
、
生
会
、
-

4
、J

昼
、
家
公
民



みんなの県政

100号特集

ど
ん
な
時
で
も
人
聞
の
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
た
と

え
世
界
の
終
末
が
明
白
で
あ
っ
て
も
、
自
分
は
リ
ン
ゴ
の
樹
を

植
え
る
」
こ
と
だ
。

ゲ
オ
ル
ギ

l
「ル

ー

マ
ニ
ア

私
は
こ
の
一
節
に
「
明
日
へ
の
希
望
と
使
命
」
を
感
じ
る
の

ド
日
川
川
郷
土
思
考

の
恵
み
を
喜
び
、
あ
る
時
は
そ
の
猛
威
と
た
た
か
い
な
が
ら
、

営
々
と
し
て
築
き
あ
げ
た
祖
先
が
見
守
る
、
こ
の
郷
土
「
富
山
」

で
、
今
考
え
る
ご
と
は
、
人
々
が
真
に
求
め
て
い
る
も
の
は
何

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

』
瀬
、
ご
と
に
か
が
り
さ
し

伴
の
男
は
鵜
川
立
ち
け
り

し
て
赴
任
し
た
対 越
伴t国
家2の
持t国
がち守
詠 と

こ
の
歌
は

ん
だ
歌
で
す

が、

婦
負
川
は
今

の
神
通
川
の
こ
と
で

そ

の
頃

は
鵜
飼
が
で
き
る

川
で
あ
っ

た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
う
し
た
ふ
る
き
と
富

山

の

歴
史

を

こ
の
号

で
ふ
り
か
え
っ

て
み
ま
し
た
。

社
会
環
境
の
著
し
い
変
化
の
中
で
生
き
る
人
々
の
お
互
い
の

つ
な
が
り
を
保
ち
、
求
め
に
応
じ
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
を
痛

感
し
ま
す
。

私
た
ち
の
祖
先
が
残
し
て
く
れ
た
こ
の
恵
ま
れ
た
郷
土
と
遺

畑
山
耕
中

田

幸

産
を
見
直
し
、

」
れ
を
活
か

す
こ
と
を
県
民
一
人
ひ
と
り
が
考
え
て
、
自
己
の
進
む
道
を
人

々
の
か
か
わ
り
の
中
か
ら
見
出
す
。
そ
こ
に
住
み
よ
い
県
土
を

築
く
こ
と
の
使
命
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

明
日
へ
の
前
進
の
た
め
に
。

富
山
県
の
自
然
と
、
そ
の
自
然
が
生

み
出
す
社
会
的
制
約
と
が
、
端
的
か

そ
の
自
然
を
ど
う
見
る
か
、
ど
う
利

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

つ
深
刻
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
明
治

用
す
る
か
は
、
そ
れ
と
取
組
む
人
々

ま
た
富
山
県
は
全
国
に
稀
な
ほ
ど

河
川
の
多
い
県
で
、
長
い
問
、
洪
水

や
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
違
い
ま
す
。

に
悩
ま
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
現

地
図
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

富
山
県
は
日
本
の
中
央
部
に
位
置
し
、

の
経
済
界
に
生
き
た
ひ
と
り
の
県
人

が
、
富
山
県
と
い
う
地
域
を
ど
う
見

て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

自
然
は
、
人
聞
の
力
で
ほ
と
ん
ど

変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
種
の
枠

在
で
も
豪
雪
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。

特
急
列
車
で
富
山
か
ら
東
京
へ
六
時

間
、
大
阪
へ
四
時
間
で
行
け
ま
す
。

ま
た
、
小
き
く
ま
と
ま
っ
た
こ
の
県

け
れ
ど
も
こ
の
雪
と
川
が
豊
富
な
濯

概
用
水
と
工
業
用
水
を
供
給
し
、
水

力
発
電
を
可
能
に
し
、
農
工
一
体
と

い
う
特
色
の
あ
る
富
山
県
を
生
み
だ

い
ろ
と
左
右
し
ま
す
。
け
れ
ど
も

で
は
、
県
内
の
あ
ら
ゆ
る
所
が
、
県

し
た
こ
と
は
事
実
で
す
。

こ
う
し
た

庁
の
あ
る
富
山
市
と
の
日
帰
り
圏
に

と
し
て
、
人
間
社
会
の
営
み
を
い
ろ

越
中
は
東
を
越
後
と
信
濃
に
、

南
を
飛
騨
に
、
そ
し
て
西
を
加
賀

と
能
登
に
接
し
て
い
る
が
、
こ
の

一
方
は
す
べ
て
山
地
で
あ
る
。
北

の
一
面
は
海
で
外
に
門
を
聞
い
て

い
る
け
れ
ど
も
、
毎
年
十
月
中
旬

か
ら
翌
年
三
月
中
旬
ま
で
船
の
往

来
が
絶
え
て
し
ま
う
。
越
中
の
海

陸
交
通
は
非
常
に
不
便
で
、
当
国

唯
一
の
産
物
、
秋
穫
米
も
春
ま
で

消
費
地
へ
輸
川
事
、
き
な
い
。
そ
の

問
、
収
入
は
な
く
、
し
か
も
値
下

リ
へ
の
対
策
も
と
れ
ず
、
越
中
の

農
民
は
非
常
に
困
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
伏
木
の
回
漕
業
者
藤
井

能
三
が
、
明
治
初
期
に
書
い
た
論
文

冒
頭
の
意
訳
で
す
。
こ
の
文
に
は
、

北陸新華字線

大ーー富で圃東
阪 l 山辺京

時時
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40 
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郷土思考 中田幸吉

伸びゆく富山県

原始一近世

近代

現代

私の提言

暴河百本

重量かな水資源

工業県ー富山

農業県一富山

体質と気質

方言

密田博幸

4
U
J
、
ド
レせ

ん
ぽ
A
7

ま
と

こ
と
で
全
国
の
諸
県
か
ら
羨
望
の
的

に
な
っ
て
い
る
富
山
県
で
す
。

面
積
が
全
国
第
三
十
三
位
と
い
う

小
さ
な
富
山
県
に
、
伏
木
・
富
山
・

富
山
新
港
と
第
一
級
の
港
が
三
つ
も

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
港
を

核
に
し
て
重
化
学
中
心
の
臨
海
工
業

地
帯
が
立
地
し
て
お
り
、
鉄
道
沿
線

の
工
場
群
と
、
農
村
に
点
在
す
る
中

小
工
場
に
よ
っ
て
、
県
全
体
が
農
村

(注)圏内のキロ数は鉄道のキロ数

耐
久
消
費
財
普
及
率
が
全
国
で
上
位

で
あ
る
と
同
時
に
工
業
地
域
で
も
あ

る
と
い
う
農
工
一
体
の
県
を
形
成
し

て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
工
場
労
働
者
の
大
部
分

は
、
県
内
農
業
地
域
か
ら
の
通
勤
者

で
あ
る
た
め
、
本
県
農
家
の
兼
業
率

守

は
非
常
に
高
く
、
.
水
稲
単
作
と
い
う

伝
統
的
な
農
業
経
営
に
、
著
し
く
省

力
化
や
近
代
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
農
業
と
工
業
が
併
存

発
展
し
て
い
る
富
山
県
は
、
県
民
の

所
得
が
全
国
的
に
み
て
高
く
、
し
か

も
平
均
化
し
て
い
ま
す
。
進
学
率
や

に
あ
る
の
も
そ
の
た
め
で
す
。
こ
う

し
た
現
状
は
、
県
民
が
郷
土
の
自
然

と
対
応
し
て
、
営
々
と
築
い
て
き
た

も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。



原

時

代

始

私
た
ち
の
郷
土
に
、
い
つ
か
ら
人

が
住
み
だ
し
た
の
か
、
ま
だ
わ
か

っ

て
い
ま
せ
ん
。
だ
が
土
器

の
使
用
を

知
ら
な
か

っ
た
時
代
の
石
器
が
、
上

市
町
配
伊
新
を
は
じ
め
、

百
か
所
以

上
の
場
所
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す。

一
万
年
前
頃
か
ら

人
々
は
縄
文

土
器
を
使
い
だ
し
ま
し
た
。
縄
文
時

代
の
遺
跡
は
、

富
山
平
野
周
辺
の
山

地
縁
辺
に
広
く
分
布
し
て
お
り
、
氷

見
市
朝
日
貝
塚
・
大
境
洞
窟
や
朝
日

町
不
動
堂
な
ど
五
百
か
所
以
上
も
見

つ
か

っ
て
い
ま
す
。

稲
の
栽
培
や
金
属
器
の
使
用
が
始

ま
っ
た
弥
生
時
代
の
遺
跡
は
、
高
岡

市
石
塚
・
中
曽
根
、
小
杉
町
囲
山
を

は
じ
め
、

主
と
し
て
常
願
寺
川
以
西

の
平
野
内
微
高
地
を
中
心
に
、
低
湿

地
帯
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

は
、
ほ
ぽ
二
千
年
前
の
も
の
で
す
。

古

代

四
七
世
紀
頃
に
築
か
れ
た
豪
族

の
墓
を
古
墳
と

い
い
ま
す
。
郷
土
の

古
墳
は、

二
上
山
を
中
心
に
小
矢
部

明
治
の
世
に
な
っ
て
、
仏
教
王
国

富
山
を
震
揺
さ
せ
る
事
件
が
起
り
ま

し
た
。
明
治
元
年
の
神
仏
分
離
令
で

す
。
全
国
に
廃
仏
致
釈
の
嵐
が
吹
き

荒
れ
、
富
山
藩
で
は
八
宗
二
四
一
か

寺
を
七
か
寺
に
合
併
き
せ
る
と
い
う

合
寺
が
指
令
さ
れ
ま
し
た
。
混
乱
は

数
年
し
て
治
ま
り
ま
し
た
が
、
神
仏

混
靖
の
僧
坊
で
は
教
勢
が
衰
え
、
多

数
の
仏
像
・
仏
具
が
失
わ
れ
ま
し
た
。

農

騒

動

民

明
治
二
年
、
新
川
郡
に
大
凶
作
が

発
生
し
ま
し
た
。
農
民
た
ち
の
救
済

米
要
求
に
役
人
が
取
合
わ
な
か
っ
た

ば
か
り
か
、
厳
し
い
取
立
て
を
進
め

た
た
め
、
激
し
い
一
撲
が
起
り
ま
し

バスケット型土器

氷見市朝日員塚から出土したもので

縄文中期の文化を代表するすばらしい

ものです

た
。
有
名
な
ば
ん
ど
り
騒
動
で
す
。

同
四
年
、
地
租
が
改
正
き
れ
、
租

税
が
米
納
か
ら
金
納
に
変
り
ま
し
た

が
、
そ
の
負
担
が
江
戸
時
代
よ
り
高

か
っ
た
う
え
に
不
作
が
加
わ
り
、
砺

川
以
西
の
山
縁
、
呉
羽
と
射
水
南
部

の
丘
陵
及
び
立
山
町
付
近
に
分
布
し

て
お
り
、
高
岡
市
桜
谷
、
婦
中
町
羽

根
山
の
古
墳
が
特
に
有
名
で
す
。

富
山
県
は
も
と
越
中
と
よ
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
古
代
越
中
国
の
中
心
は

伏
木
で
、
こ
こ
に
国
衝
が
あ
り
、
都

か
ら
赴
任
し
て
き
た
国
司
が
政
務
を

と
っ
て
い
ま
し
た
。
七
四
六
年
に
越

中
守
と
な

っ
た
大
伴
家
持
は
万
葉
集

の
編
者
で
、
越
中
在
任
中
に
数
多
く

の
歌
を
よ
み
ま
し
た
。

越
中
は
蝦
夷
征
討
の
基
地
で
あ
り
、

溺
海
国
の
船
が
来
航
す
る
重
要
な
所

で
し
た
。
ま
た
越
中
平
野
は
墾
田
開

発
の
適
地
で
、
条
里
に
あ
わ
せ
た
東

大
寺
墾
田
図
が
今
も
残

っ
て

い
ま
す
。

中

世

越
中
の
中
世
は

一一

八
三
年
の

波
郡
で
農
民
騒
動
が
起
り
ま
し
た
。

こ
の
騒
動
の
あ
と
、
地
租
が
少
し
軽

く
な
り
、
小
作
権
が
し
だ
い
に
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
そ
。

白
百
回

山

県

分

立

と
こ
ろ
で
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県

後
、
越
中
の
う
ち
旧
富
山
藩
領
は
富

山
県
、

旧
加
賀
藩
領
は
金
沢
県
の
一

部
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
同
年
の

末
、
射
水
郡
だ
け
は
七
尾
県
に
属
し
、

砺
波

・
婦
負

・
新
川
三
郡
が
新
川
県

に
な
り
ま
し
た
。
翌
五
年
、
越
中
全

域
が
新
川
県
と
な
っ
た
も
の
の
、
九

年
に
は
こ
れ
を
廃
し
、
石
川
県
に
合

併
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

し
か
し
行
政
の
主
力
を
金
沢
中
心

の
道
路
整
備
に
置
く
加
賀
J

能
登
側

と
河
川
の
治
水
を
急
務
と
す
る
越
中

側
の
意
見
が
対
立
し
、

明
治
十
五
年

米
沢
紋
三
郎
を
委
員
長
と
す
る
分
県

運
動
が
起
り
、
翌
十
六
年
、
富
山
県

が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
富
山

県
は
越
中
時
代
と
同
じ
境
域
を
行
政

範
囲
と
し
て
、
独
自
の
歩
み
を
た
ど

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

木
曽
義
仲
侵
入
で
幕
を
あ
け
ま
し
た
。

越
中
武
士
団
の
多
く
は
源
氏
に
つ
き
、

倶
利
伽
羅
で
戦
い
、
都
に
の
ぼ
り
ま

し
た
。
ま
た
三
三
二
年
の
承
久
の

乱
で
は
、
宮
方
に
つ
き
ま
し
た
。

中
世
の
越
中
は
、
幕
府
が
守
護
所

を
置
い
た
放
生
津
に
お
け
る
元
弘
の

合
戦
、
南
北
朝
時
代
の
宮
方
と
武
家

方
の
戦
い
、
守
護
畠
山
氏
や
守
護
代

の
神
保
、
遊
佐
、
椎
名
氏
、
そ
れ
に

土
豪
の
石
黒
氏
ら
の
争
い
な
ど
、
戦

争
に
明
け
暮
れ
し
た
時
代
で
し
た
。

十
五
世
紀
後
半
頃
か
ら
真
宗
の
教

化
が
ひ
ろ
が
り
、
勝
興
寺
、
瑞
泉
寺

等
を
中
心
に
、

一
向

一
撲
が
在
地
の

武
士
や
越
後
長
尾
(上
杉
)氏
の
侵
入

一軍

と
激

地
ま
し

自

由

民

権

」
れ
よ
り
先
、
海
内
果
に
よ
っ
て

自
由
民
権
思
想
が
県
下
へ
伝
え
ら
れ

稲
垣
示
ら
が
中
心
と
な
り
、
本
県
で

も
国
会
開
設
運
動
が
起
り
ま
し
た
。

明
治
十
五
年
に
は
稲
垣
ら
が
北
立
自

由
党
を
、
そ
し
て
島
田
孝
之
ら
が
越

中
改
進
党
を
結
成
し
、
自
由
民
権
運

動
が
激
し
く
燃
え
あ
が
り
ま
し
た
が
、

こ
の
運
動
を
推
進
し
た
の
は
、
当
時

の
教
養
あ
る
地
主
層
で
し
た
。

A比

T 

校

開

設

明
治
の
初
年
は
文
明
開
花
の
時
代

で
、
そ
の
象
徴
と
な
っ
た
の
が
明
治

五
年
の
学
制
発
布
で
し
た
。
こ
の
学

制
を
受
け
て
翌
六
年
、
県
下
で
最
初

越
中
の
戦
乱
は
、
織
田
信
長
の
部

将
佐
々
成
政
に
よ

っ
て
鎮
圧
さ
れ
、

豊
臣
秀
吉
の
天
下
を
喜
ば
ぬ
成
政
を

破

っ
た
前
田
利
家
、
利
長
が
越
中
全

域
を
支
配
下
に
治
め
た
の
は
、
一
五

九
五
年
で
し
た
。

二

ハ
五
八
年
、
三

2 

代
藩
主
利
常
は
、

次
子
利
次
に
新
川

郡
の

一
部
と
婦
負
郡
を
分
封
し
、
十

万
石
の
富
山
藩
を
つ
く
り
ま
し
た
。

加
賀
藩
と
富
山
藩
の
農
政
は
改
作

法
と

い
う
独
特
の
施
策
で
行
わ
れ
、

農
民
代
表
の
十
村
を
封
建
末
端
機
構

と
し
て
、
二
五

0
年
間
、
米
中
心
の

経
済
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
越
中
は

百
万
石
の
穀
倉
で
あ
り
、
高
岡
と
砺

波
地
方
の
産
業
は
加
賀
藩
の
金
蔵
で

し
た
。
ま
た
富
山
藩
で
は
今
日
に
も

伝
わ
っ
て
い

る
出
稼
売
薬
が
起
り
、

経
済
を
支
え
て
い
ま
し
た

の
小
学
校
が
伏
木
で
開
校
さ
れ

年
後
に
は
三
六
四
校
に
な
り
ま
し
た
。

農

振

興

業

近
世
以
来
、
米
以
外
に
主
要
な
産

物
の
な
い
富
山
県
で
は
、
県
民
所
得

増
進
の
道
は
米
の
増
産
だ
け
で
し
た
。

明
治
以
後
、
耕
地
整
理
と
湿
田
の
乾

由
化
、
魚
肥
使
用
の
増
大
と
化
学
肥

3 

料
の
併
用
、
そ
し
て
品
種
改
良
と
農

具
の
改
善
に
不
断
の
努
力
が
続
け
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

明
治

末
期
の
収
穫
高
は
初
期
の
一

・
五
倍

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
小
作
の
大

部
分
は
生
活
が
苦
し
く
、

凶
作
ご
と

に
多
数
の
農
民
が
北
海
道
へ
移
住
し
、

そ
の
数
は
六
万
人
に
及
び
ま
し
た
。



伏
木
港
と
富
山
港

他
地
域
に
聞
か
れ
た
自
由
な
門
戸

が
、
北
側
の
海
だ
け
と
い
う
本
県
に

と
っ
て
、
昔
か
ら
船
と
港
は
、
想
像

以
上
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
き
ま

し
た
。
中
で
も
伏
木
と
東
岩
瀬
は
特

に
重
要
な
働
き
を
し
て
き
だ
港
で
す
。

し
か
し
明
治
の
世
に
な
る
と
、
和

船
の
船
着
場
に
す
ぎ
な
い
両
港
に
は

新
し
い
時
代
の
経
済
活
動
に
応
ず
る

能
力
の
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま

帆船と蒸汽船が混在しています港

、
正

木伏の年内正正大

復

興

と

発

展

戦
後
の
富
山
県
は
、
戦
災
都
市
富

山
の
復
興
着
手
で
幕
を
あ
け
ま
し
た
。

昭
和
二
十
九
年
の
富
山
産
業
博
覧
会

は
、
同
市
の
復
興
宣
言
と
し
て
、
人

人
に
力
強
い
印
象
を
与
え
ま
し
た
。

思
い
き
っ
て
広
く
と
っ
た
道
路
は

全
国
の
諸
都
市
に
と
っ
て
羨
望
の
的

で
あ
り
、
高
層
ビ
ル
の
林
立
す
る
県

都
の
景
観
は
、
戦
後
三
十
年
間
に
お

け
る
人
々
の
意
欲
と
活
力
、
そ
れ
に

努
力
の
象
徴
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

戦
後
最
大
の
変
革
は
昭
和
二
十

年
の
農
地
改
革
で
す
。
こ
の
改
革
で

多
数
の
小
作
が
自
作
と
な
り
、
激
し

く
燃
え
あ
が
っ
た
生
産
意
欲
に
よ

っ

て
土
地
改
良
や
農
業
技
術
は
著
し
く

し
た
。
そ
こ
で
伏
木
港
で
は
藤
井
能

三
が
尽
力
し
、
明
治
八
年
、
同
港
を

西
洋
型
船
の
定
期
寄
港
地
に
し
ま
し

た
。
同
二
十
三
年
、
同
港
は
ま
ず
特

別
輸
出
港
に
指
定
さ
れ
、
三
十
二
年

に
開
港
場
と
な
り
ま
し
た
。
大
正
元

年
、
小
矢
部
川
と
庄
川
の
河
口
分
離

と
築
港
工
事
が
完
成
し
、
伏
木
港
は

名
実
と
も
に
近
代
港
湾
と
し
て
、
本

県
を
支
え
る
物
資
集
散
の
基
地
に
な

る
と
と
も
に
、
同
港
周
辺
に
工
業
地

帯
を
立
地
き
せ
ま
し
た
。

い
っ
ぽ
う
東
岩
瀬
港
で
は
、
大
正

の
頃
か
ら
神
通
川
と
港
を
分
離
す
る

工
事
が
、
ま
た
昭
和
に
入
る
と
築
港

-
富
岩
運
河
建
設
と
同
港
周
辺
へ
の

大
工
場
集
積
が
実
現
し
、
近
代
港
湾

の
形
が
整
い
、
昭
和
十
八
年
、
港
名

を
富
山
港
と
改
め
ま
し
た
。

道

路

と

鉄

道

富
山
県
と
他
地
域
を
結
ぶ
道
路
は

い
す
れ
も
険
阻
で
す
。
そ
れ
で
比
較

的
低
平
な
西
部
山
地
を
越
え
て
関
西

と
結
ぶ
北
陸
道
の
改
修
が
、
最
初
に

取
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
後
県
下

の
主
要
道
路
は
順
次
、
車
が
通
れ
る

よ
う
に
改
修
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

進
み
、
米
の
収
穫
高
倍
増
へ
の
道
を

聞
い
た
の
で
す
。

し
か
し
暴
れ
川
の
多
い
富
山
県
で

は
、
昔
か
ら
愛
本
橋
や
神
通
川
舟
橋

以
外
に
、

ほ
と
ん
ど
橋
が
な
か
っ
た

の
で
、

こ
ろ
が
土
木
費
の
大
部
分
を
治
水
堤

防
工
事
に
向
け
て
い
た
の
で
、
橋
の

新
設
に
は
、
地
域
住
民
の
寄
付
金
や

国
の
補
助
が
必
要
で
し
た
。
し
か
も

手
続
き
に
時
間
が
か
か
り
、
大
変
な

苦
労
が
続
い
た
そ
う
で
す
。

明
治
三
十
年
、
大
矢
四
郎
兵
衛
ら

の
努
力
で
、
民
営
中
越
鉄
道
の
一
部

が
開
通
し
、
高
岡
・
福
野
間
に
本
県

最
初
の
岡
蒸
気
が
走
り
ま
し
た
。
翌

三
十
一
年
、
官
営
北
陸
線
が
高
岡
ま

で
、
三
十
二
年
に
は
富
山
ま
で
開
通

し
ま
し
た
。
米
原
・
直
江
津
聞
の
北

戦
争
直
後
壊
滅
状
態
だ
っ
た
工
場

で
は
、
生
産
内
容
を
軍
需
か
ら
民
需

陸
全
線
が
開
通
し
た
の
は
大
正
二
年

の
こ
と
で
す
。

米

騒

動

海
陸
交
通
の
整
備
で
、
他
地
域
と

自
由
に
結
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
富

山
県
で
は
、
経
済
活
動
が
し
だ
い
に

活
発
に
な
り
ま
し
た
。
し
た
が

っ
て、

何一

@
米
は
稜
ま
ぜ
ね

一V

'鳩
山
持
制
民
持
出
沼
崎
騒
ず

一

曹

岨

岡

島

障

が

幽

ma唱し
Mmれ

''m獄
書
す
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1

批
即
時
弘
し
〈
助
一
脈

へ
切
り
か
え
、
昭
和

二
十
五
年
頃
か
ら
急

速
に
発
展
し
て
き
ま

し
た
。
同
時
に
伏
木

-
富
山
港
も
整
備
さ

れ
、
北
陸
本
線
の
複

線
電
化
や
、
三
十
九

年
の
富
山
・
高
岡
新

産
業
都
市
指
定
と
相

前
後
し
て
富
山
新
港

着
工
と
巨
大
な
工
業

用
地
造
成
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
本
県
の

工
業
は
、
県
下
一
円

に
わ
た
っ
て
大
き
く

発
展
し
ま
し
た
。

た
だ
経
済
が
予
想
以
上
の
早
き
で

成
長
し
た
の
で
、
生
活
環
境
や
交
通

の
整
備
が
遅
れ
が
ち
で
し
た
。
農
工

の
一
体
化
が
進
み
、
兼
業
率
の
高
く

な
っ
た
農
村
と
都
市
地
域
を
結
ぶ
道

路
や
橋
の
新
設
と
整
備
、
膨
脹
し
て

い
く
都
市
の
上
水
道
や
下
水
道
の
整

備
、
そ
れ
に
山
間
部
の
過
疎
化
対
策

等
は
、
現
在
も
県
に
と
っ
て
の
重
要

課
題
で
す
。

本
県
の
主
要
産
物
で
あ
る
米
の
買
占

め
や
、
他
地
f

蛾
へ
の
移
出
増
加
も
激

し
く
な
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
米
価

4 

高
騰
で
、
大
正
七
年
、
県
東
部
で
米

騒
動
が
発
生
し
、
全
国
的
に
波
及
す

る
に
い
た
り
ま
し
た
。

戦

済

時

経

昭
和
六
年
の
満
州
事
変
以
後
、
日

中
戦
争
を
へ
て
太
平
洋
戦
争
敗
戦
に

至
る
十
五
年
間
は
、
軍
需
物
資
の
生

産
を
中
心
に
、
本
県
の
経
済
活
動
が

飛
躍
的
に
拡
大
し
た
時
で
す
。
し
か

し
こ
の
戦
争
に
支
え
ら
れ
て
成
長
し

た
本
県
の
経
済
は
、
昭
和
二
十
年
八

月
の
富
山
空
襲
と
敗
戦
で
、
致
命
的

な
打
撃
を
受
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

5 

ま
た
本
県
の
工
業
は
、
安
い
電
力

と
豊
富
な
水
を
利
用
す
る
電
炉
電
解

の
化
学
工
業
や
、
紙
パ
ル
プ
工
業
を

中
心
に
発
展
し
て
き
た
た
め
、
煤
煙

-
悪
臭

・
廃
棄
物

・
排
水
汚
染
等
の

公
害
を
起
し
や
す
い
欠
点
を
も
っ
て

い
ま
す
。
県
民
の
所
得
水
準
向
上
に

大
き
な
役
割
を
果
し
て
き
だ
県
内
諸

工
場
を
、
今
後
ど
の
よ
う
に
生
か
し

て
い
く
か
も
、
県
に
と
っ
て
大
き
な

課
題
で
す
。



教

育

県

富

山

戦
後
の
変
革
で
忘
れ
て
な
ら
な
い

の
は
教
育
で
す
。
昭
和
二
十
二
年
の

教
育
基
本
法
公
布
以
来
、
教
育
委
員

会
と
六

・
三

・
三
の
新
学
制
施
行
で

教
育
は
す

っ
か
り
変
貌
し
ま
し
た
。

現
在
の
富
山
県
は
全
国
屈
指
の
教
育

県
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
高

校
や
大
学

へ
の
高
進
学
率
、

能
力
開

発

へ
の
取
組
み
ゃ
教
育
内
容
と
教
育

施
設
の
充
実
、
社
会
教
育
や
生
涯
教

育
の
振
興
等
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
評

価
な
の
で
す
。
ま
た
文
化
財
、
と
り

わ
け
埋
蔵
文
化
保
護
へ
の
取
組
み
も

見
の
が

せ
ま
せ
ん
。

今

後

の

取

組

み

明
治
十
六
年
に
石
川
県
か
ら
分
離

独
立
し
た
富
山
県
は
、
昭
和
五
十
八

年
に
置
県
百
周
年
を
迎
え
ま
す
。
そ

の
年
を
め
ざ
し
、
県
で
は
い
ま
、
福

祉
行
政
の
充
実
と
企
業
の
発
展
、

青

年
の
活
力
増
進
、

芸
術
文
化
の
振
興

と
余
暇
の
活
用
、
県
民
公
園
建
設
、

花
と
緑
の
県
づ
く
り、

歴
史
を
ふ
ま

え
て

の
郷
土
の
見
直
し
等
に
、
真
剣

な
取
組
み
を
し
て
い
ま
す
。

f
J
b品
品
れ
れ
品
め

私
は
今
年
満
七
十
オ
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
に
富
山

に
在
住
し
た
の
は
、
旧
制
富
山
高
等
学
校
卒
業
ま
で

の
二
十
年
に
満
た
な
い
期
間
で
す
。
人
間
は
何
処
に

職
場
を
得
ら
れ
る
の
か
は
、
自
分
の
希
望
通
り
に
は

な
か
な
か
い
か
な
い
も
の
で
す
が
、
私
も
第
一
の
志

望
は
富
山
で
し
た
が
、
奇
し
く
も
東
京
の
銀
行
に
勤

務
す
る
こ
と
と
守
り
、
こ
の
時
に
私

の
今
日
ま
で
の

命
運
と
い
い
ま
す
か
。

生
活
の
進
路
が
決
ま

っ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
ま
ず

私
は
昭
和
六
年
か
ら
四
六
年
間
、
ほ
ぽ
そ
の
前
半

を
金
融
、
そ
の
後
半
を
石
油
の
仕
事
を
し
て
来
ま
し

た
。
金
融
は
志
望
の
仕
事
の
一
つ
で
あ
り
ま
し
た
が

石
油
は
全
く
不
意
に
私
の
後
半
生
を
束
縛
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

二
つ
の
仕
事
に
共
通
す

る
こ
と
は
、

い
ず
れ
も
公
共
性
の
強
い
内
容
を
持
つ

こ
と
、
殊
に
金
融
の
種
類
が
産
業
金
融
で
、
商
業
金

融
と
違
っ
て
、
融
資
の
対
象
と
な
る
業
種
が
長
期
的

に
景
気
の
変
動
に
ど
の
よ
う
に
対
応
出
来
る
の
か
を

判
断
す
る
こ
と
、
単
に
現
在
儲
か

っ
て
い
る
こ
と
だ

け
で
な
く
、
長
期
的
に
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ

の
た
め
に
は
日
本
、
更
に
は
世
界
の
事
情
を
勉
強
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
石
油
は
産
業
の
血
液
と
い
わ
れ
る
程
重
要
な

物
資
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
一

o
o
r

輸
入
に
頼

っ
て
い
ま
す
。
石
油
業
界
に
は
現
在
日
本

の
将
来
が
維
持
出
来
る
か
ど
う
か
に
関
連
す
る
程
重

大
な
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
依
然
と
し
て
販
売
競
争

が
激
し
く
て
、
た
い
へ
ん
不
安
定
な
状
態
を
続
け
て

い
ま
す
。
た
だ
し
か
し
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
必
要

な
も
の
は

一
致
協
力
し
て
確
保
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
の
努
力
を
し
て
い
る
の
も
事
実
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
国
際
的
な
研
究
と
行
動
を
し
て
い
ま
す
。

私
は
今
年
の
会
社
の
入
社
式
で
新
入
社
員
に
対
し

「諸
君
は
一
旦
自
分
の
仕
事
は

〈
こ
れ
〉
だ
と
決
め

た
以
上
、
そ
の
決
定
し
た
仕
事
に
つ
い
て
は
誰
に
も

負
け
ぬ
専
門
知
識
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め

に
は
五
年
、
十
年
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
何

時
か
は
そ
れ
が
国
家
社
会
と
、
自
分
自
身
に
役
立
つ

こ
と
に
自
信
を
持
ち
な
さ
い

」
と
話
し
ま
し
た
。

職
場
が
中
央
で
あ
ろ
う
が
地
方
で
あ
ろ
う
が
、
ま

た
、
仕
事
の
種
類
が
何
で
あ

、れ
、
仕
事
に
対
す
る
考

え
方
、
心
構
え
、

軽
重
等
は
そ
の
人
の
人
世
観
、
価

値
観
で
決
ま
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
生
活
と

仕
事
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
か
、

更
に
は
仕
事

を
社
会
生
活
と
ど

の
よ
う
に
価
値
づ
け
る
か
は
全
く

そ
の
人
の
判
断
に
よ
る
外
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
た

だ
し
、

青
壮
年
時
代
は
未
だ
人
生
観
、
価
値
観
、
社

会
観
が
不
安
定
で
す
か
ら
、
本
当
の
仕
事
を
す
る
た

め
に
も
、
充
実
し
た
知
識
経
験
が
必
要
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。
あ
る
程
度
の
集
積
が
出
来
て
は
じ
め
て
仕
事

の
尊
き
が
理
解
出
来
、
ま
た
意
義
が
決
ま
る
と
思
い

ま
す
。

こ
れ
が
私
の
体
験
で
す
。
従

っ
て
若
い
時
の

学
問
的
勉
強
は
自
分
の
人
間
形
成
を
よ
り

一
段
と
高

め
る
だ
け
で
な
く
、
終
生
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

勤
労
の
価
値
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
ぜ
ひ
と
も
必

要
と
考
え
ま
す
。

県
民
の
み
な
さ
ん
、
私
は
折
に
ふ
れ
富
山
県
の
こ

知
事
も
た
い
へ
ん
県
政
に
熱
心

と
を
思
い
ま
す
が
、

で

一
段
と
民
生
と
工
業
生
産
の
向
上
に
苦
労
し
て

お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

日
本
の
国
際
化
は
年
々
拡
ま

っ
て
い
ま
す
の
で
、
富
山
に
い
て
も
そ
の
仕
事
が
世

界
の
隅
々
と
繋

っ
て
い
る
と
の
認
識
の
も
と
に
働
い

て
下
さ
る
よ
う
に
祈
り
ま
す
。

会
仰のャハ
f

み

つ

だ

ひ

ろ

た

か

(

株
)
大
協
石
油
会
長
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「
こ
れ
は
川
で
な
い
。
滝
だ
」

明
治
二
十
四
年
、
治
水
工
事
指
導

で
来
県
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
土
木
技
師

デ
レ

l
ケ
が
、
常
願
寺
川
を
見
て
叫

ん
だ
の
が
、
こ
の
こ
と
ば
で
す
。

富
山
県
の
山
地
は
、
県
全
面
積
の

四
分
の
三
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
全
国
有
数
の
多
雨
多
湿
豪
雪
地
帯

な
の
で
、
こ
の
山
地
か
ら
流
れ
出
る

河
川
は
水
量
が
多
く
、
急
流
で
す
。

川
の
数
は
本
流
と
支
流
を
合
せ
て
九

八
本
、
総
延
長
千
三
百
日
。
全
国
に

稀
な
河
川
県
で
す
。

富
山
県
は
越
中
と
呼
ば
れ
て
い
た

昔
か
ら
、
河
川
の
洪
水
で
悩
ま
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
安
政
五
年

は(

対八
鳶5五
崩十八
れ)
」の

と常
い願
わ寺
れ川

大
洪
水

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
富
山
県
は
全
国
有
数
の

水
力
発
電
県
と
な
り
、
電
源
王
国
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今

で
も
本
県
関
係
河
川
に
は
、
一
部
県

外
を
含
め
一
二
八
か
所
の
発
電
所
が

あ
り
、
二
四
七
万
キ
ロ
ワ

ッ
ト
の
発

電
能
力
を
備
え
て
い
ま
す
。

工

業

県

成

立

は
じ
め
電
気
は
、
も
っ
ぱ
ら
電
燈

用
で
し
た
が
、
明
治
の
末
頃
か
ら
工

業
用
電
力
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

惨
禍
は
、
富
山
城
下
を
は
じ
め
同
川

流
域
一
帯
を
濁
流
泥
土
の
海
と
化
し
、

死
者
千
二
百
人
、
家
屋
流
失
千
六
百

戸
、
流
失
団
地
二
万
五
千
石
、
被
害

村
落
百
六
十
以
上
を
出
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

明
治
元
年
か
ら
昭
和
四
十
年
ま
で

に
県
下
の
河
川
で
発
生
し
た
洪
水
は

四
六
九
回
、
そ
の
九
割
が
大
正
五
年

以
前
に
起

っ
て
い
ま
す
。
た
め
に
富

山
県
は
、

治
水
を
国
防
と
な
ら
ぶ
重

要
施
策
と
な
し
、
大
正
初
期
以
前
に

は
県
財
政
の
四
割
以
上
、
時
に
は
七

割
も
土
木
費
に
あ
て
、
し
か
も
そ
の

土
木
費
の
八
割
以
上
を
治
水
堤
防
費

と
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
で
は
学
校

を
建
て
る
こ
と
も
、
道
路
を
整
備
す

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ

れ
が
当
時
の
実
情
だ
っ
た
の
で
す
。

電

源

国

，、、

神
通
川
水
系
の
大
久
保
発
電
所
で
す
。

こ
の
発
電
所
の
誕
生
は
、
永
い
問
、

そ
の

大
正
期
の
初
め
、
第
一
次
世
界
大

戦
時
の
好
況
を
背
景
と
し
て
、
伏
木

港
周
辺
に
重
化
学
工
業
中
心
の
臨
海

工
業
地
帯
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の

時
、
最
初
に
同
地
へ
進
出
し
た
日
本

鋼
管
の
電
力
料
金
は
、
一
、
キ
ロ
ワ
ッ

ト
六
厘
五
毛
で
二
十
年
間
値
上
げ
な

し
と
い
う
も
の
で
し
た
。
同
じ
頃
京

浜
地
方
で
は
二
銭
五
厘
だ
っ
た
の
で

す
。
富
山
県
に
進
出
し
た
中
央
資
本

の
工
場
に
は
、
こ
う
し
た
低
電
価
に

ひ
か
れ
て
き
た
も
の
が
多
い
の
で
す

が
、
電
力
料
金
を
安
く
し
な
い
と
、

工
場
誘
致
に
応
じ
て
く
れ
な
か
っ
た

と
い
う
の
が
当
時
の

実
情
で
し
ょ
う
。

昭
和
二
年
、
県
東

部
で
電
燈
料
金
の
値

下
げ
を
求
め
る
電
気

争
議
が
発
生
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
本
県

の
工
業
を
発
展
さ
せ

た
低
電
価
が
、

県
民
の
支
払
う
電
燈

料
金
を
高
く
す
る
こ

と
で
支
え
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と

の
疑
問
が
起
っ
た
か

王

と
こ
ろ
が
大
正
中
期
以
後
、
県
財

政
に
土
木
費
の
占
め
る
率
が
二
割
台

に
低
下
し
ま
す
。
そ
れ
は
各
河
川
の

上
流
に
水
力
発
電
所
や
ダ
ム
が
設
置

さ
れ
、
流
水
量
の
調
節
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
洪
水
の
発
生
件
数
が

激
減
し
た
か
ら
で
す
。

富
山
県
で
最
初
の
水
力
発
電
所
は

明
治
三
十
二
年
に
操
業
を
開
始
し
た

ら
で
す
。

こ
の
争
議
は
、
電
気
会
社

が
電
燈
料
金
値
下
げ
を
認
め
る
ま
で

鎮
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

工
業
用
電
力
料
金
が
安
い
と
い
う

事
実
は
そ
の
後
も
続
き
、
そ
れ
が
主

要
な
条
件
と
な
っ
て
、
昭
和
初
期
に

は
鉄
道
沿
線
に
次
々
と
紡
績
工
場
が

生
ま
れ
、
同
十
年
前
後
に
は
、
富
山

港
付
近
に
重
化
学
工
業
中
心
の
工
業

地
域
が
新
し
く
成
立
し
ま
し
た
。
こ

う
し
て
工
業
県
富
山
の
形
が
、
し
だ

い
に
整
っ
て
き
た
の
で
す
。

般

河
川
は
穀
倉
富
山
を
支
え
る
濯
概

用
水
供
給
源
と
し
て
重
要
な
役
割
を

果
し
て
い
ま
す
。
県
内
の
農
業
用
水

は
大
部
分
、
水
力
発
電
用
ダ
ム
建
設

に
並
行
し
て
次
々
と
合
口
化
さ
れ
た

の
で
、
利
水
が
合
理
化
さ
れ
て
水
争

い
が
減
少
し
た
ば
か
り
か
、
水
稲
収

穫
高
増
加
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

急
流
の
多
い
富
山
県
の
河
川
は
、

架
橋
が
む
ず
か
し
か
っ
た
の
と
、
軍

洪
水
に
よ
っ
て
人
々
を
苦
し
め
て
き

た
河
川
が
、
県
民
所
得
向
上
に
寄
与

す
る
貴
重
な
財
産
と
し
て
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し

B 

た
。こ

れ
以
後
、
県
内
資
本
は
も
と
よ

り
中
央
資
本
に
よ
っ
て
、
次
々
と
発

電
所
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
大
正
九

年
に
は
県
知
事
東
園
基
光
の
積
極
的

な
提
案
で
、
治
水
、
財
政
、
産
業
の

強
化
振
興
を
目
的
と
す
る
県
営
電
気

事
業
が
発
足
し
ま
し
た
。
こ
の
事
業

に
よ
っ
て
県
営
発
電
所
が
七
つ
建
設

さ
れ
、
昭
和
元
年
か
ら
は
事
業
収
益

の
一
部
を
県
財
政
へ
繰
入
れ
る
こ
と

事
上
の
理
由
で
架
橋
が
許
き
れ
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
交
通
の
障
害
と

し
て
の
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
小
矢
部
川

と
庄
川
・
神
通
川
の
下
流
だ
け
は
輸

送
路
と
し
て
長
い
間
、
人
々
の
生
活

を
支
え
て
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
小

矢
部
川
の
水
運
に
は
千
数
百
年
の
歴

史
が
あ
り
、
砺
波
平
野
の
動
脈
の
働

き
を
し
、
河
口
の
伏
木
港
を
発
展
さ

せ
た
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

富
山
県
は
資
源
の
乏
し
い
県
で
す
。

だ
が
水
だ
け
は
豊
富
で
、
こ
れ
が
上

水
道
普
及
率
を
高
め
る
原
因
に
な
っ

て
い
る
と
と
も
に
、
工
業
用
水
と
し

て
本
県
の
工
業
発
展
に
大
き
く
役
立

9 

っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
、

年
間
に
降
る
約
二
百
億
ト
ン
の
雨
の

う
ち
、
.
百
三
十
億
ト
ン
が
未
利
用
の

ま
ま
、
富
山
湾
へ
流
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
が

本
県
に
と
っ
て
今
後
の
重
要
課
題
な

の
で
す
。
ま
た
黒
部
峡
谷
・
神
通
峡

.
庄
川
峡
・
有
峰
ダ
ム
や
黒
部
ダ
ム

の
よ
う
に
、
観
光
資
源
と
し
て
自
然

を
生
活
の
中
に
取
り
入
れ
る
な
ど
河

川
を
見
直
す
の
も
、
今
後
の
課
題
と

い
え
ま
す
。



県
庁
正
面
玄
関
の
二
階
の
両
袖
に
目
で
み
る
富
山
県
勢
と
し
て
「
富
山
県
の

現
状
と
将
来
」
と
い
う
立
体
パ
ネ
ル
と
、
こ
の

「
水
を
制
御
す
る
富
山
県
」

と

い
う
模
型
が
こ
の
程
完
成
し
ま
し
た
。

利
用
し
て
い
る
か
が
一
目
で
わ
か
り
ま
す
。

県
内
の
地
形
を
忠
実
に
画
く
こ
の
模
型
は
、
県
庁
を
訪
れ
る
県
内
外
の
方
々

に
た
い
へ
ん
好
評
で
、
富
山
県
を
識
る
う
え
に
も
参
考
に
な
る
も
の
で
す
。

豊
か
な
水
資
源
を
農
業
に
発
電
に
工
業
に
生
活
用
水
に
と
、

、
当
勾
」
レ
白
川
，
h
H
M
-

」

し
カ

l
t午
ム
タ
ー



富
山
県
で
は
、
ど
の
市
町
村
へ
行

っ
て
も
大
き
な
工
場
が
あ
り
ま
す
。

ひ
な
び
た
北
陸
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に

程
遠
い
工
業
県
富
山
の
景
観
は
、
大

正
期
か
ら
昭
和
十
年
代
ま
で
に
生
ま

れ
、
戦
後
大
き
く
育
っ
た
も
の
で
す
。

本
県
の
工
業
は
、
豊
か
な
労
働
力
、

工
業
用
水
、
そ
れ
に
、
か
つ
て
電
源

王
国
と
呼
ば
れ
た
ほ
ど
数
の
多
い
水

力
発
電
所
が
、
融
雪
、
降
雨
期
に
供

給
す
る
安
い
不
定
時
電
力
等
が
条
件

と
な
っ
て
発
達
し
た
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
条
件
に
ひ
か
れ
て
、
伏

木
、
富
山
両
港
周
辺
に
金
属
・
化
学

・
鉄
鋼
・

パ
ル
プ
等
の
重
化
学
工
場

が
進
出
し
、
臨
海
工
業
地
帯
を
形
成

し
ま
し
た
。
ま
た
鉄
道
沿
線
の
市
町

村
に
展
開
し
た
の
は
、
繊
維
・
紙
・

カ
ー
バ
イ
ド
等
の
工
場
で
し
た
。

人
聞
の
頭
形
は
、
人
種
や
住
む
地

、

/

戦
後
は
繊
維
・
化
学

・
鉄
鋼

・
機

械
・
ア
ル
ミ
・
フ
ァ
ス
ナ
ー
等
の
工

場
が
多
く
立
地
し
、
昭
和
四
十
三
年

に
開
港
し
た
富
山
新
港
周
辺
に
は
、

ア
ル
ミ
精
錬
・
ア
ル
ミ
加
工

・
電
力

・
木
工
・
化
学
等
の
工
場
が
進
出
し

て
い
ま
す
。

富
山
県
の
工
業
は
素
材
生
産
工
場

が
多
く
、
工
場
聞
の
有
機
的
連
繋
や

下
請
工
場
と
の
共
存
関
係
に
乏
し
い

の
が
特
色
で
し
た
。
し
か
し
最
近
は

ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
や
フ
ァ
ス
ナ
ー
生
産

の
よ
う
に
、
原
料
の
精
錬
か
ら
製
品

ま
で
の
一
貫
生
産
方
式
を
と
る
も
の

や
、
石
油
、
電
力
、
化
学
系
の
工
場

の
よ
う
に
、

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
シ
ス
テ

ム
を
と
る
も
の
が
目
に
つ
き
ま
す
。

富
山
県
は
全
国

一
の
水
稲
単
作
県

で
す
。

ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
の
で

域
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
ま
す
。
頭
形

が
前
後
に
長
い
も
の
を
長
頭
、
短
い

も
の
を
短
頭
、
そ
し
て
そ
の
中
聞
の

も
の
を
中
頭
と
い
い
ま
す
。

日
本
人
は
全
般
に
短
頭
型
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
関
東
以
西
の
住
民
に
と

り
わ
け
短
頭
の
特
色
が
強
く
、
東
北

地
方
の
住
民
に
は
中
頭
の
傾
向
が
め

だ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
北
陸
で
は
、

新
潟
県
と
富
山
県
が
中
頭
地
域
に
入

-az-
-
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っ
て
お
り
、
住
民
の
体
質
は
東
北
地

方
型
な
の
で
す
。

体
質
と
同
じ
く
、
気
質
に
も
地
域

差
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
心

理
学
上
の
分
類
に
よ
る
と
、
富
山
県

は
分
裂
質
地
域
に
入
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
気
質
は
、
富
山
、
岐
阜
、
愛
知

三
県
を
結
ぶ
線
以
東
に
主
と
し
て
分

布
し
て
お
り
、
石
川
、
福
井
、
滋
賀
、

三
重
の
諸
県
以
西
で
は
、
操
穆
質
の

傾
向
が
強
い
の
で
す
。

つ
ま
り
富
山

県
の
住
民
は
、
体
質
も
気
質
も
と
も

に
、
東
日
本
型
な
の
で
す
。

富
山
県
の
方
言
は
、
下
新
川
地
区

の
よ
う
に
、
東
北
方
言
の
特
色
が
か

な
り
み
ら
れ
る
所
も
あ
り
ま
す
が
、

全
体
と
し
て
み
る
と
、
本
土
の
西
部

方
言
の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
富
山
県
は
、
総
体
的
に
み
て

し
よ
う
か
。
本
県
で
豊
か
な
資
源
と

い
え
ば
水
で
す
。
そ
れ
に
富
山
平
野

の
大
部
分
が
扇
状
地
で
、
濯
概
用
水

を
得
や
す
い
こ
と
が
、
水
稲
耕
作
一

本
の
産
業
構
造
を
生
み
だ
し
た
と
い

え
ま
す
。
米
中
心
の
経
済
の
も
と
に

あ
っ
た
江
戸
時
代
、
越
中
は
加
賀
藩

政
を
支
え
る
穀
倉
に
成
長
し
ま
し
た
。

そ
し
て
驚
く
ほ
ど
広
大
な
新
田
開
発

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

明
治
期
以
後
で
も
、
米
以
外
に
め

ぼ
し
い
産
物
の
な
い
富
山
県
で
は
、

港

・
道
路
・
鉄
道
の
整
備
ま
で
が
、

特
産
物
の
米
を
大
消
費
地
へ
、
い
か

に
早
く
、
多
く
輸
送
す
る
か
を
目
的

に
進
め
ら
れ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

耕
地
整
理
、
品
種
・
肥
料
・
農
具
等

の
改
良
に
よ
っ
て
、
米
の
増
産
へ
の

努
力
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、

水
稲
単
作
と
い
う
本
県
農
業
の
特
色

が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。

水
稲
単
作
地
帯
で
あ
る
本
県
の
農

村
に
は
、
季
節
的
な
余
剰
労
働
力
が

多
い
た
め
、
も
と
は
全
国
有
数
の
出

稼
県
で
し
た
。
し
か
し
通
勤
可
能
な

地
域
に
工
場
が
立
地
き
れ
る
に
つ
れ
、

兼
業
農
家
が
ふ
え
、
つ
い
に
今
日
の

農
工
一
体
と
い
う
特
色
あ
る
県
を
つ

京
都
式
ア
ク
セ
ン
ト
圏
に
属
し
て
い

ま
す
し
、
東
西
の
言
語
境
界
線
が
、

新
潟
県
の
糸
魚
川
辺
に
あ
る
こ
と
も

ほ
ぽ
定
説
に
な
っ
て
い
ま
す
。

富
山
県
の
住
民
は
、
生
ま
れ
つ
き

あ
ま
り
変
ら
ぬ
体
質
や
気
質
で
は
東

日
本
型
な
の
で
す
が
、
社
会
の
影
響

を
強
く
反
映
す
る
方
言
は
、
西
日
本

記
』
と
い
う
書
物
に
「
越
中
の
人
は

ね
い

陰
気
の
中
に
智
あ
り
。
倭
な
る
気
多

し
」
と
記
し
て
あ
り
ま
す
。
越
中
人

ず前まは
い詐きた邪
ぶ欺I! --，悪
ん」越で
ひと中腹
どい強黒
いう盗い
評俗、と

言語加い
でも賀う
すあ乞この
ねり食iで
。ま、す

す越

た
し
か
に
富
山
県
人
は
、
一
般
に

陰
気
で
取
付
き
に
く
く
、
時
に
は
悪

12 

く
り
あ
げ
ま
し
た
。

兼
業
農
家
の
増
大
は
、
農
業
経
営

の
あ
り
方
も
変
え
ま
し
た
。
本
県
は

農
業
構
造
改
善
事
業
が
日
本
一
進
ん

で
い
ま
す
。
水
田
の
大
型
化
と
乾
田

化
、
用
排
水
路
の
整
備
、
耕
地
整
理

と
交
換
分
合
、
機
械
導
入
等
の
積
極

的
な
施
行
に
加
え
、
集
団
栽
培
、
共

同
作
業
、
請
負
耕
作
等
、
経
営
の
変

質
ま
で
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

賢
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

そ
れ
を
裏
返
す
と
、
強
気
で
勝
気
、

し
か
も
忍
耐
強
く
、
積
極
的
で
よ
く

働
く
富
山
県
人
の
姿
が
浮
か
び
あ
が

っ
て
き
ま
す
。
本
県
人
は
ま
た
、
概

し
て
権
力
密
着
型
で
す
が
、
自
立
心

が
強
い
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

富
山
県
は
、
本
州
の
中
央
に
位
置

し
て
い
ま
す
。
ま
た
日
本
歴
史
の
中

心
舞
台
で
あ
る
関
西
や
関
東
か
ら
み

て
も
、
ほ
ぽ
等
距
離
に
あ
り
ま
す
。

た
め
に
こ
の
地
域
は
、
し
ば
し
ば
東

西
両
勢
力
競
合
の
嵐
に
巻
き
こ
ま
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
過
去
数
千
年

13 

問
、
豪
雪
と
洪
水
に
痛
め
つ
け
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
自
然
、
関

係
位
置
と
歴
史
の
中
で
生
き
ぬ
い
て

き
た
の
が
、
私
た
ち
と
私
た
ち
の
先

祖
な
の
で
す
。

富
山
県
人
の
性
格
は
、
こ
う
し
た

中
で
育
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
ま
た
こ
と
ば
や
生
活
に
、

西
の
影
響
が
強
い
の
は
、
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
、
関
西
の
勢
力
下
に
あ
っ

た
時
代
が
長
か
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
。

本
誌
編
さ
ん
に
あ
た
り
県
教
育
セ

ン
タ

l
教
育
専
門
委
員
、
古
岡
英
明

氏
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。



越
中
の
謡
曲

越
中
を
舞
台
に
し
た
謡
曲
に
「藤
」

「善
知
鳥
」
「
木
曽
」
が
あ
り
ま
す
。

「
是
は
は
や
越
中
国
多
枯
の
浦
と
か

ゃ
に
著
き
て
候
。
こ
の
所
は
藤
の
名

所
と
承
わ
り
お
よ
び
た
る
に
云

:々・
L

と
あ
る
藤
は
、
氷
見
市
藤
波
神
社
に

あ
り
、

立
山
の
地
獄
谷
を
謡

っ
た
善

知
鳥
。
木
曽
義
仲
が
埴
生
八
幡

(小

矢
部
市
)
の
社
頭
で
大
夫
坊
覚
明
に

書
か
せ
た
願
文
奉
納
を
謡

っ
た
木
曽

で
す
。

如
意
の
渡
し
義
経
記

歌
舞
伎
の
勧
進
帳
で
弁
慶
と
義
経

の
安
宅
の
関
の
物
語
が
あ
り
ま
す
が

こ
れ
は
謡
曲
の
「
安
宅
」
か
ら
発
展

下
村
加
茂
社
の
獄
緋
E
W
(

四
日

)。

町

人
文
化
の
八
尾
町
曳
山
車
(
五
日
)。

城

端
町
曳
山
車
(
一
五
日
)。
勇
ま
し
い
富

山
市
岩
瀬
の
け
ん
か
祭
(
十
七
日
)。

小
矢
部
の
獅
子
舞
ぼ
ん
(二
五
日
)。

六
月
は
富
山
市
山
王
祭
(
一
、
二
日
)。

高
岡
市
国
泰
寺
本
山
の
全
国
か
ら
集

ま
っ
た
虚
無
僧
の
尺
八
開
山
忌
(
一

一一日
)。
富
山
市
水
橋
の
火
渡
り

(
二

日
)。
砺
波
市
高
瀬
神
社
の
火
縄
授
神

事
(
九
、
十
日
)。

七
月
に
入
る
と
前

出
の
雄
山
神
社
で
立
山
開
き

(
二
五

六
日
)
が
あ
り
、

井
波
町
の
太
子
伝

会
(
二
二
日
か
ら
二
八
日
)
な
ど
が
あ

し
た
も
の
で
、

「
義
経
記
」
に
は
高

岡
市
伏
木
の
「
如
意
の
渡
」
の
出
来

事
に
な
っ
て
い
ま
す
。
義
経

一
行
が

一
時
の
雨
を
晴
ら
し
た
と
い
わ
れ
る

雨
晴
し
海
岸
は
、
当
時
を
し
の
ぶ
景

観
で
す
。

雪
の
ザ
ラ
峠
越
え

世
界
を

一
周
し
た
志
賀
重
昂
は
、

「
か
か
る
大
景
観
は
、
南
ア
メ
リ
カ

の
南
ア
ン
デ
ス
と
立
山
連
峰
の
み
」

と
折
紙
を
つ
け
た
立
山
に
は
、
信
仰
、

伝
説
が
数
限
り
な
く
あ
り
ま
す
が
、

富
山
城
主
佐
々
成
政
は
、
本
能
寺
の

変
後
、
織
田
信
雄
を
仰
い
で
主
家
の

再
興
を
夢
み
、
東
に
上
杉
氏
を
圧
迫

し
、
秀
吉
に
同
心
す
る
前
田
利
家
を

り
ま
す
。
ド
ド
ド
ン
ド
ン
と
夜
空
を

彩
ど
る
神
通
川
原
の
花
火
大
会
は
富

山
市
が
戦
災
で
焼
野
原
に
な

っ
た
八

月
一
日
の
復
興
祭
、
魚
津
市
の
た
て

も
ん
祭
(七
、
八
日
)。
婦
中
町
熊
野

神
社
の
稚
児
舞
(二
五
日
)
と
続
き
ま

す
。
九
月
は
全
国
的
に
有
名
な
八
尾

町
の
風
の
盆
お
わ
ら
祭
(
一
i
三
日
)

で
幕
を
あ
け
、

下
村
の
稚
児
舞

(四

日
)。
小
矢
部
市
埴
生
八
幡
の
堂
め
ぐ

り
(十
五
日
)。
城
端
町
の
麦
屋
祭

(+
五
、
六
日
)等
が
あ
り
ま
す
。
十

月
、
十
一
月
と
な
る
と
祭
も
少
な
く

な
り
冬
を
迎
え
る
の
で
す
。

も
駆
逐
し
て
北
越
を
そ
の
手
に
治
め

よ
う
と
し
て
、
天
正
十
二
年
成
政
は

前
田
方
の
能
登
の
末
森
城
を
襲
い
加

賀
と
の
連
絡
を
絶
ち
、
前
田
方
を
個

個
に
砕
こ
う
と
し
た
が
成
功
せ
ず
、

家
康
に
援
け
を
求
め
て
、

雪
中
に
も

か
か
わ
ら
ず
立
山
の
ザ
ラ
峠
を
越
え

て
浜
松
に
向

っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

越
中
の
民
謡

県
内
に
は
古
く
か
ら
う
た
い
継
が

れ
る
民
謡
が
多
く
、
日
本
三
大
民
謡

と
い
わ
れ
る
「
越
中
お
わ
ら
節
」
を

は
じ
め
、
平
家
の
落
武
者
た
ち
が
伝

え
た

「
安
屋
節
」
や
「
と
い
ち
ん
さ

節」

が
あ
り
、
ま
た
中
世
の
田
楽
の

施
律
を
残
す
「
ニ
き
り
こ
節
」
は

義経が雨晴しした海岸から立山連峰を見る

学
校
の
教
材
に
採
用
さ
れ
て

か
ら
は
全
国
的
に
歌
わ
れ
て

い
ま
す
。

糸
紡
ぎ
歌
の
「
布
施
谷
節
」

銅
器
づ
く
り
の
所
作
を
入
れ

た
「
や
が
え
ふ
節
仏
大
漁
を

却ゆっ
「
鱒
大
敷
綱
大
漁
節
」

雄
壮
活
発
な
「
せ
り
込
み
蝶

六」

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
民
謡

が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
一
年
に
富

雷鳥ライチョウ

山
県
鳥
に
指
定
さ
れ

た
特
別
天
然
記
念
物

ラ
イ
チ
ョ
ウ
は
、
日

本
ア
ル
プ
ス
連
峰
と

白
山
の
山
嶺
だ
け
に

棲
む
留
鳥
で
、
立
山

神
の
お
使
い
と
し
て
古
く
か
ら
あ
が

め
ら
れ
、
寒
い
高
山
に
棲
む
と
こ
ろ

か
ら

「寒
苦
鳥
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
「雷
鳥
」
と
書
く
の
は
、

雷
雨

の
や
っ
て
く
る
よ
う
な
雲
ふ
か
い
日

越

中

の

富
山
の
祭
の
幕
明
け
は
、

天
を
も

こ
が
す
雄
壮
な

「
魚
津
の
火
祭
り
」

ご

月
二
六
日
)
で
始
ま
り
ま
す
。

二
月
は
第
三
土
曜
日
の
「
宇
奈
月
町

雪
の
芸
術
祭
」
。
四
月
に
入
る
と
い
よ

い
よ
祭
は
最
高
潮
。
県
下
各
地
で
獅

子
舞
や
曳
山
車
が
で
ま
す
。
主
な
も

の
は
立
山
町
雄
山
神
社
祭

(八
日

)。

福
光
町
屋
台
祭

(
十
五
、
六
日
)。
砺

波
市
の
あ
で
や
か
な

子
供
歌
舞
伎
曳

山
車
(十
六
、
七
日

)。
氷
見
市
の

き

れ
い
ど
こ
ろ
の
ま
る
ま
げ
祭
(十
七

日
)
と
雨
乞
い
の
ゴ
ン
ゴ
ン
祭

(
十

越
中
の
昧
(
魚
貝
類
)

「
キ
ト
キ
ト
の
魚
食
べ
ん
ま
い
か
」

(新
鮮
な
魚
を
食
べ
ま
し
ょ
う
)と
い

う
位
、

富
山
湾
で
は
四
季
と
も
美
味

い
魚
貝
類
が
た
く
さ
ん
獲
れ
、
県
民

は
古
く
か
ら
キ
ト
キ
ト
の
魚
に
舌
鼓

を
う

っ
て
き
ま
し
た
。

ま
ず
代
表
は
「
プ
リ
」
。
富
山
湾
に

敷
か
れ
た
大
敷
網
に
か
か
る
寒
ブ
リ

の
サ
シ
ミ
な
ど
は
、
口
に
入
れ
た
ら

と
け
て
い
く
位
に
油
が
の
っ
て
最
高

の
味
。
朝
日
の
宮
崎
海
岸
に
は
、
ス

ケ
ソ
ウ
ダ
ラ
を
ぶ
つ
切
り
に
し
て
、

季
節
の
野
菜
と
み
そ
で
大
鍋
で
煮
る

「
タ
ラ
汁
」

が
あ
り
、
野
趣
味
が
あ

っ
て
実
に
う
ま
い
。

「
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
」
「
ベ
ニ
ズ
ワ
イ
ガ

ニ」

は
松
葉
ガ
ニ
や
越
前
ガ
ニ
と
同

種
類
で
、
そ
の
味
わ
い
の
淡
白
で
美

味
な
こ
と
が
お
客
に
、つ
け
て
、
料
理

に
欠
か
せ
な
い

一
品
と
な

っ
て
い
ま

す
。
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
の
雌
は
マ
ン
ジ
ュ

ガ
ニ
と
い
い
、
そ
の
卵
は
こ
れ
ま
た

珍
味
で
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

い
ろ
ん
な
員
類
の
中
に
「
パ
イ
」

が
あ
り
、
巻
目
ハ
の

一
種
だ
が
歯
ぎ
わ

り
が
こ
り
こ
り
し
て
実
に
お
い
し
い
。

駅
弁
の
中
で
特
に
お
い
し
い
弁
当

と
し
て
有
名
な
「
ま
す
の
す
し
」

は

富
山
の
名
産
で
千
年
の
歴
史
が
あ
り

ま
す
。
イ
カ
を
刺
身
の
よ
う
に
細
く

切
っ
て
イ
カ
の
ス
ミ
を
加
え
た

「黒

作
り
」

は
、
酒
の
肴
に
喜
ば
れ
、
熱

い
飯
の
上
に
の
せ
て
た
べ
る
越
中
独

特
の
珍
味
。
イ
カ
と
く
れ
ば
特
筆
す

べ
き
は
富
山
湾
に
だ
け
し
か
い
な
い

「
ホ
タ
ル
イ
カ
」

が
あ
り
ま
す
。
春

に
な
る
と
一

二
O
O
M
の
深
海
か
ら

繁
殖
の
た
め
に
浮
上
し
て
く
る
こ
の

イ
カ
は
、
長
き
一二
H

ン
に
も
な
ら
ず
、

そ
の
身
体
が
光
り
、
き
れ
い
な
こ
と

か
ら

「佳
イ
カ
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の

群
遊
海
域
が
重
要
天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
群
生
地

e
lu'am
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付
近
は
有
名
な

「
唇
気
楼
」
の
た

つ
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
竜
宮

の
使
い
と
も
い
わ
れ
、
そ
の
足
だ
け

を
と

っ
て
食
べ
る
の
を
「
竜
宮
の
ソ

ー
メ
ン
」
と
珍
重
さ
れ
、
ア
サ
ツ
キ
・

(春
の
野
生
葱
の

一
種
)と
の
酢
味
噌

和
え
が
お
い
し
い
。
ち
な
み
に
特
別

等
は
、
天
敵
の
タ
カ
や
ワ
シ
な
ど
に

お
そ
わ
れ
る
危
険
が
少
な
い
た
め
に
、

ハ
イ
松
の
し
た
か
ら
出
て
行
動
す
る

習
性
が
あ
り
、
ま
た
ラ
イ
チ
ョ
ウ
が

出
る
と
雷
が
鳴
る
と
い
う
言
い
伝
え

が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が
あ
り

ま
す
。
い
ま
富
山
県
で
は
ラ
イ
チ
ョ

ウ
を
保
護
す
る
た
め
の
ス
キ
l
規
制

な
ど
し
て
い
ま
す
。
登
山
客
等
に
さ

か
ん
に
愛
敬
を
ふ
り
ま
き
、
観
光
立

山
に
一
役
を
か
っ
て
い
る
ラ
イ
チ
ョ

ウ
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。

態
メa、

礼

14 

八
日
)。
富
山
市
の
全
国
チ
ン
ド
ン
マ

ン
コ
ン
ク
ー
ル

(常
三
土
、
日
曜
)
。

高
岡
市
気
多
神
社
ま
い
り
(十
八
日
)。

宇
奈
月
町
法
福
寺
の
稚
児
舞

(十
八

日
)。
新
湊
市
え
び
す
舞
の
ボ
ン
ボ
コ

祭
(二
十
日
)。
富
山
市
四
方
の
屋
台

祭
な
ど
が
あ
り
、
四
月
末
か
ら
五
月

の
連
休
に
は
富
山
県
の
花
チ
ュ

l
リ

ツ
プ
フ
ェ
ア
が
砺
波
市
で
あ
り
ま
す
。

五
月
は
、
前
田
利
長
が
秀
吉
か
ら
拝

領
し
た
と
い
う
桃
山
文
化
の
圧
巻
高

岡
御
車
山
祭
(
一
、
二

日
)
で
あ
け
、

夜
は
福
野
の
夜
高
祭
(一

i
三
日
)。

15 

天
然
記
念
物
関
係
で
食
べ
る
こ
と
が

許
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
ホ
タ
ル
イ

カ
だ
け
で
す
。
も
う
一
つ
う
ま
い
も

の
に
「
あ
ま
え
ぴ
」
と
「
し
ろ
え
ぴ
」

が
あ
り
、
あ
ま
え
び
の
刺
身
は
自
然

の
甘
味
で
、
わ
さ
び
や
醤
油
の
必
要

は
な
く
、
に
ぎ
り
で
は
富
山
な
ら
で

は
の
味
で
す
。
し
ろ
え
ぴ
は
富
山
湾

の
深
海
に
だ
け
産
す
る
珍
し
い
え
ぴ

で
、
え
び
は
ゆ
で
る
と
赤
く
な
る
が
、

こ
の
え
び
は
ゆ
で
て
も
白
い
の
が
特

徴
で
す
。
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道
路
ノ
開
サ
ク
ハ
越
中
人
ニ
何
ノ
利

益
モ
ナ
ク
、
越
中
人
ノ
必
要
ト
ス
ル

堤
防
ノ
築
造
ハ
加

・
能
人
之
ヲ
無
用

ト
シ
:
:
:
」
。
こ
れ
は
明
治
十
五
年
、

当
時
石
川
県
会
議
員
で
あ
っ
た
『
米

沢
紋
三
郎
』
(
入
善
町
)
が
、
石
川
県

か
ら
富
山
県
を
分
県
す
る
た
め
に
陳

情
し
た
建
白
書
の
要
旨
で
す
。

か
く
て

〈表
紙
〉
に
掲
げ
た
太
政

官
布
告
が
発
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

富
山
県
議

・
衆
議
院
議
員
と
な
っ

た
紋
三
郎
は
、
そ
の
問
「
越
中
自
治

党
」
「
越
中
改
進
党
」
を
結
成
す
る
等

財
を
投
じ
て
尽
く
し
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
時
代
の
政
治
家
と
し
て

は
、
板
垣
退
助
の
国
会
期
成
同
盟
に

| た野五|

呼
応、

北
立
自
由
党
を
結
成
し
、
富

山
県
の
分
県
運
動
の
き
っ
か
け
を
つ

く
る
な
ど
、
自
由
民
権
運
動
に
生
涯

を
か
け
た
『
稲
垣
示
』
(
大
門
町
)。

示
と
は
対
象
的
な
越
中
改
進
党
の
中

心
的
人
物
、
中
越
鉄
道
布
設
の
『
島

田
孝
之
』
(
砺
波
市
)
が
い
ま
す
。

昭
和
期
に
入
っ
て
は
、
日
中
国
交

回
復
の
基
盤
を
つ
く
っ
た
『
松
村
謙

=一
』
(
福
光
町
)。

プ
ロ
野
球
、
テ
レ

ン
ト
王
『
浅
野
総
一
郎
』
(
氷
見
市
)。

電
力
の
親
『
山
田
昌
作
』
(
富
山
市
)

-
『
(
二
代
)
金
岡
又
左
衛
門
』
(
富
山

市
)。
薬
業
と
銀
行
の
『
(
十
五
代
)
中

鉄
鋼
王

『大
谷
米
太
郎
』
(
小
矢
部
市
)。

コ
ク

ヨ
の
『
黒
田
普
太
郎
』
(
富
山
市
)等

多
士
済
々
で
す
。

回

目

に
つ
く
し
た
人
び
と

田
清
兵
衛
』
(
富
山
市
)。

維
新
後
の
文
明
開
化
の
あ
し
あ
と

を
敏
感
に
受
け
と
め
た
『
海
内
果
』

(
富
山
市
)
は
、
耕
作
の
か
た
わ
ら
読

書
を
怠
ら
ず
、
藩
政
の
封
建
政
策
を

憤
り
、
相
益
社
を
結
社
し
て
日
本
の

進
む
道
を
啓
蒙
、
東
京
日
報
社
の
福

地
源
一
郎
に
見
出
き
れ
、
青
雲
の
志

を
抱
き
上
京
、
天
下
の
耳
目
を
集
め

る
日
本
の
思
潮
を
導
く
政
論
に
健
筆

を
ふ
る
い
ま
し
た
。
ま
た
郷
里
を
思

う
心
強
く
、
藤
井
能
三
の
シ
ベ
リ
ヤ

貿
易
を
支
持
し
、
一
方
鉄
道
を
北
陸

に
も
と
、
そ
の
実
現
に
努
め
、
ま
た

越
中
義
塾
を
創
設
す
る
な
ど
民
権
実

学
の
思
想
普
及
に
尽
く
し
ま
し
た
。

こ
の
他
富
山
高
等
学
校
創
設
者
、

『馬
場
は
る
』
(
富
山
市
)
。
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
栽
培
の
親
『
水
野
豊
造
』(砺

県政親子パス教室一学校の夏休み期間中を利用して、

親子で県の施設や事業を見学して 、県政に対する理解

と関心を高めていただこうと、 今年も次のような計画

でパスが発車します。どうぞご利用下さい。

対象は児童クラブ等青少年団体の構成員(親子)で約50

名の団体及び若干の一般親子
L 時，h').~ ， • 

応募持封サ(郵便はがきに団体名、市町村名、代表者

氏名、連絡責任者氏名とその電話番号、運行希望月日 も託入門 J

を次の区全iこより申込んで下さい。一般親子もこれに p 

準じます。 1

パス運行日 各地区 7月28日附、 8月 4日関

パス運行台数とコース 総台数 8台でコースは下表の

とおりです。

申込み団体や個人の

所在地または居住地

富 山 市 ・ 上 新 川 郡 ・ 婦 負
郡

高 岡 市 ・ 新 湊 市 ・ 氷 見 市

射水郡・福岡町

魚津市・黒部市 ・滑川市
下新川郡・中新川君[1

砺 波 市 ・ 小矢 部 市 ・ 東 砺
波郡・福光町

児
童
の
権
利
を
尊
重
し
、
そ
の
幸

せ
と
健
や
か
な
成
長
の
願
い
を
こ
め

て
児
童
憲
章
が
定
め
ら
れ
た
の
が
昭

和
二
六
年
五
月
五
日
で
す
。
以
来
、

毎
年
五
月
五
日
の
子
ど
も
の
日
か
ら

ビ
放
送
の
創
始
者
『
正
力
松
太
郎
』

(
大
門
町
)等
、
全
国
に
名
だ
た
る
政

治
家
が
多
数
輩
出
し
て
い
ま
す
。

-W〕
に
つ
く
し
た
人
ぴ
と

銭
屋
五
兵
衛
と
並
ぶ
実
力
者
、
伏

木
の
回
船
問
屋
能
登
屋
の
長
男
『
藤

井
能
三
』
は
、
伏
木
築
港
を
は
じ
め

そ
の
背
後
地
の
道
路

・
鉄
道
の
整
備

燈
台
の
設
置
、
く
り
か
ら
の
天
田
峠

の
開
通
な
ど
、
富
山
県
が
東
海
と
結

び
、
日
本
海
を
は
き
ん
で
シ
ベ
リ
ヤ

と
の
貿
易
を
は
か
る
な
ど
、
経
済
開

発
に
終
生
没
頭
し
ま
し
た
。
能
三
の

こ
の
努
力
は
、
現
在
の
工
業
県
富
山

の
基
盤
と
な
っ
て
い
ま
す
。

産
業
の
分
野
で
は
日
本
の
銀
行
王

『安
田
善
次
郎
』
(
富
山
市
)。

セ
メ

可
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唱
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司
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一
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日
一
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U
一
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剖
一
お
お

電
畳
間
邸
一
例
伽
一
例
(
勝
一

mmψ

一
附
内
一
釧
担
割
一
日
制

所
一
総
庁
一
祖
庁
一
宿
庁
一
町
庁

一新
県
一
赤
合
一
新
合
一
幸
合

住
一
市
一
市
総
一
市
総
一
市
総

I

山
内
川
一
岡
岡
一
津
津
一
波
波

宮
W
一
高
官
同
一

魚
魚
一砺
砺

申込み先

富山県知Z
公室広報課

高岡地方

県民相談室

魚津地方
県民相談室

砺波地方

県民相談室

叫
雌
一
一
般
一
鑓
一
躍

ビ
・
不
良
図
書
や
玩
具
類
の
氾
濫
、

交
通
事
故
の
増
加
等
に
よ
り
さ
ま
ざ

ま
な
変
化
が
み
ら
れ
ま
す
。

加
え
て
家
族
の
対
話
不
足
、
友
達

と
の
遊
び
を
知
ら
な
い
子
供
、
遊
び

児
童
福
祉
週
間

十
一
日
ま
で
を
児
童
福
祉
週
間
と
し

て
、
国
民
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

児
童
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
核
家

族
化
、
婦
人
の
就
労
の
増
加
、
テ
レ

場
の
不
足
と
も
相
ま
っ
て
安
全
性
・

健
全
性
の
欠
如
等
の
問
題
が
そ
こ
か

し
こ
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

児
童
が
成
長
す
る
過
程
で
健
康
で

和
や
か
な
家
庭
と
良
い
地
域
環
境
は

申込期間 5月 1日-15日までです。

参加の決定は、抽せんによ って決定した団体及び個人

に通知します。

携行品などー参加費は無料、入館料の実費。 昼食やお

茶は必ず持参して下さい。

団体参加は、団体が指定する場所まで送迎し ますが、

一般の方は県の指定場所で乗車。

一般県政パス教室 7月分と 8月分を募集します。 コ

ースは下表のとおりです。

申込先、応募方法、決定、送迎、携行品などは親子パ

スと同様です。

い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
最
近

は
特
に
遊
び
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て

い
ま
す
。
ど
ろ
ん
こ
に
な
り
、
こ
ぶ

を
つ
く
っ
た
り
し
て
遊
ん
で
い
る
う

ち
に
、
た
く
ま
し
い
精
神
と
肉
体
が

自
然
と
養
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

児
童
福
祉
週
間
を
契
機
に
も
っ
と

子
ど
も
安
見
つ
め
、
見
守
り
、
家
庭

や
地
域
ぐ
る
み
で
児
童
の
幸
せ
と
健

や
か
な
成
長
に
つ
い
て
考
え
、
話
し

合
い
良
い
環
境
づ
く
り
の
運
動
を
広

げ
た
い
も
の
で
す
。

家
庭
や
地
域
の
実
情
日
即
し
た
地

道
な
活
動
を
お
願
い
し
ま
す
。

異
色
の
横
綱

『太
刀
山
』

す
め
た
が
断
わ
ら
れ
、
板
垣
退
助
に

頼
み
内
務
大
臣
西
郷
従
道
か
ら
富
山

県
知
事
に
異
例
の
相
撲
入
門
勧
誘
指

令
が
出
さ
れ
、
仕
方
な
く
入
門
、
突

張
り
、
ゆ
り
も
ど
し
を
得
意
と
し
て

大
横
綱
に
な
っ
た
の
が
太
万
山
で
す
。

富
山
県
か
ら
の
横
綱
は
、
梅
ケ
谷

と
太
万
山
が
い
ま
す
。
明
治
三
一
年

富
山
に
巡
業
に
き
た
友
綱
一
行
は
、

〈米
三
俵
を
軽
々
と
担
ぎ
歩
く
青
年

が
い
る
〉
と
聞
き
、
角
界
入
り
を
す

英
学
者
の

『南
日
恒
太
郎
』

市
)
。
国
学
の
権
威
『
山
田
孝
雄
』
(
富

山
市
)。
生
理
医
学
の
『
石
川
日
出
鶴

丸
』
(
小
杉
町
)。
高
僧
『
高
尾
義
竪
』

(八
尾
町
)な
ど
教
育
県
富
山
の
礎
を

富
山

築
い
て
い
ま
す
。

芸
術
・
文
化

16 

波
市
)。
稲
の
優
良
品
種
銀
坊
主
を
つ

く
っ
た
篤
農
家

『
石
黒
岩
次
郎
』
(
富

山
市
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

国

凹

に
つ
と
め
た
人
び
と

近
代
医
学
の
先
駆
者
『
黒
川
良
安
』

(上
市
町
)は
、
十
二
歳
で
長
崎
の
吉

雄
権
之
助
に
蘭
学
を
、
シ
l
ボ
ル

ト

に
西
洋
医
学
を
学
び
、
ま
た
高
島
秋

帆
、
緒
方
洪
庵
に
師
事
し
広
く
蘭
学

を
身
に
つ
け
、
江
戸
に
出
て
佐
久
間

象
山
ら
の
英
才
教
育
に
あ
た
り
ま
し

た
。
帰
国
後
は
加
賀
藩
主
の
侍
医
と

な
り
、
嘉
永
二
年
に
は
天
然
痘
予
防

の
種
痘
を
行
い
、
明
治
元
年
に
金
沢

大
学
医
学
部
の
前
身
の
医
学
館
の
設

立
に
参
画
、
教
授
を
勤
め
る
な
ど
、

北
陸
地
方
の
医
学
進
歩
に
大
き
な
功

績
を
残
し
ま
し
た
。

学
問
の
分
野
で
は
、
タ
カ
ジ
ヤ
ス

に
輝
く
人
び
と

富
山
県
で
「
人
間
国
宝
」

に
指
定

さ
れ
た
の
は
、
陶
器
の
『
石
黒
宗
麿
』

(新
湊
市
)
と
謡
曲
の
『
松
本
謙
三』

(城
端
町
)
の
二
人
が
い
ま
す
。
女
流

作
家
の

『
小
寺
菊
子
』
(
富
山
市
)。

日
本
画
家
で
は

『
石
崎
光
璃
』(
福
光

町
)
と
『
郷
倉
千
靭
』
(
富
山
市
)。

日
本
音
楽
教
育
の

『福
井
直
秋
』
(上

市
町
)。
児
童
文
学
の
『
大
井
玲
光
』

(富
山
市
)
。
ぎ

ん
ぎ
ん
ぎ
ら
ぎ
ら

(夕
日
)
の
『
室
崎
琴
月
』
(
高
岡
市
)。

寺
社
大
工
の
巨
匠
『
松
井
角
平』

(井

タ
l
ゼ
の

『高
峰
譲
吉
』
(
高
岡
市
)。

波
町
)な
ど
多
彩
を
き
わ
め
て
い
ま
す
。

し一
コース表

1.富山・魚津地 区パス

9: 30- 9: 50 一10:上20-万11 号00ー→11:20-12: 40 13: 10-13: 50 14: 20ー15・10 益15:山20嘉-15 島50一一事16M.0F0を-ち16:通30 
{富山) 富山新裕一一一→ヲィ 瑞竜 寺一一→木材試 験場一一→県 庁一一一→ 送 ー

型車副議議 語u甚昆(魚在韓) 富山新港一一一→ 一一一・頼成の森一一一→天 文 台一一一→県 庁一一一→ l 送

2.高岡・砺波地 区 パ ス

(高 岡 )
富管14制:j3山0セ~ン交15タ:通∞一一一→ 15: 30-16: 10 

10: 30-11・10 セ山11野:ωンスーポ1タ2ー:犯ツー←ー」1310-1420 F ー 木 初 お 験場

(砺波) (輩霊器)
風土包の丘一一一→ 一 県 庁、 益14:山羽基-15送.∞車一一審15:4量0出-16義:語ぉ

「県政親子パス教室」

「県政パス教室j 7月8月分コース表

宮山地区 高岡地区 魚 a 地区 砺波地区

i!lHラ臼 コース 運行 日 コース 運行日 コース 運行日 コース

福
新生 園・ 工業試験場・(太閉山 (新活経由)・衛生学院 ・身障 九虚在・中央卸売市場・八尾 {頼成の森・医事E大学経由)・

干止
% ・% 団地 ・医業大学経由)・県庁・ % 者更生指導所 ・県庁 ・流杉老 ~ 園・県庁 ・ (社福総合センタ ~ 流杉老人ホーム ・県庁 ・緑化

九盤在 人ホーム ・{医薬大学経由) 一経由) センター ・八尾闘

土
(頼 成の森経由い和田川ダム 和田川水道・ 太 閤山団地・県 (上市川改修経由)高月海岸 ・ 新港・ 太閤山団地・県庁・ い

1も ・ちら -二上膏少年の家 ・ {新渇経 % 庁 ・いたち川改修 ・ {新港経 % -富山空港 ・富山武道館 ・県 ~ た ち 川 改 修 ・ 空 港
木

自}・県庁 ・いたち川改修 自) 庄 ・白岩川ダム

商
太閤山団地 ・新路・ 工業紙験 新 港 ・ 県立図・館・県庁・宮 中央卸売市場 ・新港・ 太閤山 高岡首長官官セ ンター・(太閤山団

J1i・% 場・県庁・富山機械工業団地 ya・% 山企業団地・富山高等筏能学 % 団地 ・広貧堂・県庁 % 地経由)・少年自然の家 ・県 庁
エ

校 -広蹟笠 ・新港

農水
水産斌験場・そ菜園芸芸団地・ そ菜園芸 ・花 木 団 地 ・木材試 そ菜園芸団地・黒部青少年の そ菜園芸団地 ・木初試験 煽 ・

林産
~ . % 黒部青少年の家 ・県庁 ・農業 J1i・% 験 場 ・県庁 ・セーナー苑 ・層量 ya・% 家 ・水産量式験燭 ・県庁 ・農業 % 県庁 ・九重在 ・農業試験湯

試験場 量産試験 湯 試験場

自草壁
-上万葉 フイシ ・璃竜寺 ・公 公笛センター ・伎術短大 ・県 薬草園・ 立 山寺トガ並木 ・大 公寄セ ンタ ・筏術短大・県

~ 害セ ンター・県庁 ・粗 大ゴミ ?品 ・% 庁 ・神通峡l恥定公園 J1i・% 岩眼目公 闘・県庁 ・粗 大ゴミ % ・% 庁 ・神通峡岡高定公闘
然主砲

処理場 処理場

聾正
二塚遺跡・風土記の丘 ・111野 耳帯電寺 ・埋蔵文化財センター 二縁遺跡・風土記の丘 ・山野 高 槻資斜 館 ・少年自然 の家 ・

% スポ-yセンター ・県庁 ・斜 ~ ・ % -県立図曾館・県庁 ・少 年自 ~ ・ % スポーツセンター ・県庁 ・1脅 J1i 県庁 ・情報処理教育センター
宵

学教育セ ンター 然の雪E 報処理教育セ ンター -北島 I遺跡

オフ



-県政のうごき

3月18日~毘黙32254G)
県立高校(全日制)の52年度入学合格者の発表は、午後

12時半、 40校 2分校ていっせいに行なわれ、合格者総数は

1万230人で、志願者に対する合格率は79.4~* でした。

3月19日彦経路!穀お陶器
2月定例県議会は、 52年度一般会計、 51年度一般会計補

正予算、手数料条例一部改正、副知事(森岡政治)選任な

ど原案どおり可決して閉会しました。

3月29日麗32224第2ダム欄賞

川第 2ダム建設に伴う補償協定がまとまり 、この日知事応

接室で地元の地権者代表らと中田知事との間に調印式が行

なわれました。

3月29日関235Z522T孟り姓

氷見市五十谷(いかだん)で約4()-"-...クタールにわたる大

規模な地すべりが発生、民家や建物が全半壊したほか、田

畑、山林、道路などが崩壊しましたが、幸い人命に支障が

ありませんでした。災害復旧に自衛隊を要請、 30日に中田

知事も現場を視察し、今後の対策を協議しました。
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躍髄踊闇醐瞳盟蝿輯鵬

3月 16日~4月 15日

4月 1日時詑i叡f校舎移転開始

富山市杉谷で建設している富山医科薬科大学の新校舎が

完成し、旧富山中部高校校舎の仮校舎から杉谷キャンパス

への移転作業が始まりました。 51年度事業として完成した

のは、講義実習棟、体育館、解剖棟と事務局、図書館、食

堂などが入る福利厚生棟です。

4月 1日麗2275誤認謀山県の

県庁正面玄関の 2階階段横の空地にく目でみる富山県の

模型と立体ノfネノレ〉をつくり、点灯式を行ないました。向

かつて東側の「水を制御する富山県」と題した 3万分の 1

の模型は、明るい富山県のイメージを白一色で表わし、生

活用水、工業用水、農業用水など豊富な河川水を有効に利

用している様や今後の計面を約 2千個の豆電球を使用して、

わかりやすく解説しています。また西側には「富山県の現

状と将来」と題した立体ノマネルを配し、住みよい富山県を

つくる総合計画に基づいた各種のプランを、部門別にカラ

ー区分して、しかも既設のものと将来計画を濃淡で表わし、

これからの県政プロジェクトが一 目でわかるようになづて

います。この模型とパネルは、県庁を訪れる人たちに郷土

のよさを見直してもらっとともに、県政に対する関心を深

めていただき、プロジェクトに対して積極的な意見を求め

るためのものです。

知事と語る会日程
知事が各市町村に出向いて、住民の方々と直接語り

合う「知事 と語る会」は、次の日程で聞かれます。多

数のご参加をお待ちしています。

5月20日(剣一高岡市・5月26日(木)ー立山町

5月27日(金)ー舟橋村・5月30日(月)ー 滑川市

4月 1日彦選定E51程器EZ主
第 7回県青年の船は、 8月25日から 9月7日までソ連を

訪問しますが、団員110人(男73人女37人)、役員22人の氏

名を発表しました。団長には村上元之輔県教育参与に決ま

りました。

4月 5日麗22352ZZンタ一関所

富山市内の信号機をコンビュータでコントロールして、

車の流れを円滑にするとともに、歩行者などの交通弱者の

保護をはかるために、旧交通機動隊庁舎内に、県警交通管

理センターが開所しました。

4月 6日嵐勤労者いこゆ欄設繍室できる
婦中町細谷地内に54年春オープン

県が雇用促進事業団と共同で婦中町細谷に建設する「富

山勤労者いこいの村」の開設準備室が、県庁内に設けられ

ました。週休 2日制の普及から余暇利用と家族ぐるみの健

康増進と福祉向上を図るために建設されるこのいこいの村

は、 54年春にオープンする予定です。

月 6日関緑の少年団を指定
高岡・砺波・小矢部・福光・婦中

52年度から 3カ年計画てや「みどりの少年団」を15団新設

しますが、今年は高岡 ・砺波・小矢部 ・福光 ・婦中の 5市

町村を指定しました。緑を愛し'情操豊かな少年を育成する

ことを目的にした、みどりの少年団、は小中学生て、構成、

20日から始まる緑化週間にそれぞれ結成いたします。
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4月6日麗2ffg政パス縫

県民からたいへん好評を得ている県政パス教室は今年は

150台運行きれますが、その第1号が出発しました。県政パ

ス教室乗車を申込みになる方は、県庁広報課及び、高岡・

魚津 ・砺波の各総合庁舎内県民相談室へ。

4月9白磁知事と語る会
rコ ニとし初めて福野町で開催

午後 1時15分から福野町役場講堂で約 200人の住民が参

加して聞かれました。今年度初の「知事と語る会」は、中田知

事の県政の考え方をきき、住民側の活発な質疑や意見か交

きれました。また11日には氷見市で語る会が聞かれていま

す。(なお 5月の知事と語る会は上記のとおりですから、

最寄りの方の参加をお願いします)

4月13日麗護委=52年度3大目標を

-人聞の生き方を考える優れた知性

.自然と芸術に親しむ豊かな心

-健全な心を支えるたくましい体

県教委では52年度の重点施策を発表し、三大教育目標を

前記のように発表しました。

4月15日蓄電話21芳子設置
ソ連の漁業専管水域 200カイ リ設定で、北洋漁業の危機

を打開するために、 北海道や富山県など15都道県てや「北洋

漁業関係都道県知事会議を設置しました。会長に堂垣北海

道知事、副会長に中田富山県知事ら 3名を選びました。
/ 



野
鳥
と
飼
鳥

小
鳥
屋
の
居
先
に
は
、
鳥
か
ご
に
の
鳥
は
、
昔
か
ら
日
本
に
住
ん
で
い

入
っ
て
、
カ
ナ
リ
ヤ
、
ブ
ン
チ
ョ
ウ
、
た
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
は
、
外

イ
ン
コ
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
鳥
が
並
固
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
す
。

ん
で
い
ま
す
。
皆

さ

ん

は

、

こ

れ

ら

ス

ズ

メ

、

ト

ビ

、

キ

ジ

パ

の
鳥
を
野
外
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
。
富
山
の
公
園
を
探
し
て
も

野
原
や
森
や
街
の
中
で
も
ま
ず

一
方
、

ト
な
ど
皆
き
ん
の
家
の
ま
わ
り
で
い

つ
で
も
見
ら
れ
る
鳥
は
、
小
鳥
屋
に

は
い
な
い
は
ず
で
す
。

見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら

よ
く
み
る
と
お
も
し
ろ
い
野
鳥

四
月
の
下
旬
に
は
、
市
街
地
の
家
に
か
か
っ
た
よ
う
に
キ
ュ

l
・
キ
ュ

の
庭
や
ア
パ
ー
ト
の
テ
ラ
ス
で
も
、

パ
ン
く
ず
を
置
い
て
お
く
と
、

ヒ
ナ

を
連
れ
た
ス
ズ
メ
を
観
察
で
き
ま
す
。

ヒ
ナ
が
、
や
っ
と
は
え
そ
ろ
っ
た
小

さ
な
翼
を
こ
き
ざ
み
に
ふ
る
わ
せ
て

口
を
あ
け
る
と
、
親
鳥
は
口
移
し
に

エ
サ
を
や
り
ま
す
。
と
て
も
か
わ
い

い
も
の
で
す
。

ま
た
、
河
口
に
群
れ
る
カ
モ
メ
の

仲
間
も
、
双
眼
鏡
で
よ
く
見
る
と
、

大
き
き
も
、
色
も
、
飛
ぴ
方
も
少
し

ず
っ
ち
が

っ
て
い
ま
す
。
鳴
き
声
も

ニ
ャ
オ

l
・
ニ
ャ
オ
!
と
猫
の
よ
う

に
聞
こ
え
る
も
の
、
グ
ア
オ

l
・
グ

ァ
オ
!
と
し
わ
が
れ
声
の
も
の
、
鼻

な山雷鳥図
中島杢堂作
在・県庁玄関壁画

県有美術品(彫刻・工芸)紹介シリーズ図

ー
鳴
く
も
の
な
ど
い
ろ
い
ろ
で
す
。

烏
は
か
ご
に
入
れ
な
い
で

野
鳥
を
飼
う
こ
と
は
法
律
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

メ
ジ
ロ
も
ウ
グ
イ

ヒ
バ
リ
は
大
空
を
は
ば
た
き
、

広
い
野
や
畑
で
さ
え
ず
っ
て
い
る
姿

が
最
も
美
-し
く
、
ウ
グ
イ
ス
も
、
陽

ス
も
。

光
を
浴
び
、
春
の
風
を
ほ
ほ
に
感
じ

な
が
ら
聞
く
声
が
美
し
い
の
で
す
。

ち
ょ
う
ど
、
動
物
園
の
ラ
イ
オ
ン
で

は
な
く

ア
フ
リ
カ
の
原
野
を
走
る

ラ
イ
オ
ン
が
最
も
ラ
イ
オ
ン
ら
し
く

見
え
る
よ
う
に
。

(
野
鳥
の
保
護
の
た
め
に
)

豊
か
で
住
み
よ
い
生
活
環
境
の
確

保
と
県
土
の
均
衡
の
と
れ
た
発
展
を

実
現
し
て
い
く
た
め
、
総
合
的
な
観

点
に
立
っ
た
国
土
利
用
計
画
(
県
計

画
)
を
こ
の
た
び
定
め
ま
し
た
。

こ
の
計
画
は
、
国
土
利
用
計
画
法

に
基
づ
き
全
国
計
画
を
基
本
と
し
て

定
め
る
も
の
で
あ
り
、
県
議
会
の
ほ

か
市
町
村
や
県
の
審
議
会
等
広
く
意

見
を
聞
き
、
正
し
く
望
ま
し
い
県
土

利
用
の
姿
を
昭
和
六
十
年
を
目
標
に

描
い
た
も
の
で
、
県
土
利
用
に
関
す

る
行
政
の
指
針
と
な
る
と
と
も
に
、

県
土
利
用
に
関
す
る
各
種
計
画
の
基

本
と
な
る
も
の
で
す
。

計
画
の
内
容
と
し
て
は
、
①
全
国

に
誇
る
優
れ
た
自
然
性
を
守
り
、
②

農
業
県
と
し
て
の
地
位
を
維
持
発
展

さ
せ
る
、
③
人
口
の
増
加
、
経
済
社

会
諸
活
動
の
拡
大
に
伴
う
土
地
需
要

に
も
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
を
基
本

方
針
と
し
て
利
用
目
的
別
に
そ
の
基

本
的
考
え
方
を
決
め
て
い
ま
す
。

昭
和
六
十
年
に
お
け
る
県
土
の
利

用
目
的
別
の
規
模
の
目
標
の
あ
ら
ま

し
は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。

主
な
も
の
を
み
ま
す
と

ア
、
農
用
地

農
業
経
営
の
安
定
の
た
め
、
農

地
が
無
計
画
に
転
用
さ
れ
な
い
よ

う
必
要
面
積
を
確
保
す
る
こ
と
と

し
、
約
五
九

O
O
M
(
七
%
)
の
減

少
に
と
ど
め
た
。

イ
、
森
林

自
然
環
境
保
全
の
見
地
か
ら
森

林
を
極
力
保
全
す
る
こ
と
と
し

全
国
計
画
と
ほ
ぼ
同
様
二
%
の
減

少
と
し
た
。

ウ
、
住
宅
地

六
十
年
の
人
口
を
=
二
万
人

と
想
定
し
、
こ
れ
に
必
要
な
住
宅

地
の
面
積
を
確
保
す
る
こ
と
と
し

た
。

工
、
工
場
用
地

経
済
の
安
定
成
長
を
見
と
お
し
、

県
民
の
働
く
場
所
の
確
保
の
た
め

に
必
要
な
工
場
用
地
を
四
二

O
O

M
と
し
た
。

県土の利用目的に応じた規模の目標

昭和 47年 昭和 60年
構 成 上ヒ

昭和 47年 昭和 60年

農 用 t也 80.474 ha 74，590 ha 18.9 % 17.5 % 
森(原野含む)林 285，966 280，750 67.2 66.0 

水面・河川・水路 17，273 18，710 4.1 4.4 

道 路 12，111 15，830 2.8 3.7 

宅 士也 14，711 19，880 3.5 4.7 

{主 そ.... ーユ. 等 12，381 15，680 2.9 3.7 

工 場 2，330 4，200 0.6 1.0 

そ σ3 他 14，681 15，630 3.5 3.7 
メg.. 計 425，216 425，390 100.0 100.0 
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富
山
木
象
巌
の
創
始
者
中
島
杢
堂
は
大
沢
野

町
の
出
身
、
高
岡
工
芸
学
校
木
工
科
卒
業
後
、

東
京
の
白
川
洗
石
に
師
事
し
木
工
芸
伝
統
技
術

を
研
修
、
帰
郷
後
は
富
山
市
旅
篭
町
に
工
房
を

営
み
独
創
的
な
木
象
棋
の
創
始
に
努
力
さ
れ
た
。

爾
来
六
十
年
に
わ
た
り
斯
道
に
精
励
、
幾
多

の
名
作
を
の
こ
し
、
そ
の
問
、
各
種
工
芸
美
術

展
に
入
賞
、
破
芳
表
彰
、
叙
勲
に
も
輝
き
、
富

れ
た
。

山
県
無
形
文
化
財
保
持
作
家
に
指
定
を
う
け
ら

立
山
雷
鳥
図
は
翁
の
代
表
作
で
構
図
の
車
抜
、

に
つ
い
て
は
神
代
杉
、

色
彩
の
調
和
に
苦
心
が
伺
わ
れ
、
と
く
に
選
木

け
や
き

黒
柿
、

く
す
、

等
二
十
余
種
類
の
材
質
と
多
彩
な
木
理
の
美
を

巧
み
に
組
み
合
せ
、
巧
妙
、
精
級
、
高
雅
な
美

し
さ
は
、
絵
画
な
ど
と
異
っ
た
独
自
の
工
芸
美

術
品
と
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

佐
藤
良
正



日
本
の
代
表
的
古
典
〈
万
葉
集
〉
四
五

O
O首
の
歌
の

な
か
で
、
五

O
O首
近
く
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
歌
人
で
あ

り
、
万
葉
集
全
二
十
巻
の
編
集
者
と
み
ら
れ
る
〈
大
伴
家

持
〉
は
、
越
の
国
の
国
主
と
し
て
魁
任
し
た
の
は
天
平
十

八
年
(
七
四
六
)
二
十
九
オ
の
こ
と
で
す
。

政
務
を
と
る
国
府
は
、
い
ま
の
高
岡
市
伏
木
町
古
国
府

の
勝
興
寺
附
近
に
あ
り
、
こ
こ
で
五
年
間
国
寸
生
活
を
送

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
に
詠
ん
だ
越
の
国
の
歌
の
数
々
が

万
葉
集
に
残
き
れ
て
い
ま
す
。

越
の
国
へ
く
る
前
の
歌
一
六
五
首
、
滞
在
中
二
二

O
首、

以
後
一

O
O首
詠
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
家
持
が
一
番

充
実
し
て
い
た
頃
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

家
持
の
歌
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

--， --， --， 

川立釣東古通T布
の山す風Zひ瀬
渡2のる L、ぜいの
瀬2雪小ぉたや海

鐙fし舟完〈毎tの
浸土消〈こら年Z沖

からぎしにつ
すし隠奈見白
ももる呉つ波
」延日 見のつあ

槻Zゆ海ぁイ思おり
の」 人まば

の む
L 

延
槻
川
は
早
月
川

みなさんの広報課です

*INHKでは次の時間に放送ご協力を得ています。みなさんと県のパイプ役 〈広報課〉 は、みなさんの

午前11時55分-12時・午後6時40分-7時テレピ意見、希望、相談を受けて県政に反映、まだ県の施策

午前11時55分-12時・午後6時50分一7時ラジオを一日も早くお知らせしています。主な仕事は次のと

.月刊誌 rみん怠の県政」包月5日頃発行おりです。どうぞご利用下さい。

県政施策の解説、生活の知識などを載せ、みなさん政.J1B.送

のだくさん集まるところに配付しています。*北日本政送=包週日曜日、午前9時から30分間、県

.新聞「みん怠の県政」ー毎月第2土曜日と最終土曜の政策を対談 ・座談会・フィルムでわかりやすく解説

日に、北日本 ・富山・読売 ・北陸中日の各新聞に県政〈第3日曜日は知事と語る)(第4日曜日は人物往来〉し

の最近の動きや身近なお知らせを載せています。

.県民相E賓室一次の県内4力所にあります。生活上の

相談、県政への意見、希望など気軽にどうぞ。

*県民相談室は広報課内にあります。

*富山テレビ=信週月曜日-土曜日まで毎日放送

月曜日一金曜日ぎでは午後5時45分から5分間でお

知らせ(水曜日は奥さんこんにちは〉を、土曜日は午後

*高岡・魚津 ・砺波の各地方県民相談室は、高岡 ・魚5時30分から15分間、県政〈第4週は知事と語る〉を対
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