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〈表紙〉

菓子は、古代にはくだもの

であ った。聖徳太子によって

大陸との交通が公式に聞かれ

文化とともに菓子が輸入きれ

るようになった。

これが現代のいわゆる菓子

で日本人の好み、茶道の発達

とともに発達してきた。

和菓子の種類には蒸菓子(

まんじゅう類)樟物(羊かん)

餅菓子 、干菓子(おこし、せ

んぺ い)南蛮菓子(カステラ)

などが、ある 。



住
み
よ

い
富
山
県
を

60年を目標・新しいビジョン

の立場にたって
表|

県民

土
地
利
用
の
基
本
と
な
る
構
想
の
よ
り
ど
ニ
ろ

こ
の
計
画
の
基
本
と
す
る
、
住
み
よ
さ
を
追

求
し
て
ゆ
く
た
め
の
指
標
で
あ
る

「土
地
利
用

基
本
構
想
」
は
、
次
の
七
つ
の
項
目
を
そ
の
骨

組
み
と
し
て
い
ま
す
。

1

6
つ
の
広
域
生
活
圏

歴
史
の
中
で
っ
ち
か
わ
れ
て
き
た
、
人
間
関

係
や
習
慣
な
ど
の
生
活
意
識
を
尊
重
し
て
、
だ

れ
が
ど
こ
に
い
て
も
、
初
分
程
度
で
働
き
に
で

ら
れ
る
よ
う
な
地
域
構
造
に
す
る
。
県
土
を
新

川
、
富
山
、
射
水
、
高
岡
、
氷
見
、
砺
波
の
6

つ
の
生
活
圏
に
編
成
し
ま
す
。

2

森
林
の
保
全
と
開
発

標
高
差
に
よ
っ
て
森
林
を
保
全
す
る
と
こ
ろ、

開
発
、
経
営
す
る
と
こ
ろ
を
き
め
、

一
、
O
O
O

U
以
上
の
地
域
の
よ
う
に
森
林
の
復
元
で
き
な

い
と
こ
ろ
は
、
自
然
公
固
な
ど
と
し
て
利
用
し

手
を
加
え
な
い
保
護
地
域
と
し
ま
す
。

特
に
本
県
特
有

の
高
山
性
森
林
景
観
は
絶
対
に

守
り
、
ま
た
地
形
的
に
特
長
の
あ
る
と
こ
ろ
は、

地
勢
変
貌
す
る
よ
う
な
開
発
は
認
め
な
い
こ
と

と
し
ま
す
。

3

優
良
農
地
の
確
保

生
産
性
の
高
い
水
田
地
区
は
、
農
業
経
営
の

維
持
に
つ
と
め
、
都
市
近
郊
の
農
業
地
区
も
、
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表
2 
参
照

同
一一F
民
活
動
の
基
本
と
な
る
指
標

(図
1
参
照

農
業
を
守

っ
て
も
ら
う
た
め

の
有
効
な
措
置
を

こ
う
じ
ま
す
。

4

都
市
的
地
域
の
土
地
利
用
の
再
編
成

既
存
市
街
地
は
将
来
も
連
続
的
に
拡
大
し
て

ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
大
規
模
な
新
都

市
開
発
は
行
な
わ
な

い
。
む
し
ろ
、
現
在
の
市

街
地
の
土
地
利
用
上
の
矛
盾
を
多
岐
に
わ
た
る

再
開
発
の
技
術
を
駆
使
し
て
解
消
し
て
ゆ
く-」

と
に
重
点
を
お
き
ま
す
。

5

新
し
い
文
化
風
土
の
形
成

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
高
い
若
年
層
を
本
県
に
留
め

る
た
め
に
も
、
古
い
歴
史
的
伝
統
が
継
承
さ
れ

る
た
め
に
も
、
文
化
的
環
境
を
積
極
的
に
創
り

出
し
て
い
き
ま
す
。

6

公
害
の
な
い
工
業
開
発

公
害

の
ば
ら
ま
き
を
絶
対
に
避
け
る
こ
と
を

基
本
に
し
て
、
都
市
部
に
お
い
て
は
、
都
市
環

境
を
悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
両
開
発
的
ス

ク
ラ
ッ

プ
ア
ン

ド
ビ
ル

ド
を
考
え
、
内
陸
部
に
新
設
さ

れ
る
工
場
は
、
高
加
工
皮
型
の
工
業
を
主
体
と

し
て
住
民
の
抗
視
が
し
易
い
地
域
に
工
場
用
地

を
求
め
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。

7

小
ぃ
山
道
路
と
し
て
の
ス
|

ハ
l
山
林
道
、

凶
道
、
主
要
地
む
道
の
ほ
か
に
、
と
く
に
山
村

部
の
交
辿
の
不
悦
さ
を
除
く
た
め
に
、
ス
l
ハ

|
牒

・
林
道
を
建
設
し
て
い
ま
す

ザコ
く
る
総
合
計
画

き
る
九
月

七

日

高

山

県
総

合

開
発

審

し

た

計

画

と

す

る

こ

と
。

議

会

か

ら

「
住
み
よ

い
富
山
県

を

つ

く

る

来

の

夢

の

み

を

追

う

も

の

で

な

く

総
合

計

画
」

が

答
申

さ
れ

確

実

な

将

来

展

望

に

立

っ
た

実
現

可

能

な

昭
和
六
十
年

に
向

つ
て
の
目
標
が
ハ

ツ
キ

リ

し

ま

し

た
。

計

画

と

す

る

こ

と

が

基

本

と

な

っ
て

い
ま

2 

物
質
的

な

豊

か
き
か
ら
、
精
神

的

な

う

す
。

る
お
い
や
、
生

活

の

場

の

快

適

さ

を

求

め

こ

の

よ

う

な

心

構

え

で

策

定

さ

れ

た

て

変
化

す

る

県
民

の
価

値

観

に

対

応

し

「
住
み
よ
い
富
山
県

を

つ

く

る
総
合
計
画
」

よ

り
住

み

よ

い
富
山
県

を

つ

く

ろ

う

と

と
は

:
-
j
i
-
-
:
:
。

の
新
し
い
総
合
計
州

が

生

ま

れ

た

の

で

す
。

人
間
優
先
の
快
適
な
生
活
を

こ
の
計
阿
を
策
定
す
る
心

構

え

と

し

て

は
、
県

民

の

立

場

に

立

っ
て

そ
の
欲
求

住

み

よ

い

富

山
県

を

つ

く

る

こ

と

は

に
応
え
、
県

民

の
理

解

と

協

力

を

得

ら

れ

私

た

ち

県

民

の

致

し

た

願

い

で

あ

る
。

る
計
画
と
す
る
こ
と
。

と
書
き
出
し
て
い
る
こ

の
新

し

い

総

合

計

川
小
民
が
内
容
に
興
味
を
も
ち

わ
か
り

ぃ山

「
住

み

よ

い

富

山

県

を

つ

く

る

総

合

計

易

く

肌

で
感
じ
ら
れ

か
つ
課
題
の
取
扱

p1u 
」ー

(ま

一
口

に

い

っ

て

、

県

民

の

立

場

は

制

緩

的

で

な

く

重

点

的

に

体

系

化

に
立

っ
て
時
代
の
要
請
に
応
え
よ
う
と
す
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る
意
欲
的
な
も
の
で
す
。
最
近
の
県
民
の

与
え
方
は
、
物
質
的
な
豊
か
さ
よ
り
も

精
神
的
な
う
る
お
い
や
、
生
活
の
場
の
快

適
さ
を

よ
り
強
く
求
め
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
美
し
い
自
然
や
安
全
快
適
な

生
活
環
境
の
確
保
の
問
題
と
、
生
き
が
い

の
あ
る
老
後
の
生
活
、
恵
ま
れ
な
い
心
身

障
害
者
の
た
め
の
対
策
な
ど
充
実
し
た
福

祉
社
会
の
実
現
が
、
県
民
生
活
の
基
本
的

条
件
と
し
て
要
請
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、

次
代
を
担
う
若
者
の
育
成
、

間
性
を
豊
か
に
育
て
る
生
涯
教
育
、
環
境

や
資
源
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
各
種
産
業

の
あ
り
方
な
ど
も
、
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
新
し
い
計
画
は
、
こ
の
よ
う
な
課

題
と
取
組
み
、
計
画
全
体
を
人
間
優
先
の

思
想
で
貫
き
な
が
ら
、
他
に
例
を
み
な
い

新
し
い
発
想
と
手
法
を
随
所
に
と
り
入
れ

て

こ
れ
ら
の
県
民
の
要
請
に
的
確
に
応

え
る
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
き
れ
て
い

ま
す
。

る
総
合
制
の
中
で
例
え
ば
「
住
む
」
と
い

う
と
こ
ろ
で
は
、
毎
日
の
生
活
に
密
着
し

た
住
宅
、
上
下
水
道
、

ゴ
ミ
処
理
な
ど
の

た
め
の
対
策
が

一
目
で
わ
か
る
と
い
う

ふ
う
に
県
民
サ
イ
ド
に
よ

っ
て
ユ
ニ
ー
ク

に
わ
か
リ
や
す
く
な

っ
て
い
ま
す
。

土
地
利
用
を
基
本
構
想
に

こ
の
計
画
の
も
う

一
つ
の
大
き
な
特
徴

と
し
て
は
、
所
得
を
計
画
の
フ
レ
ー
ム
と

す
る
従
来
の
定
石
を
破
っ
て
「
土
地
利
用

基
本
構
想
」
を
フ
レ
ー
ム
に
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
今
ま
で
の
よ
う
に
、
所
得
の

拡
大
を
求
め
る
方
式
は

ど
う
し
て
も
生

産
第
一
主
義
に
つ
な
が
り
易
く
な
る
と
い

フ
観
点
か
ら
発
想
の
転
換
を
図
っ
た
も
の

で
す
。こ

れ
か
ら
の
人
聞
が
活
動
し
て
い
く
う

え
に
は
、
限
ら
れ
た
資
源
を
ど
う
利
用
す

る
か
。
節
度
の
あ
る
利
用
こ
そ
根
本
で
あ

る
と
い
う
認
識
が
正
し
い
と
判
断
し
て

と
く
に
土
地

の
利
用
の
仕
方
が
最
も
基
本

的
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
立
つ

県
民
に
わ
か
り
易
く

総
合
計
画
と
い
う
の
は
、
本
来
県
民
の

た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
行
政
の
相
当
者

の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
点
、
従

じ
ら
れ
る
よ
う
に
と

来
の
形
式
を
改
め
て
、
県
民
が
身
近
に
感

い
わ
ゆ
る
横
訓
リ

と
い
い
ま
す
か
、
住
民
サ
イ
ド
に
立
っ
た

新
し
い
発
想
を
取
入
れ
ま
し
た
。

具
体
的
に
申
し
ま
す
と

人

て
い
ま
す
。

あ
と
で
述
べ

くこれからつくる主な施設〉

【
山
県
全
域
を
対
象
】

美

術

館

博

物

館

同
立
医
科
大
学

健
康
明
進
セ

ン
タ
ー

流
通
セ

ン
タ
ー

工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

紘
培
漁
業
セ

ン
タ
ー

県
民
公
同

県
民
運
動
公
開

勤
労
者
思
い

の
村

海
洋
ス
ポ
ー

ツ
ラ
ン

ド

大
型
キ
ャ
ン

プ
場

大

型

児

童

遊

間

【
小
学
校
単
位
}

老

人

恕

い
の

家

小

型

児

童

館

【
市
町
村
単
位

】

司
訂
作
れ
・
4

山
口
h

F
上

v
f
b
n
p

老
人
制
祉
セ

ン
タ
ー

中

型

児

童

館

{
広
域
生
活
閥
単
位
】

温
水
プ
ー
ル

総
合
体
育
館

辺
動
公
岡

'H
然

博

物

館

勤

労

者

野

外

地

味

活

動

施

設

利
用
基
本
構
想
を
、
全
体
を
貫
く
フ
レ

l

2
図
に
示
す
よ
う
な
土
地
利

ム
と
し
て
策
定
し
ま
し
た
。

一編
で
構
成
す
る
新
し
い
発
想

と
こ
ろ
で
計
画
の
内
容
は
、
総
合
制

特
別
課
題
編
、
地
域
編
の

三
制
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
総
合
制
は
、
後
で
詳
し

調
と
な
る
も
の
で
す
。

く
説
明
い
た
し
ま
す
が
、
計
画
全
体
の
基

特
別
課
題
制
は

及
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
水
資
源
の
活
用

一

o
o
rの
水
道
普

安
定
し
た
県
民
の
消
費
生
活
を
確
保
す
る

た
め
の
物
価
問
題
、
北
陸
新
幹
線
を
含
む

新
し
い
交
通
体
系
な
ど
、
県
民
が
非
常
に

関
心
を
も
っ
て
い
る
も
の

あ
る
い
は

つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。

当
面
の
対
策
を
明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
に

ま
た
、

地
域
編
は
、
新
川、

富
山
、
射

水
、
高
岡
、
氷
見
、
砺
波
の
六
つ
の
生
活

圏
に
つ
い
て
、
今
後
の
発
展
し
て
い
く
方

ま
す
。

向
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
述
べ
て
い

こ
の
ほ
か
、
山
村
地
域
振
興
方
策

(生活に欠かす ことのできない‘水。安全快適な生活環境)
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及
び
と
く
に
富
山
湾
に
つ
い
て
「
陸
地
と

基
本
的
課
題
を
、

人
聞
の
五
つ
の
生
活
行

一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
、
活
用
が
は
か

動
の
側
面
か
ら
と
ら
え

よ
り
く
わ
し
い

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
口
さ
れ
て
い

施
策
の
展
開
が
は
か
ら
れ
ま
す
。

る
な
ど
、
こ
れ
ま
た
新
し
い
発
想
で
す
。

内
容
は
表

2
に
示
す
よ
う
に

総
合
制
に
つ
い
て
は

住
む

H
生
活
水
準
の
向
上
は
、
県
民
の
安

「
県
民
生
活
の

基
礎
を
固
め
る
」

「
人
間
性
を
豊
か
に
育

全
快
適
な
以
境
へ
の
要
請
を

一
層
高

て
る
」

「
調
和
あ
る
繁
栄
を
も
た
ら
す
」

め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
上
下
水
道
の

の
三
つ
を
柱
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
総

普
及
、

ゴ
ミ
の
完
全
処
理
、
水
道
料
金

A
門
編
に
つ
い
て
述
べ
て
み
ま
す
と

の
平
準
化
、
自
然
災
害
の
未
然
防
止
な

ど
が
盛
ら
れ
て
い
ま
す
。

住
み
よ
く
安
全
で
生
き
が
い
を

安
ら
ぐ

H
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
維
持

「
県
民
生
活
の
基
礎
を
固
め
る
」
と
い

し
て
い
く
た
め
に
は
、
自
然
の
保
護
を

5 

う
章
は
、
文
字
ど
お
り
、
住
み
よ
い
富
山

は
か
り
な
が
ら
、
そ
の
賢
明
な
活
用
が
必

県
の
基
礎
的
課
題
を
扱
か
っ
て
い
ま
す
。

要
で
す
。
内
然
環
境
の
保
護
、
保
全
地

基
本
的
な
考
え
方
と
し
て

の
公
有
化
の
推
進
、
緑
化
造
成
、
公
害

1 

住
み
よ
さ
と
い
う
こ
と
は
、
県
民
の

の
未
然
防
止
な
ど
が
主
な
も
の
で
す
。

住
む
場
所
に
よ
り
年
令
、
職
業
に
よ
り

い
つ
く
し
む

H
人
間
的
愛
情
に
結
ぼ
れ
た

異
な
る
が

社
会
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
生
き
が
い

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も

受
け
る
公
共
的
サ
ー
ビ
ス
は
等
し
い
も

の
あ
る
老
人
対
策
、
幼
児
の
保
打
充
実

の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

生
涯
に
わ
た
る
健
康
管
理
体
制
の
強
化

2 

安
全
、
快
適
な
住
環
境
は
、
長
州
問

な
ど
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

し
か
も
汁
耐
的
に
保
全
さ
れ
な
け
れ
ば

楽
し
む

H
レ
ジ
ャ
ー
時
代
に
対
処
し
て

な
ら
な
い
。

生
き
が
い
を
高
め

あ
る
い
は
人
間
関

の
三

つ
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

係
を
豊
か
に
す
る
た
め
、
余
暇
利
用
を

こ
の

一二

つ
の



は
か
る
こ
と
で
す
。
都
市
公
同
の
拡
大

県
民

一
ス
ポ
ー
ツ
の
確
立
、
総
合
余
暇

利
用
施
設
の
拡
大
な
ど
で
す
。

動
く
H
く
る
ま
社
会
に
対
応
し
、
歩
行
者

優
先
を
基
本
と
し
て
日
常
交
通
の
確
保

を
は
か
り
ま
す
。
三
十
分
交
通
圏
の
形
成

雪

の
克
服
な
ど
で
す
。

生
涯
を
通
じ
て
教
育
を

「人
間
性
を
豊
か
に
育
て
る
」
章
は

教
育
、
文
化
、
芸
術
な
ど
に
関
す
る
計
画

で
す
。基

本
的
な
考
え
方
と
し
て
は

1 

経
済
の
急
激
な
伸
長
は
、
物
質
的
な

豊
か
さ
を
つ
く
り
出
し
た
。

都
市
化
の
進
展
に
よ
る
自
然
と
の

か
い
離
と
自
然
破
壊

浅
く
て
長
続
き
し
な
い
人
間
関
係

な

ど

人
聞

の
心
に
か
か
わ
る
問
題
点

も

つ
ぎ
つ
ぎ
に
あ
ら
わ
れ
て
き
ま
し

-
-
-
O
 

J
人

こ
れ
は
、
「
豊
か
き
」
と
は
何
か
に

つ
い
て
、
新
し
く
問
い
直
し
を
求
め
て

い
る
も
の
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。

2 

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
反
省
し
て
、
人

聞
の
主
体
性
創
造
性
を
発
揮
し
、
ひ
と
り

業
の
適
切
な
発
展
は
福
祉
の
向
上
と

裏
腹
の
関
係
に
あ
る
。

2 

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
産
業
第

一
主
義

は
と
る
べ
き
で
な
く
主
体
は
あ
く
ま

で
生
活
で
あ
リ
、
産
業
は
そ
の
た
め
に

必
要
な
手
段
で
あ
る
。
良
好
な
環
境
を

確
保
し
つ
つ
、
調
和
の
と
れ
た
産
業
の

発
展
を
考
え
る
べ
き
で
、
環
境
の
破
壊
、

汚
染
は
、
絶
対
に
許
き
れ
な
い
。

と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
に
た
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
対
策
と
し
て
、

1 

農
業
H
米
を
基
調
と
し
た
食
糧
基
地

と
し
て
、
中
核
農
家
を
育
成

す
る
。

2 

林
業
H
森
林
資
源
の
蓄
積
の
増
大

3 

工
業

H
機
械
系
を
中
心
と
し
た
工
業

構
造
の
転
換
と
空
地
率
、
緑

被
率
な
ど
工
業
化
エ
地
基
準
の

の
策
定
と
、
適
正
な
立
地
誘

導
。
企
業
所
有
の
体
育
館
、

運
動
場

レ
ク
リ
ェ

l
シ
ョ

ン
施
設
の
地
域
社
会
へ
の
開

肢
と
親
和
感
の
帳
成
。

な
ど
を
あ
げ
て
お
り
ま
す
。

ひ
と
り
の
生
き
が
い
を
高
め
る
よ
う
な

条
件
の
充
足
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら

こ
の
章
で
は
生

涯
を
通
じ
た
教
育
条
件
を
充
実
す
る
と
い

う
こ
と
を
基
本
に

1 

乳
幼
児
教
育
の
充
実

H
幼
児
育
成
セ

ン
タ
ー
の
建
設
な
ど

2 

学
校
に
お
け
る
師
弟
の
人
間
的
な
ふ

れ
あ
い
と
生
活
体
験
を
通
じ
て
の
人
間

自
然
、
社
会
と
の
関
連
の
重
視
H
少
年

自
然
の
家
の
建
設
な
ど

3 

多
様
な
知
的
欲
求
へ
の
対
応

H
県
民

大
学
校
の
開
設
、
公
民
館
の
充
実
な
ど

4 

ひ
と
り

一
ス
ポ
ー
ツ
を
確
立
す
る
た

め
、
特
に
施
設
と
と
も
に
指
導
者
の
育

成
と
位
置
づ
け
に
留
意
す
る
。

5 

博
物
館
・
美
術
館
の
整
備

な
ど
を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。

環
境
の
破
壊
・
汚
染
は
絶
対
許
せ
な
い

「
調
和
あ
る
繁
栄
を
も
た
ら
す
」
章
は
、
端

的
に
い
っ
て
産
業
に
関
す
る
計
画
と
い
う

こ
と
に
な
リ
ま
す
。

1 

産
業
は
、
所
得
の
源
泉
で
あ
り
、
産

県
民
が
関
心
を
も
っ
特
別
課
題
編

の
重
点

ぷ
ー
に
あ
る
よ
う
に
「
特
別
課
題
編
」

は
、
県
民
が
関
心
を
も
っ
諸
問
題
を
と
り

あ
げ
て
い
ま
す
。

と
く
に
重
点
と
し
て
い

る
も
の
で
は

1 

北
陸
自
動
車
道
、
北
陸
新
幹
線
の
実

現
が
川
近
に
迫
っ
て

・い
る
本
県
と
し
て

は

こ
れ
ら
の
も
た
ら
す
メ
リ

ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト
に
適
確
な
対
応
を
は
か
る

と
と
も
に
、
北
陸
自
動
車
道
の
完
成

東
海
北
陸
自
動
車
道
、
能
越
自
動
車
道

の
建
設
を
促
進
す
る
。

2 

医
科
大
学
の
誘
致
は
、
県
民
の
悲
願

で
あ
り
、
す
で
に
用
地
の
手
当
も
終
っ

て
い
る
の
で
、
昭
和
五
十
年
開
校
を
め

ざ
す
。

3 

若
い
人
は

こ
れ
か
ら
の
富
山
県
を

担
う
原
動
力
で
あ
り
、
多
様
な
職
場
、

香
り
高
い
文
化
ゾ
ー
ン
な
ど
、
魅
力
あ

る
郷
土
づ
く
り
に
つ
と
め

ま
た
、
青

年
の
船
の
拡
充
な
ど
に
よ
り
、
国
際
人

と
し
て
の
感
覚
を
高
め
る
な
ど
、
若
者

6 
(緑と空間は豊かな人間性の育成に)

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
を
は
か
つ
て

お
し
、
物
を
合
理
的
に
使
う
宵
慣
を
つ
け

、，，
h
i

事-、
o

l
V
A
J
C

ナ
h

L

る
こ
と
が
必
要
な
こ
と
。

な
ど
で
す
。

四
、
計
画
の
内
容
が
で
き
る
だ
け
多
く
の

県
民
に
周
知
さ
れ
る
よ
う
つ
と
め
る
こ
と

県
政
に
ど
う
反
映
さ
せ
る
か

五
、
十
二
年
間
に
わ
た
る
長
期
計
画
で
あ

る
の
で
、
つ
ね
に
情
勢
の
変
化
に
弾
力
的
に

以
上
、
こ
の
「
住
み
よ
い
富
山
県
」

対
応
し
、
計
画
内
容
の
実
現
に
つ
と
め
る

を
つ
く
る
総
合
計
画
」
を
簡
単
に
そ
の
重

こ
と
。

点
的
な
と
こ
ろ
だ
け
述
べ
て
き
ま
し
た

を
求
べ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
意
見

が
、
今
後
こ
の
什
両
を
ど
の
よ
う
に
実

を
十
分
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

現
し
、
県
政
に
反
映
し
て
ゆ
く
か
で
す
。

計
画
の
実
現
は
、
県
が
主
体
と
な

っ

2 

て
進
め
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま

7 

五
つ
の
付
帯
意
見
を
尊
重

せ
ん
が

ひ
と
り
県
の
み
の
力
に
よ
っ

1 

県
総
合
開
発
審
議
会
は
、
答
巾
に

て
は
な
し
得
る
も
の
で
は
な
く

次

の

あ
た

っ
て
の
付
借
立
見
と
し
て

一一
点
が
調
和
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

一
、
計
画
実
現
の
た
め
に
多
額
の
資
金

絶
大
な
県
民
協
力
を

を
必
要
と
す
る
の
で
公
共
資
金
の
確
保

(1) 

最
も
重
要
な
こ
と
で
す
が
、
県
民

片
」
あ
わ
せ
民
間
の
資
金
の
活
用
を
考
え

の
深
い
理
解
と
、
積
極
的
な
参
加
が

る
こ
と

必
要
と
さ
れ
る
こ
と
。

、
こ
の
計
州
で
提
案
し
た
土
地
利
用

(2) 

国
の
積
極
的
な
施
策
の
展
開
、
市

基
本
構
想
を
さ
ら
に
具
体
化
し
、
有
効

町
村
の
絶
大
な
協
力
、
民
間
の
意
欲

適
切
な
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
。

的
な
参
加
の
総
合
的
な
力
の
発
庫
が

三
、
住
み
よ
い
環
境
を
つ
く
る
た
め
に

必
要
で
あ
る
こ
と
。

県
民
す
べ
て
が
資
似
に

つ
い
て
必
訓
し
な

(3) 

そ
し
て
県
の
対
応
と
し
て
は
、
人



編~、
1=1 総

両両定供給と緑の保全 |

.安心して生産に従事できる農

業

供給と価格の安定

農家生活の安定(都市なみ)

・県道を保全し、安らかな生川

をもたらす林業

秩序ある緑の活用と拡充

林産物の供給と総合所得の向

上

・安定資源を基盤とした水産業

水産物の安定供給

漁家の安定

|学ぶよろニびといきがい|

・県民大学校の開設

・身近な自己啓発の場の拡充

・社会的な活動への参加

・指導者の育成と配置

|健康でスポーツを楽しむ |

・県民ひとり 1スポーツの確立

・指導者、施設、グループの充実

と育成

|芸術・文化の創造 |

8 

|環境と蜘し、舗を豊制こする工業|

・地域と住民に融和した工業の

確立

公害防止

工業の適正立地の推進

・豊かな生活を実現する工業構

造の形成

機械系中心型へ転換

'1'小企業の育成

技術水準のJi.J上と情報化

'1-:きがL、のある職場の形成

・6011'-に 2兆 8，000億円の工業

汁1有I傾

|多横化する第悦襲への対応 |

・魅力ある商業の確立

楽しい商眉街づくり

個別零細経営からの脱皮

・流通のシステム化

却売市場の整備

流通基地の計画的配備

・観光産業の発展

観光の通年化

魅力ある観光地の形成

・県民のニードに対応する新し

い産業

新しいサービス産業の育成

情報の高度な活用

・日本海貿易の展望

|生涯教育への道

・ライフサイクルに対応

幼児教育の充実と家庭教育の援

助 学校教育は生涯教育の法本

学校開政

公民館機能の整備強化

・時代の変化に即した教育条件

文化的、芸術的諸活動

スポーツ、余暇利用に必要な施

設

・生涯学習のすすめ

|若い芽をづちかヲl
・家庭における乳児教育

・保育施設の拡充

・地域社会の教育と白然との後触

・市民性の育成と国際体験

|学校教

・生活をとおして学ぶ

・思考力、創造力を育てる

・健康観の確立と体力の育成

・向立をめざす進路指導

・後期中学教育の務備

・高等教育に新たな展開

・教職員の資質向上

-うるおいのある県民性

・文化センターの充実

・文化財の尊重と愛護

・指導者の育成

育〕

|住む|

・快適な肘住環境の笠備

l戸当 330平方メートルの敷地

・上水道普及率

100パーセント

水道料金の平準化

・下水道

市街化区域、全域に公共下水道

500人以上集活を対象として農

村下水道

小矢部、神通川、白岩川流域の

流域下水道

・ゴミ処理

すべてを処理する

・，'，然災'IIc;:の克服

|安らぐ |

・美しい内然を守る

安らぎとうるおいを与える

・環境保全地域の設定

・土地の公有化等による内然の長

WH~.;袋

・緑化造成の推進

・公害のないl114七づくり

・事業J雪処尽をJ左本とした産業

廃棄物処哩

!いつく正副
・老人対策

65オ以上全員の健康診住

医療'{rの公背負何年令引下げ

老人ホーム ・クラブの充実

社会活動の参加

家庭奉仕員など充実

社会活動の参加

家庭奉仕員など充実

・心身障害者対策

障害の除去と残存能力の活用

社会福祉総合地設の整備

雇用対策の充実

・子供の保育ιj策

保育料の整備充実

・健康管理対策

医療供給体制の拡充

国立医大設置

|楽しむ|
・公園、緑地の培大

公園 l人当 9平方メー.卜ル

・余暇利用施設の拡充

国民休暇村・いこいの村

少年自然の家及び老人憩の家

博物館、音楽堂など

|動くl
・3心分生活圏の形成

・歩行者優先の原則の徹底

・山村パス路線の確保

・無雪道路対策

表 2

県

民

生

活

の

基

礎

を

固

め

る

県

民

活

動

の

基

本

と
な

る
指
標

間
優
先
の
政
策
を
体
系
化
し
、
財
源

の
確
保
、
財
政
運
営
の
一
層
の
合
理

化
に
つ
と
め
る
と
と
も
に
、
組
識
体

制
に
十
分
検
討
を
加
え
て
、
こ
の
計

画
の
特
色
で
あ
る
「
県
民
の
立
場
に

立
つ
基
調
」
と
い
う
も
の
の
効
果
的

H
土
地
利
用
基
本
構
想
(
図
1
参
照
)

実
現
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

昭
和
六
十
年
を
目
標
と
す
る
、
郷
土
の

ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
た
「
住
み
よ
い
富
山
県

を
つ
く
る
総
合
計
画
」
に
、
絶
大
な
協
力

を
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。

(
森
と
湖
が
県
民
公
園
と
し
て
い
旬
、
い
の
地
に
)

(ひとり一本の植樹は災害を守り県民の財産にもなる)

9 



自転車されるみなお
く二 コ

自
転
車
が
日
本
に
入
っ
て
か
ら
八

O
年
に
な

り
ま
す
。

大
正
か
ら
昭
和
の
初
め
の
全
躍
期
を

経
て
、
終
戦
後
の
隆
盛
、

そ
し
て
い
ま
は
卓
の

陰
に
な
っ
て
ひ
っ
そ
り
と
息
づ
い
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
二
、

自
転
車
は
急
速

三
年、

に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

の
理
由
と
し
て

一
つ
は
健
康
増
進
、

娯
楽
、

ジ
ャ
ー
と
し
て
、
そ
の

二
つ
は
最
も
安
あ
が
リ
で

快
適
な
交
通
機
関
と
し
て
の
価
値
の
認
識
、

三

つ
は
人
間
性
の
回
復
の
手
段
と
し
て
で
す
。

自
転
車
は
資
源
を
全
く
必
要
と
せ
ず
、

自
分

の
力
で
運
転
、

「
手
は
ハ
ン
ド
ル

、

の
全
身
運
動
で
循
環
器
、

足
は
動
力
」

呼
吸
器
、
消
化
器
、

神
経
系
統
を
活
発
に
す
る
乗
物
で
す
。

子
ど
も
は
丘
歳
ぐ
ら
い
か
ら
自
転
車
に
乗
り

停
止
の
し
か
た

「
右
手
を
な
な
め
下
に
出

す
」
停
止
の
合
図
を
し
て
か
ら
ブ
レ
ー
キ
‘
を
か

け
ま
す
。

止
ま
る
と
き
は

こ
の
と
き
必
ず
左
足
を
地
面
に
つ
け
る
習
慣

を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

右
折
、
左
折
の
し
か
た

方
向
指
示
器
の
つ
い
て
い
る
自
転
車
で
も
、

右
、
左
に
曲
る
と
き
は
、
う
し
ろ
の
安
全
を
た

し
か
め
手
で
合
図
し
ま
す
。

右
折
す
る
と
き
信
号
の
あ
る
交
差
点
で
は
左

は
し
に
そ

っ
て
二
信
号
で
、
信
号
の
な
い
交
差

点
で
も
左
は
し
に
そ

っ
て
大
ま
わ
り
に
曲
り
ま

l
v

よ、っ
。

無
灯
火
は
事
故
の
も
と

夜
の
無
灯
火
運
転
は
、
自
分
か
ら
み
え
て
も
、

他
の
通
行
車
両
か
ら
み
え
な
い
こ
と
が
多
く
、

非
常
に
危
険
で
す
。

飲
酒
運
転

酒
の
み
運
転
の
禁
止
は
、
自
動
車
だ
け
で
な

く
自
転
車
に
乗
る
と
き
も
同
じ
で
す
。

傘
さ
し
運
転

雨
の
日
に
片
手
ハ
ン
ド
ル
で
傘
を
さ
し
て
乗

る
こ
と
は
前
の
見
と
お
し
、
安
定
を
悪
く
し
思

は
じ
め

小
学
校

三
年
生
で
九
割
が

乗
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
子
ど
も

の
成
長
に
好
ま
し

い
全
身
運
動
で

と
く
に
平
衡
感
覚

や
機
敏
性
を
養
い

一
人
で
走
れ
る
の

で
自
主
性
を
養
う

に
も
適
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
行
動
圏

が
ひ
ろ
が
る
の
で

交
遊
関
係
が
広
ま
り
、

地
域
の
人
情
風
俗
、
自

然
環
境
や
生
活
環
境
、

歴
史
な
ど
の
社
会
体
験

を
豊
富
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

方
、
自
転
卓
利
用
者
の
交
通
法
令
の
無
知

あ
る
い
は
危
険
な
乗
り
方
に
よ
る
交
通
事
故
が

そ

多
く
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

レ

-
自
転
車
の
安

全
な
乗
り
方

乗
っ
た
と
き
の
姿
勢

大
き
さ
は
、
サ
ド
ル

に
ま
た
が

っ
て
両
足
が

か
る
く
地
面
に
つ
く
く

ら
い
で
、
走
る
と
き
身

体
の
重
心
が
サ
ド
ル

北陸自車1:~車道
計画路線

画

わ
ぬ
事
故
を
起
し
ま
す

の
で
や
め
ま
し
ょ
う
。

-
自
転
車
道
路

~ムじ〆'"
ょE IJじ旦L

'
円
転
卓
の
利
用
者
が

よ
り
安
全
に
行
動
で
き

る
よ
う
県
下

の
歩
道
に

「
自
転
車
歩
道
通
行
可
」

と
い
う
分
離
帯
が
つ
く

ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
指
定
は
、
昭
和

四
十
五
年
九
月
、
い
わ
ゆ
る
交
通
弱
者
の
事
故

防
止
か
ら
考
え
ら
れ
県
下
に

二
三
区
間
、
総

延
長
二
万
九
、
八

O
一一キロ

に
及
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
こ
の
部
分
は
比
較
的
歩
行
者
の
少
な

い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で

通
勤
な
ど
に
利
用
す
る
に
は
コ
マ
切
れ
に
な
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

バ
イ
コ
ロ
ジ

I

…
自
転
事
を
通
し
て
環
境
と
人
間
性
を
回

…
復
し
よ
う
と
い
う
運
動
。

日
米
国
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
か
ら
起

っ
た
。

こ

}
の
語
は

B
I
K
E
(向
転
卓
)
と
E
C
O
L

d
O
G
Y
(環
境
生
態
学
)
と
を
組
み
あ
わ
せ

ペ
ダ
ル

ハ
ン
ド
ル
に
同
じ
よ
う
に
か
か
る
く

ら
い
に
な
ら
な
け
れ
ば
を
り
ま
せ
ん
。

ペ
ダ
ル
の
踏
み
方

ペ
ダ
ル
は

足
の
裏
の
前
の
部
分

い
ち
ば

ん
幅
の
広
い
と
こ
ろ
で
ふ
み
ま
す
。
よ
く
サ
ド

ル
か
ら
腰
を
浮
か
し
て
ペ
ダ
ル
を
ふ
ん
で
い
る

の
を
み
か
け
ま
す
が

バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
る

の
で
危
険
で
す
。

ブ
レ
ー
キ
の
か
け
方

ブ
レ
ー
キ
は
ど
ん
な
場
合
で
も

後
輸
を
さ

き
に
か
け
ま
す
。
前
輪
ブ
レ
ー
キ
を
さ
き
に
か

け
る
と
自
転
車
が
ス
リ
ッ
プ
し
ま
す
。

ハU

発
進
の
し
か
た

乗
る
と
き
は
、
車
道
の
左
は
し
で
自
転
車
に

ま
た
が
り
、
後
方
の
安
全
を
た
し
か
め
て
か
ら
、

「
右
手
を
水
平
に
出
す
」
発
進
合
図
を
し
て
か

ら
発
進
し
ま
す
。

国
や
県
の
方
針
で
自
転
卓
専
用
道
路

を
つ
く

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
秋
に

一
部
供
用
が
開
始
さ
れ
る
富
山
市
城

山
|
小
杉
黒
河
聞
の
遊
歩
自
転
車
道
を
は
じ
め

北
陸
自
転
車
道
、
延
長
二
一

四
J
が
計
画
さ
れ

て
い
ま
す
。

メ1)，.
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1
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ム

た
新
し
い

言
葉
。

近
代
文
明
社
会
の
公
害
の

一
つ
の
原
因
で

あ
る
自
動
車
を
拒
否
し
た
姿
勢
で
も
あ
る
。

日
本
に
は
昭
和
四
十
五
年
ぐ
ら
い
か
ら

自
転
卓
愛
好
熱
が
ひ
ろ
が

っ
て

お
り
、
戦
後

三
回
目
の
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
一

ん
ど
の
ブ
ー
ム
は
自
然
発
生
的
な
パ
イ
コ
口
一

ジ

ー

だ

と

も

言

え

る

。

し



ー
都
市
公
園
制
度
ー園田ーー‘

0
0
周
年
に
ち
な
ん
で
|

「

し

近隣住区(人口 10，000人の地域社会で、 l小

学校区を構成する地区)の公園配置の標準

J 

1 km 

1 km 

寸
都市公園の中の緑(富山市内のオープンスペース富山城跡公園)

最
近
の
著
し
い
都
市
化
の
進
展
に
伴
い
、
都
市
内
の
緑
と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
は
急
速
に
失

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
排
気
ガ
ス
や
騒
音
な
ど
の
交
通
公
害
の
発
生
や
、
子
供
の
遊
び
場

や
市
民
の
い
こ
い
の
場
が
減
少
す
る
な
ど
、
都
市
の
生
活
環
境
は
次
第
に
悪
化
し
て
い
ま
す
。

こ
に
よ
う
な
現
状
に
対
し
、
国
や
県
、
市
町
村
は
明
る
い
太
陽
と
緑
ゆ
た
か
な
健
康
で
安
全
な

都
市
づ
く
り
の
た
め
に
都
市
公
園

の
整
備
を
強
力
に
す

、
め
て
い
ま
す
。

つω

〈
〉
都
市
公
園
と
は

地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
、
ま
た
は
緑
地
で
次

の
も
の
を
い
い
ま
す
。

川
都
市
計
画
に
お
い
て
、
都
市
施
設
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
。

ω
そ
の
他
、
都
市
計
画
区
域
内
に
あ
る
も
の

〈
〉
都
市
公
園
の
種
類
と
大
き
さ

都
市
公
閑
は
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り
、
そ

の
両
積
も
目
的
に
よ

っ
て
異
な
り
ま
す
。

O
総
合
公
園

休
息
、
観
賞
、
運
動
な
ど
の
目
的
の
た
め
に

、
良
好
な
自
然
景
観
地
、
植
物
園
、
野
球
場

等
を
総
合
的
に
設
け
た
も
の
で
す
。

O
運
動
公
園

公
園
の
中
に
各
種
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
設
け
、
太
陽
と
緑
の
中
で
運
動
で
き
る
よ
う
に
し

た
も
の
で
す
。

O
地
区
公
圏

内
な
い
し
五
の
小
学
校
の
学
区
単
位
の
広
さ
に
一
つ
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
標
準
面
積
は

瓦
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
す
。

O
近
隣
公
園

一
つ
の
小
学
校
の
学
区
単
位
の
広
さ
に

一
つ
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
、
公
園
所
在
地
付
近

の
住
民
に
利
用
さ
れ
る
公
園
で
と
く
に
周
囲
に
常
緑
樹
を
う
え
、
火
急
の
際
の
安
全
な
避
難

所
に
な
る
よ
う
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
標
準
面
積
は
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
す
。

O
児
童
公
園

も

っ
ぱ
ら
児
童
や
幼
児
が
利
用
す
る
公
園
で
、
児
童
の
保
健
と
遊
戯
本
能
の
指
導
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
児
童
を
街
路
上
の
交
通
禍
よ
り
救
お
う
と
い
う
願
い
も
こ
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
一

つ
の
小
学
校
の
学
区
単
位
の
広
さ
に

4
つ
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
、
標
準
面
積
は

O
、
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
す
。

O
風
致
公
園
等

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
美
し
い
自
然
の
景
色
を
保
存
し
、
そ
の
景
観
を
楽
し
め
る
よ
う
に
し

た
風
致
公
園
、
県
民
全
体
の
広
域
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
大
規
模
な
広
域
公
園
や
産

業
公
害
を
防
止
す
る
た
め
工
業
地
と

一
般
市
街
地
と
の
聞
に
設
け
る
緩
衝
緑
地
等
が
あ
り
ま
す
。

〈
〉
都
市
公
園
の
は
た
ら
き

公
園
は
、
私
達
の
生
活
の
な
か
で
、
い
ろ
い
ろ
な
役
割
を
果
し
て
い
ま
す
。

ω
児
童
や
幼
児
に
遊
び
場
を
与
え
、
交
通
事
故
の
防
止
に
役
立
て
る
と
と
も
に
青
少
年
な

ど
の
運
動
の
場
と
な
り
ま
す
。

ω
公
園
の
緑
は
、
見
る
人
の
気
持
を
や
わ
ら
げ
、
緊
張
を
緩
和
し
、
い
こ
い
の
場
を
提
供

す
る
と
と
も
に
都
市
を
美
し
く
す
る
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。

ω
緑
に
か
こ
ま
れ
た
い
ろ
い
ろ
な
公
園
施
設
は
教
養
を
高
め
る
場
を
提
供
し
、
情
操
教
育

の
場
と
な
り
ま
す
。

ω
都
市
の
な
か
の
公
園
は
、
気
流
を
調
節
し
た
り
、
防
塵
、
防
風
、
騒
音
の
防
止
に
役
立

っ
と
と
も
に
、
火
災
、

地
震
な
ど
の
災
害
の
と
き
の
避
難
地
と
し
て
、
ま
た
延
焼
防
止
の

役
割
を
果
し
ま
す
。

都
市
計
画
区
域
内
人
口

一
人
当
り
の
公
園
面
積
は
全
国
の

二

・
八
耐
に
く
ら
べ

本
県
は

ニ
・=一

耐
と
遅
れ
を
み
て
い
ま
す
。

わ
が
国
主
要
都
市
の
公
園
整
備
率
は
欧
米
諸
国
の

一
O
分
の

一
か
ら
二

O
分

の
一
の
低
水
準

に
あ
り
、
国
で
は
新
た
に
昭
和
四
十
七
年
度
を
初
年
度
と
す
る
公
園
整
備
5
カ
年
計
画
を
樹
て

計
画
的
な
整
備
を
図
っ
て
い
ま
す
。

本
県
で
は
昭
和
六
十
年
の
公
園
面
積
を
現
荘
の
約
五
倍
の
九

O
O
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
幣
-備
し

一

人
当
り
九
耐
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

県
は
置
県
九

O
周
年
記
念
事
業
の

一
つ
と
し
て
県
民
全
体
の
レ
ク
リ
ェ

l
.シ
ョ
ン
と
青
少
年

の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
昨
年
か
ら
総
面
積
約

一
二

O
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
緑
の
な
か
の
県
民
公
園

太
閤
山
ラ
ン
ド
の
建
設
に
着
手
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
本
年
は
都
市
公
園
制
度
制
定

一
O
O周
年
に
あ
た
る
の
で
、
都
市
に
お
け
る
公
園
、

緑
地
の
整
備
を
一
層
推
進
す
る
た
め
都
市
公
園
保
全
美
化
運
動
の

一
環
と
し
て
記
念
行
事
を
実

施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
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健康とスポーツ

もス!ポーツを.グも若き老い

-且.，-a・・・昼
.，・且.. 

今
度
昭
和
六
十
年
を
目
標
に
し
た
「
住

み
よ
い
富
山
県
を

つ
く
る
総
合
計
画
」
が

策
定
さ
れ
、
緑

の
環
境
と
身
近
か
な
各
種

の
施
設
で
、
年
令
や
好
み
に
応
じ
楽
し
く

健
康
的
な
活
動
を
通
し
、
充
実
し
た
生
涯

を
お
く
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
福
祉
社
会

の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

な
か
で
も

ス
ポ

ー
ツ
レ
ク
リ
エ

|
シ

ヨ
ン
活
動
は

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
と
り
あ

ジ
ヤ
ン

・
フ
|
ラ
ス
テ
ィ
エ

(
仏
の
未

来
学
者
)
に
よ
れ
ば
二
九
八
五
年
に
は

人
聞
の
平
均
寿
命
は
八

O
オ
に
延
び
る
で

そ
の
場
合
、

あ
ろ
う
。

一
生
涯
の
総
持
時

聞
は
約
七

O
万
時
間
で
、
労
働
時
間
は
週

三

0
時
間
、
年
間
四

O
週
、
三
五
年
間
勤

務
す
る
と
し
て
、
そ
の
総
時
間
は
約
四
万

時
間
、
生
活
に
必
要
不
可
欠
の
睡
眠
、
食

事
、
通
勤
、
所
用
な
ど
の
時
間
を
一
日

一

0
時
間
と
し
て
計
二
九
万
時
間
、
残
リ
=
一
七

万
時
間
が
自
由
時
間
(
余
暇
〕
と
な
る
」

と
い
っ
て
い
ま
す
。
仮
に
こ
れ
と
同
じ
条

件
に
な
ら
な
く
て
も
、
将
来
自
由
時
間
が

増
大
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

こ
の
自
由
時
間
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か

に
よ
っ
て
将
来
の
生
活
は

人
に
よ
っ
て

大
き
く
変
る
で
し
ょ
う
し
、

そ
の
内
容
に

よ
っ
て
生
活
の
ハ
リ
や
充
実
感
に
大
き
な

隔
り
が
出
て
く
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。自

由
時
間
に
何
を
す
る
か
は
、
各
自
の

自
由
意
志
に
よ
っ
て
決
定
で
き
る
し
、
自

由
に
時
間
配
穿
が
で
き
、
選
択
で
き
る
性

質
の
も
の
で
す
が
、
得
て
し
て
ル
ー
ズ
に

な
り
が
ち
で
す
。
余
暇
時
聞
の
パ
タ
ー
ン

を
み
ま
す
と
、
①
休
む

1
時
間
的
、
経
済

的
に
ゆ
と
り
の
な
い
時
代

裕
が
出
て
も
他
人
の
す
る
こ
と
を
見
て
自

②
見
る

l
余

げ
ら
れ
将
来
の
生
活
の
内
容
と
方
向
を
示

唆
し
て
い
ま
す
。

県
民
の
一
人
一
人
が
何
等
か

の
か
た
ち

で
ス
ポ

ー
ツ
を
行
な
お
う
と
い
う
傾
向
は
、

た
だ
日
本
だ
け
の
こ
と
で
な
く
、
世
界
の

文
明
国
で
は
以
前
か
ら
盛
ん
に
行
な
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
①
生
活
の
変
化
に
伴
な
っ
て

お
こ
り
つ
つ
あ
る
健
康
阻
害
や
体
力
の
減

ゐ

分
が
楽
し
む
受
容
的
、
代
償
的
行
動
を
す

る
時
代
③
行
な
う

1
時
間
的
、
経
済
的

な
ゆ
と
り
を
、
自
分
が
実
践
者
、
演
技
者

と
な
っ
て
活
動
す
る
時
代

に
な
り
ま
す
が
、

と
い
、
つ
こ
と

現
在
及
び
将
来
は
③
の
行
な
う
こ
と
を

真
剣
に
考
え
、
く
ふ
う
し
な
け
れ
ば
、
健
全

な
生
活
が
成
り
立
た
な
い
時
代
に
な
る
で

ーレト品、っ
。

こ
の
よ
う
に
見
た
と
き
、
自
分
の
生
活

を
い
ま

一
度
見
直
し
、
県
民

一
人

一
人
が
、

か
ら
だ
を
動
か
す
機
会
を
も
っ
と
多
く
つ

く
る
こ
と
を
心
が
け
、
中
で
も
自
由
時
間

16 -

退
を
防
ご
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
②
週

休
二
日
制
の
実
現
が
目
前
に
迫
り、

支」

=hJ

に
将
来
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
大
型
レ
ジ
ャ

ー

時
代
に
対
処
す
る
生
活
技
術
を
・
身
に
つ
け

積
極
的
に
生
涯
の
福
祉
を
獲
得
し
よ
う
と

そ
の
意
味
に
お
い
て
、

す
る
も
の
で
す
。

今
日
ほ
ど
ス
ポ
ー
ツ
の
価
値
が
新
し
い
立

場
か
ら
見
直
さ
れ
、
高
く
評
価
さ
れ
た
時

代
は
な
い
で
し
ょ
う
。

11 

に
ス
ポ
ー
ツ
を
行
な
う
時
間
を
一
日
の
中

に
三

O
分
な
い
し

一
時
間
、

あ
る
い
は
一

週
間
に
二
回
か
ら
三
回
と
い
う
よ
う
に
、

生
活
に
組
み
込
み
、

そ
の
習
慣
を
定
着
さ

せ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

実
際
に
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
す
る
場
合
の

場
所
、
指
導
者
、
仲
間
な
ど
に
つ
い
て
は
、

次
表
の
と
お
り
で
す
、
な
お
、
詳
し
い
こ

と
は
、
県
や
市
町
村
教
育
委
員
会
の
体
育

担
当
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
れ
ば

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

スポ-::'~ ~ 110 
グループ

(町内、験場、同好者)

歩こ う会 15 

レクリェーンヨン[司f本10

スポ ソ少年同 230 

競技同体 31 

円

i
-
E
A
 

I'I[IJ時間 (余暇)

4時/111

あなたは何を

してい ますかヲ

生活に必要な時/1¥1

目垂 H民 8 

il自動、食 ιド 3 

私用等 l 

1211年1:¥1

f上・I~町時Jl \1

8時1:¥1

スポーツ指持以 71人
(毎年 200人相只の見込)

レクリェー ンヨ" 150人
協会指導員

サイクリング 11 20人

ユースホステル 11 30人

スポーソ少年凶 11 400人

餓校同体 11 1，500人

ill動広場 9 

体 育 館 8 

プ ー ル 60 

J旨定キャンプ場 7 

柔剣道場 6 

~t 上R士品 5 

嵯球場 7 

学校側紋校 52 
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置
県
九
十
周
年
を
迎
え
て

藩
か
ら
県

雑 l県
話|政

バ
ン
ド
リ
騒
動

-
明
治
二
年
〈
一
八
六
九
〉

の
大
凶凶作

こ
の
年
の
夏
は
長
雨
が
続
き
、
新
川
地
方
は
大
変
な
大
凶
作
で

あ

っ
た
。
農
民
た
ち
は
慣
例
に
よ

っ
て
「
作
難
御
取
扱
」

(数
消

米
)
と
い
う
年
貢
米
減
免
の
措
置
を
幾
度
も
嘆
願
し
た
。
と
こ
ろ

が
と
き
の
郡
宰

(郡
長
格
だ
が
権
限
は
大
き
か

っ
た
。
金
沢
藩
庁

の
郡
治
局

(出
張
所
)
で
東
岩
瀬
に
所

ιし
た

)
山
本
又
九
郎
は
、

こ
れ
を
無
視
し
て
納
米

(税
金
)
は
家
財
を
売
払

っ
て
も
皆
消
ま

せ
よ
と
、
き
び
し
く
取
り
立
て
よ
う
と
し
た
。
ま
た
そ

の
下
役
の

村
役
人

(御
扶
持
人
・
十
村
・
肝
前
…
な
ど

)
も
多
く
、
従
来

の
例

に
乗
じ
て
私
服
を
肥
や
す
こ
と
に
専
念
す
る
と
い
う
悪
習
を
改
め

ず
、
農
民

の
こ
の
窮
状
も
立
に
介
せ
ず
、
嘆
願
を
聞
き
流
す
状
態

で
も
あ

っ
た
。

-
万
ご
維
新
に
よ

っ
て
納
米
ト
刀
法
が
改
正
さ
れ
、
汁
量
桝

(古

桝
)は
新
京
桝
に
改
め
ら
れ
た

の
だ
が
、
こ
こ

で
は
依
然
と
し
て
古

桝
で
収
納
が
行
わ
れ
、
ま
た

「
下
敷
」

の
コ
ボ
レ
米
ま
で
取
立

て

る
悪
習
慣
も
改
め
ら
れ
な
か

っ
た
。

が
分
家
し
た
。
そ
の

二
代
忠
次
郎
が
、
す
な
わ
ち
こ
の
主
人
公
で

あ
る
。

も
っ
と
も
忠
次
郎
は
進
取
の
気
性
に
富
ん
で
い
た
が
分
家
で
も

あ

一十
六
歳
で
結
婚
早
々
、
夫
婦
出
稼
ぎ
を
期
し
、

ま
ず
江

一戸
に

つ
い
で
奥
州
、
北
海
道
の
函
館
・
小
樽
な
ど

そ
の
問
河
川
の
築
堤
事
業
や
西
洋
館
の
建
設
事
業
な

年
い
た
が

に
約
十
年
、

ど
に
従
事
し
た
。
そ
し
て
相
当
の
蓄
財
を
得
て
明
治
元
年
(
一
八

六
八
)

三
人
の
子
供
と
と
も
に
、
故
郷
に
帰
っ
た
の
は
、
忠
次
郎

三
十
六
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
そ
の
蓄
財
で

高
十
五
、

六
石
の
団
地
を
求
め

百
姓
と
し
て
余
生
を
送
る
べ
く
落
付
い
た
。

こ
う
し
た
忠
次
郎
の
経
験
と
新
知
識
は
村
民
の
信
頼
を
得
、

つ
忠
次
郎
の
風
釆
と
弁
舌
が
す
ぐ
れ
て
い
た
の
で
近
在
に
人
望
が

あ
っ
た
。

く〉

な
お
当
時
の
物
納
の
年
貢
米
を
収
納
す
る
蔵
は
水
橋
に
あ
っ
た
。

輸
送
は
ま
た
、
当
時
の
交
通
事
情
か
ら
、

も
っ
ぱ
ら
白
岩
川
を
中

心
と
し
て
そ
の
支
流
八
幡
川
・
細
川
な
ど
に
依
存
さ
れ
た
。
白
岩

川
は
明
治
四
十
年

九

O
八
)
以
来
の
改
修
で
現
在
の
直
流
河

川
と
な

っ
た
が
、

そ
の
こ
ろ
は
緩
流
で
利
用
度
が
高
か

っ
た
。
所

々
に
船
付
場
が
あ
り

こ
こ
が
物
資
の
集
欣
地
で
あ
リ

↑
ャ
ト
、
-
↓
叶
J

4
d
J
J
'
t
T
 

人
た
ち
の
集
合
場
で
も
あ

っ
た
。

か
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く〉

つ
い
に
常
願
寺
川
の
東
部
白
岩
川

流
域
を
中
心
と
し
た
農
民
ら
は
、
十
村
や
豪
農
を
襲
撃
し
た
。
一

撲
の
中
心
人
物
は
塚
越
村

(立
山
町
利
回
地
区
)
の
忠
次
郎
で
あ

っ
た
。
一

撲
が
も

っ
と
も
激
し
く
な

っ
た
の
は
、
十
月
二
十
九
日

か
ら
で
あ
る
。
忠
次
郎
ら
は
十
村
や
富
豪
を
襲
い
、
打
ち
こ
わ
し

ゃ
股
火
を
し
な
が
ら
上
市

・
滑
川
・
魚
津
・

三
日
市

・
入
善

・
泊

へ
と
進
ん
だ
。
参
加
者
は

二
万
人
近
く
に
ふ
く
れ
あ
が
り
、
襲
撃

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら

さ
れ
た
家
は
六

O
戸
に
お
よ
ん
だ

-
忠
次
郎
の

生
い
た
ち

こ
こ
で
当
時
の
リ
ー
ダ
首
領
で
あ

っ
た
宮
崎
忠
次
郎
の
人
と
な

り
を
忽
比
す
る
と
、
忠
次
郎
は
天
保
三
年

(一

八
二
二
一
)
新
川
郡

高
野
郷
塚
越
村

(
立
山
町
利
山
地
区
)
に
生
れ
た
。
祖
先
は
山
崎

時
範
と
称
し
川
百
年
前
、
越
後
と

の
国
境
符
崎
村

(朝
日
町
)
の

士
分
だ

っ
た
が
、
故
あ

っ
て
塚
越
村
に
住
印
刷
し

て
農
と
な

っ
た
。

そ
の
後
数
代
を
経
て
重
右
エ
門
の
代
と
な

っ
て
忠
次
郎

(初
代

-
天
神
堂
下
の

ム
fAA口

年
貢
米
納
入

の
不
満
の
声
は
、
当
初
こ
の
船
付
場
で
あ
る
。

ン
ド
リ
騒
動
発
祥
の
地
は

こ
の
白
岩
川
の
河
岸

天
神
堂
下
の

こ
こ
で
し
ば
し
ば
会
合
が
行
わ
れ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。

忠
次
郎
伝
記

(利
回
小
学
校
蔵
)
に
よ
る
と
、
そ

の
状
況
を
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

秋
風
寒
き
こ
の
夕
べ

(
明
治
二
年
十
月
中
旬
)
白
岩
川
な
る
竹

内
村
天
神
堂
下
の
船
場
に
集
リ
た
る
総
数
十
七
般

の
小
舟
に
よ

っ

て
集
り
た
る
人
々
は
、
馬
場
・
竹
内

・
清
水
堂
・
舟
僑
・
仏
生
寺
・

泉

・
神
田
・新
屋

・塚
越
な
ど
と
い
え
る
各
村
に
て
、
竹
内
村
の
堀

仁
右
エ
門
ま
ず
口
を
切
り
、

聞
け
ば
東
川
積
組
の
人
心
穏
か
で
な
い

。
過
ぐ
る
十
二
日
に
寄

ム
円
を
な
し
、
大
布
地
組
は
千
人
余
リ
の
大
群
で
御
用
所

へ
嘆
願
し

た
と
い
う
う
わ
き
で
あ
る
。

二

寸
の
虫
に
も
五
分

の
魂
が
あ

る
」
納
米
を
治
ま
せ
ば
残
る
も
の
は
何
も
な
い

。
な
お
貸
米
の
お

取
扱
い
も
な
い
以
上
、
こ
の
ま
、
で
は
わ
れ
ら

一
同
は
手
を
つ
か

ね
て
餓
死
を
待

つ
は
か
が
な
い

。
さ
て
お
身
た
ち
の
所
存
は
如
何

と
吾

っ
と
。

〈

==
n

-4/

こ
の
と
き
は
万
場
以
と
し
て
声
な
く

た
だ
煙
草
の
吸
い
が
ら

を
ハ
タ
と
ば
か
リ
保
す
の
み
。
人
々
互
い
に
顔
を
見
合
わ
せ
て
い

た

が

こ
の
ま
、
で
は
餓
死
す
る
ば

や
が
て
そ
う
だ

そ
う
だ
。

ノ、

輯轍輔髄離麟鱗髄輔離醤錨韓麟輔鱗輔離盤騨騨鱒麟錨輯輯輯錨鞘畿織総機数鋭機織機織鐘機鍾議鱒離縁 響機機織畿機議機織機繰畿鱗機騒議機嫌畿畿機畿鱗畿轍鱗鱗錨鞠欝機麟輯輯輔嘩鵬首
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か
り
だ
と
、

が
や
が
や
と
の
の
し
り
合
う
声
が
白
山
石
川
の
流
れ
の

響
き
に
打
ち
消
さ
れ
た
。

そ
の
と
き
一
人
の
者
が
立
ち
あ
が
り

こ
の
作
難
(
凶
作
)
は
郡
内

一
般
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

例
年
の
と
お
り
お
請
け
せ
よ
と
は
あ
ま
り
に
情
け
な
い
。
村
役
人

を
経
て
お
貸
米
を
願
っ
て
も
採
用
に
な
ら
ず
、
家
財
を
残
ら
ず
売

払
っ
て
も
お
蔵
納
め
せ
よ
と
の
厳
命
は
無
法
極
ま
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
納
米
に
用
い
る
桝
は
新
京
桝
を
用
い
る
こ
と
に
布
令
が
あ

っ

た
に
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
泥
棒
桝

(
古
桝
)
を
使
用
し
て

い
る
と
は
憎
み
て
も
な
お
余
り
あ
り
だ
、
と
激
怒
の
声
を
発
し
て

叫
べ
ば
再
び
罵
り
叫
ぶ
声
は
騒
然
と
し
て
川
原
に
ひ
び
き
渡

っ
た
。

こ
の
天
神
堂
を
中
心
と
し
て
各
所
で
、

以
上
の
よ
う
な
会
合
は
、

し
ば
し
ば
く
り
返
え
き
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
不
穏
な
状
勢
か

ら
み
て
、
こ
の
百
姓
の
窮
状
を
救
っ
て
く
れ
る
人
は
、
こ
の
際
ま

っ
た
く
塚
越
村
の
忠
次
郎
を
お
い
て
誰
れ
も
い
な
い
だ
ろ
う
と

仁
右
エ
門
は
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

-
忠
次
郎
起
つ

こ
う
し
て
不
穏
の
形
勢
は
日

一
日
と
迫
っ
て
き
た
。
十
月
十

日
の
夕
刻
、

塚
越
村
か
ら
程
近
い
国
重
領
の
方
に
あ
た

っ
て
、
異

様
な
音
が
聞
え
だ
し
た
。
忠
次
郎
は
戸
外
に
出
て
そ
の
声
を
聞
く

と
、
幾
百
人
の
人
た
ち
が
集

っ
て
動
揺
す
る
叫
び
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て

た
だ
た
め
息
を
つ
い
た
。

輩
は
家
財
を
売
払
っ
て
も
比
白
消
せ
よ
、
飢
餓
に
耐
え
ね
ば
撫
育
所

入
り
の
手
続
き
を
せ
よ
と
の
厳
述
は
あ
ま
り
に
も
附
け
な
い
。

か
し
、

お
身
ら
は
償
り
の
あ
ま
り
、

脱
ぐ
だ
け
で
は
何
の
効
果
も

な
い
。
物
に
は
順
序
が
あ
る
。
私
の
ぷ
日
比
を
述
べ
る
と
、
今
年
の

稲
田
の
大
被
害
は
衆
目
の
み
て
い
る
と
お

り
で
あ
る
。

こ
れ
を
政

消
す
る
ト
刀
法
は
追
っ
て
沙
汰
を
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
納
米

の
催
促
は
午
八

の
よ
う
に
き
び
し
い

。
よ
っ
て
廷
し
向
き
、

次
の
よ

う
な
改
革
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
づ
桝
は
新
京
桝
に
改
め
る
こ

と
、
下
敷
を
除
く
こ
と

政
雀
(
お
蔵
番
人
)
を
排
除
す
る
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
は
今
後
十
村

千
代
及
び
肝
煎
な
ど

の
役

百
姓
の
札
入
れ

(
選
挙

に
よ
っ
て

適
当
な
人
を
挙
げ

人
は

こ
の
願
望
が
貫
徹
す
れ
ば

る
べ
き
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
一白
山
し

た
弊
害
を
除
去
で
き
る
と
思
う
が
如
何
:
:
:
忠
次
郎
の
演
説
を
似

聴
し
て
い
た

一
同
は
、
感
嘆
と
賃
貸
の
戸
を
あ
げ
て
動
抗
し
た
。

そ
の
と
き
竹
内
村
の
仁
有
ヱ
門
・
塚
越
村
の
ん

4

「
小
卜
郎
・
中
山
場

の
清
三
郎
ら
は

口
を
そ
ろ
え
て
ご
立
見
に
は
何
の
異
存
が
な
い

。

そ
の
願
立
は
お
身
で
な
け
れ
ば
弁
じ
難
い
。
そ
の
引
請
人
は
忠
次

郎
殿
に
頼
も
う
と
叫
ぶ
と
、
群
集
の
中
か
ら
忠
次
郎
殿
、

そ
こ
で
忠
次
郎
は
、

々
々
と

の
叫
び
声
が
路
然
と
わ
き
起
っ
た
。

そ
の
鎮

ま
る
の
を
待

っ
て
大
声
で
、

不
肖
忠
次
郎
は
衆
人
の
た
め

一
身
を
な
げ
う
と
う
。

た
だ
望
む

と
こ
ろ
は

わ
れ
わ
れ
の
願
立
を
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
願

意
を
達
す
る
に
は
順
序
が
あ
る
。

い
た
ず
ら
に
憤
怒
、
激
情
し
て

騒
ぎ
立
て
て
も
益
な
く

か
え
っ
て
き
ま
た
げ
と
な
る
こ
と
が
あ ‘4 し

と
こ
ろ
が
そ
の
と
き
、
竹
内
村
の
仁

ヱ
門
が
息
せ
き
切
っ
て

馳
せ
て
き
た
。

あ
の
声
は
如
何
な
る
も
の
か
お
察
し
の
こ
と
と
思

っ
。
お
身
を
迎
え
に
参
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
午
後
か
ら
清
水
堂

竹
内

・
舟
橋
の
者
ど
も
三
百
人
余
り
、
国
重
の
上
川
原
に
集

っ
て

論
議
し
た
が
、
ド
ン
グ
リ
の
背
く
ら
べ
で
一
向
に
論
議
が
と
と
の

わ
な
い
。

よ

っ
て
塚
越
村
の
忠
次
郎
殿
を
呼
ん
で
こ
い
と
の
切
な

る
望
み
で
あ
る
。

お
身
に
き
て
も
ら
わ
ね
ば
ラ
チ
が
あ
か
な
い
。

ぜ
ひ
ご
来
場
を
と
懇
願
す
る
の
で
あ
っ
た
。

が
、
忠
次
郎
は
承
諾

し
な
か

っ
た
。

よ
っ
て
仁
右
エ
門
は

そ
の
と
き
空
し
く
帰
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
夜
に
な
っ
て
仁
右
エ
門
は

ま
た

二
、
三
人
の
人
た

ち
と
と
も
に
、
再
び
き
て
出
場
を
懇
願
す
る
の
で
あ
っ
た
。
す
る

と
忠
次
郎
は
重
な
る
懇
願

つ
い
に
も
だ
し
が
た
く
、
意
を
決
し

勇
士
の
戦
い
に
臨
む
覚
悟
を
も
っ
て
、
快
諾
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
忠
次
郎
は
、
衆
望
を
に
な
っ
て
立
ち
上

っ
た
も
の
の
、
披

初
か
ら
あ
の
大
騒
動
を
起
す
与
え
で
は
も
う
と
う
な
か

っ
た
。

れ
は
押
さ
れ
て
天
神
堂
下
の
会
合
で
演
説
し
た
次
、の
要
旨
に
よ
っ

て
も
十
分
察
せ
ら
れ
る
。

-
忠
次
郎
の

面
女

ヒ。
日

十
村
(
下
役
人
)
の
中
に
は
作
難
(
凶
作
)
が
た
と
え
三
年
打

続
い
て
も
、
決
し
て
救
助
の
恩
忠
が
な
い
と
い
う
。
納
米
不
足
の

H
a
J
η
w
 

る
。
人
川
崎
ん
な
る
と
き
は
天
に
勝
ち

天
定
ま
り
て
人
に
勝
つ

い
つ
か
は
悪
人
ど
も
の
滅
び
る
と
き
が
く
る
で
あ
ろ
う
。

お
互
い

に
心
得
速
い

の
な
い
よ
う
に
せ
よ
、
私

の
い
う
こ
と
は
こ
れ
で
終

っ
た
。

さ
ら
ば
今
宵
は

こ
れ
で
退
散
し
よ
う
と
解
放
し
た
。

忠
次
郎
は
こ

の
会
合
の
の
ち
、
お
蔵
悪
弊
の
矯
正
、
十
村
以
下

入
札
(
選
挙
)

の
件
を
村
肝
前
…
を
経
て
、
組
裁
許

へ
出
願
し
た
が

予
期
し
て
い
た
と
お
り
、
不
法
の
山
中
分

一
切
取
上
げ
難

い
と
強
く

叱
主
貝
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

か
く
な
る
上
は
速
か
に
金
沢
表
(
郡

治
い
切
の
上
山
町

に
出
願
す
る
ほ
か
に
良
策
が
な
い

と
決
心
し
た

つ
づ
く

の
で
あ
っ
た
。

(
県
史
制
さ
ん
専
門
委
民

rn 
杉
(変
!L!f: 

品
H

由
明，Aluv

 

主
勺

O

こ
の
稿
は
、
「
舟
橋
村
誌
|
昭
和
三
八
年
刊
」
の
引
用
と

「
富
山
県
の
あ
ゆ
み
|
同
四
八
年
刊
L

と
、
「
入
善
町
史
l
同

四
二
年
刊
」
の
参
照
で
あ
る
。
「
越
中
史
料
l
明
治
四
一
年
刊
」

に
は
登
載
な
い
が
、
高
岡
の
井
上
江
花
著
「
塚
越
ば
ん
ど
り
騒

動
ー
昭
和
八
年
刊
」
は
ま
た
見
る
べ
き
で
あ
る
。

そ

- 20ー
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電
気
ガ
ス
代
の
値
下
が
り
の
原
因
は
、
電
気
ガ
ス
税

の

免
税
点
の
引
き
上
げ

(
電
気
代
八

O
O
円
か

ら
一

0
0
0

円、

ガ
ス
代

二
O
O
円
)
の
影
響
に

よ
る
も
の
で
す
。
七
月
の
光
熱
指
数
は
、
六
月
と
全
く
変

ら
ず

一
O
四

・
二
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
対
前
年

六
O
O
円
か
ら

同
月
で
は
二

・
六

rの
上
昇
と
な
っ
て
い
ま
す
。

• 被

811 

(七
月
指
数

l
一
四
五

・
九

被
服
指
数
は
、

六
月
:
:
:
一
四
六

・
O
で
前
月
に
比
べ

0
・
六
計
上
昇
、
対
前
年
同
月
で
は
二
七

・
一
計
と
大
幅

な
上
昇
を
示
し
ま
し
た
。
こ
の
上
昇
率
は
、
五
大
費
目
の

中
で
も
一

番
大
き
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

七
月
:
:
:
一
四
五

・
九
と
な
り
、
前
月
に
比
べ

0
・
一

計
と
わ
ず
か
な
が
ら
下
落
し
ま
し
た
。
被
服
指
数
は
、
今

年
に
入
っ
て
か
ら
、
連
続
し
て
上
昇
し
て
い
た
の
で
す
が
、

七
月
に
入
っ
て
衣
料

(子
供
シ
ャ
ツ
、
ち
り
め
ん
、
き
ら

し
木
綿
な
ど
)
の

一
部
が
値
下
が
り
し
た
た
め
で
す
。

• 雑

費

(
七
月
指
数

l
一
一
九

・
六

雑
費
指
数
4
、
六
月
:
:
:
一

一
・
一
計
上
昇
、
対
前
年
同
月
で
は
五

・
七
行
の
上
昇
を

示
L
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
教
養
娯
楽
、
自
動
車
費
、
そ
の

一
九

・
五
で
前
月
に
比
べ

他
の
雑
費
な
ど
が
上
昇
し
た
た
め
で
す
。

七
月
:
:
:
一
一
九

・
六
打
で
前
月
に
比
べ

0
・
一
軒
の

小
幅
な
動
き
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
文
房
具
、
カ

メ
ラ
、
自
転
車
な
ど
の
値
上
が
り
が
あ
っ
た
た
め
で
す
。

富
山
市
の
物
価
の
う
ご
き

ハ
月
・
七
月

昭
和
四
五
年

1
一O
O

• 総

.6怜
ロ

(七
月
指
数

i
一
一一二

・
六

消
費
者
物
価
指
数
の

『総
合
』
は
、

六
月
・:

一
一

八
で
前
月
と
全
く
変
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
対
前

年
同
月
に
比
べ
る
と
九

・
.huh
と
大
幅
な
上
井
と
な
っ
て

い
宇
品
十
7
0

七
月
:
:
:
一一

六
で
前
月
に
比
べ

O

行
と
わ

こ
れ
は
、
野
菜
の
大

ず
か
な
が
ら
下
落
を
示
し
ま
し
た
。

幅
な
値
下
が
り
に
よ
る
も
の
で

『
食
料
』
が
前
月
に
比
べ

0
・
六

rと
下
落
し
た
こ
と
が
主
因
で
す
。
そ
の
ほ
か
衣

料
品
の

一
部
に
も
値
下
が
り
が
あ
り

『被
服
』
が
前
月
に

一
軒
と
わ
ず
か
な
が
ら
下
落
し
ま
し
た
。

比
べ

0
・

• 食

料

(七
月
指
数

1

一
九

・
四
)

変
動
の
激
し
い
食
料
指
数
は
、
六
月

。

で
前
月
に
比
べ

一
・
四
行
の
下
落
を
示
し
ま
し
た
が
、
対

4・

33.0 

52.2 

32.5 

ベニヤ板 64.4 

整理たんす 37.7

44.1 

ちりめん 108.1

きらし木綿 94.3

対前年同月比で 30% 

以上上昇した主要品目
富山市 8月分(単位%)

豆

そ

落花生

腐旦

納

み

35.4 

34.9 

45.5 

51.6 

32.8 

31.3 

::52.1 

6l.1 

キ艮

さけ

肉(中)

肉

ぎ

ぎ

ろ

じ

ね

塩;

鯨

大

玉

牛

ね

±4F 

あ

旬、、

回圃-
知

識

卸
売
物
価
指
数

却
売
物
価
指
数
の
代
表
的
な
も
の
は
日
本
銀
行
で

作
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
指
数
は
会
社
や
工
場

商
屈
な
ど
企
業
相
互
間
で
取
引
さ
れ
る
す
べ
て
の
商

品
の
ね
だ
ん
の
動
き
を
総
合
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
指
数
で
調
べ
る
商
品
は
農
産

物
や
工
業
製
品
だ
け
で
な
く
、
製
品
を
作
る
た
め
の

鉄
鉱
石
や
綿
花
な
ど
の
原
料
や
、
エ
ン
ジ
ン
、
旋
盤

な
ど
の
よ
う
な
工
作
機
械
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た

価
格
は
生
産
者
に
も

っ
と
も
泣
い
卸
売
業
者
の
販
売

契
約
価
格
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。

50.0 糸毛98.1 旦大

前
年
同
月
で
は
七

・
三
行
の
上
昇
と
な
り
ま
し
た
。

七
月
の
食
料
指
数
は
、

ま
た
、

一
九

・
四
と
な
り

前
月
に
比

べ
0
・
六
訂
の

下
落
を
示
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
前
記
『
総

合
』
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
野
菜

(馬
れ
い
し
ょ

ご
ぼ
う
、
玉
ね
ぎ
、
き
ゅ
う
リ
、
な
す
、
ト
マ
ト
な
ど

)

が
大
幅
に
値
下
が
り
し
た
こ
と
が
主
因
で
す
。

こ
れ
で
、
食
料
治
数
は
丘
月
か

ら
連
続
し
て
下
活
を

示
し
た
こ
と
に
な
リ
ま
す
。

• 住

居

(七
月
指
数

1

士i

九

・
九
で
前
月
に
比
べ
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住
肘
指
数
は
、
六
月
:
:
:
一

一
・
七
計
上
昇
、
対
前
年
同
月
で
も
八
・
九
十
の
し
舛
とな‘

っ
て
い
ま
す
。

七
月
:
:
:
一一

五
で
前
月
に
比
べ

二

rの
上

昇
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
家
賃
地
代
、
住
宅
修
繕
(

へ
い
工
事
費
、
砂
な
ど
)
が
値
上

ふ
す
ま
張
り
替
え
背

が
り
し
た
た
め
で
す
。

• 光

凱

七
月
指
数

1
一
O
問

六
月
の
光
熱
指
数
は
、

プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
な
ど
の
そ
の
他

の
光
熱
に
値
上
が
り
が

み
ら
れ
た
も
の
の
、
電
気
ガ
ス
代

が
値
下
が
り
し
た
た
め
、
指
数
の
増
減
が
相
殺
さ
れ
た
の

で
全
体
で

一
O
四
・

二
と
な
リ
前
月
と
全
く
変
リ
ま
せ

ん
で
し
七
。

7月か 7月力、 7月カ‘

品目 室名 キ両 単位 f耐絡
らみた

品目 銘 柄 単位 価絡
上ら(昇%み率た) 品目 銘 柄 単位 価格

らみた

上(昇%率) 上(昇%率) 

あ じまあ(l5cmじLえ上、)丸 100 g 73 1.4 実島 卵 1 個 (約60g ) 1 kg 235 11.4 み そ並、米みそ 1 kg 196 3.2 

さ ば丸 (25cm-35cm) 11 165 10.0 ね ぎ 11 176 5.4 砂 糖上 白 11 148 1.4 

し、 かするめいか 11 451 32.4 大 恨 11 97 6.6 食用油 天_"ら油 (4f;()g) l本 101 。
煮干し カ.t.ニ(く車勺ち6しc、mオヲ)し」ニ 11 60 0 にんじん 11 150 ム36.7 ソース 中 ia(3ソース 11 127 。60mt入)

牛 肉中 205 0 ご u: う 150 ム20.0 キ反 7ワンキ寸 Xた18なOcキm反) lf文 380 。11 11 
材 (1.4X21.0

豚 肉中 11 130 0 玉 ねぎ 業玉ねぎを除〈 11 83 7.8 ベニヤ 板 J 半A寸(S18、22Efi7ワ 11 370 。
ン X91X2.7)

鶏 肉ブロイ ラ一、腿肉 90 0 豆 腐木綿 ごし 100 g 14 。灯 内 士丁 迷r由 18 e 385 。11 
r由 3古併売 リ 内己

ノ、 ムプレスハム(上級) 138 011 i由妨げ 薄 f易 Ifl 11 89 
7"ロノマン

家庭用 (1依g) l本 850 11 O カF ス 。
ソーセージ

ウイン十一
11 83 0 納 豆糸ひき納豆 11 35 0 理髪料 大 u先人後含3む1)袋 l凶 963 。ソーセ ージ

牛 乳ぴん詰 (2OOcc) l本 31 0 こんにゃく +反こ んにゃく 11 15 011 :ネ、ミ ンー-トイdモマ コー ルド
11 1850 。

(セ y トを含む

バター J:. (225 g )入 l箱 200 0 しょう t由 j農口、上、(2e入) 1本 330 011 ttソリン 現金売り 1 e 64 。
注 )生鮮食料品は上 中・下旬の平均価格、そ の他は中旬の価格です。ム印はマイナスを示します。

※印は共通な銘柄によって調査できなかった 品目を示す。

富山市の品目別価格(8月)
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んの支払いきねん

るじま

福
祉
年
金
の
支
払
い
が
九
月
か
ら
は
じ

ま
り
ま
し
た
が
、
お
受
け
と
り
に
な
り
ま

し
た
か
。

こ
と
し
は
、
所
得
制
限
が
大
幅
に
緩
和

さ
れ
た
こ
と
か
ら
今
ま
で
福
祉
年
金
を
受

給
で
き
な
か
っ
た
方
が
相
当
数
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
く
に
、
息
子
さ
ん
な
ど
の
所
得
で
年

金
が
停
ま
っ
て
い
た
方
(
扶
養
義
務
者
所

得
制
限
)
が
、
昨
年
の

一
、

一
六
二
人
か

ら
二

O
三
人
に
へ
っ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
所
得
制
限
の
お
お
よ
そ
の

基
準
を
昨
年
と
今
年
を
比
べ
て
み
ま
す
と

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

受
給
者
本
人
の
所
得
に

よ
る
制
限
額

/ー¥

A、
7 

年

昨

年

-
扶
養
親
族
な
し
の
場
合

四
十
三
万
円
を
超
一

三
十
九
万
円
を
超
え

え
る
と
支
給
停
止
一
る
と
支
給
停
止

-
扶
養
親
族

一
人
の
場
合

五
十
二
万
円
を
超
一

五
十
万
五
千
円
を
超

え
る
と
支
給
停
止
一
え
る
と
支
給
停
止

※
以
下
扶
養
親
族

一
人
ふ
え
る
ご
と
に

十
四
万
円
を
加
算
し
た
額
が
基
準
額

衣
類
の
化
粧

.せんい製品の加 工.

に
な
り
ま
す
。

配
偶
者

・
扶
養
義
務
者

の
所
得
に
よ
る
制
限
額

(
八
I

年
)

(
川
年
)

・
扶
養
親
族
な
し
の
場
合

四
百
七
辛
九
万
円
一

百
四
十
万
三
六
ニ
五

以
上
の
と
き
支
給
一
円
以
上
の
と
き
支
給

停

止

一

停

止

-
扶
養
親
族

一
人
の
場
合

四
百
九
十
九
万
円
一

百
五
十
九
万
八
六
ニ

以
上
の
と
き
支
給
一

五
円
以
上
の
と
き
支

停

止

一

給

停

止

※
以
下
扶
養
親
族

一
人
ふ
え
る
ご
と
に

一
四
万
円
を
加
算
し
た
額
が
基
準
額

に
な
り
ま
す
。

ー
支
払
を
受
け
る
さ
い
の
注
意

l

福
祉
年
金
の
支
払
は
、
受
給
者
の
皆
さ

ん
が
指
定
さ
れ
た
郵
便
局
で
行
な
わ
れ
ま

す
が
、
そ
の
さ
い

つ
ぎ
の
こ
と
に
注
音
叫

し
て
く
だ
さ
い
。

。
支
払
を
受
け
る
印
鑑
が
届
出
済
み
の
も

の
と
違
う
と
き

「
羊
毛
の
セ
ー
タ
ー
を
家
庭
で
洗

っ
て

も
、
ち
ょ
っ
と
取
り
扱
い
を
間
違

っ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
昔
の
よ
う
に
す
ぐ
フ
ェ
ル

ト
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な

っ
た」

「
天
然
せ
ん
い
と
合
成
せ
ん
い
と
の
混
紡

品
で
も
ア
イ
ロ
ン
を
か
け
な
く
て
も
よ
い

製
品
が
多
く
な
っ
た
L

な
ど
と
い
う
こ
と

に
気
づ
い
て
お
ら
れ
ま
す
か
。
そ
れ
は
せ

ん
い
の
欠
点
を
補
っ
た
り
、
新
し
い
特
長

『
新
し
い
印
鑑
と
証
書
を
市
町
村
に
持

参
し
、
改
印
の
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
』

。
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

『
現
に
お
住
ま
い
の
市
町
村
に
証
書
と

印
鑑
を
持
参
し
て
住
所
変
更
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
』

。
支
払
を
受
け
る
郵
便
局
を
変
え
た
い
と

き
『
印
鑑
と
証
書
を
市
町
村
に
持
参
し
、

郵
便
局
変
更
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

し
』
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。
受
給
者
が
な
く
な
っ

た
と
き

『
死
亡
し
た
受
給
者
に
ま
だ
受
領
し
て

い
な
い
年
金
が
あ
る
と
き
、
遺
族
の
方

は
死
亡
し
た
受
給
者
の
証
書
を
添
え
て

未
支
給
年
金
の
請
求
を
市
町
村
で
し
て

く
だ
さ
い
』

。
他
の
制
度
か
ら
年
金
を
受
け
ら
れ
る
と

き
『
福
祉
年
金
以
外
の
年
金
を
他
の
制
度

か
ら
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
き

に
は
、
そ
の
旨
を
市
町
村
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
』

を
つ
け
加
え
た
り
い
ろ
い
ろ
の
加
工
が
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

プ
日
l

ツ
加
工
の
よ
う
に
は
っ
き
り
目

に
見
え
る
よ
う
な
加
工
も
あ
り
ま
す
が
、

私
た
ち
の
見
え
な
い
加
工
も
ず
い
ぶ
ん
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
衣
料
の
加
工
に
は
ど
ん
な
も

の
が
あ
る
の
か
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

加工の種類 IIll日エされている| 主む製品 加工の目的、 特畏 E量級ぃ上の，主意せん L、

ワイ ン ャツ、月匝
縮んだり、しわになる のを 塩紫系 j漂白斉IJで 質 変 す

結T 月旨 力日 ヨ二 レー ヨ ン 、制1 I也、ブラウス、
11:方ぐ る 。 アイロンでこげやすい

カ ー テン

カテ ン 、月liU也
防縮 (タテ糸、ヨコ糸とも

4ナンフォライスf力日ユ二 綿織物 ワイ シ ャツ、ブ
収縮率 1%以下 )

ラウス

服地、セ - ?
II)j縮 IJ日工、せんいのウロコ

ネノ〈シュリング1J日ユニ
毛織物、刷 物 状のとが っ た音11分を薬品に

ダイラ ン 力u::rこ はだ泊、毛布
よ って 丸めたり肖IJったりする

合 成 せ ん い、合 ワイ ン ヤソ、 シ
しわになりに く く、 形くず し ぼ ら な い で 吊 し て 干 すノマ-"?ネントプレス

成せんいと植物 _"/、ブラウス
力日工 (P. P加工) れしないようにする 。 すこと

せんい の 混紡物 ズ ボ ン、学生服

ワイ ン ヤソ、シ
汚れがつきにくく、ついた

ソイ Jレ レリー ズ加 工 介成せんい製品 ー ツ、ズボ ン、
汚れを落ちやすくする

(S. R加工) 信tn旨IJu::r二I1U ト レ パ ン、上衣
戸手汚染も It1511:.する

コー ト

レイ ン コ ー ト
オvやt由をはじき、』孟こり、

日方 t宅 力日 ヨニ あ ら ゆるせんい スポー ツウエア
あかなどカeつくのをE渇ぐ

手日月匝

は だ 着 、 長 じ ゅ

幣 電 11方止加工 合成せんい 1;1:"ん、セ ー ター 静電気のt帯電を防ぐ

カ ーベ y ト

通気性があり、衛生的です

が圧力がかかると水がi-.x':i丞
F方 オt 力日 ヨニ あらゆるせ ん い

レイ ン コ ー ト
する 。 完全に防水するた

傘、 ジ ャ ンパー
めに織物の表部をビ ニー ル

系樹脂でおお ったものもある

はだ泊 、 セ - ?
毛織物など虫のつ きやすい

防 虫 力日 工毛織物、刷物 一 、毛布、 力一
ものに対する 11方虫

ベソ ト

スカ ー ト 樹の脂熱可を利塑用同ドはてt定をし利雨容すた用り 、しせ一て 度ん、てえ いプ 11支ついたひだは、そ の
ノマー マ才、ント プ リー アセテ ー ト

ヌ♀ポ ン ttリ先fーfたニツEくff.をしJ 、む 易lるニ 。Mに22rA十YLI つまL 温度以上向 アイロ ン でな、ソ 力日 工合成せんい
ブラウス It h.I;I:"i肖えな L、

せ ん。

スカ ー ト 薬品によ っ て、羊毛に プ リ
ンロセ y ト力日ヨ二 毛織物

ズポ ン ーツ形をつける

柔かみ、コ シ 、弾力をもた

せる 。使用される柔軟斉IJは、

セ ー タ せんいによ っ て呉なり 、 樋
柔 軟 力日 ユ二 す べ てのせ ん い

lif~ 是主 類によ っ て帯電防止、 l吸水

-11:、 4重量 *-1'1ミ とい っ た'ドE古~が

JJIIわる

イ申ぴ幸宿み、 イ呆t昆性、 I!及i1J:1宅
柔らかな風合いをもたせる

アセテ ー 卜
く つ 下 、 は だ 活 合成せんいなどの熱可塑性 目玉Jftの ア イ ロ ン で伸ばさ

伸縮かさ高加工
合成せんい

セ ー タ 一 、水着 を利用し て 、コイル 、 カ ー ないよ う 注意
メリヤス外衣

Jレ、波形などのちぢれなど

をつ けたもの

ア セ 7 ー ト、 ンン ナ な
綿織物 月匝I也、 袋物 布などの 表面に短せんい どをf使用しないニ と。

フロ ソ ク力日ヨ二 ナイ ロ ン カ ーベ γ ト (フロ ッ ク ) を付着固定す 洗たくは怯 くこ す ら な い
レーー ヨ ン ノ〈 ソグ I也

る力日ヨニ こと 。

防 災 力日 ヨ二 あらゆるせ ん い カテ ン 難燃化する

紛のようなカ=沢を与える 。

シ Jレケ y ト加工 飾、レ ー ヨン ブラウス 別名マ ー セ ラ イ ズ力fJ工とも

し、つ 。

F
h
d
 

つ臼



おける灯油などの
{呆管について

一般家庭に

.魚津のりμ.".
問 北陸地方の冬期間の暖房に欠くことのできない灯油を家庭に貯蔵する場合、消防署の許可が必要であると聞きましたが許可限度数量な

らびに許可手続き等についてお尋ねいたします 。

答 近年灯油などを燃料とする暖房器具の普及がめざましく、とくに石油ストーブについては一 世帯で 2fi3fiも使用される家庭が明えた

ことにより、灯油等の貯蔵量が地し、あわせて H反日m燃料をまとめて買うと安〈購入できるので最近はドラム缶( 200リットル)て寸さめ

る家庭が地えております。

ところで火災を未然に防ぐために県下においては、それぞれの市町村の火災予防条例でガソリンは20リットル以上 100リ ッ トル未満、

灯油は 100以上500リ ッ トル未満、重油は400リ y トノレ以上2，000リ ソ トル未満は次のように貯蔵の設備におい て 取扱うことにな って おります。

なおこのたびの火災予ISJi条例の 一部改正により昭和48年 10月 1日以降局出の必要がなくなります。ただし 技術 tの法相は次によること 。

1 屋外の場合

容器がドラム倫の場合

(1)ガソリン50リ ッ トル以ヒ 100リソトル未満。

(2)灯油 250リットル以上 500リソトノレ未満。

以上の場合は~j也の幅 1 メートル以上必要となります。

なお間口部めない耐火構造もしくは防構造、不燃材料で造 った壁に面する場合は必要ありません。

屋内の場介

(1)雄物は壁、位、 1末及び同制はト

タン等の不燃材料でj立る 。

(2)1別 II}1日は甲附|りi火戸Xは乙附l5)j

火戸を設ける 。

(3);:l，<;~，\の排出設備が必裂。

(3)重油1000リ ッ トル以上2000リ y トル未満。

il'i火総は粉..t.:消火総(4巧'ilη;iFII火

災にiAiJ，ιする消火総 l本以 Hljjiえるこ

とになっていま す 。

その他くわしくは j[i:くの消防 '，v:.へliiJ

L、イ子

ム

汎

市

革

魚
津
市
の
リ
ン
ゴ
栽
培
は
、
明
治
三
十
八
年

加
積
村
吉
島
の
富
居
多
次
郎
氏
に
よ

っ
て
、
植

栽
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。

こ
の
地

一
帯
は
、
片
目
(
川
の
は
ん
ら
ん
に
よ

っ
て
、
堆
積
さ
れ
た
扇
状
地
で
、
当
時
は
用
排

水
路
の
整
備
が
不
十
分
で
あ
り
、
度
々
早
害
を

受
け
、
水
稲
作
が
不
安
定
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ

っ
て
も

宅
地
内
の
「
柿
」
が
生
育
や
実
ど
ま
り
が
良
好

で
あ
る
こ
と
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
り
ん
ご
栽

培
を
試
み
た

の
で
あ
る
。

ム
現

況

栽
培
面
積
が
約
三
O
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
生
産
量

が
約

一
、
0
0
0
ト
ン
で
、
総
生
産
額
は
約
五
、

0
0
0
万
円
で
あ
る
。

近
年
は
優
良
品
種
の
導
入
が
活
発
で
、
こ
れ

ま
で
の
祝
、
旭
、
紅
玉
等
の

品
種
か

ら
、
う
ま

む

つ

い
「
青
り

2
号
」
、
「
ふ
じ
」
、
「
陸
奥
」
等
の
高

級
品
種
に
変
り
、
と
く
に
「
ふ
じ
」
は
、
最
適

地
の
折
紙
が
つ
く
ほ
ど
、
味
が
優
れ

て
い
る
。

ま
た
、
全
国
に
さ
き
が
け
て
、
大
型
ス

ピ

|

-い〈イよ片人ド ペベ川l

寸--九 、必 三¥与五l1li
・~必lIiぃ II!丸山I11IIIらぷ~ー " 十三ど〉滋I

M 人日土込山い 〉 γ 川 、 人 --世1・

QUESTION 
ANSWER 
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-乃花-警.イ;理l
溢民事政三平山おおきj ゅ;ふi九二 議 ゐ議目

， 

ド
ス
プ
レ
ヤ
ー
に
よ
る
共
同
防
除
、
能
率
的
な

選
果
機
の
導
入
に
よ
り
、
共
選
共
版
体
制
が
確

立
さ
れ
て
い
る
。

出
荷
先
は
、

八

o
rを
県
内
市
場
に
、
残
り

の
二

o
rを
石
川
、
福
井
両
県
に
移
出
し
、
評

判
が
よ
く
、
要
望
に
こ
た
え
ら
れ
な
い
状
況
に

ふ
め
ヲ
令
。

し
た
が
っ
て

り
ん
ご
農
家
の
生
産
意
欲
は

極
め
て
旺
盛
で
あ
る
。

ム
今
後
の
方
向

販
売
先
は
、
当
分
県
内
消
費
に
ま
わ
さ
れ
る

が
、
十
年
後
の
昭
和
五
十
八
年
ま
で
に
は
、
七

O
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
団
地
造
成
が
計
画
さ
れ
て
い

る

こ
と
に
、
昭
和
四
十

l
l五
十
年
の
三
カ
年

つダ、

間
に
県
の
高
接
更
新
事
業
に
よ
り
、
昧
の
悪
い

品
種
は
こ
と
ご
と
く
う
ま
い
品
種
に
更
新
さ
れ
、

同
時
に
苗
木
の
導
入
も
は
か
つ
て
、

万
円
の
売
上
げ
を
目
標
に
産
地
づ
く
り
に
取
〈

ん
で
い
る
。

県
で
は
、
県
内
唯

一
の
り
ん
ご
産
地
と
す
る

た
め
、
う
ま
い
り
ん
ご
作
り
を
推
進
し
な
が
ら
、

生
産
の
拡
大
に
つ
と
め
て
い
る
。

一
億
五
千
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-県政のうごき・ 8月11日--9月10日

-富山医大用地買収で調印

昭和50年開校を目ざし国立富山医科大

学の誘致に力を入れている県は，同大学

建設用地買収の覚書に調印した。

建設予定地は富山市杉谷から婦負郡婦

中町友坂、下条地区にかけての約36.2ヘ

クタール

8月 13日

9月 l日

宮大に経営学科新設

文部省の昭和49年度、国立大学、大学

院、短大の拡充整備計画で、富山大学経済

学部経営学科(定員 120名)の新設がき

まった。

.万利ダム発電停止

異常干天が続いて県営万利夕、ムが限界水位

を割ったため、県は県営小矢部第一発電所の

発電を停止した

8月 13日

9月5日

-新旧有沢橋の開通

富山市布瀬と有沢を結ぶ県道富山一八尾線

の神通川にかかる有沢橋の新設、旧橋の補修

工事が三年ぶりに終了し、 2つの橋とも一般

車両の通行ができるようになった。

-県産自主流通米第 1陣出荷

ことしの富山県産自主流通米の第

l陣が国鉄富山、滑川両駅か ら出発、

東京へ送り出された。

第 l陣の出荷量は72f
"で昨年より

42ι多〈、出荷日も 1日早かった。

8月 17日

9月6日

-第 2因物価問題懇談会

富山県物価問題懇談会は富山市の県

民会館で第 2回目の会合を持った。

懇談会は学識経験者、消費者団体、

生産流通関係業者ら26人の委員で構成

されているが、この日は各委員が出し

た「物価対策の提言」をめぐって活発

な意見がかわされた。

(新旧有沢橋の開通のテープカ ッ ト) (活発な意見がカ、わされる物価問題懇談会)

-富山県民父母の会

若年労働力確保と定着率の向上をはかる「

富山県民父母の会」が札幌市、稚内市、 青森

市でひらかれた。

毎年、東北、北海道から新規学卒者を迎え

ている県として、これらの父母や関係機関に

県や企業の紹介を行ない、あわせて今後の労

働事情に対処しようとするもの。ことしは八

尾のおわら踊が参加し和やかな存囲気の中で

県の P'Rがなされた。子供をあずけた父母

の中から県と企業に対する要望などが出され

た。

8月28日

9月7日

. 住みよい富山県をつくる総合計画

山山県総介|井l 発審議会は、 ~，，~S 山 di で

総会を I)"Jき「住みよい山山県を つくる

総合社画J ~を正式に決定、仁I~ 11:1知・J$-に
答 qJした。この 什IlI.uは昭和60年を白燃

にした民則のビジョンである。

来斤しい車~%イト，lt l ltlj は主念ヂト h~有、 t，~，刀 l J，i~:組
問、地域h~í の 3 つからなり、全く ~}ï. し
い観点からつくられた。このためよ十州

も「住みよい富山りI~ をつくる総介，lhlIIÎJ
と改め、いままでの行政サイドの計 I~l]

を隊長し、県 l(の旦tlf!J平と協力が~~f られる
ものにし、内容もわかりやすく峰夫な

将米嵐官にた った実現可能な，ll-lIlljが 悦

られたことなどがす、?色である。

-国際富山県人大会

海外で活躍する富山県人を故郷に招

き、新しい郷土の姿を紹介し広〈県民

との交流を深める国際富山県人大会一

(置県九O周年記念事業)は会期 7日

間にわたり開催された。

t?:H寺されたのはブラジル、アルゼン

チン、ペルー、米国カリフォルニア、

ハワイの凹カ国の県人会代表20余名

8月28日

9月8日

-水銀補償で調印

県漁連と水銀使用 6工場の補償問題は、中

田知事が仲介に入り第 1凶自の交渉をも った

( 4日)

水銀使用工場 6社は県を通じ約 5億円の補

償金制を回答したが県漁連は指否 (6日)

漁業補償 5億 526万円、漁業者が借りたつ

なぎ融資の利子 240万円を漁連に支払うほか

別途に 2億円を漁業振興資金として県に寄附、

県も 1億円以内で上のせすることで双万の話

し合いがつき覚え書きに調印した (8日)

.小中学生の県政""ス

夏休みを利用して千供たちに県の施設

を見学してもらう「小中学生のための県

政パス」は、 7月25日から 8月25日まで

の 1カ月間iこ20台のパスが運行され、県

内の小中学生約 1，000人が利用した。

8月31日

-心身障害者雇用促進のつどい

県民福祉の向上のため、教育、厚生、

労働行政が一丸とな って、障害者の雇用

を推進しようと、富山県心身障害者雇用

促進協会設立総会がひらかれた。

総会のあと、雇用促進のつどいがもた

れ、心身障害者の雇用について埋解のあ

った事業主や関係機関の表彰、講演など

があり第 l回の総会を閉じた。

(おわらを楽しむ海外在住富山県人) (心身障害者を職場にむかえた事業主の表彰)
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