
十
年
間
こ
の
道
一
筋
に

生
き
抜
き
、
昭
和
四
十
二
年
国
か
ら

第
一
回
の

か
現
代
の
名
工
4

と
し
て

富
山
県
か
ら
た
だ
一
人
選
ば
れ
た
。

井
波
彫
刻
の
始
ま
り
に
つ
い
て
、

「
井
波
の
瑞
泉
寺
が
再
建
さ
れ
た
の

が
、
い
ま
か
ら
約
二
百
年
前
の
宝
暦

年
間
の
こ
と
で
す
。
本
願
寺
五
代
目

し
ゃ
ノ

よ

縛
如
上
人
の
開
基
の
由
緒
あ
る
寺
と

い
う
こ
と
で
、
そ
の
彫
刻
に
も
京
都

の
名
工
と
い
わ
れ
た
本
願
寺
御
用
彫

刻
師
前
川
三
四
郎
が
あ
た
り
、
数
多

く
の
傑
作
を
残
し
ま
し
た
。
こ
の
と

き
か
ら
井
波
彫

刻
が
始
ま
っ
た

ん
で
す
。
」

最
近
は
耳
、
」

そ
少
し
遠
く
な

っ
た
が
、
八
十

れ
才
を
越
し
た
と

附
は
思
え
な
い
元

帥
気
さ
で
、
十
セ

仇

ン

チ

M
位
の
原

仰
木
に
の
み
を
入

叫
れ
な
が
ら
ラ

ン

W

7

製
作
に
精
を

出
す
姿
は
、
ま

さ
に
鷹
が
獲
物

を
追
う
眼
差
に

等
し
く
、
そ
れ

に
全
身
を
打
ち

込
む
様
子
は
、

か
名
人
d

と
い

k l 吋1;み1h1dl五五17Jjfz喜重量
地

流通用地 324.000 292.000 64.000 228.000 

1.506.000 103.000 

A 地区 1.095.000 986.000 726.000 260.000 

1 

工 B 1/ 774，000 774.000 295.000 266.000 82.000 184.000 

業
C 1/ 2.224.000 1. 751.000 473.000 922.000 830.000 830.000 

用

地 D 1/ 1 954.000 1. 954.00り 1 672.000 1.505.000 357.000 1.148.000 

~t 1/ 2.000 133 000 120.000 78.000 42.000 

6.460.000 5.884.000 576.000 4.441.000 3.999.000 1. 307 .000 2.692.000 

し
、
目
下
、
区
画

整
理
中
で
す
。

こ
の
よ
う
に
新

港
の
建
設
整
備
と

土
地
買
収
、
用
地

造
成
が
進
め
ら
れ

る
一
方
、
企
業
誘

致
が
順
調
に
進
み
、

A
地
区
に
お
い
て

は
、
ア
ル
ミ
精
錬

の
住
友
化
学
工
業

を
中
核
と
し
て
、

そ
の
関
連
企
業
五

社
も
相
次
い
で
進

出
が
決
定
し
て
い

ま
す
。

単位 m(45.2末現在〕
新港臨海工業用地造成状況

住
友
化
学
工
業

は
す
で
に
二
月
に

一
部
操
業
を
開
始

し
て
い
ま
す
。
ま

た
他
の
立
地
企
業

も
逐
次
建
設
に
入

り
、
近
く
操
業
を

は
じ
め
ま
す
。

D
地
区
に
は
、
自
動
車
配
車
セ

ン

タ
ー
用
と
し
て
東
洋
工
業
が
進
出
、

す
で
に
営
業
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

電
力
源
と
し
て
は
富
山
共
同
火
力

と
北
陸
電
力
。
合
板
の
大
建
工
業
も

進
出
、
そ
れ
ぞ
れ
建
設
中
で
あ
り
ま

す
が
、
大
建
工
業
は
四
月
か
ら
操
業

す
る
予
定
で
す
。

。
( ) 
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一
一
月
末
ま
で
の
進
出
決
定
企
業

は
、
生
産
工
場
十
三
社
、
流
通
関
係

五
社
の
合
計
十
八
社
で
す
が
新
港
の

整
備
と
大
型
化
、
臨
海
工
業
用
地
の

造
成
が
進
む
の
と
歩
調
を
あ
わ
せ

て
、
さ
ら
に
重
化
学
工
業
の
企
業
進

出
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。(

用
地
諜
〉

.
一
h

一

ど

ん

な

仕

事

も

い

ま

、
井
波
で
は
若
い
彫
刻
師

一
私

の

一
ρ
魂
を
入
れ
る
4

が
誕
生
し
て
お
り
、
本
当
に
嬉
し

"
一
座

右

銘

一

と

い

う

こ

と

は

大

い

。
し
か
し
需
要
が
多
い
か
ら
と

目
「
ぺ
汁
ー
ー
し
切
だ
と
思
う
。

い
っ
て
仕
事
が
雑
に
な
っ
て
は
い

…念
ぷ
ヲ
ト
jR
聞

か
仕
事
に
は
魂
を
d

川一ぷ一一
、つ

一
れ
て
仕
事
に
打
ち
込
ん
で
き
ま
し
て
い
る
。
今
後
も
伝
統
を
守
り
、

目
た
。
製
品
の
良
否
は
、
心
が
こ
も
み
な
さ
ん
に
満
足
い
た
だ
け
る
製

司
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。

品
を
作

っ
て
い
き
た
い
。

ー.__.................................... : 

う
表
現
が
ぴ
っ
た
り
。

「
ラ
ン
マ
は
、
両
面
か
ら
彫
ら
な

け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
、
大
変
で
す
。

何
し
ろ
一
枚
仕
上
げ
る
の
に
約
一
カ

月
か
か
り
ま
す
か
ら
。
絵
や
書
の
よ

う
に
気
分
が
の
ら
な
い
と
書
け
な
い

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
朝

仕
事
に
か
か
っ
て
か
ら
、
二
時
間
位

し
な
い
と
調
子
が
出
な
い
。
と
に
か

く
仕
事
を
始
め
た
ら
、
他
の
こ
と
を

一
切
考
え
ま
せ
ん
ね
。
来
客
が
た
び

た
び
あ
る
日
に
は
、
調
子
が
出
な
し

ま
ま
に
終
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

ね
。
」
と
語
る
。
木
彫
は
、
常
に
魂

を
入
れ
、

一
瞬
の
気
の
ゆ
る
み
も
ゆ

る
さ
れ
な
い
、
根
気
と
辛
抱
の
い
る

仕
事
な
の
だ
。

小
学
校
を
出
る
と
同
時
に
木
彫
に

生
き
よ
う
と
決
心
、

師
匠
に
つ
い

た
。
間
も
な
く
師
匠
に
死
に
別
れ
る

と
い
う
不
運
も
あ
っ
た
が
、
同
志
と

と
も
に
切
瑳
琢
摩
し
た
。

当
時
ラ
ン
マ
は
一
般
家
庭
に
ま
だ

普
及
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
地
元

で
は
仕
事
に
な
ら
ん
と
思
い
、
京
都

か
ら
九
州
へ
旅
に
出
て
神
社
仏
閣
の

彫
刻
を
主
に
み

っ
ち
り
腕
を
磨
い
て

帰
っ
た
。
そ
し
て
腕
を
試
そ
う
と
大

正
五
年
第
一
回
東
京
平
和
博
に
初
出

品
し
て
入
選
、
続
い
て
米
国
セ
ン
ト

ラ
ル
大
博
覧
会
に
雁
と
鶴
の
衝
立
を

川
品
入
選
す
る
な
ど
、
技
能
に
冴
え

が
目
立

っ
た
。

当
時
、
各
地
で
悪
魔
払
い
と
か
、

五
穀
豊
鏡
を
祝
っ
て
獅
子
舞
が
盛
ん

に
行
な
わ
れ
た
の
で
、
獅
子
頭
製
作

に
か
か
り
、
獅
子
頭
の
名
人
と
し
て

名
声
を
放

っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
昨
年
全
国
植
樹
祭
で

井
波
に
お
立
ち
寄
り
に
な

っ
た
両
陛

下
に
獅
子
頭
製
作
の
実
演
を
お
見
せ

し
、
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
感
激
は

忘
れ
ら
れ
な
い
。

現
在
ま
で
五
十
余
名
の
門
下
を
も

ち
、
若
い
人
達
に
夢
を
か
け
て
い
る

と
し
ぅ
。

趣
味
は
囲
碁
、
酒
は
ほ
ん
の
た
し

な
む
程
度
。
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人
命
尊
重
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に

春
の
交
通
安
全
運
動
始
ま
る

全
国
の
交
通
事
故
に

よ
る
年
間
死
傷
者
は
、

百
万
人
に
な
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。

富
山
県
で
も
昨
年
一

年
間
に
六
、
八
三
九
件
発
生
し
、
死
者
一
八

五
人
、
負
傷
者
八
、
八
七
八
人
に
及
ん
で
い
ま

す
。に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
種
の
事
故
が
、
他

人
ご
と
の
よ
う
な
無
感
覚
さ
で
聞
き
流
さ
れ
て

い
る
の
は
残
念
な
こ

と
で
す
。

春
の
全
国
交
通
安

全
運
動
は
ま
ず
か
人

命
の
尊
さ
。
を
も
う

一
度
見
な
お
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
人
々
の
自

覚
を
促
し
、
交
通
安

全
思
想
を
一
層
徹
底

す
る
た
め
に
進
め
ら

れ
ま
す
。
期
間
は
四

月
六
日
(
月
)
か
ら

四
月
十
五
日
(
水
)

ま
で
十
日
間
で
、
運

動
は
次
の
三
点
を
重

点
に
進
め
ら
れ
ま

J
9
 

-
こ
ど
も
と
老
人
の

交
通
安
全
の
確
保

2
正
し
い
横
断
の
励

行
と
横
断
中
の
歩

行
者
保
護
の
徹
底

3
飲
酒
運
転
の
追
放

ホラ、すぐそこに歩道橋がありますよ

こ
の
重
点
を
、
お
し
す
す
め
る
た
め
に
別
に

「
一
日
一
目
標
」
の
実
践
事
項
も
計
画
さ
れ
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
も
新
入
学
期
の
こ
ど
も
や
雪

解
け
と
と
も
に
外
出
の
多
く
な
る
老
人
を
保
護

す
る
と
と
も
に
、
季
節
が
ら
多
く
な
る
花
見
ど

き
の
飲
酒
運
転
の
防
止
が
最
重
点
と
な

っ
て
い

ま
す
。

こ
ど
も
に
は
保
護
者
が
/

ど
も
さ
ん
を
お
持
ち
の
保
護
者
は
、
通
学
通
園

川

路
の
交
差
点
や
横
断
歩
道
、
踏
切
そ
の
他
の
危

川

険
カ
所
を
よ
く
知

っ
て
お
い
て
下
さ
い
。
そ
し

川

て
こ
ど
も
さ
ん
に
正
し
い
通
り
方
を
教
え
こ
む

づ

こ
と
が
必
要
で
す
。

紹

老
人
は
い
た
わ

っ
て
/

・

構

ほ
と
ん
ど
の
老
人
は
、
若
い
人
と
比
べ
て
動

機

作
が
遅
く
な
り
、
目
や
耳
な
ど
不
自
由
な
方
が

の

多
く
み
ら
れ
ま
す
。
こ
と
に
老
人
の
事
故
は
歩

庁

れ
横
断
中
に
起
き
て
い
ま
す
。

と
く
に
夜
間
黒
県

っ
ぽ
い
服
装
で
一
人
歩
き
の
と
き
が
危
険
で

川

す
。
み
ん
な
で
い
た
わ
っ
て
今
年
こ
そ
老
人
の

州

事
故
を
な
く
し
た
い
も
の
で
す
。

川

花
見
を
楽
し
く
/

四
月
は
花
見
の
季
節
、
し
か
し
こ
こ
に
大
敵

が
ひ
そ
ん
で
い
ま
す
。
飲
酒
逆
転
で
す
。
例
年

花
見
帰
り
に
、
飲
酒
運
転
事
故
で
幾
人
か
が
命

を
落
し
て
い
ま
す
。
今
年
こ
そ
は
お
互
い
に
い

ま
し
め
あ
っ
て
、
花
見
ど
き
の
飲
酒
運
転
は
な

く
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
宴
席
へ
車
を
運

転
し
て
行
く
こ
と
は
ぜ
ひ
見
あ
わ
せ
て
く
だ
さ

(
警
察
本
部
)。

買

さ
れ
る
消
費
者
か
ら
選
ぶ
消
費
者
に

消費者を保護するための表示のいろいろ

表(略示図例fUi〔マ法ー律ク名名〕 このマークの内容
このマークのつい
ている主な商品

o 
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マーク

ー 電びーんダ 石カピ油アメスノラ卜 テ自
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ロ
ロロ

質

表

刀ミ

あ
な
た
は
、
商
品
を
選
ぶ
と
き
に
何
を
手
が

か
り
に
し
て
い
ま
す
か
|
|
経
済
企
画
庁
が
全

国
の
消
費
モ
ニ
タ
ー
に
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
と
こ

ろ
、
商
品
の
銘
柄
や
自
分
の
好
み
で
選
ぶ
傾
向

が
依
然
強
い
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
医
薬
品
な
ど
は
表
示
を
み
て
買
う

人
が
一
番
多
く
、
加
工
食
品
や
衣
料
品
、
プ
ラ

品質表示を活用しまし ょう

みんなの県政

. 商品を買うときには

ス
チ
ッ
ク
な
ど
も
表
示
を
利
用
す
る
割
り
合
い

は
、
か
な
り
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

「
品
質
表
示
」
は
、

メ
ー
カ
ー
が
都
合
の
よ

い
こ
と
だ
け
う
た
い
あ
げ
る
レ
ッ
テ
ル
と
違
っ

て
、

消
費
者
を
保
護
す
る
た
め
法
律
に
よ
っ

て
、
設
け
ら
れ
て
い
る
制
度
で
す
か
ら
、
商
品

選
択
の
か
た
よ
り
に
な
る
情
報
。
で
す
。

--E''
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・Et--
注〉 女は強制表示，その他は任意表示で企業の自主性にまかされています。

土

木

部

港

湾

課

最
近
に
お
け
る
経
済
の
高
度
成
長
に
伴
い

港
湾
取
扱
貨
物
が
著
し
く
増
大
し
て
い
ま

す
。
そ
の
う
え
入
港
す
る
船
舶
は
大
型
化
、

専
用
化
し
て
い
ま
す
か
ら
岸
壁
の
新
設
、
改

良
、
荷
役
機
械
、
上
屋
の
設
置
な
、
F
港
以
内
の

整
備
充
実
が
急
務
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。

港
、
街
課
は
、
昭
和
三
十
五
年
五
月
に
新
設

さ
れ
、
伏
木
港
、
富
山
港
、
富
山
新
港
、
魚

津
港
を
管
理
し
て
い
ま
す
。

富
山
新
港
は
、
富
山
高
岡
地
区
新
産
業
都

市
の
流
通
拠
点
と
し
て
計
画
さ
れ
、
昭
初
三

十
六
年
着
工
以
来
地
元
住
民
各
位
の
協
力
に

よ
り
昭
和
四
十
三
年
四
月
に
第
一
船
を
迎
え

開
港
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
八
万
ゾ
級
の
船
舶
が
接
岸
で
き

る
水
深
十
四

M
岸
壁
を
は
じ
め
、
大
型
初
役

機
械
二
基
の
設
置
な
ど
、
日
本
海
沿
岸
に
お

け
る
最
大
港
湾
と
し
て
偉
容
を
誇

っ
て
い
ま

す
。
従

っ
て
、
港
湾
課
は
富
山
新
港
の
建
設

整
備
と
と
も
に
仕
事
を
進
め
て
き
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

主
な
業
務
内
容
は
、
長
期
的
視
野
に
た

っ

た
港
湾
計
画
、
港
湾
施
設
の
建
設
、
整
備
及

び
管
理
運
営
を
は
じ
め
港
湾
海
岸
の
維
持
、

保
全
、
漁
港
の
建
設
、
整
備
な
ど
で
あ
り
ま

す
。開

放
経
済
の
も
と
、
内
外
貿
易
に
か
か
る

比
重
は
い
よ
い
よ
増
大
す
る
こ
と
が
予
則
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
と
く
に
近
距
離
に
あ
る
シ

ベ
リ
ヤ
、
中
国
等
対
岸
貿
易
に
対
処
す
る
た

め
、
既
存
の
港
湾
を
整
備
充
実
す
る
と
と
も

に
、
さ
ら
に
新
規
港
湾
の
建
設
を
計
画
す
る

な
ど
、
港
湾
課
の
使
命
は
極
め
て
大
き
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。
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検

察

庁

の

巻

の

検
察
庁
は
、
法
務
省
の
所
管
に
属
し
、
検

察
官
及
び
こ
れ
を
補
助
す
る
検
察
事
務
官
な

ど
の
職
員
が
勤
務
し
て
い
る
。

検
察
官
の
仕
事
は
、
警
察
な
ど
か
ら
送
ら

れ
た
事
件
や
一
般
人
か
ら
の
告
訴
告
発
事
件
、

検
察
官
が
認
知
し
た
事
件
な
ど
の
刑
事
事
件

を
取
り
調
べ
て
起
訴
、
不
起
訴
を
き
め
、
起

訴
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
裁
判
に
立
会

っ
て

意
見
を
述
べ

、
そ
の
適
正
を
み
と
ど
け
、
ま

た
裁
判
の
執
行
を
指
揮
す
る
、
な
ど
が
主
な

も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
仕
事
は
裁
判
所
と
密
接
な
関
係

が
あ
る
の
で
、
行
政
か
ら
の
干
渉
を
離
れ
た

準
司
法
的
な
組
織
の
も
と
に
行
な
わ
れ
る
。

検
察
庁
は
裁
判
所
に
対
応
し
て
設
置
さ
れ

て
お
り
、
富
山
県
で
は
富
山
市
に
富
山
地
方

検
察
庁
が
あ
る
ほ
か
高
岡
、
魚
津
、
砺
波
に

支
部
が
あ
る
。
ま
た
富
山、

高
岡
、
信
…
津
、

砺
波
、
八
尾
、
上
市
、
朝
日
、

氷
見
、
小
矢

部
、
城
端
に
区
検
察
庁
が
お
か
れ
て
い
て
罰

金
以
下
の
刑
に
あ
た
る
罪
な
ど
比
較
的
軽
い

事
件
を
取
扱
っ
て
い
る
。

「
刑
は
刑
な
き
を
期
す
」
と
い
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
刑
罰
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

罪
を
犯
し
た
人
に
対
し
、
再
び
同
様
の
犯
罪

が
敢
行
さ
れ
、
同
様
な
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る

よ
う
な
こ
と
を
防
止
す
る
に
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
最
近
は
ま
す
ま

す
犯
罪
が
増
加
の
傾
向
を
示
し
、
か
っ
そ
の

態
様
ホ
複
雑
化、

広
域
化
し
て
い
る
。
遵
法
、

防
犯
思
想
が
国
民
全
般
に
一
層
し
ん
透
す
る
♀

と
を
ね
が
っ
て
や
ま
な
い
。
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こ
の
ぺ

l
ジ
は

市
町
村
、
そ
の

他
の
広
報
紙
の

資
料
と
し
て
、

ご
自
由
に
お
使

い
下
さ
い

新
入
学
児
を
、
お
持
ち
の
方
へ

一
年
生
と
し
て
学
校
に
入
学
す
る

こ
と
は
、
幼
い
な
り
に
、

一
個
の
人

間
と
し
て
社
会
へ
出
る
こ
と
で
あ

り
、
人
生
の
最
初
の
転
期
を
迎
え
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

従
っ
て
、
大
人
以
上
に
、
い
ろ
い

ろ
な
期
待
と
と
も
に
、
緊
張
と
不
安

を
胸
に
秘
め
て
い
る
こ
と
は
当
然
と

り

も
い
え
ま
す
。

そ
れ
で
、
学
校
で
は
、
少
な
く
と

も
一
学
期
の
う
ち
は
、
本
を
使

つ
て

の
学
習
よ
り
も
、
学
校
生
活
が
円
滑

に
始
め
ら
れ
る
よ
う
、
次
の
二
点
を

主
眼
に
し
て
指
導
い
た
し
ま
す
。

1

緊
張
を
ほ
ぐ
し
、
不
安
を
な
く

し
て
、
友
だ
ち
と
仲
良
く
、
楽
し

_ ... ""， ...... "，，.， ...... ，，，，， ...... '，."4・・'''''"H司砂、

.~""，."."""，."."""， .. ・".. ""，." .. ""，. c:n，} 

G"tH&~ 
1日〈水〉・交通安全模範の日

・ 緑の週間 (~ 7 日〉
・身体障害者福祉強調運動
(~30 日 〉

7日(火〉 ・世界保健デー

10 日(金〉 ・ 第22回婦人週間(~16 日 〉
11日〈土〉 ・メートル、法公布記念日

14 日(火〉 ・ 科学技術週間 (~20 日〉
・ポス ト愛護週間
(~20 日 〉

15日(水〕 ・突通安全模範の日
-無火災日

16日(木〉 ・けし不正栽培防止運動
(~ 6 月 15 日〉

18日(土〉 ・発明の日
19日(日〉・家庭の日

- 環境衛生週間(~25 日〉
20 日(月 〉 ・ 郵便週間(~26 日〉
29日(水〉 ・天皇誕生日

しせ""，，，..，..山"，.....""，..，""""""，...."""""""""，，…..."""".--""，_.. "" --""，-.." " ， ，，_...，，，，，..，_，，，，，，..~" "'，，..，-，，，，，，--，，，，，-.." 

以
上
の
数
に
な

っ
て
い
る
と
予
想
さ

れ
て
い
ま
す
。

遺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
あ
る
程
度

の
経
験
を
つ
ん
だ
指
導
者
が
必
要
で

あ
り
、

一
定
の
手
順
さ
え
ふ
め
ば
そ

こ
に
営
ま
れ
た
人
々
の
生
活
を
か
な

り
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

近
頃
、
遺
物
の
み
を
収
集
す
る
た

め
に
遺
跡
を
荒
ら
す
人
が
ふ
え
て
き

て
い
ま
す
。

遺
跡
は
す
べ
て
の
人
の
も
の
、

一

例
人
で
そ
の
価
値
を
定
め
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
も

っ
と
考
え
て
も
ら

い
た
い
も
の
で
す
。

遺
跡
り
教
え
て
く
れ
る
こ
と
、
そ

り

れ
は
、
遠
い
祖
先
の
年
出
で
す
。
い

ま
私
達
が
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
歴

史
的
に
系
統
だ
て
て
く
れ
る
遺
跡
。

花

見

時

く
学
校
で
の
生
活
が
送
れ
る
よ
う

に
す
る
。

2

学
校
で
の
基
本
的
な
生
活
の
仕

方
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

こ
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま

ず
親
も
子
も
、
い
わ
ゆ
る
「
勉
強
」

と
い
っ
た
こ
と
を
、
あ
ま
り
強
く
意

識
し
な
い
で
入
学
の
日
を
迎
え
る
乙

と
が
必
要
で
す
。

従

っ
て
、
家
庭
で
は
、
次
の
よ
う

な
点
に
つ
い
て
考
慮
し
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

1

雨
具
、

着
物
な
ど
の
着
脱
な

ど
、
身
の
ま
わ
り
の
し
ま
つ
が
で

き
る
。

2

食
べ
物
の
極
端
な
好
き
嫌
い
を

し
な
い
。

3

わ
が
ま
ま
す
ぎ
て
、
人
を
困
ら

せ
た
り
無
口
に
な

っ
た
り
し
な
い
。

4

呼
ば
れ
た
ら
気
楽
に
返
事
が
で

き
る
。

5

人
(
先
生
)
の
話
を
よ
く
聞
く
。

6

学
校
へ
の
道
順
が
わ
か
り
、
安

全
に
登
下
校
で
き
る
。

そ
の
ほ
か
、
勉
強
の
で
き
が
よ
い

埋

蔵

文

化

財

ー
土
中
に
秘
め
ら
れ
た
歴
史
l

高
度
経
済
成
長
、
そ
し
て
世
を
あ

げ
て
の
国
土
、
地
域
開
発
ブ
ー
ム
。

そ
の
陰
で
私
達
の
祖
先
の
歩
ん
で

こ
の
よ
う
な
気
持
に
た
っ
て
地
域
ぐ

る
み
で
遺
跡
を
考
え
、
保
護
し
ま
し

ょ角ノ
。

の

食

中

毒

に

注

意

折

詰
、

弁

当
は

製
造
日
時
を
確
か
め
て

暖
か
い
花
見
の
季
節
と
な
り
、
行

楽
地
へ

、
い
ろ
い
ろ
の
催
し
に
と
、
た

く
さ
ん
の
方
々
が
お
出
か
け
に
な
り

ま
す
が
、毎
年
こ
の
季
節
に
は
、食
品

に
よ
る
事
故
が
増
え
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
気
候
の
関
係
で
細
菌
の
活

躍
期
に
な
る
の

が
、
最
大
の
原

因
で
す
。

そ
こ
で
、
食

中
毒
な
ど
の
事

故
に
か
か
ら
な

い
よ
う
、
レ
ジ

ャ
ー
を
楽
し
ん

で
い
た
だ
く
た

め
、
最
少
限
次

の
点
に
注
意
し

て
下
さ
い
。

一
携
行
さ
れ

る
折
詰
や
、

弁
当
の
調
製

に
あ
た
っ
て

今
品
。
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立山町吉峰遺跡発掘調査風景。
縄文時代前期の住居跡 3つ (/)'から 6千年ほどriij)と富山県最古
の回転押型文土l*(今から8千年ほど前〕等が発見されました。

服
装
は
清
潔
に
す
る
。

手
洗
い
を
十
分
に
す
る
。

原
料
、
材
料
は
新
鮮
な
も
の

を
選
ぶ
。

4

熱
は
十
分
加
え
る
。

5

味
付
け
は
塩
、
醤
油
、
砂
糖

で
や
や
濃
く
す
る
。

6

詰
合
わ
せ
は
、
十
分
冷
し
た

も
の
を
詰
め
る
。

二

既
製
品
の
折
詰
や
弁
当
を
利
用

さ
れ
る
と
き
は
、
製
造
日
の
入
っ

て
い
る
も
の
を
清
潔
な
庖
で
求
め

る。

三
折
詰
や
弁
当
は
、

2 3 

で
き
る
だ
け
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か
悪
い
か
な
ど
よ
り
も
、

む
し
ろ

「
性
格
句
よ
い
子
」
に
育
て
る
こ
と

を
念
頭
に
お
い
て
、
学
習
や
行
動
を

見
守
り
、
育
て
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

の

保

護

を

ノ

き
た
道
の
り
を
お
し
は
か
る
た
め
に

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
多
く
の
遺
跡

が
姿
を
消
し
て
い
っ
て
い
ま
す
。

祖
先
が
残
し
て
い
っ
た
も
の
、
埋

蔵
文
化
財
に
は
、
住
居
跡
の
よ
う
な

。

早
く
食
べ
る
。

時
間
が
経
過
し
ま
す
と
細
菌
か

繁
殖
し
、
中
毒
を
お
こ
す
事
が
あ

り
ま
す
。
特
に
卵
の
加
工
品
や
カ

マ
ボ
コ
な
ど
は
細
菌
の
繁
殖
が
多

い
の
で
す
。

四
残
っ
た
食
物
は
食
べ
な
い
で
捨

て
る
。

五
け
ば
け
ば
し
く
着
色
し
た
食
品

を
さ
け
る
。

最
近
、
特
に
み
な
さ
ん
が
関
心
を

-16一

不
動
産
と
、
土
製
品
、
石
製
品
、
金

属
製
品
な
ど
の
動
産
と
が
あ
り
ま

す
。
後
者
は
遺
失
物
あ
つ
か
い
を
受

け
、
そ
の
た
め
に
法
的
な
手
続
き
と

し
て
、
遺
物
発
見
屈
が
必
要
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
遺
物
の
所
在
を

明
確
に
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
存
在
を

公
的
な
も
の
、
い
わ
ゆ
る
国
民
全
体

の
共
有
物
と
み
な
す
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

富
山
県
で
は
、
昭
和
三
十
七
年
度

調
査
で
七
百
六
遺
跡
の
所
在
が
確
認

さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
そ
れ
が
倍

持

っ
て
お
ら
れ
る
食
品
添
加
物
の
見

分
け
方
は
、
肉
眼
で
は
ち
ょ
っ
と
出

来
ま
せ
ん
。

た
だ
施
端
に
白
い
「
か
ま
ぼ
こ
」

や
「
れ
ん
こ
ん
」
「
い
も
の
子
」
等

の
煩
は
漂
白
剤
が
使
ん
さ
れ
て
い
る

と
出
わ
れ
ま
す
。
ま
た
け
ば
け
ば
し

い
着
色
を
し
た
赤
や
青
な
ど
の
食
品

に
は
、
法
定
外
色
素
を
使
っ
て
い
る

事
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
さ
け
た
ほ

う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

家庭の主婦

と国民年金

0老齢年金

10平かけた人・・・・・・60，000円
25年 // -・・・ 96，000円
40~三 // 153，600円

0陣害年金 …・・ …・ 96，000円
( 1年以上かけた入江20，boo円
0ほ子年金

。遺児年金 最91低，200円
( 1年以上かけた人〉

0死亡一時金 最10低，00 
(3年以上かけた人)10，000円

かけ金一一…一毎)J 450円

( 今年6蔵歳J1米以まては ) 35~:;+d!上I:J . ."" 250 円円
35 ・・ 300 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん
は
、
ご

主
人
の
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
年

金
で
、
い
ち
お
う
将
来
は
保
障
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
奥
さ
ん

白
身
が
お
年
寄
り
に
な
っ
た
と
き

ゃ
、
病
気
や
交
通
事
故
な
ど
で
、
か

ら
だ
が
不
自
由
に
な
っ
た
と
き
の
保

障
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
と
き
に
備
え
る
た
め

に
、
国
民
年
金
が
あ
り
ま
す
。
う
け

ら
れ
る
主
な
年
金
は
、
右
表
の
と
お

り
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
額
は
、
将

来
の
物
価
や
生
活
水
準
に
見
合
っ
て

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

老
後
は
、
ご
主
人
の
年
金
と
奥
さ

ん
の
国
民
年
金
で
、
業
し
く
お
く
り

た
い
も
の
で
す
。

県
内
で
は
、
す
で
に
五
万
人
の
方

が
加
入
し
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
加
入

し
て
い
な
い
方
は
、
自
分
自
身
の
将

来
を
確
実
に
保
障
す
る
た
め
、
市
町

村
役
場
で
手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。
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郷
土
の
歴
史
を
全
十
八
巻
に
網
羅

富
山
県
で
は
、
明
治
四
十
二
年
に

「
越
中
史
料
」
四
巻
を
発
行
し
た
。

こ
れ
は
神
代
か
ら
明
治
四
十
年
に
至

る
ま
で
の
越
中
に
関
す
る
史
料
を
集

め
、
こ
れ
を
年
代
順
に
な
ら
ベ

、
綱

文
(
簡
単
な
説
明
文
)
を
つ
け
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
通
史
が
つ
く

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
史
料
の
み
で

は
一
般
の
人
々
に
は
難
解
で
親
し
み

に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
約
三
十
年
を
経
て
、
昭

和
十
一
年
か
ら
「
富
山
県
政
史
」
九

巻
の
刊
行
が
は
じ
ま
っ
た
。
大
戦
争

の
た
め
に
延
引
し
て
、
全
九
巻
が
完

成
し
た
の
は
昭
和
二
十
二
年
で
あ

っ

た
。
こ
れ
は
明
治
以
後
の
富
山
県
政

の
発
展
の
あ
と
を
記
述
し
た
も
の

で
、
総
説
編
一
冊
、
県
会
編
二
冊
、

政
党
編
三
冊
、
産
業
編
一
冊
、
土
木

交
通
編
一
冊
、
教
育
神
社
宗
教
編
一

冊
、
計
九
冊
で
あ
る
。
各
編
の
冊
数

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
重
点
を
県
会

と
政
党
に
お
き
、
産
業
経
済
や
社
会

や
文
化
に
つ
い
て
は
わ
り
あ
い
簡
単

で
あ
る
。
こ
れ
は
県
会
編
や
政
党
編

四
月
に
第
一
巻
を
発
刊

の
つ
く
ら
れ
た
時
が
、
戦
争
が
い
ま

だ
初
期
の
頃
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

そ
の
他
の
編
は
戦
争
が
激
化
し
た
最

中
に
作
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
無
理

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
「
県
政
」
を
中
心
と
し
た
も
の

で
、
民
間
の
う
ご
き
や
社
会
の
推
移

に
つ
い
て
は
軽
く
あ
っ
か
わ
れ
て
い

る
の
は
止
む
を
得
な
い
。
ま
た
明
治

以
前
に
つ
い
て
は
全
く
述
べ
て
な

昭
和
三
十
三
年
、
第
十
三
回
国
民

体
育
大
会
が
本
県
に
開
催
さ
れ
る
の

を
機
会
に
、
「
富
山
県
の
歴
史
と
文

化
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
前
知

事
の
主
唱
に
よ
り
数
名
の
歴
史
専
門

家
が
分
担
執
筆
し
た
も
の
で
、
B
五

版
四
百
頁
の
小
冊
子
な
が
ら
、
古
代

か
ら
現
代
に
至
り
、
総
合
的
に
記
述

さ
れ
た
富
山
県
の
通
史
と
し
て
は
よ

く
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

富
山
県
が
編
さ
ん
し
た
総
合
的
に

ま
と
ま
っ
た
歴
史
書
と
し
て
は
、
上

記
の
三
書
が
主
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
民
間
で
版
さ
れ
た

fす

グ
達
者
で

知
事
流
杉
老
人
ホ

l
ム
を
慰
問

みん な の 県政

、不・
p

中
山
知
事
は
、

二
月
二
十
七
日
午
後
、
県
立
流
杉
老

人
ホ
l
ム
を
視
察
し
、
年
よ
り
を
慰
問
。
み
か
ん
を
配

っ
て
か
み
ん
な
達
者
で
ネ
d

と
老
人
た
ち
を
励
ま
し

た。
こ
の
あ
と
、
知
事
は
和
泉
所
長
と
懇
談
し
、

「
足
り

な
い
も
の
を
充
実
し
、
建
物
の
山
四
に
緑
の
木
を
植
え

て
日
陰
で
憩
の
時
間
を
過
ご
す
v

」
と
が
で
き
る
よ
う
、

必
人
福
祉
に
努
め
た
い
」
と
語
り
、
年
よ
り
た
ち
を
喜

ば
せ
た
。

な
お
、
老
人
ホ
l
ム
に
は
、
現
在
養
護
老
人
百
三
十

七
人
、
特
別
養
護
主
人
三
十
六
人
収
容
し
て
い
る
。

も
の
と
し
て
は
、
林
喜
太
郎
著
「
越

中
郷
土
史
」
(
菊
版
二
百
五
十
頁
、

昭
和
十
一
年
刊
)
が
あ
り
、

最
近

は
坂
井
誠
一
著
「
富
山
県
の
歴
史
」

(
B
六
版
三
百
五
十
頁
)
が
発
行
さ

れ
たそ

れ
ら
の
編
著
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
点
に
お
い
て
最
善
を
つ
く
し
て
編

さ
ん
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
越
中
史
料
」
以
来
六
十

年
、

「
富
山
県
政
史
」
以
来
二
十
余

年
、
そ
の
聞
に
お
け
る
日
本
史
学
と

地
方
史
学
の
発
達
は
目
ざ
ま
し
く
、

新
発
見
の
史
料
も
豊
富
に
蓄
積
さ

れ
、
富
山
県
地
方
史
研
究
に
は
飛
躍

的
な
進
展
が
見
ら
れ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
古
代
よ
り
現
代

に
至
り
、
ま
た
通
史
と
史
料
集
と
を

兼
ね
備
え
、
政
治
は
も
と
よ
り
、
産

業
経
済
や
社
会
や
文
化
も
重
視
す
る

と
い
う
、
大
規
模
に
し
て
本
格
的
な

「
富
山
県
史
」
の
編
さ
ん
が
待
望
さ

れ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
世
論
に
こ
た
え
、
第

三
次
富
山
県
勢
総
合
開
発
計
画
の
一

事
業
と
し
て
、
富
山
県
史
の
編
さ
ん

が
決
定
さ
れ
、

昭
和
三
十
九
年
七

月
、
県
史
編
さ
ん
準
備
室
が
開
設
さ

れ
た
。
こ
れ
は
全
十
八
巻
を
十
か
年

計
画
で
刊
行
す
る
予
定
の
大
事
業
で

あ
る
。
通
史
編
が
七
巻
、
史
料
編
十

巻
、
年
表
索
引
一
巻
で
あ
る
。

準
備
室
は
二
人
で
は
じ
め
ら
れ
た

が
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
、
準
備
段

階
を
終
っ
て
「
富
山
県
史
編
さ
ん

室
」
と
な
り
、
今
で
は
人
員
も
七
名

に
ふ
え
、

仕
事
は
大
い
に
進
捗
し

た
。
目
下
第
一
冊
「
古
代
史
料
編
」

が
印
刷
中
で
あ
り
、
四
月
末
頃
に
は

県
民
の
皆
さ
ん
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ

す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
原
則
と
し
て
史

料
編
は
編
さ
ん
室
で
作
り
、
通
史
編

I
l
l
i
-
-ー

が
十
二
支
の
卯
に
あ
た
る
の
で
、

-
M
R阻
陥
脳
陣
幽

卯
月
と
い
う
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま

す。

四
月
の
和
名
は
、
卯
月
(
う
づ
卯
の
花
と
い
う
の
は
、
日
本
の

川
き
)
と
い
い
ま
す
。
陰
暦
で
す
か
ほ
と
ん
ど
全
域
の
原
野
に
自
生
す

…
ら
、
い
ま
の
太
陽
暦
で
は
お
よ
そ
る
、
う
つ
ぎ
(
空
木
〉
の
花
の
こ

…
五
月
ご
ろ
に
あ
た
り
ま
す
。
古
い
と
で
す
。

…
文
書
や
詩
歌
に
、
こ
の
卯
月
と
い
こ
の
木
の
茎
の
中
が
か
ら
に
な

w

う
こ
と
ば
が
よ
く
使
わ
れ
て
お
り

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が

ま
す
が
、
そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
を
あ
り
ま
す
が
、
五
月
ご
ろ
に
な
る

頭
に
入
れ
て
お
か
な
い
と
つ
じ
つ
と
白
い
五
弁
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

ま
が
あ
い
ま
せ
ん
。

初

夏

の

風
物
詩
に
欠
か
せ
な
い
花

卯
月
と
い
う
こ
と
ば
の
由
来
は
、

で
す
。

一
般
的
に
は
、
卯
の
花
の
咲
く
季
そ
の
ほ
か
に
、
四
月
の
呼
び
名

節
だ
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

と
し
て
、
夏
初
月
、
清
和
、
乾
月
、

一
説
に
は
、
穀
物
の
種
を
「
植
え
正
陽
月
、
花
残
月
、
余
月
、
己
月
、

る
月
」
が
縮
ま
っ
た
と
も
い
わ
れ
仲
呂
、
立
夏
、
小
満
な
ど
の
異
名

ま

す

。

が

あ

り

ま

す

が

、
い
ず
れ
も
旧
暦

も
っ
と
も
ら
し
い
説
と
し
て
は
、

の
陽
気
と
事
物
に
ょ
せ
た
も
の
で

中
国
の
周
時
代
の
暦
で
は
、
四
月
す
。

。まるお品、、

。

鴨
川
生
活
改
善
実
績
発
表
大
会
ひ
ら
く

老人たちを励ます中田知事

長
岡
さ
ん
ら
に
知
事
賞

第
十
四
回
富
山
県
農
村
婦
人
生
活
改
善
実
績
発
表

大
会
は
二
月
四
日
、
富
山
市
の
県
農
協
会
館
に
農
家

の
主
婦
約
八
百
人
が
集
ま
っ
て
聞
か
れ
、
農
村
婦
人

の
生
活
改
善
グ
ル
ー
プ
の
代
表
十
二
人
が
、
生
活
改

善
の
成
果
を
発
表
し
た
。

「
知
事
賞
」
に
は
、
「
そ
莱
の
共
同
栽
培
と
健
康

な
く
ら
し
方
を
す
す
め
た
グ
ル
ー
プ
の
歩
み
」
を
発

表
し
た
長
岡
多
美
子
さ
ん
(
八
尾
町
)
を
は
じ
め
、

安
藤
き
み
よ
さ
ん
(
小
矢
部
市
津
沢
〉

、
下
村
み

つ
子
さ
ん
(
富
山
市
呉
羽
)
「
県
議
会
議
長
賞
」
に

は
、
川
合
好
子
さ
ん
(
城
端
町
)
が
選
ば
れ
た
。

は
大
学
や
高
校
の
先
生
た
ち
に
書
い

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
各
巻
の
発
刊
に
あ
た
っ
て

は
、
そ
の
つ
ど
県
民
の
皆
さ
ん
に
お

し
ら
せ
し
、
ご
希
望
部
教
を
と
り
ま

と
め
る
予
定
に
な

っ
て

い
る
。

県
史
編
さ
ん
室
は
富
山
市
茶
屋

町
、
県
立
図
書
舘
内
に
あ
り
、
主
管

課
は
総
務
部
総
務
課
で
あ
る
。

(
県
史
編
さ
ん
室
)

一 時一

生活改善の体験を発表する代表者

社
会
福
祉
を
優
先
に

二
月
定
例
県
議
会
ひ
ら
く

四
十
五
年
度十

六
百
六
十
九
億
円
に

一
般
会
=
=
ロ

一
一
月
定
例
県
議
会
は
、

二
月

二
卜
七
日
招
集

さ

れ
、
三
月
二
十
三
日
昭
和
問
十
五
年
度
一
般
会
計
予

算
六
百
六
十
九
億
九
千
八
百
八
十

一
万
円
な
ど
八
十

三
案
件
(
議
只
提
出
六
、
制
告

一
一
件
合
む
)
を
原
案

ど
お
り
可
決
し
て
二
十
五
日
間
の
鮮
を
閉
じ
た
。

提
案
理
由
の
説
明
に
立

っ
た
中
旧
知
事
は
、
予
算

削
成
の
基
木
方
針
に
、
①
住
み
よ
い
山
山
県
を
つ
く

る
。
②
富
山
県
に
繁
栄
を
も
た
ら
す
。
③
若
い
世
代

を
育
て
る
の
三
本
の
柱
を
立
て
、
社
会
福
祉
、
交
通

対
策
、
青
少
年
の
健
全
育
成
な
ど
公
約
の
予
算
化
に

つ
と
め
た
と
の
ベ
た
。
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寺
家
公
園
は
、
そ
の
自
然
の
美
し
さ
と
全
国

に
た
だ
よ
う
神
秘
性
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
公
園
は
、
十
万
平
方
財
に
お
よ
び
寺
家

地
区
出
身
の
一
医
師
に
よ

っ
て
、
昭
和
の
は
じ

め
に
巨
額
の
私
財
を
投
じ
て
築
一
造
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

京
都
の
嵐
山
公
園
を
ま
ね
た
も
の
で
、
庭
石

や
樹
木
は
京
都
か
ら
運
ば
れ
、
京
都
庭
師
に
よ

っ
て
昭
和
の
は
じ
め
に
造
ら
れ
た
だ
け
に
、
優

雅
に
し
て
「
さ
び
」
の
あ
る
造
形
は
ゆ
か
し

く
、
つ
つ
じ

・
桜

・
松

・
楓
な
ど
の
植
樹
や
配

置
に
苦
心
が
は
ら
わ
れ
て
い
る
。

広
大
な
関
内
に
は
姉
倉
比
売
神
社
や
帝
竜
寺

が
あ
り
、
ま
た
西
国
三
十
三
番
の
霊
所
を
う
つ

し
て
、
山
の
峰
々
を
縫
っ
て
三
十
三
体
の
観
世

音
菩
尚
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
一
帯
は
県
定
公
園
神
通
峡
に
指
定
さ

れ
、
神
通
峡
、
猿
倉
城
祉
公
園
、
御
前
高
原
と

と
も
に
一
連
の
ハ
イ
キ
ン

グ
コ

l
ス
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
ハ
イ
キ
ン

グ
コ
ー
ス
は
自
然
植

物
園
に
指
定
さ
れ
、
生
徒

・
児
童
の
学
習
の
場

と
し
て
約
二
千
種
の
植
物
の
名
札
が
つ
る
さ
れ

て
い
る
。

中
で
も
、
寺
家
公
園
の
ア
カ
ガ
シ
の
群
集
は

天
然
記
念
物
と
し
て
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。

大
沢
野
町
は
こ
の
寺
家
公
園
を
ふ
く
む
県
定

公
園
神
通
峡
を
飛
越
の
県
境
の
一
大
観
光
地
と

し
て
そ
の
開
発
に
意
欲
的
で
あ
る
。

(
国
鉄
笹
津
駅
か
ら
東
方
二
キ
ロ

M
)

4
月

号

昭
和
四
十
五
年
四
月

行

(
第
十
六
号
)

一
同
時
富
山
県
総
務
課

t(匂

A
M

輪
郵
「
弘
主
一
一
例
定
価
四
十
円
印
刷
中
越
印
刷
製
紙
株
式
会
社

屋外学習の場として、若人達に親しまれている
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日曜日の朝はテレビで県政を

県政の重要事項をフィルム構成および対談で放送します。

(4月からは「県政だより」を「みんなの県政」と改題し，

毎週日曜日放送することになりました。〉

匝君曹関ヨ

(7 : 30--7 : 45) 

4月26日

富山テレビ

(毎週日曜日〉

北日本放送 (7: 35--7 : 50) 

4月5日 12日 19日


