
　

社
会
保
障
関
係
費
の
伸
び
が
毎
年
新
聞

紙
上
を
賑
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。

二
〇
一
〇
年
度
予
算
で
は
、
子
ど
も
手
当

て
の
新
設
も
あ
っ
て
、
10
％
ほ
ど
伸
び

た
。
他
方
、
公
共
事
業
関
係
費
を
み
る

と
、
総
額
で
社
会
保
障
関
係
費
の
五
分
の

一
程
度
、
二
〇
〇
九
年
度
か
ら
み
る
と
対

G
D
P
比
で
二
〇
％
近
く
も
低
く
な
っ
て

い
る
。
こ
う
な
る
と
、
財
政
逼
迫
の
元
凶

は
社
会
保
障
関
係
費
と
ば
か
り
に
攻
撃
さ

れ
る
。
し
か
し
、
図
１
で
主
要
国
の
社
会

保
障
の
給
付
規
模
を
み
る
と
、
日
本
は
ア

メ
リ
カ
に
次
い
で
小
さ
い
。
さ
ら
に
印
象

深
い
の
は
、
日
本
は
、
こ
れ
ら
の
国
の
な

か
で
、
高
齢
化
率
が
最
も
高
い
こ
と
で
あ

る
。
高
齢
化
率
が
最
も
高
い
の
に
、
社
会

保
障
給
付
規
模
は
小
さ
い
と
い
う
こ
と

は
、
実
は
日
本
は
非
常
に
「
効
果
的
に
」

社
会
保
障
支
出
を
抑
え
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
社
会
保
障
財
政
の
将
来

的
維
持
の
た
め
に
は
、
現
状
で
も
低
レ
ベ

ル
に
あ
る
給
付
を
さ
ら
に
縮
減
（
縮
小
＋

削
減
）
す
る
の
で
は
な
く
、
国
民
負
担
率

（
税
と
社
会
保
険
料
の
対
国
民
所
得
比
）

を
引
き
上
げ
れ
ば
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
政
治
的
に
は
、
話
は
そ
う
単

純
で
は
な
い
。
社
会
保
障
絡
み
の
失
態
が

続
い
て
国
民
の
制
度
へ
の
不
信
感
が
強

い
。
な
に
よ
り
も
、
増
税
や
社
会
保
険
料

の
引
き
上
げ
は
、
典
型
的
な
不
人
気
政
策

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
家
は
、

矢
面
に
立
た
さ
れ
、
非
難
を
受
け
る
こ
と

を
怖
れ
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
加
担
し
た

く
な
い
。
そ
こ
で
、
問
題
は
認
識
さ
れ
て

い
て
も
、
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

不
人
気
政
策
に
加
担
し
た
く
な
い
の

は
、
ど
こ
の
国
で
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か

し
各
国
の
国
民
負
担
率
を

み
れ
ば
、
デ
ン
マ
ー
ク
や

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
に

65
～
70
%
に
達
す
る
国
か

ら
、
日
本
や
ア
メ
リ
カ
の

よ
う
に
40
%
前
後
の
国
ま

で
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

こ
う
し
た
違
い
を
国
民
文

化
を
持
ち
出
し
て
説
明
す

る
こ
と
が
あ
る
。
何
と
な

く
わ
か
っ
た
気
に
さ
せ
ら

れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で

は
大
き
な
政
府
を
許
容
す

る
、
あ
る
い
は
拒
絶
す
る

国
民
文
化
の
違
い
は
、
ど

こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の

だ
ろ
う
か
。
国
民
文
化
と

い
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
漠

然
と
し
て
い
る
。
国
民
負

担
率
の
違
い
を
生
む
、
よ

り
具
体
的
な
制
度
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
存
在
す
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

国
民
負
担
率
が
高
い
と

こ
ろ
で
は
、
徴
収
さ
れ
た

税
金
や
社
会
保
険
料
が
福

祉
国
家
諸
制
度
を
通
じ
て

国
民
に
還
元
さ
れ
、
国
民

は
個
人
的
に
給
付
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
取
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
存
在
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
負
担
の
効
果
を
実
感
で
き
る
か

ら
、
負
担
増
を
受
け
入
れ
る
。
図
２
を
み

て
ほ
し
い
。
国
民
負
担
率
が
高
い
国
ほ

ど
、
社
会
保
障
還
元
率
が
高
い
こ
と
が
わ

か
る
。
負
担
が
き
ち
ん
と
社
会
に
還
元
さ

れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
で
き
て
い
る
か
ら
こ
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図 1　社会保障の給付規模の国際的な比較
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出
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民
所
得
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な
政
府
を
も
ち
、
よ

り
充
実
し
た
福
祉
国

家
を
も
つ
。
そ
こ
で

政
府
へ
の
信
頼
が
高

い
と
い
う
の
は
、
福

祉
国
家
と
い
う
制
度

が
国
民
の
政
府
へ
の

信
頼
を
築
い
て
き
た

か
ら
で
あ
る
。
国
民

負
担
率
が
低
い
国
で

は
、
小
さ
な
政
府
を

も
ち
、
税
の
社
会
へ

の
還
元
率
も
低
く
、

し
た
が
っ
て
政
府
へ

の
信
頼
感
が
醸
成
さ

れ
ず
、
増
税
へ
の
反

発
が
強
い
。
ひ
と
た

び
高
い
信
頼
関
係
が

築
か
れ
れ
ば
、
さ
ら

な
る
負
担
増
に
対
し

て
国
民
は
よ
り
寛
容

に
な
る
で
あ
ろ
う

し
、
低
い
信
頼
関
係

し
か
な
け
れ
ば
、
国

民
は
わ
ず
か
な
負
担

増
に
も
反
発
す
る
。

前
者
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

は
プ
ラ
ス
の
循
環
、

後
者
の
そ
れ
は
マ
イ
ナ
ス
の
循
環
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

　

高
率
の
付
加
価
値
税
を
課
す
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
の
場
合
、
経
済
が
繁
栄
し
て
い
る

時
代
に
付
加
価
値
税
導
入
、
課
税
ベ
ー
ス

の
拡
充
が
な
さ
れ
た
。
経
済
的
繁
栄
期
に

は
、
政
府
は
税
収
を
福
祉
国
家
政
策
と
し

て
還
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
し
、

納
税
者
は
そ
の
よ
う
な
給
付
改
善
を
肌
で

　

国
民
負
担
率
の
違
い
は
、
制
度
に
よ
っ

て
媒
介
さ
れ
た
国
民
と
政
府
の
信
頼
関
係

の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
国

民
の
政
府
へ
の
信
頼
感
を
増
幅
す
る
制
度

メ
カ
ニ
ズ
ム
も
あ
れ
ば
、
不
信
感
を
増
幅

す
る
制
度
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
あ
る
。
今
日
国

民
負
担
率
が
高
い
と
い
う
国
ほ
ど
、
大
き

そ
、
高
負
担
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
。
低
負
担
の
国
で
は
、
負
担
が
還

元
さ
れ
る
率
が
低
い
。
し
た
が
っ
て
国
民

は
負
担
の
見
返
り
が
実
感
で
き
ず
、
負
担

増
へ
の
反
発
は
強
く
な
る
。

　

消
費
税
を
考
え
て
み
よ
う
。
消
費
税
は

逆
進
性
が
高
く
、
貧
困
者
や
社
会
的
弱
者

に
苛
酷
な
悪
税
で
あ
る
か
ら
、
消
費
税
を

上
げ
る
の
で
は
な
く
、
直
接
税
に
お
け
る

累
進
課
税
を
強
化
し
ろ
と
い
う
声
が
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
福

祉
国
家
財
政
の
現
実
を
無
視
し
た
も
の
で

あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
福
祉
国
家

の
拡
充
は
、
財
政
の
安
定
的
確
保
、
税
源

の
多
元
化
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
消
費
税

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
付
加
価
値
税
）
は
そ

の
な
か
で
主
た
る
柱
の
一
本
で
あ
っ
た
。

今
日
も
っ
と
も
福
祉
国
家
の
発
展
し
て
い

る
北
欧
で
は
付
加
価
値
税
率
は
20
%
を
大

き
く
超
え
て
い
る
。

　

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
北
欧
で
日

本
の
よ
う
に
甚
だ
し
い
格
差
社
会
現
象
が

生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
相
対
的
に

は
、
依
然
と
し
て
最
も
平
等
性
の
高
い
社

会
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
消
費
税
に
た
と
え

逆
進
性
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
相
殺

し
、
さ
ら
に
は
平
等
性
を
促
進
す
る
こ
と

も
可
能
な
の
で
あ
る
。
福
祉
国
家
の
財
源

的
安
定
性
と
い
う
点
で
は
、
消
費
税
を
含

む
税
源
の
多
元
化
、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
平
等
化
に
と
っ
て

重
要
な
の
は
税
の
累
進
性
で
は
な
く
、
集

め
た
税
金
を
ど
れ
だ
け
再
分
配
で
き
る
か

で
あ
る
。
税
政
策
と
再
分
配
政
策
と
は
、

福
祉
国
家
を
支
え
る
二
本
の
柱
と
し
て
分

け
て
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。

◇

感
じ
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
う
し
て
、
プ

ラ
ス
の
循
環
が
生
じ
た
。
他
方
、
課
税

ベ
ー
ス
の
多
元
化
に
遅
れ
、
経
済
が
低
迷

し
、
財
政
が
逼
迫
す
る
な
か
で
消
費
税
を

導
入
し
よ
う
と
す
る
と
、
単
な
る
赤
字
補

填
の
た
め
と
思
わ
れ
、
強
い
反
発
を
招
き

や
す
い
。
財
政
的
に
余
裕
が
な
け
れ
ば
、

当
然
国
民
に
十
分
な
給
付
を
提
供
で
き
な

い
。
こ
う
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
循
環
が
生
じ

る
。
日
本
の
場
合
、
財
政
的
に
余
裕
の

あ
っ
た
高
度
経
済
成
長
期
に
直
間
比
率
を

見
直
し
、
消
費
税
導
入
を
行
う
べ
き
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
日
本
は
「
小
さ
な
政
府
―

低
福
祉
」
の
悪
循
環
か
ら
、
永
遠
に
脱
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
過
去

の
負
の
遺
産
を
一
挙
に
清
算
す
る
こ
と

は
、
確
か
に
難
し
い
。
し
か
し
、
将
来
的
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に
マ
イ
ナ
ス
の
循
環
を
プ
ラ
ス
に
変
え
る

こ
と
が
、
不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
少

子
高
齢
化
や
雇
用
の
流
動
化
に
対
応
し
た

社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
建
て
直
し
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
消
費
税
率
の
引

き
上
げ
も
ま
た
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
、

今
日
で
は
多
く
の
国
民
が
理
解
し
て
い

る
。
機
は
熟
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題

は
、
政
治
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ど
れ
だ
け
政
治
が
明
確
な
政
策

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
示
し
、
納
税
者
に
負
担
増

を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
増
税
を
政
治
争
点

と
す
る
こ
と
を
怖
れ
ず
、
国
民
的
大
討
論

を
巻
き
起
こ
す
く
ら
い
の
覚
悟
が
必
要
だ

ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
効
果

を
よ
り
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
す
る
た
め

に
、
市
民
生
活
に
直
結
す
る
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
地
方
へ
の
税
率
配
分
を
大

き
く
す
る
こ
と
も
考
え
た
方
が
い
い
。
現

在
地
方
消
費
税
は
一
％
、
全
体
の
二
割
に

過
ぎ
な
い
が
、
地
域
密
着
型
の
福
祉
を
充

実
さ
せ
、
「
地
方
分
権
」
を
実
り
多
い
も

の
に
す
る
た
め
に
は
、
中
央

−

地
方
間
の

税
率
配
分
の
見
直
し
は
避
け
て
通
れ
な
い

課
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
直
し
の
前
提

と
し
て
、
地
方
に
お
け
る
福
祉
生
活
圏
創

成
に
向
け
た
政
策
形
成
が
必
要
に
な
る
こ

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
抜
本
的
改
革
を
実
現
す
る

た
め
の
政
治
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
は
、
目

先
の
党
利
党
略
を
超
え
た
長
期
的
視
野
と

展
望
が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な
い
。
国
民

は
、
今
や
負
担
増
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

負
担
増
を
唱
え
る
政
治
家
の
言
葉
の
軽

さ
、
説
明
責
任
の
欠
如
に
憤
っ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
各
政
党
は
、
足
の
引
っ
張

り
合
い
を
す
る
の
で
は
な
く
、
国
民
生
活

を
将
来
的
に
保
障
す
る
政
策
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

を
示
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
必
要
と
な

る
国
民
負
担
増
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ

る
。
政
党
政
治
の
成
熟
こ
そ
が
、
今
求
め

ら
れ
て
い
る
。

建
設
し
た
病
院
や
道
路
、
水
道
な
ど
が
耐

用
年
数
を
超
え
、
維
持
改
修
や
更
新
費
用

が
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
夕
張
市
の
財
政
破
綻
を
背
景
と

し
て
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化

に
関
す
る
法
律
」
が
平
成
19
年
に
公
布
さ

れ
、
平
成
19
年
度
決
算
か
ら
健
全
化
判
断

比
率
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

財
政
健
全
化
計
画
な
ど
の
策
定
義
務
な
ど

の
規
定
が
平
成
21
年
４
月
１
日
に
施
行
さ

れ
、
平
成
20
年
度
以
降
の
決
算
に
基
づ
い

て
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
平
成
18
年
よ
り
総
務
省
主
導

で
地
方
公
共
団
体
の
公
会
計
の
整
備
が
進

み
、
自
治
体
の
規
模
等
に
よ
り
段
階
的
に

財
務
４
表
の
開
示
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
自
治
体
財
政
の
危
機
的
な

現
状
を
、
地
方
財
政
に
直
接
携
わ
っ
て
い

　

地
方
財
政
は
こ
こ
数
年
で
生
活
保
護
な

ど
の
扶
助
費
や
国
が
誘
導
し
た
公
共
投
資

に
よ
る
公
債
費
が
膨
ら
み
、
そ
の
他
の
経

費
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
所
得
税
と
住
民
税
の
税
率
変
更
に

よ
る
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
は
さ
れ

ま
し
た
が
、
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
る
大

幅
な
地
方
交
付
税
や
補
助
金
の
削
減
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
に
よ
る
不
況
の
た
め
に
税
収
は
落
ち
込

み
、
雇
用
対
策
や
財
政
力
の
弱
い
自
治
体

に
対
応
す
る
た
め
地
方
交
付
税
は
確
保
さ

れ
ま
し
た
が
、
不
安
定
な
財
政
運
営
を
強

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
政
権
の
地
域
主
権

戦
略
会
議
で
は
、
さ
ら
に
ひ
も
付
き
補
助

金
を
廃
止
し
、
充
当
す
る
事
業
の
自
由
度

が
高
い
一
括
交
付
金
化
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
後
は
過
去
に

な
い
若
手
職
員
の
多
く
は
、
何
と
な
く
理

解
し
て
は
い
て
も
な
か
な
か
肌
で
感
じ
る

こ
と
が
少
な
く
、
多
少
の
不
安
を
抱
き
つ

つ
も
日
常
的
に
仕
事
を
し
て
い
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

こ
の
状
況
を
打
開
し
て
い
く
た
め
に

も
、
自
治
体
職
員
に
と
っ
て
必
須
で
あ
る

地
方
財
政
の
基
礎
的
な
知
識
や
仕
組
み
を

習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
手
職
員
が

今
後
に
役
立
て
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し

ま
し
た
。
三
重
短
期
大
学
法
経
科
教
授
の

雨
宮
照
雄
氏
を
講
師
に
お
招
き
し
、
８
月

か
ら
11
月
に
か
け
て
月
１
回
「
や
さ
し
い

財
政
講
座
」
を
開
講
い
た
し
ま
し
た
。

　

第
１
回
は
「
地
方
財
政
の
仕
組
み
」
と

題
し
、
国
と
地
方
の
財
政
関
係
か
ら
財
源

と
し
て
の
地
方
税
・
補
助
金
・
地
方
交
付

税
・
地
方
債
な
ど
、
財
政
分
析
に
お
け
る

言
葉
の
意
味
を
説
明
い
た
だ
き
な
が
ら
、

そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
講
義
を
受
け
ま
し

た
。

　

第
２
回
は
「
決
算
カ
ー
ド
を
読
む
」
と

題
し
、
決
算
カ
ー
ド
に
お
け
る
用
語
解
説

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
参
加
者
の
属
す
る

自
治
体
の
決
算
カ
ー
ド
を
用
い
て
、
各
自

治
体
の
財
政
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る

の
か
な
ど
を
分
析
し
ま
し
た
。

　

第
３
回
は
「
健
全
化
判
断
比
率
を
読
む

／
三
重
県
市
町
の
財
政
分
析
」
と
題
し
、

新
し
い
財
政
再
建
制
度
の
経
緯
や
健
全
化

判
断
比
率
の
概
要
を
説
明
い
た
だ
き
、
決

算
カ
ー
ド
と
健
全
化
判
断
比
率
を
活
用
し

た
財
政
分
析
に
つ
い
て
講
義
を
受
け
ま
し

た
。

　

第
４
回
は
「
公
会
計
改
革
と
財
務
諸

表
」
と
題
し
、
公
会
計
改
革
の
経
緯
と
現

状
や
目
的
を
説
明
い
た
だ
き
、
実
際
に
財

務
諸
表
を
ど
う
読
む
か
や
財
務
指
標
の
有

効
性
、
財
務
諸
表
の
活
用
例
に
つ
い
て
講

義
を
受
け
ま
し
た
。

　

全
講
座
終
了
後
に
受
講
者
に
対
し
て
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
選
択
式
の

設
問
か
ら
は
、
研
修
内
容
が
や
や
難
し
い

と
い
う
回
答
が
多
く
得
ら
れ
ま
し
た
。
研

修
内
容
は
今
後
に
活
用
で
き
る
と
思
う
か

と
い
う
問
に
対
し
て
は
、
７
割
以
上
の
方
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2011 年２月 18日（金）　10：00～ 15：30（予定）
（財）三重地方自治労働文化センター　４階大会議室
三重県津市栄町２丁目 361番地（自治会館となり・下図参照）
団体会員様、個人会員様には、
開催通知及び申込書を送付いたします。

自治研セミナー開催「三重まちづくりフォーラム」
　近年、地元商店街のシャッター化や郊外型店舗の出店等により中心市街地の空洞化に悩む地域が増えています。
その一方で、ご当地グルメや観光資源などを活かした個性あるまちおこしやまちづくりが注目を集めています。
　当センターでは「三重まちづくりフォーラム」と題したセミナーを、下記のとおり実施します。

第１部　講演　「シャッター通り再生計画～全国の事例から～」
　　　　講師　足立　基浩　氏　和歌山大学経済学部教授

第２部　シンポジウム
　県内で、特色あるまちづくりを展開しているキーマンをパネリストにお迎えし、
地域特性を活かした様々なアイデアをご紹介いただきながら、三重のまちづくりを考えます。

三重県地方自治研究センター
TEL:059-227-3298  FAX:059-227-3116
E -ma i l : i n f o@mie - j i ch i ken . j p

■と　　き
■と こ ろ

■申込方法

※ご来場の際は公共交通機関を
　お使いください。

主催・申込先　

●開催場所●

第４回講座の様子

か
ら
少
な
か
ら
ず
活
用
で
き
る
と
思
う
と

回
答
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
下
は
、
自
由

記
述
式
の
設
問
か
ら
主
な
回
答
を
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
　
講
座
全
体
の
感
想
に
つ
い
て

・
自
治
体
の
財
政
運
営
の
状
況
、
財
務
諸

表
の
見
方
と
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

・
普
段
は
仕
事
に
追
わ
れ
、
自
分
の
町
の

財
政
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
講
座
を
通
し
て
見
つ

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

・
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
ま
り
、
全
体
の
概

要
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
非
常
に
よ
い

研
修
に
な
っ
た
と
思
う
。

・
財
政
実
務
経
験
者
で
な
く
て
も
、
わ

か
り
や
す
い
講
座
に
な
っ
て
お
り
、
今

後
、
財
政
に
関
わ
る
仕
事
に
つ
い
た
時

は
今
回
の
研
修
を
活
か
せ
る
と
思
い
ま

す
。

・
も
う
少
し
双
方
的
な
や
り
取
り
が
で
き

れ
ば
よ
い
と
思
っ
た
。

・
講
座
内
容
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
考
え
る
と

講
座
時
間
は
短
か
す
ぎ
る
と
思
っ
た
。

　

毎
講
座
、
豊
富
な
資
料
を
も
と
に
充
実

し
た
講
義
を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
内

容
が
多
岐
に
わ
た
り
ボ
リ
ュ
ー
ム
も
多

か
っ
た
た
め
、
講
義
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
く

感
じ
ら
れ
、
説
明
に
つ
い
て
い
く
の
に
精

一
杯
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま

た
、
や
さ
し
く
熱
心
に
講
義
い
た
だ
い
た

雨
宮
先
生
へ
の
感
謝
の
意
見
も
多
数
い
た

だ
き
ま
し
た
。

問
　
今
後
、
当
セ
ン
タ
ー
で

　
　
　
　
　
　
や
っ
て
ほ
し
い
講
座

・
地
域
活
性
化
の
取
組
み
や
考
察

・
自
治
体
法
務
に
つ
い
て
担
当
別
（
分
野

ご
と
に
）
、
行
政
手
続
条
例
等
の
内
容

に
つ
い
て

・
や
さ
し
い
「
税
」
に
関
す
る
講
座
、
や

さ
し
い
「
年
金
」
に
関
す
る
講
座

・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ど
を
通
し
て
研
修

参
加
者
と
議
論
が
で
き
る
講
座

・
職
場
で
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
保
ち
方

・
基
準
財
政
需
要
額
・
収
入
額
の
算
定
方

法
に
つ
い
て
、
詳
し
い
講
座

・
自
分
自
身
を
知
る
、
見
つ
め
る
研
修

・
財
務
諸
表
の
部
分
だ
け
に
特
化
し
た
講

座

　

自
己
研
鑽
か
ら
財
政
の
ト
ピ
ッ
ク
に
焦

点
を
当
て
た
も
の
ま
で
幅
広
く
ご
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト

を
踏
ま
え
、
貴
重
な
ご
意
見
を
も
と
に
、

よ
り
よ
い
講
座
を
今
後
も
開
講
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。


