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２
０
２
３
年
５
月
13
日
：
ボ
ル
フ
ァ
ー
ト
と
や
ま
）

再生可能エネルギーの推進で
安全で持続的な社会へ

〈視 点〉

　
先
だ
っ
て
、
と
や
ま
市
民
エ
ネ
ル
ギ
ー
協
議
会
の
定
期
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
所
有
す
る
３
基
の
太
陽
光
発
電
所
は
順
調
に
発
電
を
積
み
重
ね
、

２
０
１
７
年
か
ら
の
５
年
半
の
累
積
発
電
量
は
２
０
８
万
２
、０
０
０
ｋ
Ｗ
ｈ
と

な
り
、
単
年
度
換
算
で
６
９
４
世
帯
分
の
年
間
消
費
電
力
を
賄
っ
て
い
る
と
報
告

さ
れ
た
。
ま
た
、総
会
後
に
行
わ
れ
た
富
山
国
際
大
学
の
上
坂
教
授
の
講
演
で
は
、

自
ら
が
設
計
に
か
か
わ
り
稼
働
し
て
い
る
庄
川
水
系
の
小
瀬
谷
小
水
力
発
電
所

（
出
力
１
６
０
ｋ
Ｗ
）
を
例
に
小
水
力
発
電
の
開
発
の
可
能
性
が
示
さ
れ
た
。
山

間
地
域
に
発
電
所
が
あ
る
こ
と
で
発
電
電
力
を
利
用
し
た
産
業
に
も
期
待
が
膨
ら

む
。
当
然
そ
こ
に
は
雇
用
が
生
ま
れ
、
持
続
的
な
地
域
が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

大
規
模
電
源
に
頼
り
大
掛
か
り
な
開
発
を
行
っ
て
き
た
日
本
の
歴
史
を
大
転
換
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
分
散
型
の
電
源
の
配
置
は
災
害
時
に
お
い
て
も
広
範

に
電
源
を
喪
失
す
る
こ
と
が
な
く
、
地
震
や
集
中
豪
雨
な
ど
災
害
が
後
を
絶
た
な

い
日
本
に
と
っ
て
も
今
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
と
社
会
の
在
り
方
を
投
げ
か
け
て

い
る
で
は
な
い
か
。

　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
は
太
陽
光
、
水
力
に
留
ま
ら
な
い
。
入
善
沖
に
は

Ｓ
Ｅ
Ｐ
船
（
自
己
昇
降
式
作
業
台
船
）
に
よ
り
、
３
基
の
着
床
式
の
風
力
発
電
施

設
が
６
月
４
日
に
完
成
し
た
。
５
月
下
旬
に
海
岸
に
行
き
視
察
し
た
が
大
掛
か
り

な
建
設
工
事
が
関
心
を
呼
び
多
数
の
人
が
訪
れ
て
い
た
。（
※
こ
の
工
事
に
つ
い

て
は
町
役
場
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は
見

て
い
た
だ
き
た
い
。）１
基
３
、０
０
０
ｋ
Ｗ
の
風
力
発
電
所
が
３
基
設
置
さ
れ
た
。

視
察
し
た
と
き
に
は
、
す
で
に
２
基
が
完
成
し
て
お
り
幸
い
に
し
て
３
基
目
の
工

事
が
行
わ
れ
て
い
る
現
場
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
県
内
に
風
力
の
適
地
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
海
上
風
力
発
電
に
民
間
企
業

は
可
能
性
を
見
出
し
た
。
建
設
に
至
る
ま
で
は
様
々
な
調
整
が
必
要
だ
っ
た
と
考

え
る
が
、
う
ま
く
軌
道
に
乗
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
５
月
31
日
参
議
院
本

会
議
に
お
い
て
老
朽
化
し
た
原
発
の
稼
働
延
長
法
案
が
可
決
成
立
し
た
。し
か
し
、

原
発
に
頼
ら
ず
と
も
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
を
推
進
す
れ
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

高
騰
に
右
往
左
往
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
世
界
は
半
永
久
的
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
源
と
し
て
核
融
合
（
人
工
太
陽
）
を
視
野
に
入
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
日
本

も
乗
り
遅
れ
な
い
よ
う
に
安
全
な
新
た
な
電
源
を
求
め
て
開
発
を
進
め
て
欲
し
い

も
の
だ
。

公
益
社
団
法
人
富
山
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事

富
山
県
議
会
議
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
﨑
　
信
也
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し
あ
わ
せ
を
か
な
え
る

ツ
ー
ル
と
し
て
の
憲
法

富
山
大
学
学
術
研
究
部

教
育
研
究
推
進
系
准
教
授

自
治
研
セ
ン
タ
ー

し
あ
わ
せ
追
求
部
会
副
部
会
長

吉
井　

千
周
さ
ん

憲
法
を
考
え
る

三
つ
の
視
点

　

自
治
研
セ
ン
タ
ー
で
「
し
あ
わ
せ

追
求
部
会
」
の
副
部
会
長
を
拝
命

し
て
い
る
吉
井
で
す
。
昨
年

二
〇
二
二
年
の
十
月
に
富
山
大
学
に

赴
任
し
ま
し
た
。
富
山
に
は
イ
タ

イ
イ
タ
イ
病
や
全
国
的
に
話
題
に

な
っ
た
富
山
市
議
会
・
富
山
県
議

会
の
政
務
活
動
費
不
正
受
給
事
件

な
ど
、
地
域
で
の
生
活
、
す
な
わ
ち

自
治
に
つ
い
て
考
え
る
テ
ー
マ
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
富

山
の
問
題
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
法
社
会
学
と
い
う
学
問
を

専
攻
し
て
い
ま
す
。
多
く
の
方
々
に

は
聞
き
慣
れ
な
い
名
前
の
学
問
だ

と
思
い
ま
す
。
簡
単
に
言
う
と
法

制
度
が
高
度
に
整
備
さ
れ
て
い
る

現
代
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
で
も
法

律
を
使
う
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
に

つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
主
に
扱
っ
て
き
た
の
は
、
日
本
の

原
発
立
地
地
点
の
住
民
の
権
利
問

題
、
タ
イ
の
山
岳
少
数
民
族
で
す
。

近
年
は
特
に
日
本
人
の
ル
ー
ツ
と

言
わ
れ
て
い
る
モ
ン
族
と
呼
ば
れ
る

人
た
ち
の
権
利
問
題
を
中
心
に
研

究
し
て
い
ま
す
。
本
日
は
憲
法
に

関
す
る
講
演
な
の
で
す
が
、
な
ぜ

少
数
民
族
の
研
究
者
が
講
師
と
な

る
の
か
疑
問
に
思
う
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
す
が
、

海
外
の
少
数
民
族
研
究
の
立
場
か

ら
憲
法
を
語
る
と
い
う
こ
と
に
本

日
の
講
演
の
意
味
が
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
う
い
う
講
演
会
の
際

に
、
私
は
必
ず
三
つ
の
問
い
を
参
加

者
の
皆
さ
ん
に
尋
ね
て
い
ま
す
。
ま

ず
一
つ
目
の
問
い
は
「
憲
法
っ
て
大

切
で
す
か
」
と
い
う
問
い
で
す
。
ど

の
会
場
で
も
参
加
者
の
皆
さ
ん
全

員
が
「
は
い
、も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
」

と
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

で
す
が
「
な
ぜ
大
切
な
の
か
」
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
明
確
に
答
え
る
こ

と
は
実
は
難
し
い
の
で
す
。

　

次
の
問
い
は
「
憲
法
を
全
部
読

　

最
後
の
問
い
は
「
憲
法
を
守
っ
て

い
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
で
す
。
会

場
に
お
見
え
の
方
で
公
務
員
の
方

は
理
解
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す

が
、
こ
の
問
い
に
な
る
と
大
学
生
を

含
め
、「
自
分
が
憲
法
を
守
っ
て
い

る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う

方
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

こ
う
し
た
問
い
か
ら
見
え
る
の

は
、
憲
法
を
め
ぐ
る
日
本
の
不
思

議
な
現
状
で
す
。「
憲
法
は
大
切
。

し
か
し
、
読
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
し
、
自
分
が
守
っ
て
い
る
か
ど

う
か
わ
か
ら
な
い
」と
い
う
状
態
で
、

改
憲
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
憲
法
は
大
切
で
あ
り
、
そ
も

そ
も
憲
法
は
ど
の
よ
う
な
内
容
が

書
か
れ
て
お
り
、
誰
が
守
る
べ
き
な

の
で
し
ょ
う
か
。
本
日
の
講
演
は
こ

の
三
つ
の
問
い
か
ら
展
開
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

憲
法
を
守
る
の
は
誰
か

　

ま
ず
「
憲
法
を
守
っ
て
い
ま
す

か
」
と
い
う
問
い
か
ら
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。「
誰
が
憲
法
を
守
る
べ
き

ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い

う
問
い
で
す
。
こ
の
問
い
に
手
を

挙
げ
ら
れ
る
方
は
極
端
に
少
な
い

で
す
。
日
本
国
憲
法
は
、
他
の
国

の
憲
法
に
比
べ
れ
ば
分
量
が
少
な

く
、
全
文
で
わ
ず
か
一
〇
三
条
し

か
な
い
の
で
す
が
、
護
憲
派
・
改

憲
派
共
に
通
読
さ
れ
た
方
は
多
く

あ
り
ま
せ
ん
。
加
え
て
、
憲
法
に

関
す
る
専
門
家
に
よ
る
基
本
書
・

解
説
書
に
至
っ
て
は
手
に
取
っ
た

こ
と
の
な
い
方
が
ほ
と
ん
ど
で
、
憲

法
の
構
成
や
内
容
を
把
握
さ
れ
な

い
ま
ま
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
議
論
を
基
に
し
て
改
憲
の
議
論

が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
大
変
憂
慮

し
て
い
ま
す
。

な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答

え
は
、
第
九
九
条
に
〈
憲
法
の
尊

重
擁
護
義
務
〉
と
し
て
規
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

第
九
九
条　

天
皇
又
は
摂
政
及

び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁

判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ

の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義

務
を
負
ふ
。

　

つ
ま
り
、
公
務
員
及
び
そ
れ
に

類
し
な
い
一
般
の
国
民
は
憲
法
を
守

る
義
務
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
こ
の
会
場
に
い
る
方
で
公
務
員

以
外
の
方
は
憲
法
を
守
る
必
要
が

な
い
の
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
問
い

は
こ
れ
で
終
わ
る
べ
き
で
は
な
く
、

「
な
ぜ
、
私
た
ち
一
般
国
民
は
憲
法

を
守
ら
な
く
て
よ
い
の
か
」
と
い
う

こ
と
ま
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　
「
憲
法
を
守
る
の
は
誰
か
」
と
い

う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

憲
法
（
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
）

の
成
り
立
ち
か
ら
考
え
る
と
わ
か

り
や
す
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
世

講演／しあわせをかなえるツールとしての憲法 講　演
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界
で
初
め
て
の
憲
法
は
、
も
と
も
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
展
し
ま
し
た
。
当

時
、
憲
法
が
登
場
す
る
直
前
の
中

世
か
ら
近
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
た

く
さ
ん
の
国
々
が
分
裂
し
て
存
在

し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
国
で
は

人
々
の
居
住
エ
リ
ア
を
取
り
囲
む
よ

う
に
美
し
い
城
壁
が
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
美
し
い
町
並
み
を
皆

さ
ん
も
映
画
な
ど
で
ご
ら
ん
に
な
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
城
壁
は

フ
ラ
ン
ス
語
で
ブ
ル
グ（
b
o
u
r
g
）、

ド
イ
ツ
語
で
バ
ー
グ
（
b
e
r
g
）

と
呼
ば
れ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
王

侯
貴
族
に
よ
る
市
民
階
級
に
対
す

る
圧
政
に
抗
す
る
形
で
人
々
が
対

抗
し
た
遺
構
な
の
で
す
。
日
本
で

も
織
田
信
長
の
圧
政
に
対
し
て
堺

市
の
商
人
が
堀
を
築
い
て
対
抗
し

ま
し
た
。
自
分
の
稼
い
だ
財
産
を

自
分
た
ち
で
使
う
、
す
な
わ
ち
「
自

治
」
を
行
い
始
め
た
人
々
が
壁
を

造
っ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
自
治
を
始
め
た
人
々
の

こ
と
を
ブ
ル
グ
に
居
住
す
る
人
々
と

い
う
含
意
を
持
た
せ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
ジ
ー
（
b
o
u
r
g
e
o
i
s
i
e
）

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
ブ
ル
グ
の
中
に
住
む
こ
と

が
で
き
る
の
は
壁
を
構
築
で
き
る

財
産
が
あ
る
経
済
的
に
豊
か
な
人
々

の
み
で
す
。
そ
こ
で
、
ブ
ル
グ
の
中

に
住
む
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
は
シ

テ
（
c
i
t
é
）
と
い
う
土
や
木
で

作
ら
れ
た
壁
を
作
り
ま
し
た
。
こ

の
シ
テ
の
中
に
居
住
す
る
人
々
を

フ
ラ
ン
ス
語
で
シ
ト
ワ
イ
エ
ン

（
c
i
t
o
y
e
n
）
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
ブ
ル

ボ
ン
王
朝
を
倒
し
、
フ
ラ
ン
ス
初
の

憲
法
と
も
い
え
る
人
権
宣
言
を
作

る
原
動
力
と
な
っ
た
人
々
で
す
。
そ

し
て
、こ
の
c
i
t
é
と
c
i
t
o
y
e
n

が
、
英
語
の
市
（
c
i
t
y
）
及
び

市
民
（
c
i
t
i
z
e
n
）
と
い
う
言

葉
の
ル
ー
ツ
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
日
本
で
は
市
民
と
い
う
言

葉
を
地
方
自
治
体
の
市
町
村
の
市

に
住
ん
で
い
る
人
と
い
う
意
味
で

使
用
し
ま
す
。
で
す
が
、
法
律
学

も
含
め
社
会
科
学
で
は
「
市
民
」

と
は「
自
分
で
考
え
て
場
合
に
よ
っ

き
っ
か
け
の
一
つ
が
市
民
階
級
の
困

窮
を
無
視
し
た
豪
華
絢
爛
な
ベ
ル

サ
イ
ユ
宮
殿
で
の
国
費
の
浪
費
に

あ
っ
た
こ
と
を
思
い
返
し
ま
す
と
、

こ
の
規
定
は
重
要
で
す
。
ま
た
第

九
条
が
、
第
三
章
の
前
に
置
か
れ

て
い
ま
す
が
、
戦
争
を
体
験
し
た

日
本
人
は
、
人
権
が
戦
時
下
で
い

か
に
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
か

を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
人
権
は
平

和
な
状
態
で
な
け
れ
ば
保
障
さ
れ

な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
第
九
条

は
、
た
っ
た
一
条
し
か
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
第
二
章
と
し
て
第
三
章

の
前
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
憲
法
の
存
在
意
義
を

考
え
る
と
、
憲
法
の
構
造
が
こ
れ

ま
で
以
上
に
理
解
し
や
す
く
な
り

ま
す
。

　

ま
と
め
ま
す
と
、
憲
法
は
人
権

を
守
る
た
め
に
存
在
し
、
人
権
を

守
る
た
め
に
立
法
・
司
法
・
行
政

は
存
在
し
ま
す
。
逆
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
現
在
の
政
府
与
党
の
発
言

で
は
、
あ
た
か
も
日
本
を
守
る
た

め
に
国
民
が
存
在
す
る
と
い
う
よ

て
は
革
命
を
起
こ
す
、
自
律
的
な

行
動
が
で
き
る
（
＝
自
治
を
行
え

る
）
人
々
」
と
い
う
意
味
を
持
っ

て
い
ま
す
。

　

日
本
国
憲
法
で
は
「
国
民
」
と

い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、
少
な

く
と
も
現
行
の
日
本
国
憲
法
で
は
、

憲
法
の
概
念
そ
の
も
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
当
然
国
民
と
い
う
言
葉

の
中
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
言
う
と
こ

ろ
の
シ
チ
ズ
ン
「
市
民
」
と
い
う
概

念
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
験
し

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
市
民
を
圧
政

に
よ
っ
て
支
配
下
に
置
く
の
で
は
な

く
、
平
和
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家

が
一
人
で
も
多
く
「
市
民
」
が
欲
し

い
と
考
え
ま
す
。
納
税
し
、
兵
役

に
就
く
な
ど
し
て
国
家
に
貢
献
す

る
市
民
は
貴
重
な
存
在
で
す
。
た

だ
し
、
地
続
き
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
陸
路
で
自
由
に

移
動
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
そ

う
な
っ
て
く
る
と
「
も
し
あ
な
た
が

私
の
国
の
国
民
に
な
っ
て
く
れ
た

う
な
発
言
が
散
見
さ
れ
ま
す
が
、

皆
さ
ん
の
人
権
を
守
る
た
め
に
政

府
と
い
う
の
は
あ
る
の
で
す
。
だ
か

ら
こ
そ
憲
法
を
守
る
の
は
私
た
ち

国
民
で
は
な
く
、
国
な
の
で
す
。

憲
法
は
な
ぜ
大
切
な
の
か

　

こ
う
し
た
憲
法
を
さ
ら
に
深
く

理
解
す
る
た
め
に
ぜ
ひ
確
認
し
て

い
た
だ
き
た
い
の
が
第
九
七
条
で

す
。第

九
七
条　

こ
の
憲
法
が
日
本

国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権

は
、
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自

由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
つ

て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去

幾
多
の
試
錬
に
堪
へ
、
現
在
及

び
将
来
の
国
民
に
対
し
、
侵
す

こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利

と
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

　

こ
の
第
九
七
条
は
〈
実
質
的
最

高
法
規
性
〉
と
呼
ば
れ
る
規
定
で

す
が
、
現
代
の
日
本
語
で
書
か
れ

た
文
章
の
う
ち
、
最
も
美
し
い
文

ら
、
こ
れ
だ
け
の
権
利
を
差
し
上

げ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
代
わ
り
こ
れ
だ

け
の
義
務
は
守
っ
て
ね
」
と
い
う
形

で
、
国
民
と
国
家
と
の
間
で
契
約

を
締
結
し
ま
す
。
そ
の
と
き
に
交

わ
さ
れ
る
契
約
書
が
「
憲
法
」
の

正
体
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
契

約
を
結
ん
で
人
々
の
権
利
を
保
障

す
る
代
わ
り
に
、
国
民
と
し
て
皆

さ
ん
に
登
録
し
て
い
た
だ
く
以
上
、

憲
法
を
守
る
の
は
国
の
側
で
あ
り
、

私
た
ち
国
民
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
そ
の
憲
法
は
、
顔
の
見
え

な
い
国
民
と
い
う
存
在
で
は
な
く
、

個
々
の
人
格
を
持
っ
た
皆
さ
ん
お
一

人
お
ひ
と
り
と
国
の
間
で
締
結
さ

れ
た
契
約
書
で
あ
る
と
見
な
す
べ

き
で
し
ょ
う
。

契
約
書
と
し
て
の

日
本
国
憲
法

　

さ
て
、「
憲
法
を
全
文
読
ん
だ
こ

と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に

対
す
る
皆
さ
ん
の
回
答
と
し
て
、

「
憲
法
が
複
雑
で
よ
く
わ
か
ら
な

講演／しあわせをかなえるツールとしての憲法

い
」
と
い
う
感
想
を
耳
に
し
ま
す
。

し
か
し
、
契
約
書
と
し
て
の
憲
法

を
意
識
し
な
が
ら
憲
法
を
読
む
と
、

憲
法
全
体
の
章
立
て
や
、
憲
法
全

体
の
大
き
な
流
れ
が
わ
か
り
ま
す
。

　

現
在
日
本
で
は
義
務
教
育
の
段

階
で
、
憲
法
の
仕
組
み
（
三
権
分

立
や
、
立
法
・
行
政
・
司
法
の
仕

組
み
）
を
学
び
ま
す
。
実
際
、
高

校
受
験
で
も
こ
れ
ら
の
知
識
は
よ

く
問
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
生
徒
た

ち
は
国
家
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
例

え
ば
両
議
院
の
解
散
の
可
否
・
任

期
な
ど
も
非
常
に
よ
く
知
っ
て
い
ま

す
。
で
す
が
憲
法
が
最
も
重
き
を

置
い
て
い
る
の
は
、
人
権
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
こ
と
は
お
ま
け
で
書

か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
実
際

に
憲
法
を
読
み
ま
す
と
、
国
民
の

権
利
（
＝
人
権
）
に
つ
い
て
書
か
れ

た
第
三
章
の
み
で
第
一
〇
条
か
ら
第

四
〇
条
ま
で
全
体
の
約
三
割
を
費

や
し
て
い
ま
す
。
第
四
章
以
下
は

憲
法
学
で
は
「
統
治
機
構
論
」
と

い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
憲
法
の

冒
頭
で
政
府
は
国
民
に
人
権
を
保

障
し
、
そ
の
国
民
の
人
権
を
守
る

に
あ
た
り
、
第
四
章
以
下
の
立
法
・

行
政
・
司
法
と
い
っ
た
国
の
組
織
を

規
定
し
て
い
る
の
で
す
。

　

な
お
第
一
章
の
天
皇
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
伝
統
と
し
て
、
王
室
・
皇

室
を
存
続
さ
せ
る
立
場
を
と
っ
た

以
上
、
彼
ら
の
責
任
と
国
民
の
責

任
を
明
確
に
分
け
る
た
め
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

人権論部分と統治機構論部分の概念図

第１章　天皇（第１条～第８条）　� 人権論
第２章　戦争の放棄（第９条）
第３章　国民の権利及び義務（第10条～第40条）
第４章　国会（第41条～第64条）
第５章　内閣（第65条～第75条）
第６章　司法（第76条～第82条）
第７章　財政（第83条～第91条）
第８章　地方自治（第92条～第95条）
第９章　改正（第96条）
第10章　最高法規（第97条～第99条）　� 統治機構論第11章　補則（第100条～第103条）
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章
の
一
つ
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

第
九
七
条
が
示
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
憲
法
に
書
い
て
あ
る
人
権
は
、

人
類
が
長
年
に
わ
た
っ
て
よ
う
や
く

の
思
い
で
た
ど
り
着
い
た
真
理
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
戦
後
に
ア
メ

リ
カ
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
長

い
人
類
全
体
の
歴
史
を
経
て
認
め

ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
差
別
禁
止
に
つ

い
て
記
さ
れ
た
第
一
四
条
の
規
定
は

次
の
と
お
り
で
す
。

第
一
四
条　

す
べ
て
国
民
は
、
法

の
下
に
平
等
で
あ
つ
て
、
人
種
、

信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又

は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経

済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い

て
、
差
別
さ
れ
な
い
。

　

実
際
、
私
た
ち
の
国
で
は
第
二

次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
ま
で
、
女

性
だ
と
い
う
理
由
だ
け
で
参
政
権

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
代
の
日

本
で
「
女
性
に
は
選
挙
権
が
な
く

て
当
た
り
前
だ
」
と
考
え
て
い
る

方
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
性
別
を
問
わ
ず
に
権
利
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
は
、
長
年
の
人
類
の
歴

史
の
中
で
た
ど
り
着
い
た
事
実
で

あ
り
、
真
理
だ
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と

が
当
た
り
前
と
言
え
る
よ
う
に
な

る
ま
で
に
、
世
界
で
多
く
の
血
が
流

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
差
別
さ
れ
て
い

た
の
は
女
性
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
昭
和
初
期
ま
で
日
本
で
は
人

身
売
買
が
あ
り
、
ほ
ん
の
一
五
〇
年

前
の
江
戸
時
代
で
は
身
分
差
別
も

あ
り
ま
し
た
。
い
え
、
現
在
も
多

く
の
差
別
は
温
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
性
別
に
し
ろ
、
性

的
指
向
に
し
ろ
、
ま
た
は
国
籍
に

し
ろ
、
何
一
つ
自
分
で
選
ん
で
生
ま

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
誰
一
人

自
分
の
責
任
に
よ
ら
な
い
こ
と
で
差

別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ

の
憲
法
に
書
か
れ
て
い
る
人
権
は
、

人
類
が
当
た
り
前
の
こ
と
を
当
た

り
前
の
よ
う
に
言
え
る
よ
う
に

な
っ
た
積
み
重
ね
の
成
果
が
書
い
て

あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
れ
ま
で
の
人

ま
し
た
。
日
本
で
は
禁
止
さ
れ
て
い

た
幼
児
買
春
を
、
日
本
人
と
ル
ー

ツ
が
同
じ
で
、
風
貌
が
似
て
い
る
山

地
民
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
一
部

の
日
本
人
が
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が

Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
、
命
を
落
と
し

ま
し
た
。

　

国
境
を
越
え
て
し
ま
え
ば
、
日

本
に
お
け
る
人
権
は
通
用
し
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。
い
い
え
、
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
日

本
国
憲
法
に
書
か
れ
て
い
る
人
権

が
「
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
努
力

の
成
果
」
で
あ
る
以
上
、
世
界
の
ど

こ
に
い
て
も
人
権
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
を
考
え
る

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
む
し
ろ
タ

イ
の
山
中
で
、
人
権
と
は
何
か
、
人

は
ど
う
い
う
権
利
を
持
っ
て
い
る
か

と
い
う
の
を
考
え
た
ほ
う
が
、
こ
の

い
び
つ
な
日
本
社
会
に
対
し
て
適

切
に
提
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ま
で
、
学
生
た
ち
か
ら
ご

く
素
朴
な
疑
問
と
し
て
、「
ど
う
し

類
の
成
果
で
あ
る
人
権
規
定
が
書

か
れ
て
い
る
か
ら
、
憲
法
は
大
切
な

の
だ
と
第
九
七
条
は
述
べ
て
い
る
の

で
す
。

　

そ
の
上
で
、
次
世
代
へ
の
責
任
に

つ
い
て
も
第
九
七
条
は
言
及
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
人
類
が
よ
う
や

く
の
思
い
で
手
に
入
れ
た
権
利
に
つ

い
て
、
今
と
同
じ
か
、
も
っ
と
よ
い

状
態
に
し
て
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て

く
る
私
た
ち
の
子
孫
に
対
し
て
残

し
て
い
け
る
よ
う
、
私
た
ち
は
信
頼

さ
れ
託
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は

憲
法
を
通
し
、
こ
れ
ま
で
の
人
類
の

歴
史
を
担
う
と
と
も
に
、
次
世
代

へ
の
架
け
橋
に
な
る
の
で
す
。

　

メ
デ
ィ
ア
で
は
日
本
国
憲
法
に

書
か
れ
て
い
る
こ
う
し
た
人
権
に
つ

い
て
、「
押
し
つ
け
憲
法
」
と
い
う

評
価
を
下
す
主
張
が
散
見
さ
れ
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
を
経
由
し
て
日
本
に

入
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事

実
で
す
が
、
人
類
の
歴
史
の
規
模

で
考
え
る
と
、
人
類
の
努
力
の
成

果
が
ア
メ
リ
カ
を
経
由
し
て
入
っ
て

き
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
残
念
な
こ

て
差
別
は
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う

か
」
と
い
っ
た
質
問
を
受
け
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
こ
う
し

た
問
い
に
、
法
学
者
や
政
治
家
が

法
律
論
で
「
憲
法
に
差
別
禁
止
の

規
定
が
あ
る
か
ら
…
」
と
答
え
る

よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
方
の
人
間

性
が
疑
わ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
人
を
差
別
し
て
は
い
け
な
い

の
は
、「
人
間
の
誰
も
が
他
の
誰
か

を
そ
の
人
の
変
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
特
性
を
も
っ
て
差
別
し
て
は
い
け

な
い
か
ら
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の

理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。〈
自
然
法
〉

と
い
い
ま
す
が
、
誰
も
が
生
ま
れ
な

が
ら
有
し
て
い
る
権
利
で
あ
っ
て
憲

法
や
法
の
問
題
で
は
な
い
の
で
す
。

差
別
を
禁
止
す
る
規
定
が
書
か
れ

て
い
る
第
一
四
条
を
読
ん
で
「
そ
う

か
差
別
は
い
け
な
い
の
か
！
さ
す
が

日
本
国
憲
法
に
は
良
い
こ
と
が
書

い
て
あ
る
。
初
め
て
知
っ
た
！
」
と

い
う
方
が
こ
の
会
場
の
中
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

実
は
、
憲
法
に
差
別
の
禁
止
が

書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
本
来
な
ら
ば

と
に
、
自
民
党
の
草
案
で
は
第

九
七
条
が
全
て
削
除
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
皆
さ
ん
に
は
ぜ
ひ
知
っ
て
お
い

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

人
権
の
普
遍
性

　

ど
う
し
て
タ
イ
の
山
岳
民
族
の

研
究
を
し
て
い
る
私
の
よ
う
な
者

が
皆
さ
ん
に
憲
法
の
講
演
を
行
う

の
か
。
そ
の
意
味
も
今
な
ら
皆
さ

ん
は
お
わ
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
国
憲
法
に
書
い
て
あ
る
人

権
と
い
う
の
は
、
人
類
の
多
年
に
わ

た
る
努
力
の
成
果
で
す
。
そ
れ
は

憲
法
前
文
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、

日
本
人
だ
け
が
享
受
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
国
の
人
の
人

権
も
簡
単
に
奪
わ
れ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。

　

少
し
だ
け
私
の
研
究
テ
ー
マ
の

背
景
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
か
つ
て
、
日
本
は
バ
ブ
ル
経
済

の
時
代
に
、
多
く
の
日
本
人
が
山

岳
民
族
の
未
成
年
者
を
買
春
の
対

象
と
し
て
、
タ
イ
北
部
を
訪
れ
て
い

講演／しあわせをかなえるツールとしての憲法
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を
占
め
た
い
と
思
う
。」
と
い
う
一

文
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
抽
象
的
な

言
葉
を
具
体
的
に
み
な
さ
ん
の
周

り
に
起
き
て
い
る
現
象
で
置
き
換

え
て
み
て
ほ
し
い
で
す
。「
圧
迫
と

偏
狭
」
の
中
身
は
、「
女
性
が
女
性

と
い
う
だ
け
で
家
事
労
働
に
従
事

さ
せ
ら
れ
た
り
、
大
学
進
学
が
狭

め
ら
れ
て
い
る
現
状
」で
あ
っ
た
り
、

「
自
認
す
る
性
が
認
め
ら
れ
ず
に
、

異
性
間
パ
ー
ト
ナ
ー
に
認
め
ら
れ

る
権
利
が
認
め
ら
れ
ず
に
い
る
現

状
」
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

憲
法
の
言
葉
を
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
の
文
脈
で
読
み
直
し
、
私
た
ち
一

人
ひ
と
り
が
こ
の
日
本
国
と
ど
う
い

う
契
約
を
結
ん
で
い
る
か
を
確
認

し
な
が
ら
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

憲
法
を
見
る
視
点
が
明
ら
か
に
変

わ
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

幸
福
追
求
権

　

本
日
の
最
後
に
皆
さ
ん
に
〈
幸

福
追
求
権
〉
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て

い
る
第
一
三
条
に
つ
い
て
お
話
し
さ

せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

と
て
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
な
の
で

す
。「
差
別
を
し
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
こ
ん
な
当
た
り
前
の
こ
と
す

ら
守
れ
な
い
状
態
を
国
が
放
置
し

て
い
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
憲
法
に
差

別
禁
止
を
書
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
第

九
七
条
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
、
人

類
の
多
年
に
わ
た
る
努
力
の
成
果

で
あ
る
こ
の
憲
法
規
定
を
簡
単
に

変
え
て
は
な
ら
ず
、
次
の
世
代
に

受
け
継
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
改
憲
に
つ
い
て
は
、
硬

性
憲
法
で
あ
り
、
法
律
を
変
え
る

と
き
よ
り
も
厳
し
い
手
続
き
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

非
常
に
残
念
な
こ
と
に
、
衆
議

院
だ
け
で
な
く
、
参
議
院
で
も
三

分
の
二
が
改
憲
派
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
い
つ
で
も
憲
法
改
正
の
発

議
が
で
き
る
状
態
で
す
。
改
憲
に

は
も
ち
ろ
ん
国
民
投
票
に
か
か
り

ま
す
の
で
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が

そ
れ
に
対
し
て
意
思
表
示
を
す
る

機
会
は
残
っ
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち

は
時
の
政
府
が
改
変
し
な
い
よ
う

第
一
三
条　

す
べ
て
国
民
は
、
個�

人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、

自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る

国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公

共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、

立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、

最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。

　

こ
の
条
文
を
読
ん
で
、
不
思
議

に
思
い
ま
せ
ん
か
。
な
ぜ「
幸
福
権
」

で
な
く
、「
幸
福
追
求
の
権
利
」
な

の
で
し
ょ
う
。
手
っ
取
り
早
く
国
は

「
幸
福
」
を
与
え
て
く
れ
れ
ば
良
い

の
に
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

　

し
か
し
そ
れ
で
は
だ
め
で
、
絶

対
に
幸
福
「
追
求
権
」
で
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
の
幸
福
の
形
が
違
う
か

ら
で
す
。
国
が
一
方
的
に
国
民
一
人

ひ
と
り
の
幸
福
を
規
定
し
て
し
ま

う
こ
と
が
ど
れ
だ
け
多
く
の
国
民

を
不
幸
に
し
た
か
私
た
ち
は
戦
中

の
経
験
を
通
し
て
知
っ
て
い
ま
す
。

「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い

う
言
葉
と
と
も
に
召
集
令
状
（
赤

紙
）
を
受
け
取
っ
た
方
々
が
、
個
々

に
憲
法
に
書
か
れ
た
人
権
を
守
ら

せ
る
意
識
が
大
切
で
す
。

立
憲
主
義
と
憲
法
前
文

　

こ
れ
ま
で
お
話
し
し
た
よ
う
な

憲
法
の
仕
組
み
を
集
約
し
た
考
え

方
を
立
憲
主
義
と
い
い
ま
す
。
私

た
ち
国
民
は
、
憲
法
を
使
っ
て
国

家
に
対
し
て
制
限
を
加
え
ま
す
。

日
本
政
府
は
私
た
ち
と
こ
う
い
う

約
束
を
し
た
か
ら
守
っ
て
く
だ
さ

い
、
と
国
に
対
し
て
命
令
し
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
国
民
の

皆
さ
ん
と
の
約
束
で
あ
る
憲
法
を

守
る
た
め
に
法
律
を
制
定
さ
せ
て

く
だ
さ
い
、
と
い
う
形
で
法
律
を
制

定
し
ま
す
。

　

例
え
ば
〈
社
会
権
〉
と
し
て
知

ら
れ
る
第
二
五
条
を
例
と
し
て
説

明
し
ま
し
ょ
う
。

第
二
五
条　

す
べ
て
国
民
は
、

健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の

生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。

　

第
二
五
条
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
に
は
な
い
も
の

人
の
幸
福
を
捨
て
、
国
の
考
え
る

単
一
の
「
幸
福
」
の
た
め
に
「
喜
ん

で
」
命
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
ハ
ン
セ
ン
病
の
方
へ
の
隔
離
政

策
な
ど
も
そ
の
一
端
で
し
ょ
う
。
し

か
し
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
幸
福
の
形
が
あ
り
、
国
家

に
統
一
さ
れ
た
幸
福
を
押
し
つ
け
ら

れ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

幸
福
権
で
は
な
く
幸
福
追
求
権
で

な
い
と
だ
め
な
の
で
す
。

　

こ
の
幸
福
追
求
権
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲

法
修
正
第
九
条
で
す
。

◦�

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
修
正
第

九
条

こ
の
憲
法
の
中
に
特
定
の
権
利

を
列
挙
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、

国
民
の
保
有
す
る
他
の
権
利
を

否
定
し
ま
た
は
軽
視
し
た
も
の

と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

憲
法
に
書
い
て
あ
る
権
利
は
、

あ
く
ま
で
も
例
示
で
あ
り
、
書
い

て
い
な
い
権
利
に
つ
い
て
も
私
た

ち
は
主
張
で
き
る
と
い
う
規
定
で

で
し
た
。
当
時
の
帝
国
議
会
の
メ
ン

バ
ー
が
起
草
し
た
条
文
で
す
。
国

民
と
約
束
し
た
第
二
五
条
を
守
る

た
め
に
、
例
え
ば
様
々
な
施
設
を

作
り
、
補
助
制
度
を
創
設
し
ま
す
。

し
か
し
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を

送
る
た
め
に
は
、
例
え
ば
自
動
車

が
制
限
速
度
の
な
い
ま
ま
ビ
ュ
ン

ビ
ュ
ン
走
っ
て
か
ま
わ
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
私
た
ち
が

健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
送
れ
ま

せ
ん
の
で
、
道
路
交
通
法
を
制
定

し
ま
す
。
ま
た
日
常
生
活
を
送
る

た
め
に
必
要
な
リ
テ
ラ
シ
ー
を
全

国
民
に
与
え
る
た
め
に
、
学
校
教

育
法
を
制
定
し
、
小
中
学
校
の
義

務
教
育
を
国
民
に
提
供
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
国
民
は
憲
法
で
国
に

約
束
さ
せ
、
憲
法
の
範
囲
内
で
国

家
は
法
律
を
つ
く
る
。
こ
の
サ
イ
ク

ル
を
立
憲
主
義
と
い
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
立
憲
主
義
の
思
想
を

端
的
に
ま
と
め
て
あ
る
の
が
憲
法

前
文
で
す
。
私
た
ち
国
民
の
一
人
ひ

と
り
と
締
結
し
た
契
約
が
コ
ン
パ
ク

ト
に
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
。
で
き

す
。
憲
法
に
は
全
て
を
網
羅
的
に

書
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
守

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

世
の
中
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

憲
法
に
書
い
て
あ
る
こ
と
だ
け
を

認
め
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
の
が
、
こ
の
修
正
第
九

条
の
中
身
で
す
。

　

こ
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
修

正
第
九
条
を
う
け
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
の
第
一
二
条
が

作
ら
れ
、
さ
ら
に
当
時
の
帝
国
議

会
の
衆
議
院
と
貴
族
院
で
修
正
・

議
決
を
経
た
も
の
が
第
一
三
条
に
な

り
ま
し
た
。
現
行
の
日
本
国
憲
法

が
誇
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
個
々
人

の
望
む
方
向
に
幸
福
を
主
張
で
き

る
点
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
第
一
三
条
は
、
憲
法
の
時

代
的
変
化
に
も
対
応
で
き
る
よ
う

憲
法
の
言
葉
を
解
し
て
、
新
し
い

権
利
を
認
め
る
根
拠
と
も
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
第
一
三
条
の
役
割
に
つ

い
て
、
憲
法
学
者
の
樋
口
陽
一
先
生

は
、『
憲
法
』
と
い
う
著
書
の
中
で
、

「
ど
う
し
て
憲
法
一
三
条
が
入
っ
て

れ
ば
こ
の
前
文
を
、
誰
か
の
解
釈

に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
ご
自
身
が

こ
の
国
と
ど
の
よ
う
に
契
約
を
結

ん
で
い
る
の
か
再
度
確
認
し
な
が

ら
、
言
葉
を
補
い
な
が
ら
読
み
返

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
前
文
に
は
、「
わ
れ
ら
は

平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、

圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に

除
去
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
国
際

社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位

講演／しあわせをかなえるツールとしての憲法

憲 法

国 民制限

制限国 家

法 律

立憲主義概念図
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法
で
も
こ
れ
ら
の
こ
と
は
実
現
可

能
な
の
で
す
。
現
行
の
憲
法
に
お
い

て
も
改
憲
な
し
に
十
分
実
行
で
き

る
事
柄
に
つ
い
て
、
改
憲
な
し
に
実

現
不
可
能
で
あ
る
と
偽
り
改
憲
を

扇
動
す
る
こ
と
は
、
研
究
者
と
し

て
、
い
え
第
九
七
条
に
示
さ
れ
た

信
託
さ
れ
た
現
在
の
日
本
国
民
の
一

人
と
し
て
で
き
な
い
の
で
す
。

憲
法
を
護
る
と
い
う
こ
と

　

こ
の
条
文
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
幸
福
追
求
権
の
第

一
三
条
を
支
え
る
第
一
二
条
が
あ
り

ま
す
。

第
一
二
条　

こ
の
憲
法
が
国
民

に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、

国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
つ
て
、

こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
又
、
国
民
は
、
こ
れ
を

濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

つ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た

め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を

負
ふ
。

　

つ
ま
り
私
た
ち
国
民
は
、〈
不
断

の
努
力
〉、
国
民
の
絶
え
る
こ
と
の

な
い
努
力
に
よ
っ
て
、
日
本
国
憲
法

を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
は
第
一
三
条
に
規
定
さ
れ

て
い
る
と
お
り
幸
福
を
追
求
す
る

権
利
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
国

と
の
約
束
で
、
私
た
ち
は
国
に
「
私

の
幸
福
を
追
求
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」

と
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
そ
の
た
め
に
は
第
一
二
条
に
あ

る
と
お
り
不
断
の
努
力
が
必
要
な

の
で
す
。
こ
れ
は
国
民
の
第
四
の
義

務
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

憲
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
七
〇

年
以
上
の
月
日
が
経
ち
な
が
ら
も
、

日
本
で
は
残
念
な
が
ら
憲
法
で
約

束
さ
れ
た
こ
と
が
ま
だ
実
現
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
差
別
禁
止
の
第
一
四

条
が
あ
る
一
方
で
、
女
性
差
別
は
未

だ
に
根
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。
ほ
ん

の
数
年
前
に
は
大
学
の
医
学
部
で
、

女
性
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で

合
格
基
準
が
厳
し
く
な
っ
た
事
例

も
発
覚
し
ま
し
た
。ま
た
、ウ
ィ
シ
ュ

マ
さ
ん
の
事
件
は
、
典
型
的
な
外

国
人
差
別
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し

て
、そ
の
一
方
で
、東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
関
係
者
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
発
覚
し
ま
し
た
。
私
た
ち
に

は
不
断
の
努
力
で
ま
ず
は
「
国
民

と
の
契
約
で
あ
る
憲
法
を
守
れ
」

と
国
に
主
張
す
る
こ
と
が
大
切
な

の
で
す
。

　

本
日
は
「
幸
せ
を
か
な
え
る
ツ
ー

ル
と
し
て
の
憲
法
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ

は
絶
え
る
こ
と
の
な
い
私
た
ち
の
努

力
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
か
な

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
こ
の
国

の
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
国
と
ど
う
い

う
契
約
を
結
ん
で
い
る
か
常
に
考

え
て
、
問
い
直
す
行
為
で
す
。

　
「
幸
せ
を
か
な
え
る
」
こ
と
は
国

民
一
人
ひ
と
り
に
与
え
ら
れ
た
権
利

で
す
。「
私
が
日
本
と
ど
う
い
う
契

約
を
結
ぶ
か
は
、私
が
決
め
る
」
と
、

皆
さ
ん
の
思
う
幸
せ
を
追
求
す
る

た
め
の
道
具
が
憲
法
な
の
で
す
。
そ

し
て
、
支
持
政
党
の
リ
ー
ダ
ー
よ
り

も
、
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
有
名

人
よ
り
も
、「
私
の
ほ
う
が
私
と
国

い
る
か
と
い
う
と
、
二
つ
の
意
味
が

あ
る
。
一
つ
は
、
一
三
条
を
根
拠
に

人
権
が
補
完
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。

そ
し
て
二
つ
目
に
、
新
し
い
人
権
が

認
め
ら
れ
る
と
い
う
、
こ
の
効
果
が

一
三
条
に
は
含
ま
れ
て
い
る
」、「
他

の
列
挙
さ
れ
た
諸
権
利
の
意
味
を

補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
言
わ
ば

他
の
権
利
状
況
＝
特
別
法
に
対
す

る
一
般
法
の
関
係
に
立
つ
」
と
説
明

し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
日
本
は
、
日
本
中
が
焼
け
野
原

に
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
日
本
に

は
環
境
権
と
い
う
発
想
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
今
日
の
よ

う
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
も
な

く
、
ま
た
医
療
に
関
す
る
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
な
ど
の
自

己
決
定
権
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
改

憲
論
者
の
方
々
は
、「
だ
か
ら
新
し

い
権
利
を
憲
法
に
書
く
必
要
が
あ

る
か
ら
改
憲
が
必
要
だ
」
と
主
張

し
ま
す
。
い
い
え
、
ま
っ
た
く
間
違

と
の
契
約
は
饒
舌
に
語
れ
る
」
よ

う
に
な
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
一

人
ひ
と
り
が
結
ん
で
い
る
契
約
が

違
う
の
で
す
か
ら
。

　

冒
頭
に
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

私
た
ち
は
憲
法
を
守
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
憲
法
を
「
守
る
」
の

は
国
で
す
。
で
す
が
、私
た
ち
は「
護

る
（
ま
も
る
）」
こ
と
が
必
要
で
す
。

「
護
る
」
は
大
切
に
す
る
と
い
う
意

味
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
国
に
対
し
て
一
条
一

条
を
ち
ゃ
ん
と
「
守
ら
せ
」、
そ
の

上
で
私
た
ち
は
こ
の
契
約
書
を
大

切
に
護
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
も

う
一
度
、
皆
さ
ん
が
国
と
結
ん
で
い

る
契
約
を
見
つ
め
直
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
幸
福
を
求
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が

「
護
憲
」
に
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

　

�

※�

こ
の
文
章
は
、
五
月
一
三
日
に
開
催
さ

れ
た
富
山
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン

タ
ー
研
究
会
の
内
容
を
文
字
起
こ
し

し
、
読
者
の
理
解
が
深
ま
る
よ
う
加

筆
・
再
構
成
し
た
も
の
で
す
。

え
て
い
ま
す
。
実
は
時
代
の
変
化

に
応
じ
、
新
し
い
人
権
が
認
め
る

必
要
性
が
出
て
き
た
と
き
に
、
第

一
三
条
の
幸
福
追
求
権
を
基
盤
と

し
て
、
新
し
い
人
権
を
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
憲
法
制
定
時
に
設
計
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

　

な
る
ほ
ど
、
現
行
憲
法
に
は
、

環
境
権
の
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
第
一
三
条
に
幸
福
追
求
権

が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
幸
せ
を
追

求
す
る
た
め
に
は
、
汚
れ
て
い
な

い
水
を
飲
み
、
汚
れ
て
い
な
い
空

気
を
吸
う
権
利
が
あ
る
、
と
新
し

い
人
権
を
認
め
る
根
拠
に
な
る
の

で
す
。

　

誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
申
し

上
げ
ま
す
と
、
私
自
身
は
憲
法
の

語
句
を
一
言
一
句
変
え
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
立
場
に
立
つ
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
大
学
ま
で
の
無
償

化
、
同
性
婚
の
認
可
な
ど
に
つ
い
て

も
憲
法
の
レ
ベ
ル
で
記
載
し
て
も
良

い
「
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
立
場

に
立
ち
ま
す
。
で
す
が
、
第
一
三
条

を
利
用
す
る
こ
と
で
、
現
行
の
憲

講演／しあわせをかなえるツールとしての憲法

[包括的権利条項としての憲法13条解釈]
　憲法の権利保障規定は、その憲法が制定された時代を反映して、それぞれの権利を列挙している。
　必ずしも憲法改正や新憲法の制定によるまでもなく、憲法解釈を通して、新しい権利が憲法上の存在と目されるよう
になることは、少なくない。アメリカ合衆国憲法修正9条は、「この憲法に一定の権利を列挙したことをもって、人民の
保有する他の諸権利を否定しまたは軽視したものと解釈してはならない」と定めている。
　憲法13条後段による「生命、自由及び幸福追求の権利」への言及が、そのような文脈で問題とされる。この権利は、まず、
他の列挙された諸権利の意味を補完するものとして、いわば、他の権利条項=特別法に対する一般法の関係に立つ1と見
ることができる。特に、自由権に属する諸権利との関係でそうであり（社会権については25条も同様な意味を持つこと
が考えられる）、例えば、職業選択の自由について、経済的自由としての側面だけでなく、13条と関連づけることによって、
人格の自律という要素を読みとることができるだろう。
　つぎに、新しい権利類型をひき出すための手がかりとして、幸福追求権が援用される。
　古典的な自由権に加えて社会権が登場し、自由権自体についても、国家からの自由だけでなく私人間の自由、妨害排
除だけでなく国家による積極的措置などの側面が問題とされるようになる、という展開の延長線上にあって、今日的課
題への対応の中から要求される新しい諸権利（人によっては自由権、社会権につぐ「第三世代の人権」と呼ぶもの）を
憲法上根拠づけることは、重要な意味を持っている。しかしその反面、「人権のインフレ化」による価値下落現象がお
こる危険性、裁判官の主観的な判断の余地を過大にするおそれ、などの問題点をも考慮に入れなければならない2。国
家からの自由として新しい権利類型を承認するという場合には、そのことによって公権力への制約が強まる効果を生ず
るだけであるが、他の私人への強制の要素を含む権利が創出されるときには、特に慎重な考慮が必要となる。
樋口陽一（2021）『憲法　第四版』勁草書房

１： 他の条文で規定されている人権については、それらの条文によって保障されるという立場を保ちつつ、個別の人権が妥当しない場合に限って
13条が適用される（補完的保障説）。

２： 新しい人権の概念を時代に応じて生み出すという発想は、「時の裁判官が状況に応じて生み出すこと」にも繋がりかねないため、慎重に対応
すべき必要がある。モンテスキューは裁判官の役割を「法を語る口」に限定するという立場を取った。

樋口陽一氏による憲法13条の解説
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１ 

市
の
概
要

　

小
矢
部
市
は
富
山
県
の
西
端
に

位
置
し
、
高
岡
市
、
砺
波
市
、
南

砺
市
、
石
川
県
金
沢
市
及
び
津
幡

町
と
接
し
て
い
ま
す
。

　

市
の
西
北
部
は
標
高
３
４
６
ｍ

の
稲
葉
山
を
は
じ
め
と
す
る
丘
陵

地
帯
で
、
東
南
部
は
砺
波
平
野
の
一

角
を
占
め
る
水
稲
単
作
の
穀
倉
地

帯
で
す
。
小
矢
部
市
に
お
け
る
最

大
河
川
の
小
矢
部
川
は
、
南
か
ら

北
北
東
に
向
か
っ
て
市
域
を
貫
流

し
て
い
ま
す
。

　

人
口
は
２
０
２
３
年
４
月
時
点

で
２
８
、４
０
０
人
余
り
で
あ
り
、

市
内
に
は
世
界
中
の
有
名
な
城
や

宮
殿
な
ど
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
公
共

施
設
（
小
中
学
校
や
公
民
館
）、
通

称
メ
ル
ヘ
ン
建
築
が
30
カ
所
以
上
あ

る
こ
と
か
ら
、「
メ
ル
ヘ
ン
の
街
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

２ 

事
業
創
設
の
経
緯

　

お
や
べ
型
１
％
ま
ち
づ
く
り
事

業
は
、
２
０
０
６
年
に
個
人
市
民

税
の
１
％
を
市
民
に
還
元
す
る
仕

組
み
と
し
て
、
市
民
活
動
を
支
援

す
る
た
め
の
助
成
制
度
を
創
設
で

き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
検
討
を

開
始
し
ま
し
た
。

　

当
時
の
先
進
地
の
事
例
を
参
考

に
、
市
民
が
主
体
と
な
る
ま
ち
づ

く
り
会
議
で
補
助
金
交
付
要
綱
案

を
策
定
す
る
な
ど
、
そ
の
制
度
づ

く
り
か
ら
市
民
と
一
体
と
な
っ
て
取

り
組
み
、
事
業
の
審
査
や
検
証
も

そ
の
会
議
で
実
施
す
る
制
度
と
し

ま
し
た
。

　

２
０
０
８
年
４
月
に
、
市
民
と

行
政
と
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
す
る
「
お
や
べ
型
１
％
ま
ち
づ

く
り
会
議
（
現
・
お
や
べ
型
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
会
議
）」
を
設
置
し
、

同
年
９
月
に
は
会
議
か
ら
の
提
言

を
受
け
、「
お
や
べ
型
１
％
ま
ち
づ

く
り
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
」
を

制
定
し
、
２
０
０
９
年
度
か
ら
事

業
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

事
業
開
始
以
降
は
市
民
の
要
望

を
受
け
止
め
、
よ
り
利
用
し
や
す

い
事
業
と
な
る
よ
う
に
お
や
べ
型

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
会
議
に
お
い

て
、
事
業
募
集
期
間
や
補
助
対
象

経
費
等
の
見
直
し
を
検
討
し
な
が

ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
毎
年
、
先
進
的
な
取
り

組
み
や
模
範
的
な
事
業
を
優
良
事

例
と
し
て
表
彰
し
、
他
の
団
体
に

向
け
て
発
表
い
た
だ
く
こ
と
で
、
団

体
ど
う
し
の
情
報
共
有
を
行
い
、

活
性
化
を
促
し
て
い
ま
す
。

３ 

事
業
の
概
要

　

補
助
対
象
と
な
る
事
業
は
、「
公

共
性
及
び
市
民
の
労
力
提
供
が
あ

り
、
か
つ
、
他
の
補
助
金
等
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
事
業
」
で
す
。

自治体報告

お
や
べ
型
１
％
ま
ち
づ
く
り

事
業
に
つい
て�

小
矢
部
市
定
住
支
援
課

花
の
植
栽
事
業
、
地
域
活
性
化
イ

ベ
ン
ト
、
道
路
・
公
園
の
除
草
事
業
、

子
ど
も
の
見
守
り
事
業
、
福
祉
施

設
等
の
慰
問
事
業
、
青
少
年
を
対

象
と
し
た
講
演
会
・
イ
ベ
ン
ト
、
タ

ブ
レ
ッ
ト
講
座
開
催
事
業
な
ど
多

岐
に
わ
た
り
ま
す
。

　

補
助
金
額
は
、
補
助
対
象
経
費

の
全
額（
上
限
あ
り
）と
な
っ
て
お
り
、

自
主
財
源
を
持
た
な
い
団
体
で
も
事

業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

補
助
対
象
経
費
は
、「
報
償
費（
講

師
謝
礼
な
ど
）」、「
旅
費
（
講
師
の

旅
費
）」、「
消
耗
品
費
」、「
燃
料
費
」、

「
印
刷
製
本
費
」、「
通
信
費
（
郵
便

料
な
ど
）」、「
保
険
料
」、「
使
用
料

及
び
賃
借
料
」、「
原
材
料
費
」、「
修

繕
費
」
及
び
「
手
数
料
」
と
な
っ

て
お
り
、
賃
金
な
ど
の
人
件
費
等

を
除
く
幅
広
い
項
目
が
補
助
対
象

と
な
り
ま
す
。

４ 

事
業
実
績

◦
表
１
の
と
お
り

５ �

具
体
的
な
事
業
の

　

 

例
（
優
良
事
例
）
に

　

 

つ
い
て

⑴�

事
業
名
：

　
縄
文
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
事
業

　

団
体
名
：
桜
町
石
斧
の
会

【
内
容
等
】

　

縄
文
時
代
の
遺
跡
で
あ
る
桜
町

遺
跡
と
そ
の
出
土
品
の
展
示
等
を

目
的
と
し
た
桜
町
Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
パ
ー

ク
と
団
体
自
ら
が
整
備
し
た
縄
文

ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
を
中
心
に
、
以
下

の
目
的
で
１
９
９
９
年
か
ら
活
動

を
開
始
さ
れ
、
２
０
１
２
年
か
ら
こ

の
事
業
を
活
用
し
て
い
ま
す
。

１ 

．
体
験
学
習
を
通
じ
て
桜
町
遺
跡

の
歴
史
や
ロ
マ
ン
を
次
世
代
の
子

ど
も
た
ち
に
継
承
す
る
こ
と
。

２ 

．
全
国
の
遺
跡
と
視
察
、
イ
ベ
ン

ト
へ
の
参
加
を
通
じ
て
交
流
を
図

る
こ
と
。

３ 

．
自
主
企
画
の
事
業
に
よ
り
全
国

に
情
報
発
信
し
、
桜
町
遺
跡
と
小

矢
部
市
の
Ｐ
Ｒ
に
務
め
る
こ
と
。

４ 

．
遺
跡
を
通
じ
た
１
～
３
の
活
動

に
よ
り
、
郷
土
愛
を
は
ぐ
く
み
、

元
気
な
ま
ち
づ
く
り
と
地
域
の

表１　事業実績
実施
年度

事業
件数

合計補助金額
（千円）

合計延べ参加者数
（人）

2009 57 12,953 13,852 
2010 75 12,218 16,167 
2011 71 11,651 32,045 
2012 69 10,319 31,073 
2013 74 11,421 32,745 
2014 76 12,626 36,558 
2015 80 11,368 37,988 
2016 76 9,980 37,446 
2017 83 11,527 38,058 
2018 76 10,858 35,403 
2019 82 12,596 40,528 
2020 67 8,154 17,317 
2021 62 8,499 22,061 
2022 59 6,773 24,062 
2023 63 7,004 30,866 
合計 1,070 157,947 446,169 

 ※実績値（2023年度のみ計画値）

 

火起こし体験

縄文ワンダーランド
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自治体報告／おやべ型１％まちづくり事業について

活
性
化
に
つ
な
げ
る
こ
と
。

　

具
体
的
な
事
業
内
容
と
し
て
は
、

桜
町
Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
パ
ー
ク
に
隣
接
す

る
縄
文
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い

て
、
園
内
散
策
、
甲
虫
幼
虫
プ
レ

ゼ
ン
ト
、
チ
ェ
ン
ソ
ー
ア
ー
ト
実
演
、

甲
虫
相
撲
大
会
、
出
土
物
の
Ｙ
字

材
の
レ
プ
リ
カ
を
引
っ
ぱ
る
レ
ー
ス

等
の
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て

お
り
、
子
ど
も
た
ち
を
中
心
と
し

た
多
く
の
方
が
参
加
し
、
楽
し
み

な
が
ら
縄
文
文
化
へ
の
理
解
が
深

ま
っ
て
い
ま
す
。

⑵�
事
業
名
：

　

�

昭
和（
史
）資
料
の
編
集・

保
存
・
活
用
事
業

　

団
体
名
：�

お
や
べ
生
涯

学
習
友
の
会

【
内
容
等
】

　

お
や
べ
生
涯
学
習
友
の

会
は
小
矢
部
市
の
生
涯
学

習
講
座
の
中
で
昔
の
写
真

（
特
に
昭
和
）
の
収
集
・
編

集
を
行
い
、
冊
子
及
び
電

子
媒
体
に
保
存
す
る
こ
と

で
、
小
矢
部
市
の
発
展
と

活
性
化
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
２
０
１
７
年
か
ら
活
動
さ

れ
、
こ
の
事
業
を
活
用
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

具
体
的
な
事
業
内
容
と
し
て
は
、

以
下
の
と
お
り
で
す
。

１ 

．
市
内
全
域
か
ら
懐
か
し
い
写
真

の
提
供
を
受
け
、
公
開
・
保
存

す
る
も
の
を
選
定
す
る
こ
と
。

２ 

．
選
定
し
た
も
の
を
編
集
し
、
保

存
用
の
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
。

３ 

．保
存
資
料
を
冊
子
化
及
び
電
子

記
録
媒
体
（
Ｃ
Ｄ・Ｄ
Ｖ
Ｄ・

Ｂ
Ｄ
）
化
す
る
こ
と
。

４ 

．
冊
子
や
電
子
記
録
を
市
民
に
紹

介
し
、
講
座
の
普
及
と
啓
発
に

務
め
る
こ
と
。

５ 

．
会
員
の
親
睦
と
技
術
向
上
の
た

め
研
修
会
を
開
催
す
る
こ
と
。

６ 

．市
内
の
高
齢
者
施
設
等
を
訪
問

し
、
活
動
の
説
明
を
す
る
こ
と
で

脳
の
活
性
化
・
心
身
の
癒
し
・
会

の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
。

　

成
果
冊
子
は
２
０
２
２
年
度
末

の
時
点
で
６
冊
を
数
え
、
会
員
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
昔
を
知
る
市

民
の
方
々
に
は
懐
か
し
さ
か
ら
喜

ば
れ
、
自
宅
に
あ
る
貴
重
な
写
真

の
発
掘
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

⑶
事
業
名
：

　
古
道
・
城
跡
等
史
跡
の
保
全
活
動

　

団
体
名
：
北
蟹
谷
史
跡
愛
護
会

【
内
容
等
】

　

北
蟹
谷
史
跡
愛
護
会
は
小
矢
部

市
の
南
側
に
位
置
す
る
北
蟹
谷
地

区
の
遺
跡
・
史
跡
・
文
化
財
等
に
つ

い
て
、
よ
り
望
ま
し
い
姿
で
の
保
全

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

２
０
１
６
年
か
ら
活
動
さ
れ
て
お

り
、
２
０
１
９
年
か
ら
こ
の
事
業
を

活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
な
事
業
内
容
と
し
て
は
、

以
下
の
と
お
り
で
す
。

１ 

．
地
区
内
外
の
史
跡
等
の
調
査
・

研
究
・
見
学

２ 

．
地
区
内
の
史
跡
等
の
よ
り
よ
い

保
全
の
た
め
の
活
動

３ 

．
史
跡
等
の
説
明
会
、
学
習
会
等

の
開
催
及
び
講
師
派
遣

４ 

．
市
及
び
他
地
区
の
関
連
団
体
と

の
連
携

　

各
種
史
跡
及
び
そ
こ
に
至
る
ま

で
の
道
に
つ
い
て
、
草
刈
や
灌
木
伐

採
、
案
内
表
示
の
設
置
、
眺
望
改

善
等
の
ハ
ー
ド
整
備
か
ら
、
講
座
や

見
学
会
に
至
る
ま
で
団
体
で
実
施

さ
れ
て
お
り
、
地
域
の
史
跡
発
掘

と
、
新
た
な
景
勝
地
の
整
備
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

６ 
今
後
に
つ
い
て

　

事
業
開
始
か
ら
10
年
以
上
が
経

過
し
、
市
内
で
は
広
く
「
お
や
べ

型
１
％
ま
ち
づ
く
り
事
業
」
の
名

前
が
認
知
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
は

新
し
い
事
業
へ
の
取
り
組
み
や
、
若

年
層
を
中
心
と
す
る
団
体
等
に
対

し
て
活
動
を
促
し
て
、
市
が
抱
え

る
課
題
解
決
に
も
つ
な
が
れ
ば
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

意
欲
さ
え
あ
れ
ば
自
主
財
源
が

な
く
て
も
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

る
こ
の
事
業
を
活
用
し
、
行
政
と

市
民
が
共
に
歩
む
、
共
創
の
街
に

な
れ
ば
と
の
思
い
で
、
今
後
も
事

業
運
営
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

成果冊子抜粋

パネル展示

階段整備

古道整備

県境の車道整備
土器パズル体験 弓矢体験

小矢部市公式ホームページ
おやべ型１％まちづくり事業

紹介サイト
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部会紹介／しあわせ追求部会

し
あ
わ
せ
追
求
部
会

自
治
研
セ
ン
タ
ー

し
あ
わ
せ
追
求
部
会

副
部
会
長

吉
井　

千
周
さ
ん

　

し
あ
わ
せ
追
求
部
会
の
副
部
会

長
を
拝
命
し
ま
し
た
吉
井
で
す
。

昨
年
10
月
に
富
山
大
学
に
日
本
国

憲
法
の
教
員
と
し
て
赴
任
し
ま
し

た
。
そ
れ
ま
で
は
宮
崎
県
に
あ
る

都
城
工
業
高
等
専
門
学
校
に
て
法

学
の
教
員
を
し
て
お
り
、
ま
た
宮

崎
県
地
方
自
治
問
題
研
究
所
に
て

客
員
研
究
員
と
し
て
活
動
し
て
お

り
ま
し
た
。
宮
崎
で
地
方
自
治
を

め
ぐ
る
諸
問
題
に
向
か
う
中
で
、

宮
崎
同
様
に
富
山
で
も
引
き
続
き

地
方
自
治
研
究
所
で
の
活
動
に
関

わ
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

こ
の
よ
う
な
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
大

変
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

当
部
会
で
は
、
二
ヶ
月
に
一
回
、

第
一
木
曜
日
の
午
後
に
会
合
を
持
っ

て
お
り
、
公
害
問
題
や
富
山
県
の

政
策
な
ど
に
つ
い
て
勉
強
会
を
重

ね
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
憲
法
、
公

害
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
な
ど
を
題

材
に
日
々
の
部
会
活
動
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
参
加
者
も
多
彩
で
、
多

く
の
気
づ
き
を
互
い
に
得
る
こ
と
が

で
き
る
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
集
ま
り
で

す
。
私
自
身
も
ま
た
、
こ
の
部
会

を
通
し
て
富
山
を
め
ぐ
る
多
く
の

こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
豊
か
な
自
然
も
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
富
山
の
市
民
活
動
の

豊
か
さ
も
肌
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

当
部
会
は
、
他
の
部
会
に
類
を

見
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
「
し
あ
わ
せ
」

と
い
う
極
め
て
漠
然
と
し
た
テ
ー

マ
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
会

の
奥
深
さ
は
、ま
さ
し
く
こ
の
「
漠

然
と
し
た
」
点
に
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
希
少
な
活
動
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
決
し
て
私
の
独
善
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
研
究
分
野

で
い
え
ば
、
日
本
国
憲
法
第
13
条

に
記
さ
れ
て
い
る
「
幸
福
追
求
権
」

な
ど
は
言
葉
通
り
国
民
が
「
し
あ

わ
せ
」
を
求
め
る
権
利
を
認
め
る

も
の
で
す
。
そ
し
て
、
幸
福
追
求

権
は
単
に「
幸
福
権
」で
は
な
く「
追

求
」
が
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き

な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
個
々
人
の

持
つ
「
し
あ
わ
せ
」
の
形
は
そ
れ
ぞ

れ
で
あ
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
し

あ
わ
せ
」
に
向
か
っ
て
私
た
ち
は
行

動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
何
よ

部会紹介

り
も
一
方
的
に
誰
か
の
定
め
た
「
し

あ
わ
せ
」
を
与
え
ら
れ
る
だ
け
で

は
な
く
、「
し
あ
わ
せ
」
を
追
求
す

る
行
為
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
私

た
ち
は
生
き
る
よ
ろ
こ
び
を
得
ら

れ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
誰

も
が
自
分
の
「
し
あ
わ
せ
」
を
他

人
に
委
ね
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
生
き
方
に
基
づ
き
追
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

富
山
に
来
て
か
ら
、
イ
タ
イ
イ

タ
イ
病
の
記
録
を
読
む
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
過
去
の
記
録
に
は
多

く
の
被
害
者
が
、
国
策
に
翻
弄
さ

れ
、
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
苦
し

み
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。
し
か
し
、
富
山
に
は
そ
う
し

た
被
害
者
の
方
々
の
声
を
風
化
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
と
、
声
を
上
げ
て

今
で
も
活
動
を
続
け
て
い
る
方
々

の
存
在
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た

活
動
以
外
に
も
、
富
山
に
は
ジ
ェ
ン

ダ
ー
問
題
、
農
村
開
発
な
ど
多
く

の
問
題
に
向
か
い
合
お
う
と
す
る

方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
生
活
を
守
ろ
う
と
す
る

人
々
の
さ
さ
や
か
な
「
し
あ
わ
せ
追

求
」
の
行
動
の
根
幹
に
は
、
利
己

性
と
は
真
逆
の
人
間
と
し
て
の
生

き
る
美
し
さ
を
兼
ね
備
え
た
活
動

が
あ
る
の
だ
と
日
々
感
じ
て
い
ま

す
。
参
加
者
の
皆
さ
ん
の
声
を
通

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
直
面
す
る
「
し

あ
わ
せ
」
を
追
求
し
て
い
る
姿
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
、
こ
の
勉
強
会
を
通
し

て
私
自
身
が
い
つ
も
多
く
の
こ
と
を

学
ん
で
い
ま
す
。

　

も
し
「
し
あ
わ
せ
に
つ
い
て
真
剣

に
語
る
」
機
会
を
皆
さ
ん
と
共
有
で

き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
ん
な
に
嬉
し

い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ

れ
ま
で
、
こ
の
部
会
を
維
持
す
る
た

め
に
活
動
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
部
会

員
の
皆
さ
ん
や
部
会
長
の
こ
れ
ま
で

の
活
動
に
敬
服
し
ま
す
。
こ
の
富
山

だ
か
ら
こ
そ
「
し
あ
わ
せ
追
求
」
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
奇
跡

に
深
く
感
謝
し
て
い
ま
す
。
も
し
お

時
間
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ど
う
か

皆
さ
ん
も
人
間
の
存
在
の
根
本
を
問

う
こ
の
部
会
に
積
極
的
に
ご
参
加
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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１ �

太
陽
光
発
電
の

　

 

調
査
・
研
究

　

自
治
研
セ
ン
タ
ー
は
、
２
０
１
６

年
10
月
に
「
富
山
県
で
の
市
民
発

電
を
考
え
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員

会
」
を
設
置
し
、
市
民
に
よ
る
太

陽
光
発
電
の
調
査
・
研
究
を
開
始

し
ま
し
た
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
調
査
・
研
究
を

進
め
る
と
と
も
に
、
２
０
１
７
年
４

月
に
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー

が
中
心
と
な
り
、
市
民
団
体
で
あ

る
「
と
や
ま
市
民
エ
ネ
ル
ギ
ー
協
議

会
」
を
設
立
し
、
そ
の
事
業
会
社

と
し
て
「
と
や
ま
市
民
エ
ネ
ル
ギ
ー

株
式
会
社
」
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

協
議
会
・
事
業
会
社
は
、
小
矢

部
市
内
に
２
０
１
７
年
11
月
、

２
０
１
８
年
５
月
、
２
０
２
１
年
３

月
に
３
つ
の
太
陽
光
市
民
発
電
所

（
発
電
能
力
は
合
計
５
０
０
k
W
h
）

を
建
設
し
ま
し
た
。

　

３
つ
の
市
民
発
電
所
の
発
電
量

は
年
間
で
75
万
k
W
h
と
な
り
、

２
５
０
世
帯
の
年
間
電
気
使
用
量

に
相
当
し
ま
す
。
二
酸
化
炭
素
の

削
減
量
で
は
年
間
４
０
６
ト
ン
と

な
り
ま
す
。

２ 

小
水
力
発
電
の

　

 

調
査
・
研
究

　

富
山
県
の
単
位
面
積
当
た
り
包

蔵
水
力
は
、
圧
倒
的
に
全
国
一
で

す
。
こ
の
豊
富
な
水
力
を
市
民
の

手
で
有
効
に
活
用
で
き
る
よ
う
に

し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
２
０
１
８

年
２
月
に
、「
市
民
発
電
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
委
員
会
」
を
「
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
会
」

に
改
組
し
て
小
水
力
発
電
を
実
現

す
る
た
め
調
査
・
研
究
を
進
め
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

富
山
国
際
大
学
の
上
坂
教
授
を

招
い
て
研
究
を
重
ね
る
と
と
も
に
、

富
山
県
内
の
７
か
所
の
小
水
力
発

電
所
を
訪
ね
、
現
場
調
査
を
実
施

し
ま
し
た
。

　

２
０
１
８
年
７
月
か
ら
９
月
に

か
け
て
、
メ
ン
バ
ー
は
県
東
部
の
６

河
川
と
そ
の
支
流
に
つ
い
て
上
流
部

部会紹介

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

委
員
会
の
活
動
の
報
告
と
紹
介

の
適
地
調
査
を
繰
り
返
し
、
候
補

地
と
し
て
３
か
所
を
選
定
。
上
坂

教
授
に
専
門
的
な
立
場
か
ら
の
現

場
調
査
と
河
川
の
降
水
量
等
の
諸

デ
ー
タ
か
ら
の
検
討
を
進
め
て
い
た

だ
き
、
委
員
会
に
よ
る
現
場
調
査

を
重
ね
、
候
補
地
を
１
か
所
、
２

級
河
川
片
貝
川
水
系
の
布
施
川
支

流
の
田
籾
川
と
し
ま
し
た
。

　

２
０
１
９
年
６
月
に
は
、
河
川
の

管
理
者
で
あ
る
富
山
県
の
了
解
を

得
て
水
位
計
を
設
置
し
、
流
量
の

調
査
を
は
じ
め
ま
し
た
。

　

２
０
１
９
年
12
月
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
は
、
上
坂
教
授
よ
り
「
黒
部

市
田
籾
川
に
お
け
る
小
水
力
発
電

の
進
め
方
に
つ
い
て
」
の
報
告
を
受

け
討
論
を
進
め
ま
し
た
。
県
が
田

籾
川
に
設
置
し
た
砂
防
堰
堤
に
発

電
用
の
取
水
設
備
を
設
置
す
る
発

電
所
計
画
で
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
富
山
県
内
で

よ
り
多
く
の
市
民
が
参
加
し
て
い

る
事
業
団
体
よ
り
共
同
事
業
と
し

た
い
と
の
打
診
が
あ
り
、
共
同
の
現

場
調
査
や
協
議
を
進
め
ま
し
た
。

当
該
事
業
団
体
と
し
て
は
、
社
会

的
責
任
を
果
た
す
た
め
二
酸
化
炭

素
削
減
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
ぜ

ひ
当
該
団
体
が
中
心
と
な
っ
て
建

設
し
た
い
と
の
申
し
入
れ
が
あ
り

ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
は
、

市
民
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
創
造
と
二
酸
化
炭
素
削
減
と
い

う
目
的
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

当
該
団
体
に
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し

ま
し
た
。

３ �

テ
ー
マ
を
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
環
境
、

脱
炭
素
に
広
げ
て

　

２
０
２
２
年
４
月
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
は
、
小
水
力
発
電
を
中
心
と

し
た
調
査
・
研
究
を
振
り
返
り
、

今
後
の
進
め
方
を
協
議
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
今
後
は
太
陽
光
発

電
、
小
水
力
発
電
と
と
も
に
、
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
全
般
、
環
境
、

脱
炭
素
な
ど
に
も
テ
ー
マ
を
広
げ

て
活
動
を
進
め
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　

当
面
の
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
、
デ

ン
マ
ー
ク
な
ど
の
再
エ
ネ
先
進
国
の

事
例
研
究
、
再
エ
ネ
導
入
の
世
界

と
日
本
の
現
状
、再
エ
ネ
の
コ
ス
ト
、

日
本
に
お
け
る
再
エ
ネ
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
、
日
本
の
洋
上
風
力
発
電
の

現
状
、
地
熱
発
電
の
現
状
と
可
能

性
、
小
水
力
発
電
推
進
に
向
け
た

研
究
、
再
エ
ネ
推
進
に
向
け
た
市

民
の
役
割
な
ど
に
つ
い
て
調

査
・
研
究
を
進
め
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
２
０
２

２
年
７
月
に
は
「
再
エ
ネ
導
入

の
世
界
と
日
本
の
現
状
」、
９

月
に
は
「
再
エ
ネ
先
進
国
デ
ン

マ
ー
ク
の
現
状
」、
11
月
に
は

「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
と
経
済
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
」、
今
年
１

月
に
は
「
日
本
の
洋
上
風
力

発
電
の
現
状
と
課
題
」、
３
月

に
は
「
再
エ
ネ
推
進
に
向
け
た

市
民
の
活
動
」
の
テ
ー
マ
で
報

告
が
行
わ
れ
質
疑
・
討
論
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
再
エ
ネ
の
コ
ス

ト
、
再
エ
ネ
先
進
国
の
事
例

研
究
、
日
本
に
お
け
る
再
エ
ネ
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
、
地
熱
発
電
の
現
状
と

可
能
性
、
再
エ
ネ
推
進
に
向
け
た

市
民
の
役
割
な
ど
に
つ
い
て
調
査
・

研
究
を
進
め
る
と
と
も
に
、
県
内
の

太
陽
光
発
電
所
、
小
水
力
発
電
所
、

風
力
発
電
所
の
現
場
訪
問
・
調
査

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

部会紹介／再生可能エネルギープロジェクト委員会の活動の報告と紹介
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２
０
２
３
年
３
月
18
日
、
自
治

労
と
や
ま
会
館
に
お
い
て
、
２
０

２
１
富
山
県
内
農
産
物
直
売
所
の

調
査
報
告
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
当
セ
ン
タ
ー
の
農
林
部

会
が
２
０
２
１
年
４
月
か
ら
２
年

の
時
間
を
費
や
し
て
県
内
の
農
産

物
直
売
所
の
ほ
ぼ
全
カ
所
を
対
象

に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、

そ
の
分
析
に
基
づ
い
て
典
型
的
な

タ
イ
プ
を
抽
出
し
て
聞
き
取
り
調

査
を
行
っ
た
結
果
を
報
告
し
た
も

の
で
す
。

　

当
日
は
最
初
に
、
農
林
部
会
の

メ
ン
バ
ー
で
あ
る
高
岡
法
科
大
学
の

石
川
啓
雅
教
授
（
当
時
）
が
「
地

域
再
生
の
拠
点
を
探
る
『
２
０
２
１

富
山
県
内
農
産
物
直
売

所 

調
査
報
告
』」
と
題

し
て
本
調
査
の
報
告
を

行
い
ま
し
た
。
調
査
を

行
っ
た
動
機
は
、
農
産

物
直
売
所
が
農
村
活
性

化
や
地
域
再
生
の
た
め

の
拠
点
と
な
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
や
、

農
産
物
直
売
所
の
類
型

は
、
①
商
業
型
、
②
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
型
、
③
生
産

者
（
出
荷
者
）
福
祉
型

が
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、

い
く
つ
か
の
類
型
に
ま

た
が
る
場
合
も
あ
る
と

の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、

報　告

県
内
農
産
物
直
売
所
調
査
の

報
告
会
を
開
催�

自
治
研
セ
ン
タ
ー
　
農
林
部
会

現
状
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な

こ
と
は
、
①
潜
在
的
な
出
荷
者
の

掘
り
起
こ
し
、
②
福
祉
機
能
の
拡

充
、
③
交
流
・
学
習
の
場
と
し
て

の
役
割
・
機
能
の
拡
充
、
④
品
揃

え
を
含
む
需
給
調
整
の
拡
充
、

⑤
食
品
衛
生
管
理
へ
の
対
応
支
援
、

⑥
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
の
拡
充

で
あ
る
と
訴
え
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
ま
と
め
と
し
て
、
農

業
に
は
「
専
従
者
以
外
の
人
間
」

も
必
要
で
あ
り
、
農
業
の
「
関
係

人
口
」を
維
持
あ
る
い
は
増
や
し
て
、

相
互
に
支
え
る
関
係
を
つ
く
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
！
と
し
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
パ
ネ
リ

ス
ト
に
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
山
田
の
案

山
子
か
ら
若
林
秀
美
さ
ん
（
富
山

市
山
田
地
区
）、
み
ず
の
里
市
か
ら

舘
紀
子
さ
ん
（
富
山
市
水
橋
地
区
）、

農
業
者
と
し
て
義
浦
英
昭
さ
ん
（
小

矢
部
市
）
を
迎
え
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
を
石
川
教
授
が
務
め
、
会
場

の
方
も
交
え
て
活
発
に
行
わ
れ
ま

し
た
。
地
域
と
一
体
と
な
っ
て
取
り

組
ん
で
い
る
こ
と
や
、
地
域
の
大
型

店
が
撤
退
し
空
き
店
舗
が
増
え
て

い
る
中
で
地
域
の
に
ぎ
わ
い
を
取
り

戻
す
た
め
に
直
売
所
を
始
め
た
こ

と
、
地
域
の
交
流
の
場
に
な
っ
て
い

る
こ
と
、
直
売
所
に
来
る
こ
と
を
楽

し
み
に
し
て
い
る
方
が
多
く
い
る
こ

と
、
そ
の
一
方
で
、
直
売
所
へ
の
出

荷
者
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
や
品

揃
え
に
苦
心
し
て
い
る
こ
と
、
農
地

の
基
盤
整
備
が
さ
れ
一
枚
の
田
ん
ぼ

が
大
き
く
な
り
野
菜
を
作
る
の
に

適
し
た
畑
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
、

食
品
衛
生
法
が
改
正
さ
れ
加
工
品

の
出
荷
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
の
悩
み
も
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
調
査
の
報
告
書
は
、
全
文
版

と
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
が
当
セ
ン
タ
ー

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
（
左
記
U
R
L
参
照
）。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

報告／県内農産物直売所の調査報告会を開催

富山県の農産物直売所の類型

全文版
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ダイジェスト版
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かあちゃんの新鮮野菜の店
みずの里市
大長谷地区センター

いっぷく市
山田の案山子
ひかる市

なのはな農協
あおば農協

メルヘンおやべ

ふくの里


