
　

私
は
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て

18
歳
か
ら
大
体
35
歳
ぐ
ら
い
ま
で
、い
ろ
ん
な

環
境
を
迂
回
し
な
が
ら
印
刷
物
を
作
っ
て
参

り
ま
し
た
。デ
ザ
イ
ナ
ー
と
い
う
立
場
が
今

後
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
心

配
し
て
い
く
う
ち
に
、デ
ザ
イ
ン
に
関
心
の
あ

る
市
場
に
対
し
て
、も
う
ち
ょ
っ
と
社
会
的
な

職
業
と
し
て
何
か
活
動
的
な
こ
と
を
し
て
い

か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
、生
活
者
に
向
き

合
っ
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
ら
ど
う
な
る
か
な
と

い
う
こ
と
で
、自
分
で
お
店
を
や
っ
て
お
り
ま

す
。デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、古
物
商
の

古
物
免
許
を
持
っ
て
リ
サ
イ
ク
ル
屋
で
も
あ

り
な
が
ら
、全
国
に
お
店
を
展
開
し
て
い
く
、

ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
立
ち
位
置
で
す
。

　

高
度
経
済
成
長
を
経
て
、バ
ブ
ル
も
経
て
、

日
本
人
っ
て
も
う
ほ
と
ん
ど
買
う
物
も
な
い

し
、も
う
満
た
さ
れ
て
い
る
。物
を
い
っ
ぱ
い

持
つ
こ
と
が
豊
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
つ
つ
あ
る
。震
災
も
あ
り
、形
の
な
い
も

の
と
か
、自
分
の
故
郷
、自
分
の
友
達
、親
、そ

う
い
う
も
の
の
大
切
さ
に
目
覚
め
始
め
て
い

る
ん
で
す
。そ
ん
な
中
で
ど
う
し
て
い
こ
う
か

と
い
う
こ
と
が
今
日
の
テ
ー
マ
で
す
。

　
日
本
と
い
う
小
さ
い
島
は
、世
界
的
に
は
こ

ん
な
に
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
が
多
い
島
は

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ぐ
ら
い
消
費
し

て
、な
る
べ
く
捨
て
や
す
い
環
境
を
作
っ
て
い

る
。デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
ど
ん
な
仕
事
を
す
べ

き
か
。一
つ
は
新
し
く
物
を
生
ま
な
い
。デ
ザ

イ
ナ
ー
と
い
う
の
は
形
を
作
っ
て
物
を
生
み

ま
す
け
ど
、も
う
す
で
に
生
ま
れ
た
物
、い
い

物
を
見
直
す
の
も
仕
事
と
し
て
あ
り
な
の
で

は
な
い
か
と
。そ
こ
で
、自
分
の
活
動
の
テ
ー

マ
、ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
で
す
。

　
日
本
を
よ
く
す
る
に
は
、日
本
の
い
い
デ
ザ

イ
ン
を
し
っ
か
り
伝
え
る
場
所
や
工
夫
が
必

要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。僕

は
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
方
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
と

い
う
仕
事
を
や
っ
て
い
ま
す
け
ど
、自
分
た

ち
の
ブ
ラ
ン
ド
を
見
直
す
時
に
広
告
で
、力

ず
く
で
そ
の
イ
ベ
ン
ト
を
作
り
上
げ
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、自
分
た
ち
の
原
点
の
、自

分
た
ち
が
作
っ
た
商
品
を
見
直
す
。そ
れ
ぞ
れ

の
土
地
も「
自
分
た
ち
ら
し
さ
」を
見
直
す
時

に
や
っ
ぱ
り
原
点
み
た
い
な
も
の
が
明
確
に

あ
っ
た
方
が
い
い
で
す
。

平
成
25
年
7
月
23
日
に
開
催
し
た「
第
18
回
地
方
行
財
政
セ
ミ
ナ
ー
」の

講
演
要
旨
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

D
&
D
E
P
A
R
T
M
E
N
T
に
学
ん
だ

人
が
集
ま
る
伝
え
る
店
の
作
り
方

講 

師
　
ナ
ガ
オ
カ 

ケ
ン
メ
イ  

― 

D
＆
D
E
P
A
R
T
M
E
N
T　
P
R
O
J
E
C
T　
代
表	

―

講演録
04

演
講

録

18やまなし



　
6
0
V
I
S
I
O
N
（
ロ
ク
マ
ル
ビ
ジ
ョ

ン
：
日
本
を
作
っ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
だ
け
が

集
ま
る
仕
組
み
）に
参
加
で
き
る
参
加
条
件
が

3
つ
あ
り
ま
す
。企
業
の
原
点
商
品
と
呼
べ
る

物
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。こ
れ
、皆
さ
ん
の
頭

の
中
で
地
方
と
い
う
こ
と
に
切
り
替
え
て
い

た
だ
い
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。も
う
一

つ
は
復
刻
す
る
技
術
と
、追
い
続
け
る
意
思
が

あ
る
か
。自
分
で
そ
う
い
う
意
思
が
な
い
と

や
っ
ぱ
り
続
か
な
い
の
で
。も
う
一
つ
は
自
分

の
会
社
の
事
業
と
し
て
し
っ
か
り
社
員
と
考

え
て
い
く
こ
と
。

　

私
は
、自
分
が
ど
れ
ぐ
ら
い
思
い
を
そ
の

県
に
持
て
る
か
と
い
う
こ
と
を
バ
ロ
メ
ー

タ
ー
に
し
て
行
動
し
て
い
ま
す
。何
年
か
前
に

D
&
D
E
P
A
R
T
M
E
N
T（
以
下「
D
&
D
」。）

Y
A
M
A
N
A
S
H
I
と
い
う
自
分
の
お
店

を
作
る
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、そ

れ
が
あ
る
か
ら
山
梨
と
い
う
場
所
に
自
分
が

思
い
入
れ
を
持
て
る
。思
い
が
持
て
る
と
い
う

こ
と
が
す
ご
く
重
要
で
、自
分
の
事
業
と
し
て

ち
ゃ
ん
と
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
や
っ
て
い
け
る

と
い
う
こ
と
も
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
。

　

企
業
の「
ら
し
さ
」を
見
つ
め
な
が
ら
、自

分
た
ち
ら
し
い
商
品
を
考
え
て
い
く
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
や
っ
て
い
く
ん
で
す
け
ど
、

そ
れ
が
地
方
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。

6
0
V
I
S
I
O
N
が
企
業
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
ブ
ラ
ン
ド
だ
と
し
た
ら
、日
本
ビ
ジ
ョ
ン

と
い
う
名
前
で
地
元
の「
ら
し
さ
」を
整
理
整

頓
す
る
た
め
の
ブ
ラ
ン
ド
み
た
い
な
も
の
を

作
れ
な
い
か
な
と
。ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
な
も
の
、

そ
の
土
地
に
ず
っ
と
長
く
あ
る
物
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
、日
本
ビ
ジ
ョ
ン
の
名
の
下
で
販

売
し
な
が
ら
、そ
の
土
地
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
説

明
す
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。

　

伝
統
工
芸
士
の
方
も
3
代
目
も
し
く
は
4

代
目
、大
体
30
代
で
す
。そ
ん
な
人
た
ち
が
地

元
の
問
屋
さ
ん
と
か
、地
元
の
公
平
性
だ
け

を
重
ん
じ
た
が
た
め
に
す
ご
く
つ
ま
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
地
場
産
セ
ン
タ
ー
み
た
い

な
も
の
、そ
う
い
う
所
か
ら
飛
び
出
そ
う
と
、

そ
の
人
た
ち
と
一
緒
に
自
分
た
ち
の
場
所
で
、

新
し
い
、若
い
実
演
販
売
み
た
い
な
こ
と
も
し

て
お
り
ま
す
。

　
若
い
感
覚
で
、若
々
し
い
場
所
で
こ
う
い
う

人
を
呼
ぶ
と
、若
い
人
が
い
っ
ぱ
い
集
ま
り
ま

す
。い
か
に
き
っ
か
け
や
形
を
作
れ
ば
い
い
と

い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、ど
う
い
う
タ
ー
ゲ
ッ

ト
の
人
た
ち
を
具
体
的
に
呼
ぶ
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。こ
こ
が
と
て
も

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　
日
本
中
を
回
っ
て
感
じ
た
こ
と
で
す
け
ど
、

1
つ
は
作
り
手
が
若
い
デ
ザ
イ
ン
世
代
。こ
の

人
た
ち
は
、デ
ザ
イ
ン
に
関
心
が
な
い
状
態
だ

と
そ
も
そ
も
興
味
が
わ
か
な
い
、そ
う
い
う
デ

ザ
イ
ン
世
代
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。

　
も
う
一
つ
は
、作
ら
れ
た
も
の
を
見
る
場
所

が
非
常
に
ダ
サ
イ
。こ
ん
な
所
に
置
か
れ
る
ぐ

ら
い
だ
っ
た
ら
自
分
で
通
販
で
や
っ
て
や
る

と
い
う
作
り
手
さ
ん
が
非
常
に
多
い
。こ
れ
か

ら
の
時
代
は
公
平
性
で
は
な
く
て
、誰
か
し
ら

意
志
の
あ
る
人
た
ち
を「
え
こ
ひ
い
き
」し
て

い
か
な
い
と
い
け
な
い
。今
回
Y
B
S
さ
ん
が

D
&
D
を
文
化
会
館
の
中
に
入
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、簡
単
に
言
う
と「
え
こ
ひ
い
き
」。あ

る
意
志
を
持
っ
た
人
に「
え
こ
ひ
い
き
」を
す

る
。そ
う
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
と
い
う

個
人
が
山
梨
の
こ
と
を
考
え
て
よ
り
積
極
的

に
活
動
し
て
い
く
こ
と
だ
と
思
う
。

　

も
う
一
つ
は
、た
ど
り
着
く
手
段
が
あ
ま

り
に
も
な
い
。観
光
、観
光
と
言
っ
て
い
る
の

は
僕
ら
よ
り
も
大
先
輩
、70
、80
歳
ぐ
ら
い
の

方
々
が
作
っ
た
観
光
で
、そ
の
観
光
も
非
常
に

古
く
な
っ
て
い
て
、そ
こ
に
何
か
し
ら
新
し
い

表
面
的
な
も
の
を
足
し
て
も
何
も
な
ら
な
い
。

こ
れ
か
ら
の
20
代
、30
代
、40
代
の
人
た
ち
と

い
う
の
は
、そ
の
観
光
を
破
壊
し
て
い
か
な
い

と
い
け
な
い
。本
屋
に
行
く
と
非
常
に
お
し
ゃ

れ
な
観
光
ガ
イ
ド
が
あ
り
ま
す
け
ど
、中
身

は
全
く
昔
と
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。表
紙
が
お

し
ゃ
れ
に
な
っ
た
だ
け
で
も
非
常
に
い
い
で

す
け
ど
、で
も
誰
が
編
集
し
て
、誰
が
行
っ
て

い
る
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
観
光
雑
誌
を
、

若
い
人
た
ち
が
手
に
と
っ
て
、情
報
満
載
で
、

決
め
る
の
は
あ
な
た
よ
と
い
う
よ
う
な
昔
の

や
り
方
で
や
っ
て
い
る
。こ
れ
だ
と
永
遠
に
観

光
が
若
返
ら
な
い
。

　
デ
ザ
イ
ン
の
感
覚
が
あ
る
道
の
駅
み
た
い
な

場
所
を
作
ら
な
い
と
い
け
な
い
。し
か
も
道
の

駅
の
よ
う
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
て
い
て
、観

光
の
き
っ
か
け
に
な
る
。こ
う
い
う
の
が
日
本

中
に
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

若
い
観
光
や
若
い
作
り
手
が
動
き
出
す
の
で
は

な
い
か
と
思
い
、自
分
で
や
っ
て
み
よ
う
と
。

　

補
助
金
を
完
全
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い

ん
で
す
け
ど
も
、箱
だ
け
造
れ
ば
オ
ッ
ケ
ー
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、そ
れ
を
運
営
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
外
部
の
人
に
立
て
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
で
も
な
く
、あ
そ
こ
を
使
う
主
は
誰
か
と

い
う
と
こ
ろ
ぐ
ら
い「
え
こ
ひ
い
き
」し
て
い

か
な
い
と
や
っ
ぱ
り
盛
り
上
が
ら
な
い
。そ
う

い
う
意
味
で
自
分
は
な
る
べ
く
補
助
金
を
使

わ
ず
に
、自
分
で
意
思
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち

を
探
し
て
、そ
の
人
た
ち
に
、こ
う
い
う
道
の

19 やまなし



駅
が
あ
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
の
と
い

う
こ
と
を
説
明
を
し
て
回
っ
た
結
果
、ま
ず
、

札
幌
店
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。ロ
ン
グ
ラ
イ

フ
デ
ザ
イ
ン
の
商
品
と
北
海
道
の
ロ
ン
グ
ラ

イ
フ
デ
ザ
イ
ン
の
も
の
と
カ
フ
ェ
。カ
フ
ェ
は

ル
ー
ル
と
し
て
飲
食
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
て
下

さ
い
と
い
う
こ
と
だ
け
言
っ
て
い
る
。私
は
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
な
の
で
、ク
ラ
イ
ア

ン
ト
の
仕
事
を
受
け
て
や
る
の
で
す
が
、お
金

を
も
ら
っ
て
仕
事
を
や
っ
て
終
わ
り
と
い
う

関
係
だ
と
思
い
入
れ
が
で
き
な
い
。で
す
か
ら

鹿
児
島
で
百
貨
店
の
再
生
の
お
話
を
い
た
だ

い
た
時
も
、僕
の
D
&
D
を
あ
な
た
が
や
っ
て

く
れ
る
の
な
ら
仕
事
を
受
け
ま
す
と
提
案
し

た
と
こ
ろ
、や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、

百
貨
店
の
4
階
に
そ
の
オ
ー
ナ
ー
と
一
緒
に

や
っ
て
い
ま
す
。沖
縄
で
も
そ
う
い
う
動
き
が

あ
り
、沖
縄
に
も
で
き
ま
し
た
。

　
高
校
が
建
築
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、丹
下

健
三
さ
ん
の
建
築
は
ず
っ
と
大
好
き
で
、そ

ん
な
こ
と
で
山
梨
県
の
た
め
に
な
る
、「
ら

し
さ
」を
見
直
す
装
置
と
し
て
の
D
&
D　

Y
A
M
A
N
A
S
H
I
が
文
化
会
館
の
2
階

に
入
り
ま
し
た
。そ
れ
以
上
に
こ
の
山
梨
文
化

会
館
な
り
Ｙ
Ｂ
Ｓ
グ
ル
ー
プ
の「
え
こ
ひ
い
き

度
」と
い
う
か
、そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
山
梨

県
の
新
し
い
考
え
方
に
非
常
に
感
動
し
ま
し

た
。地
場
の
も
の
、山
梨
の
も
の
を
紹
介
す
る

コ
ー
ナ
ー
と
、山
梨
の
地
産
の
食
材
を
使
っ
た

料
理
を
出
す
レ
ス
ト
ラ
ン
を
造
り
ま
し
た
。地

方
の
地
場
お
こ
し
、自
分
た
ち
の
土
地
の「
ら

し
さ
」を
見
直
す
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、

民
間
だ
ろ
う
が
補
助
金
だ
ろ
う
が
公
共
だ
ろ

う
が
関
係
な
い
、思
い
が
あ
る
奴
に
託
す
と
い

う
こ
と
が
自
分
の
体
験
し
て
い
る
こ
と
な
の

で
は
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
。

　

こ
の
D
&
D
を
造
る
条
件
と
い
う
の
が
あ

り
ま
し
て
、地
元
の
定
番
商
品
を
置
い
て
下
さ

い
。そ
し
て
国
内
外
の
定
番
の
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ

デ
ザ
イ
ン
を
扱
っ
て
下
さ
い
、つ
ま
り
僕
が
選

ん
だ
物
。感
度
良
く
編
集
さ
れ
た
都
会
的
な
刺

激
み
た
い
な
も
の
が
地
元
の
人
に
は
必
要
だ

と
。こ
れ
が
な
い
と
東
京
に
出
て
行
っ
ち
ゃ
っ

た
り
も
す
る
し
、あ
ま
り
に
も
地
元
に
関
係
な

い
、最
初
は
刺
激
的
で
も
、段
々
根
付
か
な
い

か
ら
飽
き
て
き
ち
ゃ
う
こ
と
ば
か
り
だ
と
だ

め
な
の
で
。

　

も
う
一
つ
は
カ
フ
ェ
、交
流
の
場
で
す
。ど

ん
な
人
に
で
も
普
通
に
使
っ
て
も
ら
え
る
場

所
。こ
れ
が
デ
ザ
イ
ナ
ー
先
生
に
な
っ
ち
ゃ
う

と
コ
ン
セ
プ
ト
コ
ン
セ
プ
ト
で
、人
が
来
な
く

て
も
P
R
広
報
が
成
功
し
て
、あ
る
程
度
地
域

の
お
金
を
使
っ
て
成
功
し
た
ふ
う
な
こ
と
に

な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
け
ど
も
、や
っ
ぱ
り
そ
の
土

地
に
根
付
か
な
い
と
意
味
が
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

そ
し
て
最
後
は
そ
の
土
地
の
ロ
ン
グ
ラ
イ

フ
デ
ザ
イ
ン
。こ
れ
は
そ
の
土
地
の
人
に
と
っ

て
は
当
た
り
前
す
ぎ
て
、あ
っ
、そ
う
か
、そ
れ

は
う
ち
の
県
の
個
性
だ
っ
た
の
か
と
思
う
ぐ

ら
い
普
通
で
、こ
れ
ば
か
り
だ
と
外
の
人
が
喜

び
ま
す
け
ど
、中
に
住
ん
で
い
る
人
は
退
屈
で

し
ょ
う
が
な
い
の
で
、3
分
の
1
ぐ
ら
い
の
バ

ラ
ン
ス
で
採
用
し
て
い
く
。自
分
た
ち
の「
魅

力
・
ら
し
さ
」を
再
確
認
す
る
一
つ
の
き
っ
か

け
に
な
っ
た
り
、他
県
か
ら
来
た
人
に
と
っ

て
は
セ
ン
ス
の
い
い
お
土
産
屋
さ
ん
に
見
え

た
り
と
か
、都
会
と
地
元
の
バ
ラ
ン
ス
を
よ
り

ミ
ッ
ク
ス
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。こ
の

3
つ
が
D
&
D
の
造
り
方
の
基
本
で
す
。

　
そ
の
ほ
か
に
、町
の
風
景
に
な
っ
て
い
る
よ

う
な
昔
か
ら
の
建
物
を
使
っ
て
下
さ
い
。こ
れ

は
そ
の
地
元
の
人
た
ち
に
と
っ
て
思
い
出
の

あ
る
場
所
を
活
用
し
て
残
す
。先
ほ
ど
か
ら

思
い
入
れ
、思
い
と
か
言
っ
て
い
ま
す
け
ど
、

や
っ
ぱ
り
最
終
的
に
は
も
う
そ
こ
な
の
で
は

な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
。例
え
ば
新
し
く
お

金
を
投
下
し
て
何
か
す
る
の
で
あ
れ

ば
、も
の
す
ご
い
思
い
入
れ
の
あ
る

建
築
家
と
一
緒
に
そ
の
建
物
を
造
ら

な
い
限
り
、最
初
は
盛
り
上
が
る
け

ど
も
段
々
ジ
リ
貧
に
な
っ
て
い
く
こ

と
が
、日
本
中
見
て
回
っ
て
本
当
に

多
い
の
で
、も
う
あ
え
て
町
の
風
景

に
な
る
ぐ
ら
い
の
古
い
建
物
を
使
っ

た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。

　
5
番
目
は
立
地
の
悪
い
場
所
に
出

す
。来
て
欲
し
い
人
だ
け
に
来
て
も

ら
お
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。立
地

の
悪
い
場
所
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と

変
な
言
い
方
で
す
け
ど
も
、立
地
の

い
い
場
所
に
出
す
と
、立
地
の
い
い

な
り
の
計
算
し
て
な
い
色
々
な
こ
と

が
起
っ
て
、そ
れ
に
対
し
て
お
金
が

掛
っ
た
り
人
件
費
が
掛
っ
た
り
す
る

の
で
、来
て
欲
し
い
人
だ
け
呼
ぼ
う
。

　

そ
し
て
自
分
の
お
金
を
使
う
。最

終
的
に
そ
の
土
地
に
根
付
く
、も
し

く
は
そ
の
事
業
が
継
続
す
る
と
い
う

こ
と
は
、も
う
思
い
入
れ
し
か
な
い
。ビ
ジ
ネ

ス
を
本
気
で
や
る
人
た
ち
の
思
い
で
す
ね
。

　
そ
し
て
7
個
目
は
、自
分
の
屋
号
と
か
社
名

を
明
記
す
る
。自
分
の
屋
号
を
名
乗
り
ま
し
ょ

う
と
い
う
の
が
ル
ー
ル
と
し
て
あ
り
ま
す
。や

り
た
い
と
言
っ
た
奴
は
誰
な
の
か
、編
集
者
は

誰
な
の
か
、こ
の
お
店
の
主
は
誰
か
と
い
う
こ

と
を
明
記
す
る
こ
と
が
、ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
な
継

続
性
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
で
、顔
が
見
え
る

オ
ー
ナ
ー
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
条
件
に
入

れ
て
い
ま
す
。

演録講
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地
域
で
店
を
作
っ
て
活
動
し
な
が
ら
、観
光

が
若
返
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
痛
切
に
思
い

ま
し
た
。観
光
の
質
を
上
げ
な
い
と
交
流
が
生

ま
れ
な
い
と
。特
に
、こ
れ
か
ら
開
拓
し
て
い

こ
う
と
し
て
い
る
世
代
の
人
た
ち
は
デ
ザ
イ

ン
世
代
な
の
で
、デ
ザ
イ
ン
的
に
、共
感
が
得

ら
れ
な
い
と
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
さ
な
い
。

　

そ
こ
で
、観
光
ガ
イ
ド
が
進
化
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
、観
光
ガ
イ
ド
を
作
ら
な
い
と
い

け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。ま
さ
か
自
分
で
観
光

ガ
イ
ド
を
作
る
は
め
に
な
る
と
は
思
っ
て
い

な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、今
泣
き
な
が
ら
作
っ

て
い
ま
す
。ポ
イ
ン
ト
は
一
人
称
と
単
独
行

動
。2
ヶ
月
間
ぐ
ら
い
そ
の
土
地
に
滞
在
を
し

て
一
冊
作
る
ん
で
す
け
ど
、自
分
た
ち
の
事
業

と
し
て
、数
字
を
た
た
き
出
し
て
や
っ
て
い
ま

せ
ん
の
で
、こ
ん
な
こ
と
や
っ
て
い
る
僕
に
お

金
下
さ
い
よ
と
心
の
中
で
ず
っ
と
思
っ
て
い

た
ん
で
す
よ
ね
。そ
し
た
ら
こ
の
辺
り
か
ら
助

成
金
が
下
り
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ

は
、そ
の
県
の
方
々
が
、「
あ
な
た
が
や
っ
て

い
る
こ
と
は
う
ち
の
見
直
し
に
な
る
か
ら
、

ち
ょ
っ
と
助
成
金
が
あ
る
か
ら
使
わ
な
い
か
」

と
言
っ
て
く
れ
た
り
し
て
、そ
れ
は
非
常
に
助

か
り
ま
し
た
し
、そ
う
い
う
考
え
方
地
方
行
政

と
か
、そ
う
い
う
方
々
も
あ
る
意
味
の「
え
こ

ひ
い
き
」が
起
こ
り
始
め
て
、そ
れ
が
純
粋
に

動
き
出
し
た
。だ
か
ら
自
分
も
そ
の
助
成
金
を

も
ら
い
な
が
ら
一
冊
作
っ
て
い
く
ん
で
す
け

ど
、あ
く
ま
で
も
そ
の
県
の
た
め
に
全
力
を
尽

く
そ
う
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
い
ま
す
。内
容

は
単
純
に
、観
光
、食
事
、カ
フ
ェ
、買
物
、泊
ま

り
、キ
ー
マ
ン
こ
の
6
つ
を
紹
介
す
る
。我
々

編
集
部
が
2
ヶ
月
間
滞
在
を
し
て
、こ
の
6
つ

の
具
体
的
な
事
例
を
4
つ
ず
つ
候
補
を
挙
げ

て
掲
載
し
て
い
ま
す
。ど
う
い
う
基
準
で
そ
れ

を
選
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、そ
の
土
地
ら
し

い
こ
と
。そ
の
土
地
の
人
が
や
っ
て
い
る
こ

と
。そ
の
土
地
ら
し
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
る
こ
と
。利
用
価
格
が
手
頃
な
こ
と
。デ
ザ

イ
ン
の
工
夫
が
あ
る
。こ
の
5
つ
で
す
。結
局

こ
の「
ら
し
さ
」み
た
い
な
と
こ
ろ
が
重
要
に

な
っ
て
き
て
、自
分
た
ち
が
新
し
い
こ
と
を
す

る
時
に
、「
自
分
た
ち
ら
し
さ
」
っ
て
何
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
れ
ば
分
か
っ

て
い
る
ほ
ど
強
い
地
域
に
な
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

出
版
と
同
時
に
一
冊
作
っ
た
背
景
を
全
部

語
る
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
や
っ
て
い
ま
す
。あ

と
、参
加
者
に
ト
ラ
ベ
ル
誌
を
作
る
と
い
う

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
や
っ
て
、こ
れ
が
意
外
と

盛
り
上
が
り
、意
外
と
難
航
し
ま
す
。実
は
自

分
た
ち
の
故
郷
の
こ
と
を
あ
ま
り
冷
静
に
考

え
て
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
や
、発
見
も

あ
り
、非
常
に
盛
り
上
が
り
ま
す
。

　

最
後
に
3
つ
だ
け
、1
つ
は
、長
く
続
い
て

い
る
こ
と
の
中
に
そ
の
土
地
の「
ら
し
さ
」が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ

ン
と
い
う
テ
ー
マ
で
や
っ
て
い
ま
す
け
ど
、長

く
続
い
て
い
る
こ
と
っ
て
地
元
に
住
ん
で
い

る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
意
外
と
普
通
に
な
っ

ち
ゃ
っ
て
、改
め
て
そ
れ
を
見
直
し
た
り
整
理

し
た
り
す
る
こ
と
っ
て
少
な
い
と
思
う
ん
で

す
け
ど
、実
は
そ
れ
が
地
元
の「
ら
し
さ
」で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と

思
う
ん
で
す
。

　
そ
し
て
も
う
1
つ
は
、そ
の
土
地
に
根
付
く

こ
と
や
育
つ
こ
と
を
や
ら
な
い
と
、最
初
は
面

白
が
る
ん
で
す
け
れ
ど
根
が
張
ら
な
く
て
終

わ
り
。な
の
で
僕
も
、ど
う
や
っ
た
ら
こ
の
時

間
を
使
っ
て
山
梨
に
根
付
く
こ
と
を
や
る
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
な
ん
で
す
け
ど
も
、こ
の
D
&
D　

Y
A
M
A
N
A
S
H
I
店
を
使
っ
て
下
さ
い
。

こ
れ
は
事
業
と
し
て
、個
人
の
事
業
で
も
あ
り

ま
す
の
で
、自
分
の
お
店
の
宣
伝
の
よ
う
に
聞

こ
え
ち
ゃ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い

と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。み
ん
な
で
拡
散
し
て
、

色
々
な
こ
と
を
バ
ラ
バ
ラ
に
や
る
と
い
う
よ

り
も
、こ
う
い
う
シ
ン
ボ
ル
、こ
う
い
う
場
所

を
き
っ
か
け
に
し
て「
山
梨
ら
し
さ
」を
整
理

す
る
。そ
の
結
果
何
か
い
ろ
ん
な
も
の
が
生
ま

れ
て
い
っ
て
、県
外
の
人
た
ち
も
い
っ
ぱ
い
集

ま
っ
て
、県
外
の
人
た
ち
か
ら
の
観
光
も
生
ま

れ
て
何
か
が
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か

な
と
。み
ん
な
で
こ
の
Y
A
M
A
N
A
S
H
I

店
と
い
う
場
所
を
1
つ
の
き
っ
か
け
に
使
っ

て
欲
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
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　東日本大震災からこれまでの3年間に、全国市
長会及び全国町村会を通じて、被災市町村に中
長期的に派遣された市町村職員並びに山梨県
市町村課の職員の方に、被災地の現状や業務内
容、今後の施策への反映等について執筆いただ
き、今号と次号に分けて掲載いたします。

東日本大震災に係る
中長期的な職員派遣

　

甲
府
市
で
は
、全
国
市
長
会
よ
り
被
災

自
治
体
へ
の
中
長
期
職
員
派
遣
の
要
請

を
受
け
、東
北
出
身
者（
福
島
県
）で
あ
る

私
が
、派
遣
候
補
の
名
前
に
上
が
り
決
意

し
ま
し
た
。

　

私
が
派
遣
さ
れ
た
福
島
県
矢
吹
町
は
人

口
約
2
万
人
の
町
で
、技
術
系
の
職
員
が

少
な
い
た
め
災
害
復
旧
工
事
へ
の
取
組
が

遅
れ
て
お
り
、特
に
、道
路
や
農
業
施
設
、

下
水
道
の
災
害
復
旧
に
携
わ
る
土
木
職
の

人
材
派
遣
を
要
請
し
て
い
ま
し
た
。

　

矢
吹
町
は
、県
の
中
南
部
に
位
置
し
、

町
内
を
阿
武
隈
川
が
県
を
東
西
二
分
し

た
形
で
北
方（
仙
台
方
面
）に
流
れ
て
い

ま
す
。こ
の
阿
武
隈
川
と
東
西
の
奥
羽
山

地
・
阿
武
隈
山
地
に
挟
ま
れ
た
地
形
や

地
質
が
、矢
吹
町
を
含
む
近
隣
市
町
村
に

お
い
て
、道
路
や
下
水
道
災
害（
地
盤
の

液
状
化
）を
大
き
く
し
た
要
因
と
も
な
っ

て
い
ま
す
。

　

東
北
沿
岸
地
域
で
の
津
波
被
害
が
大

き
か
っ
た
中
で
、沿
岸
地
域
以
外
の
自
治

体
に
お
い
て
も
、巨
大
地
震
が
も
た
ら
し

た
地
震
動
や
地
盤
液
状
化
に
よ
っ
て
、道

路
・
上
下
水
道
な
ど
公
共
イ
ン
フ
ラ
の

破
壊
や
家
屋
倒
壊
・
損
壊
の
被
害
は
大

き
い
も
の
で
し
た
。矢
吹
町
で
の
被
害
は

次
の
と
お
り
で
す
。

全
壊
家
屋
4
5
9
棟
、農
業
施
設
被
害
33
億
円
、

商
工
業
被
害
25
億
円
、下
水
道
施
設
被
害
12
億
円

派
遣
先
の
現
状

派
遣
の
動
機
、
理
由

福
島
で
の
災
害
復
旧
体
験

を
山
梨
に

牡鹿半島

仙台湾

猪苗代湖

矢吹町

甲
府
市
上
下
水
道
局
　
計
画
課

下
水
道
計
画
担
当   　

派 遣 先 福島県矢吹町
職　 種 土木技師（下水道）
派遣期間 H24.4.1〜 H25.3.31

1 甲　府　市

折
居
　
和
夫
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矢
吹
町
の
下
水
道
被
害
は
、マ
ン
ホ
ー

ル
の
隆
起
、下
水
道
管
の
浮
上
・
蛇
行
、路

面
陥
没
が
顕
著
で
し
た
。特
に
、市
街
地
に

お
け
る
下
水
道
管
渠
の
被
災
率
は
約
15
％

（
被
災
管
渠
延
長
10
㎞
÷
全
管
渠
延
長
63

㎞
）で
、同
規
模
震
度（
6
強
）の
近
隣
自

治
体
で
の
平
均
被
災
率
７
%
を
大
き
く
上

回
っ
て
い
ま
す
。

　

下
水
道
の
被
害
は
、単
に
構
造
物
が
壊

れ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、社
会
的
影
響
が

大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。道
路
の
陥
没

や
マ
ン
ホ
ー
ル
突
出
に
よ
る
交
通
障
害
が

発
生
し
、非
難
ル
ー
ト
や
救
援
活
動
へ
の

影
響
が
出
て
き
ま
す
。

　

私
が
派
遣
さ
れ
た
時
に
は
、す
で
に
被

災
後
約
1
年
を
経
過
し
、隆
起
マ
ン
ホ
ー

ル
の
上
部
は
撤
去
さ
れ
、陥
没
道
路
の
仮

舗
装
や
下
水
道
管
の
応
急
・
仮
復
旧
が
な

さ
れ
て
お
り
、下
水
道
は
一
見
し
て
通
常

通
り
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

町
の
上
下
水
道
課
職
員
と
共
に
、地
震

に
よ
っ
て
浮
上
・
蛇
行
し
た
下
水
道
管
を

正
常
な
管
に
取
り
替
え
る
工
事
を
管
理
・

監
督
す
る
仕
事
が
私
の
業
務
と
な
り
ま
し

た
。派
遣
の
翌
日
か
ら
早
速
、災
害
現
場

の
状
況
把
握
や
復
旧
方
法
の
打
合
せ
を
行

い
、一
年
間
の
復
旧
工
事
現
場
と
の
取
り

組
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。（
市
街
地
10
㎞
、

農
業
集
落
地
5
㎞
）

　
災
害
復
旧
工
事
を
経
験
し
た
中
で
、下

水
道
な
ど
イ
ン
フ
ラ
の
災
害
復
旧
工
事

の
特
徴
を
、住
民
に
良
く
理
解
し
協
力
し

て
い
た
だ
く
こ
と
の
重
要
さ
を
感
じ
ま

し
た
。住
民
は
、被
災
直
後
の
応
急
仮
復

旧
で
下
水
道
の
復
旧
が
完
了
し
た
と
認

識
し
て
し
ま
い
、本
復
旧
工
事
の
時
点
で

は
、あ
た
か
も
、平
常
に
戻
っ
た
下
水
道

を
再
び
工
事
す
る
も
の
と
思
い
込
ん
で

し
ま
い
ま
す
。本
復
旧
工
事
の
前
に
十
分

な
説
明
を
行
い
、理
解
を
い
た
だ
く
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

矢
吹
町
内
に
は
、仮
設
住
宅
が
1
2
0

棟
建
て
ら
れ
て
お
り
、不
便
な
避
難
生
活

を
さ
れ
て
い
る
方
へ
の
贈
り
物
と
し
て
、

甲
府
市
職
員
福
利
厚
生
組
合
員
の
手
作

り
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
を
届
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。仮
設
住
宅
の
皆
さ
ん
に

は
、大
変
喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、福
島
で
は
、原
発
事
故
に
よ
る

影
響
を
受
け
、各
自
治
体
が
住
宅
地
を
優

先
し
て
除
染
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
が
、

ま
だ
ま
だ
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。地
震
、原

発
、風
評
の
三
重
被
害
が
今
も
続
い
て
い

る
こ
と
を
多
く
の
皆
さ
ん
に
忘
れ
な
い

で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

矢
吹
町
で
の
災
害
復
旧
工
事
の
体
験

は
、地
震
へ
の
対
処
に
つ
い
て
多
く
の
こ

と
を
教
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。派
遣
中
に

得
ら
れ
た
情
報
を
多
く
の
市
職
員
と
共
有

し
、近
い
将
来
に
想
定
さ
れ
る
大
地
震
へ

の
備
え
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、多
く
の
被
災
自
治
体
か
ら
災
害

復
旧
・
復
興
の
報
告
書
が
出
さ
れ
、災
害

対
応
へ
の
反
省
と
評
価
が
行
な
わ
れ
て
い

ま
す
。こ
れ
ら
の
評
価
を
教
訓
と
し
て
学

び
、山
梨
で
の
地
震
対
策（
地
震
前
、地
震

後
）の
見
直
し
を
継
続
・
実
施
し
て
い
く

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

23

派
遣
先
で
の
業
務
内
容

派
遣
先
で
思
っ
た
こ
と

今
後
の
施
策
へ
の
反
映

東日本大震災に係る中長期的な職員派遣
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３
・
11
震
災
時
は
３
月
議
会
常
任
委
員

会
の
最
中
で
し
た
。課
へ
戻
り
T
V
で
津

波
の
状
況
を
見
た
と
き
は
現
実
の
こ
と
と

は
思
え
な
い
ほ
ど
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し

た
。そ
の
後
庁
内
に
て
中
長
期
派
遣
の
照

会
が
あ
り
、家
族
や
職
場
の
上
司
に
対
し

１
年
間
の
派
遣
へ
行
き
た
い
こ
と
に
つ
い

て
の
理
解
を
得
、派
遣
へ
の
希
望
を
市
の

担
当
へ
申
し
出
ま
し
た
。

　
正
直
知
ら
な
い
土
地
へ
一
人
で
の
長
期

派
遣
に
つ
い
て
は
、ど
こ
ま
で
で
き
る
か

不
安
は
あ
り
ま
し
た
が
、今
ま
で
建
設
関

係
の
担
当
が
長
か
っ
た
経
験
を
復
旧
に
活

か
し
た
い
こ
と
や
、市
町
村
で
は
経
験
で

き
な
い
全
国
レ
ベ
ル
で
の
経
験
を
積
み
た

い
と
思
い
派
遣
を
希
望
し
ま
し
た
。派
遣

先
に
つ
い
て
は
、特
に
希
望
は
し
ま
せ
ん

で
し
た
が
、福
島
県
南
相
馬
市
へ
の
派
遣

と
な
り
ま
し
た
。

　
派
遣
先
で
あ
る
福
島
県
南
相
馬
市
は
県

の
北
東
側
の
太
平
洋
沿
岸
に
接
し
て
お

り
、原
町
市
、鹿
島
町
、小
高
町
の
１
市
2

町
が
合
併
し
て
で
き
た
市
で
す
。海
岸
か

ら
３
㎞
程
内
陸
ま
で
津
波
に
よ
る
被
災
を

受
け
ま
し
た
。私
が
派
遣
さ
れ
た
当
時
は
、

震
災
か
ら
１
年
程
経
過
し
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、避
難
し
て
い
る
住
民
も
戻
り
つ
つ

あ
り
ま
し
た
。ま
た
市
街
地
は
片
づ
け
も

終
わ
っ
て
い
て
地
震
が
あ
っ
た
と
は
思
え

な
い
程
で
、人
も
普
通
に
生
活
し
て
お
り
、

車
の
往
来
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
沿
岸
部
は
津
波
に
流
さ

れ
、建
物
や
畑
な
ど
は
何
も
な
く
、応
急

的
に
砕
石
で
復
旧
さ
れ
て
い
る
道
路
が
あ

り
、が
れ
き
を
運
ぶ
ダ
ン
プ
が
多
く
往
来

し
、海
岸
沿
い
に
は
が
れ
き
が
山
の
よ
う

に
あ
り
ま
し
た
。被
災
し
た
他
の
県
と
の

大
き
な
違
い
は
、放
射
線
量
が
高
い
と
い

う
こ
と
で
、南
相
馬
市
で
の
空
間
線
量
は

０
．５
μ
s
v
（
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
）

と
山
梨
県
の
10
倍
多
い
線
量
で
し
た
。震

災
が
れ
き
に
つ
い
て
は
最
終
処
分
で
き
な

い
の
で
、そ
の
ま
ま
存
置
さ
れ
て
い
る
状

況
で
す
。

　
派
遣
さ
れ
た
当
初
に
小
高
区
の
立
ち
入

り
制
限
が
一
部
解
除
さ
れ
、下
水
道
被
災

調
査
に
入
っ
た
際
は
、街
中
の
建
物
は
倒

壊
し
、津
波
で
流
さ
れ
た
自
動
車
が
あ
り
、

震
災
当
時
の
ま
ま
で
し
た
。

派
遣
先
の
現
状

派
遣
の
動
機
、
理
由

一
年
間
の
下
水
道
災
害

復
旧
に
あ
た
っ
て

牡鹿半島

仙台湾

猪苗代湖

南相馬市

笛
吹
市
　
建
設
部
土
木
課 

ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェン
ジ
推
進
・
リ
ニ
ア
対
策
班
兼
建
設
担
当　

派 遣 先 福島県南相馬市
職　 種 一般事務（土木）
派遣期間 H24.4.1〜 H25.3.31

2 笛　吹　市

副
主
幹　

角
田
　
能
一
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派
遣
先
の
下
水
道
課
は
南
相
馬
市
職
員

４
名
と
派
遣
職
員
２
名
の
体
制
で
、公
共

下
水
道
と
農
業
集
落
排
水
の
管
路
復
旧
工

事
の
災
害
査
定
の
た
め
の
調
査
・
資
料
作

成
と
、復
旧
工
事
実
施
設
計
積
算
・
施
工

監
督
業
務
を
６
名
で
そ
れ
ぞ
れ
分
担
し
ま

し
た
。派
遣
時
当
初
は
、原
町
・
鹿
島
区
に

て
平
成
23
年
度
に
発
注

済
み
工
事
の
監
督
業
務

を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。夏

季
か
ら
小
高
区
災
害
査

定
設
計
積
算
と
査
定
の

準
備
か
ら
査
定
を
受
け
、

査
定
後
に
発
注
の
た
め

の
設
計
積
算
、そ
し
て
発

注
を
行
い
、説
明
会
等
施

工
前
準
備
を
し
ま
し
た
。

ま
た
平
成
23
年
度
発
注

分（
原
町
・
鹿
島
区
）の
完

成
後
、次
の
派
遣
の
方
へ
引
き
継
ぎ
、派
遣

の
完
了
と
な
り
ま
し
た
。年
間
で
の
工
事

を
一
連
で
施
工
管
理
監
督
し
た
わ
け
で
す

が
、道
路
や
水
道
な
ど
関
連
工
事
と
の
調

整
等
も
多
く
、特
に
水
道
は
ほ
と
ん
ど
が

併
設
さ
れ
て
い
る
の
で
、仮
設
や
切
り
回

し
が
あ
り
、水
道
管
の
設
計
積
算
な
ど
も

行
い
、ま
た
簡
易
な
処
理
施
設
等
の
復
旧

も
あ
り
ま
し
た
。

　
下
水
道
復
旧
工
事
後
に
新
た
な
滞
水
箇

所
が
発
見
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、査
定

対
象（
補
助
対
象
）外
に
て
対
応
す
る
ケ
ー

ス
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。管
渠
が
通
常
で

も
微
妙
な
勾
配
で
あ
る
た
め
、余
震
で
の

浮
上
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。現
状
で
は

査
定
が
１
回
限
り
で
あ
る
た
め
、査
定
後

に
被
災
さ
れ
た
箇
所
は
補
助
対
象
に
な
ら

ず
、復
旧
は
単
費
な
ど
で
対
応
と
な
り
ま

す
。国
に
お
い
て
も
柔
軟
な
対
応
が
必
要

か
と
思
い
ま
し
た
。

　
下
水
道
や
水
道
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
復

旧
な
ど
ハ
ー
ド
面
で
の
災
害
復
旧
が
住
民

の
帰
還
に
向
け
た
一
番
目
の
対
応
と
な
り

ま
す
。内
圧
管
で
あ
る
水
道
と
違
い
下
水

道
管
は
被
災
箇
所
の
特
定
が
難
し
く
、ま

た
災
害
査
定
の
採
択
が
１
回
限
り
と
い
う

こ
と
で
、工
事
後
の
被
災
箇
所
が
あ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
で
す
。全
て
と
は
い
き
ま

せ
ん
が
、速
や
か
で
正
確
な
被
災
調
査
が

必
要
と
思
い
ま
し
た
。調
査
は
清
掃
車
や

T
V
カ
メ
ラ
等
を
保
有
す
る
維
持
管
理
業

者
に
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、被
災

し
や
す
い
箇
所
の
特
定
や
地
震
後
の
被
災

箇
所
の
調
査
方
法
等
を
業
者
と
検
討
し
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、水
道
は
被

災
し
な
く
て
も
下
水
道
が
被
災
を
受
け
る

ケ
ー
ス
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。以

前
は
経
費
節
減
策
と
し
て
上
下
水
道
を
同

時
埋
設
に
て
施
工
し
ま
し
た
が
、水
道
は

鋳
鉄
管
な
ど
で
漏
水
は
な
い
が
、下
水
道

は
マ
ン
ホ
ー
ル
や
管
渠
浮
上
に
よ
り
復
旧

が
必
要
と
な
り
、被
災
の
な
い
水
道
の
布

設
替
え
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。今
後
は
違

う
箇
所
に
埋
設
す
る
こ
と
や
、施
設
毎
の

耐
震
化
の
検
討
ば
か
り
で
な
く
、全
体
を

見
た
施
工
に
つ
い
て
の
検
討
も
必
要
か
と

思
い
ま
す
。

　

終
わ
り
に
、１
年
間
の
長
期
派
遣
期
間

中
、同
じ
市
役
所
職
員
の
よ
う
に
、あ
た

た
か
く
受
け
入
れ
て
く
れ
ま
し
た
南
相
馬

市
役
所
の
職
員
の
皆
様
や
手
厚
く
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
笛
吹
市
役

所
の
担
当
職
員
へ
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

派
遣
先
で
の
業
務
内
容

派
遣
先
で
思
っ
た
こ
と

今
後
の
施
策
へ
の
反
映

東日本大震災に係る中長期的な職員派遣
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今
回
の
派
遣
は
全
国
町
村
会
の
派
遣
要

請
に
基
づ
き
行
わ
れ
ま
し
た
。震
災
当
初

身
延
町
か
ら
は
た
く
さ
ん
の
職
員
が
災
害

派
遣
を
希
望
し
、福
島
県
に
保
健
師
が
派

遣
さ
れ
職
務
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

　
震
災
か
ら
１
年
経
過
し
て
被
災
地
を
訪

れ
、現
地
の
知
人
な
ど
か
ら
当
時
の
状
況

や
現
状
を
聞
く
中
で
、ま
だ
ま
だ
復
興
に

は
程
遠
い
と
感
じ
、自
分
の
力
で「
何
か
で

き
る
こ
と
は
な
い
か
？
」と
考
え
、今
回
の

災
害
派
遣
を
希
望
し
ま
し
た
。

　
期
間
は
平
成
24
年
４
月
１
日
～
平
成
25

年
３
月
31
日
の
1
年
間
で
し
た
。

　
浪
江
町
は
福
島
県
東
部
の
浜
通
り
に
あ

り
、い
わ
き
市
の
北
、福
島
市
か
ら
お
よ
そ

60
㎞
の
位
置
に
あ
り
ま
す
。

　

人
口
は
１
９
，４
３
９
人（
推
計
人
口
、

２
０
１
３
年
11
月
末
）。東
部
に
人
口
が
集

中
し
、西
部
の
津
島
地
区
は
二
本
松
市
・

飯
館
村
・
葛
尾
村
と
隣
接
し
ま
す
。北
部

は
南
相
馬
市
に
な
り
、南
部
は
東
京
電
力

福
島
第
一
原
発
５
・
６
号
機
の
あ
る
双
葉

町
に
な
り
ま
す
。主
な
産
業
は
漁
業
・
農

業
・
畜
産
な
ど
で
、原
発
関
連
の
産
業
に

従
事
し
て
い
る
人
も
多
く
い
ま
し
た
。

　

浪
江
町
は
、平
成
23
年
３
月
11
日
の
東

日
本
大
震
災
と
福
島
第
一
原
発
事
故
の
影

響
で
、浪
江
町
民
全
員
が
隣
の
二
本
松
市

を
中
心
に
県
内
・
外
に
避
難
し
て
い
る
状

況
で
す
。震
災
に
よ
る
犠
牲
者
は
、津
波
死

者
１
４
８
名
、地
震
に
よ
る
死
者
１
名
。他

に
震
災
関
連
死
者
が
多
く
い
ま
す
。

　

町
内
は
原
発
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
、

警
戒
区
域
と
計
画
的
避
難
区
域
に
指
定
さ

れ
て
お
り
、人
口
が
集
中
す
る
東
部
は
警

戒
区
域
、山
側
の
津
島
地
区
な
ど
は
計
画

的
避
難
区
域
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。警
戒

区
域
は
立
ち
入
り
は
制
限
さ
れ
て
い
ま
す

が
、計
画
的
避
難
区
域
は
基
本
的
に
は
浪

江
町
民
な
ら
立
ち
入
り
は
可
能
で
し
た
。

警
戒
区
域
の
方
が
規
制
が
厳
し
い
で
す

が
、実
際
に
は
東
部
は
放
射
線
量
が
低
く
、

逆
に
山
側
の
津
島
地
区
な
ど
は
放
射
線
量

が
高
い
状
況
で
し
た
。

　
平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
放
射
線
量
に

応
じ
て
帰
還
困
難
区
域
・
居
住
制
限
区
域
・

避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
に
再
編
さ
れ
ま

し
た
。浪
江
町
民
は
、原
則
と
し
て
居
住
制

限
区
域
・
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
に
は

出
入
り
自
由
と
な
り
ま
し
た
が
、宿
泊
や

夜
間
の
立
ち
入
り
は
引
き
続
き
制
限
さ
れ

て
い
ま
す
。帰
還
困
難
区
域
と
な
っ
た
津

島
地
区
は
、こ
れ
ま
で
原
則
的
に
立
ち
入

り
は
可
能
で
し
た
が
、今
後
は
立
ち
入
り

自
体
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。な
お
、15
歳
以
下
の
子
ど
も
は
、引
き

続
き
い
ず
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
立
ち
入

り
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
状
態
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

役
場
機
能
は
隣
の
二
本
松
市
に
移
転

し
、平
成
23
年
10
月
か
ら
平
成
24
年
９
月

ま
で
は
福
島
県
男
女
共
生
セ
ン
タ
ー
内
の

仮
事
務
所
に
て
仕
事
を
行
っ
て
い
ま
し

た
。平
成
24
年
10
月
１
日
か
ら
は
、二
本
松

派
遣
先
の
現
状

派
遣
の
動
機
、
理
由

福
島
県
浪
江
町
で
の

災
害
派
遣
を
振
り
返
る

牡鹿半島

仙台湾

猪苗代湖 波江町

身
延
町
　
水
道
課

水
道
業
務
担
当
　　

派 遣 先 福島県浪江町
職　 種 一般事務（税務）
派遣期間 H24.4.1〜 H25.3.31

3 身　延　町

主
査　

小
泉
　
健
太
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市
郊
外
の
高
田
工
業
団
地
内
に
仮
庁
舎
を

建
設
し
た
た
め
、10
月
か
ら
は
新
庁
舎
で

の
仕
事
と
な
り
ま
し
た
。

　
浪
江
町
で
は
町
民
税
務
課
に
て
主
に
税

務
の
事
務
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。町
民

税
務
課
は
町
民
担
当
６
名
、税
務
担
当
８

名
が
い
ま
し
た
。24
年
10
月
に
は
中
途
採

用
の
職
員
が
配
属
さ
れ
ま
し
た
が
、他
の

職
員
は
新
人
を
指
導
す
る
余
裕
が
無
い

の
で
、私
が
役
場
の
仕
事
全
般
の
指
導
を

担
当
し
ま
し
た
。24
年
9
月
ま
で
仕
事
を

行
っ
て
い
た
男
女
共
生
セ
ン
タ
ー
内
は
、

施
設
自
体
は
新
し
い
の
で
す
が
、も
と
も

と
事
務
を
行
う
ス
ペ
ー
ス
で
は
な
い
の
で

手
狭
で
あ
り
、特
に
私
が
所
属
し
て
い
た

町
民
窓
口
担
当
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

回
線
が
繋
が
ら
ず
不
便
な
状
態
で
し
た
。

書
類
自
体
も
置
き
き
れ
れ
ず
、元
の
浪
江

町
役
場
や
二
本
松
市
周
辺
の
施
設
の
倉
庫

や
共
生
セ
ン
タ
ー
２
階
の
空
き
ス
ペ
ー
ス

に
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
入
っ
た
ま
ま
の
状
態
に

な
っ
て
い
た
の
で
、必
要
な
も
の
を
探
す

の
が
大
変
で
し
た
。

　

税
に
関
し
て
は
、固
定
資
産
税
は
償
却

資
産
を
含
め
て
全
額
減
免
。住
民
税
は
所

得
５
０
０
万
円
以
下
は
減
免
。国
民
健
康

保
険
税
は
新
規
転
入
者
以
外
は
減
免
。軽

自
動
車
税
は
被
災
し
た
車
両
に
つ
い
て
は

減
免
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。私
の
担
当
は

軽
自
動
車
税
、罹
災
証
明
書
及
び
税
関
係

の
各
種
証
明
の
発
行
で
し
た
。実
質
的
に

課
税
し
て
い
る
の
は
軽
自
動
車
税
の
み
で

し
た
の
で
、そ
う
い
う
意
味
で
は
責
任
は

重
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。問
合
せ
は
非
常

に
多
く
、ほ
と
ん
ど
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
状

態
で
し
た
。

　
震
災
当
初
に
比
べ
る
と
混
乱
は
落
ち
着

い
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
が
、

今
後
の
生
活
の
見
通
し
が
、立
て
ら
れ
な

い
住
民
も
ま
だ
ま
だ
数
多
く
お
ら
れ
ま

す
。震
災
当
初
は
皆
２・
３
日
で
戻
れ
る
と

思
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。復
興
計
画
で
は
、

５
年
で
帰
還
と
い
う
目
処
は
示
さ
れ
て
い

ま
す
が
、除
染
・
イ
ン
フ
ラ
整
備
・
医
療

機
関
、介
護
施
設
な
ど
の
復
旧
・
緊
急
時

の
対
応
な
ど
実
際
に
帰
還
す
る
と
な
る
と

ハ
ー
ド
ル
は
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、何
よ
り
も
災
害
の
風
化
を
懸
念

し
て
い
ま
す
。同
じ
福
島
県
内
で
も
浪
江

町
役
場
が
ど
こ
に
移
転
し
て
い
る
か
知
ら

な
い
人
も
多
く
い
る
よ
う
で
す
。

　

復
興
に
つ
い
て
は
、現
実
を
考
え
る
と

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

粛
々
と
進
め
て
い
く
し
か
な
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

災
害
時
は
、避
難
先
の
確
保
な
ど
町
独

自
に
判
断
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
が
数
多
く
発
生
す
る
と
思
い
ま
す
。浪

江
町
の
場
合
で
も
原
発
事
故
以
降
、国
・

東
電
か
ら
放
射
線
量
に
つ
い
て
の
情
報
が

不
十
分
だ
っ
た
た
め
に
、独
自
の
判
断
で

よ
り
安
全
な
二
本
松
市
に
役
場
の
本
拠
地

を
移
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
国
と
直
接
交
渉
す
る
場
面
も
出
て
く
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、浪
江
町
で
は
賠
償

専
門
の
部
署
や
町
民
税
務
課
の
固
定
資
産

税
担
当
が
国
や
東
電
と
交
渉
・
情
報
収
集

を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。県
か
ら
浪
江
町

に
出
向
し
て
仕
事
に
当
た
っ
て
い
た
人
も

い
ま
し
た
が
、最
終
的
に
は
町
が
判
断
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
日
々
の
仕
事
や
生
活
の
中
で
も
災
害
を

意
識
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
生
か
し
て

い
く
こ
と
が
我
々
の
今
後
の
課
題
に
な
っ

て
き
ま
す
。災
害
が
発
生
す
る
と
町
民
は

真
っ
先
に
役
場
に
連
絡
し
て
く
る
の
で
、

町
民
の
不
安
を
取
り
除
く
よ
う
に
努
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、職
員
の
心

身
の
ケ
ア
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

派
遣
先
で
の
業
務
内
容

派
遣
先
で
思
っ
た
こ
と

今
後
の
身
延
町
に
つ
い
て

東日本大震災に係る中長期的な職員派遣

浪江十日市（2012年11月24日　二本松市内）



　平成２５年度の地方税法改正では、国税における延滞税の見直しに合わせ、平成２６年１月１日以降の期間に対
応する地方税における延滞金及び還付加算金の割合が見直されました。

○　これまでの制度
　延滞金は、期限内に納付した方との負担の公平性の確保、滞納防止、滞納となった地方税の早期納付を促すこと等を目
的として徴収されています。延滞金の割合（利率）は、年１４.６％とされていまして、納期限の翌日から１ヶ月を経過する日ま
での期間については、年７.３％とされていました。また、還付加算金の割合は、原則年７.３％とされていました。
　なお、延滞金の「年７.３％」の部分及び還付加算金については、平成１１年改正において、当時の低金利の状況を勘案
し、その負担軽減を図るため、特例により「公定歩合＋４％」（平成２５年は４.３％）とされていました。

○　見直しの理由
　平成１１年改正における特例制度の創設以降も更に金利は低下していることから、「年１４.６％」の割合を含めて、現在
の低金利の状況を踏まえ、事業者等の負担を軽減する等の観点から、特例的な措置として、国税における延滞税及び還付
加算金の割合の見直しに歩調を合わせて引き下げが行われました。

○　具体的な見直しの内容
　延滞金等の特例割合の基準となる割合（特例基準割合）を、これまでの「公定歩合＋４％」から「国内銀行の貸出約定
金利（新規・短期）の前々年１０月から前年の９月における平均＋１％」に改めるとともに、延滞金の場合は、各年の特例基
準割合が年７.３％に満たない場合には、その年中においては、年１４.６％の割合にあっては当該年における特例基準割合
に年７.３％を加算した割合とし、年７.３％の割合にあっては当該特例基準割合に年１％を加算した割合（当該加算した割
合が年７.３％を超える場合には、年７.３％の割合）とすることとされました。
　なお、法人住民税及び法人事業税の納期限の延長があった場合の延滞金の割合は、各年の特例基準割合が年７.３％
に満たない場合には、その年中においては、当該年における特例基準割合となります。
　また、徴収の猶予等の適用を受けた場合の延滞金については、当該徴収の猶予等をした期間に対応する延滞金の額の
うち、当該延滞金の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞金の額を超える部分の金額を免除することとされ
ました。
　併せて、還付加算金の割合についても、各年の特例基準割合が年７.３％に満たない場合には、その年中においては、当
該特例基準割合とすることとされました。
　これらの改正は、平成２６年１月１日以降の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用されています。

地方税の延滞金等の利率の見直しについて教えてください。Q
Question

A
Answer

自治 Q&A お答えします！ Q&A
Question & Answer

自  治

内　　　　　　　　容 特例の見直し
（14.6%については、特例の創設）本　　則 これまでの特例

（公定歩合+4％）

【H26年】
貸出約定平均
金利の年平均
は 0.9%

法定納期限を徒過し履行遅滞となった
納税者に課されるもの

事業廃止等による徴収の猶予等の場合に
は、納税者の納付能力の減退といった状
態に配慮し、軽減
（災害・病気等の場合には、全額免除）

納期限後 1ヶ月以内等については、早期
納付を促す観点から低い利率

地方団体から納税者への還付金等に付さ
れる利息

延　滞　金 14.6% ─

4.3%

4.3%

4.3%

7.3%

7.3%

2分の1免除
（7.3%）

1ヶ月
以内等

徴収の
猶予等

還付加算金

貸出約定平均金利 + 1％ + 7.3 %
（特例基準割合※）

（早期納付を促す）

貸出約定平均金利 + 1％ + 1 %
（特例基準割合）

（早期納付を促す）

貸出約定平均金利 + 1％ 
（特例基準割合）

貸出約定平均金利 + 1％ 
（特例基準割合）

9.2%

2.9%

1.9%

1.9%

※特例基準割合：国内銀行の貸出約定平均金利（新規・短期）の前々年 10月～前年 9月における平均に、1％を加算した割合
　　　　　　　　（平均は、各年の前年の12月 15日までに財務大臣が告示する割合とされています。）
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　簡易水道の建設改良事業においては、資本費負担の軽減を図るため、事業年度に全体事業費から国庫補助金
等の特定財源を控除した額の10%を一般会計から繰出す措置がなされています。
　しかし、現下の厳しい地方財政の状況等を踏まえ、平成14年度から引き続き平成25年度までの各年度におい

ては、一般会計からの繰出しに代えて臨時的に発行する水道事業債(簡易水道臨時措置分)を措置しており、その結果、水
道事業債(簡易水道事業分)の充当率は、通常の充当率90%に臨時措置分の10%が加わり、合計100%に引き上げられて
います。　

　例）　全体事業費8,000千円(うち国庫補助金等の控除財源2,500千円)の事業で、自己財源等1,500千円を
 充当する場合

① 起債対象事業費を算出する ： 8,000千円 － 2,500千円 = 5,500千円
② 先に臨時措置分を計算する ： 5,500千円 × 10% = 550千円 → 500千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10万円未満を切り捨て)
③ 起債対象事業費から臨時措置分と自己財源等を控除して通常分を計算する
　　　　　：5,500千円 － 500千円 － 1,500千円 = 3,500千円

　起債対象事業費の一部に自己財源等を充当する場合であっても、臨時措置分の算出には影響を与えないので、起債対象
事業費×10%が臨時措置分となります。

※辺地債・過疎債を充当する場合の臨時措置分の取扱いについて
　辺地債・過疎債を充当する場合、通常の水道事業債(簡易水道事業分)の１／２を限度として充当することが
できます。また、臨時措置分は辺地債・過疎債と並立することができ、臨時措置分を充当した場合、起債対象事
業費から臨時措置分を引いた残額の50%を上限として辺地債・過疎債を充当することができます。
　仮に臨時措置分を10%、辺地債・過疎債を上限まで充当した場合、辺地債・過疎債の充当率は起債対象
事業費から臨時措置分(10％ )を引いた残額(90%)の１／２となり45%となります。

水道事業債 (簡易水道事業分 )における臨時措置について教えてください。Q
A
Answer

Q u e s t i o n  &  A n s w e r

Question
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全体事業費：8,000千円

起債対象事業費控除財源

国庫補助金等
2,500千円

水道事業債
（簡易水道事業分）

通常分5,000千円

500千円

企
業
債
振
替
分

（
臨
時
措
置
分
）

全体事業費：8,000千円

起債対象事業費控除財源

国庫補助金等
2,500千円

自己財源等
1,500千円

水道事業債
（簡易水道事業分）

通常分3,500千円

500千円

企
業
債
振
替
分

（
臨
時
措
置
分
）

起債額：4,000千円(通常分：3,500千円　臨時措置分：500千円)
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Q u e s t i o n  &  A n s w e r

一般会計等の資金に不足が生じた場合に基金を使用することは可能か教えて下さい。

予備費は予算に計上しなければならないこととされていますが、実際に予備費を使用
できる範囲については何か制限がありますか？

Q

Q

Question

Question

A
Answer

A
Answer

　基金は条例で定める特定の目的に応じて確実かつ効率的に運用されなければなりませんが、必要があれば、
基金条例において「繰替運用」に関する規定がおかれることがあります。この繰替運用は、一般会計等で資金が

不足した場合に、基金に属する現金に余裕があれば、基金の取り崩しではなく、条例で定める一定条件の下、地方公共団体
の長の判断により基金に属する現金を一時的に流用することができるものです。
　繰替運用には、必ず条例にその旨を規定しておくことが必要であるとともに、資金を受ける会計においては繰入金として
処理し、一定期間後に約定の利子を付した上で基金に返還することが必要です。なお、繰替運用に伴う利子についてです
が、地方自治法では、基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算
に計上しなければならないと規定されていることから、繰替運用に伴う利子であっても、基金側からは運用に伴う収益と考え
られることから、歳入歳出予算に計上する必要があります。
　なお、繰替運用については、一会計年度を越えて行うことはできないことに注意が必要です。会計年度を越えて行われる
繰替運用は、地方公共団体内部の一時的な資金融通の範囲を超えるもので、むしろ基金からの繰入金として歳入歳出予算
に計上されるべき性質のものと考えられています。

　地方公共団体の支出は、歳出予算の定めるところによって執行するものであり、予算に計上していない新たな
経費が必要となった場合や予算額に不足を生じた場合には、通常であれば補正予算で措置しますが、議会を招

集するまでもない軽微な内容のものについては、行政執行の効率の観点から、予備費の充用によって行うことができること
とされており、地方自治法において、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上し
なければならないこととされています。ただし、特別会計については、予備費を計上しないことができることとされています。
　この場合の予算外の支出とは、予算に科目のない支出はもちろん、科目はあっても予算で全く見積もられていない支出を
いうものと解されています。また、予算に計上されていない費途に予備費を充用する場合には、長において款項等の科目を
設定して行うことができるものと考えられています。
　予備費は、長の責任において支出できるものですが、あくまで例外措置であることから、その使用についていくつかの制限
があります。地方公共団体の歳出全般にいえることですが、法令上地方公共団体が支出してはならない費途に充てることは
できず、また、支出に条例等の根拠が必要なものは条例の制定や改正がない限り予備費は充当できません。さらに、議会が
否決した費途には充てることはできないこととされています。この場合、議会が否決した費途でもさらに補正予算として議決
を経て支出することは妨げられず、議会で予算金額を減じた費途は、否決した費途ではないから、予算金額に不足を生じた
場合、予備費より支出しても違法ではないと解されています。
　また、予備費の充当はあくまで例外的なものであることから、次期議会の議決をまって支出しても差し支えないようなもの
に予備費を充てることや、食糧費、交際費のような特殊な経費に予備費を充てることは適当でないと考えられています。
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市町村調査研究事業

①助成対象
　単独または複数市町村職員で構成する調査研究グループ（市町村長
等から推薦がある 4 人以上の調査研究グループ）

②対象事業
　市町村職員が行う調査研究事業（対象事業のテーマは問いません。）

③助成対象経費
　事務費、アンケート・聞き取り実施に伴う経費、検討会費、旅費交通費、
アドバイザー謝礼、報告書印刷費等

④助成額
　助成対象経費の全額（30 万円限度）

⑤助成期間
　原則単年度。継続事業にあっては最大限 2 年間

公益財団法人 山梨県市町村振興協会

│ 制度の紹介 │

　平成24年度に山梨県市町村振興協会の助成金を活用して、市町村職員が自主的・主体的
に行った計9団体の調査研究事業のうち、4団体を次ページから紹介いたします（5団体につ
いては、25年9月号に掲載）。

平成26年度から制度が充実します！
　平成18年度から、市町村職員が主体となって行う調査研究事業を支援するため助成金を
交付しており、平成24年度までに、住民との協働や行政改革、観光振興、6次産業化等の調
査研究事業計69件に対して助成を行って参りました。
　平成26年度からは、先進施策事例の視察や研究を行ううえで必要な研修会等への参加旅
費等に対応できるよう、助成金対象経費に「旅費交通費」を加えるなど制度の充実を図って
おります。
　助成金交付要綱等詳細については、平成26年1月14日付け梨市振発第2号で各市町村へ
通知していますが、4月に改めて本事業について通知することとしておりますので、本制度
の活用についてご検討をお願いいたします。

　市町村職員が自主的、主体的に実施する調査研究事業に対し、
次のとおり助成を行っております。

市
町
村
調
査
研
究
事
業
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本市では、市が有する債権の回収、整理、滞納対策等に関
し、その債権の種類、根拠法令及び滞納状況等を把握す

るとともに、債権管理についての法的・実務的な問題を検証し、
さらに公平・適切な対処を行うため、平成23年度に都留市債
権管理調査研究会を設置しました。
　2年目となる平成24年度の研究会では、昨年度に引き続き、
山梨県地方税滞納整理推進機構特別徴収アドバイザーを務め
る滞納整理学会の三島充氏を研究会のアドバイザーとして招
き、債権管理の適正化を図るための調査研究を行い、債権回
収の連携及び情報の共有化による債権管理体制の強化並びに
債権管理条例案及び債権管理マニュアルの作成に取り組みま
した。
　研究会における調査・研究の成果として、平成24年10月31
日に債権回収の連携及び情報の共有化に関する報告書を、平

成25年1月30日に債権管理条例等に関する報告書を市長に提
出し、都留市私債権等管理条例案が平成25年3月定例会に提
出され、可決されるとともに、平成25年度から債権回収特別対
策本部及び債権回収特別対策チームの設置、債権回収困難案
件専任職員の配置など債権管理体制が強化されることになりま
した。
　今後は、市債権等管理条例、債権管理マニュアルの適正な運
用を行い、債権回収特別対策本部を中心とした全庁的な取組を
推進する中で、公平・適切な債権管理による自主財源の確保に
努めたいと考えています。

多くの地方自治体が厳しい財政状況に直面する中、本市に
おいても未収金対策が直近の課題となっており、納期内

に適正に納付された市民との公平性の確保に必要な組織の
在り方、マニュアル及びアクションプラン作成等を検討するため

「未収金対策研究ワーキンググループ」を設置しました。
　本市では、租税及び一部の公課については、徴収業務を一元
化していますが、その他の公課及び私債権については、それぞ
れの担当課で徴収を行っており、ノウハウや人員が不足している
ため、滞納整理が進んでいない担当もあります。
　まず、職員の未収金に対する意識改革が必要であると考え、
山梨県地方税滞納整理機構の特別アドバイザーを務めておら
れる滞納整理学会の三島充氏を講師として招き、全職員対象に
研修を実施しました。
　その後、先進地の多治見市を視察研修した内容を参考に、各

担当において調査研究し、関係法令に基づき課題を整理し、未
収金の一覧表、債権管理のスケジュールの作成及びそのスケ
ジュールに沿った債権の区分ごとの事務内容・適用法令等の
一覧表等、マニュアルを作成しました。
　債権管理マニュアルは、今後も事務担当者レベルでの作業部
会で改善すべきところを継続して検討するとともに、平成25年
度は、アクションプラン及び執行停止基準を検討し、これを実践
することで未収金額の削減に努めてまいります。

都留市

韮崎市

　　　 「都留市債権管理調査研究会」
政策形成課　佐藤　秀樹

「未収金対策ワーキンググループ」
収納課　望月　和明

債権管理の適正化に向けて

未収金削減の取組
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石和温泉郷の宿泊者数は平成２年の１７０万人をピークに
年々減少し、平成２３年は１００万人を割り込み約９０万人

となっています。
　バブル崩壊後、日本人観光客の団体客は減少しファミリー・
小グループの観光が増加していますが、石和温泉郷は多様化し
た観光客のニーズへの対応が遅れたため宿泊客数は年々減少
しています。
　今回、平成１７年に笛吹市で整備した石和温泉源泉足湯ひろ
ばを活用した事業を研究し石和温泉街をたくさんの観光客が歩
く姿を復活させたいとの思いから調査研究を行いました。
　活性化のアプローチとしては、ファミリー層・小グループを
ターゲットに民間事業者とタイアップした足湯ひろばでのイベン
トを開催する中でアンケートを実施し、石和温泉郷の活性化策
方法について検討しました。

　アンケートの結果としては、石和温泉郷は交通の便と温泉が
いいが温泉地としての風情が足りない。
　来場者のきっかけを見るとホテル・旅館からの送客がない。
ホテル・旅館は施設内からお客様を外に出したくないのではと
いう感じを受けた。
足湯ひろばでのイベントを通年で開催すれば、外を歩く観光客
が増えるのではないか。
という分析結果となりました。
　このアンケート結果を観光関係者と一緒に検討を行い、官民
共同で石和温泉郷の活性化を目指します。

甲州市ＳＮＳ活用研究会は、職員間のソーシャルメディアに
対する共通認識を持ち、新たな情報発信ツールとしての

活用をするべく発足しました。研究会を通して、ＳＮＳ（ソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス）に対する職員の注目度が既
に高いことや職員の活用の仕方も様々であることを知ることが
でき、ＳＮＳのつながる先には「リアルコミュニティ」が存在する
ことにも気付かされました。ＳＮＳの即時性、利便性の良さを最
大限活用することで、職員一人一人が市の広報マンとなり、公
私共に市の魅力ある情報を発信することも期待できます。
　ただし、ＳＮＳを利活用する中で、職員として最低限守らなけ
ればならないボーダーラインを認識することも必要です。ＳＮＳ
は市民への情報発信及び意見聴取を行う上でも大変有効な
手段であり、留意事項を遵守した上で有効に利用することは
好ましいことです。その上で、個人が発する情報には一定の責

任があり、職員としての立場も少なからず関係してくることを忘
れてはなりません。
　こうした背景の下、研究結果をまとめ、「甲州市職員のソー
シャルメディアの利用に関するガイドライン」を策定しました。
　現在甲州市では市の情報発信ツールとして、市ホームペー
ジ、ツイッター等を活用しています。新たな情報発信ツールを
活用していく中、これら従来の情報発信ツールを引き続き活用
しながら、メディアミックスによる情報発信体制を目指します。
研究会で参考にした他自治体の活用事例等を踏まえ、甲州市
独自の「生きた」情報が市民の皆さんに届くような情報発信の
在り方を今後も目指して参ります。

甲州市

「甲州市ＳＮＳ活用研究会」
政策秘書課　飯島　慎也

情報発信ツールとしての
SNSの活用

笛吹市

「足湯大好き倶楽部」
観光商工課　荻野　重行

石和温泉郷の活性化を
目指す



県と市町村、また、市町村間において職員交流が盛んに行われています。
今回は、市町村から県へ派遣され活躍している皆さんに登場していただき、近況を紹介していただきました。

から こんにちは県 町 村市  がんばっていま～す。
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富士・東部建設事務所
久田 真弘
（上野原市）

市町村課　
行政選挙担当
深沢 剣一
（南アルプス市）

市町村課　税政担当
秋山 博之
（富士川町）

　平成25年4月より、上野原市から交流派遣職員として富士・東部建設事務所都市計画・建築課都市計画
担当に配属となり、早くも1年が経とうとしています。当初は、職場環境の違い、初めて経験する都市計画分野
の職務に戸惑いや不安を感じたことをよく覚えています。
　職場環境の違いについては、富士・東部建設事務所並びに関係機関の県職員の皆さまに温かく接していた
だき、私が職場環境に少しでも早く馴染めるように色々配慮していただきました。そのおかげで新しい環境に
もすぐ慣れることができ、業務のしやすい環境を整えてくれたことにとても感謝しています。
　次に、初めて経験する都市計画分野の職務については、配属された初日から開発行為に関する専門的な質
問や土木の専門用語の連続で、一般行政職で採用された私にとって、そのことを理解し、知識として身に付け
るまで、前任の方々の助言をいただいたり、解説本を読み込むなど多くの時間を費やしました。当初と比べる
と多少は慣れましたが、現在もまだまだ勉強の日々でこれからも精進していきたいと考えています。
　また、残された期間についても私が交流派遣職員として配属された意味を今一度考え、多くの方との交流
を深めることで得られる人脈や知識を市に戻った時に少しでも活かせるように意識して、今後の業務を行って
いきたいと考えています。
　最後になりますが、交流派遣職員という貴重な経験を通じて、富士・東部建設事務所をはじめとする多くの
方々と出会えたことに深く感謝申し上げるとともに、今後もご指導ご鞭撻をいただければと思います。

　平成２５年４月より、南アルプス市から研修生として総務部市町村課にお世話になっております。４月当初は緊
張と慣れない環境にとまどいましたが、周囲の方々から温かいご指導を頂き、あっという間に１年が過ぎようとし
ています。
　私が担当している業務は、住民基本台帳法に基づいた住民基本台帳ネットワークシステムの運用、戸籍・窓口
関係事務が中心となっており、市町村への調査の依頼や質問への回答が主となっていますが、当初は窓口業務に
携わったこともなかったため、質問の回答に四苦八苦したのを覚えています。分かりやすく、正確な回答をしなけ
ればと日々、住基法他、関係図書と格闘しています。
　今年度は７月に外国人住民の住基ネット・住基カードの運用開始、１月には各都道府県に設置されていた住基
ネットサーバの集約業務等があり、機器の入札等も行いました。問題なく移行ができたことにほっとしています。
　また、同じ担当の地方自治法や給与・定員管理等の事務の様子を見ることができたのも、良い経験となりました。
　１年間という限られた期間ではありましたが、研修生として経験させて頂いたことを、市に戻って活かすことが
できるよう、残りわずかな日々を大切に勉強し、努力してまいります。
　最後に、市町村課の皆さん、研修生の皆さんと出会えたことなど、私にとって貴重な財産となりました。このよ
うな機会を与えてくださいました南アルプス市、市町村課の皆さま、そして業務でお世話になった市町村の皆さま
に対しましても、この場をお借りして心より感謝申し上げます。今後ともよろしくお願い致します。

　平成２５年４月より、富士川町役場から総務部市町村課税政担当に研修生として派遣され、あっという間に
研修期間の１年間が経とうとしています。
　今年度は私を含め４名（税政担当２人、財政担当１人、行政選挙担当１人）が研修生として市町村課でお世話
になりました。
　派遣される前に、過去の研修を経験した先輩や後輩から経験談を聞き、派遣当初は緊張しながら日々の業
務にあたっていましたが、周りの職員の方々に大変優しく接していただき、なんとか１年間を乗り切ることがで
きました。
　私は、税政担当として住民税を担当させていただきました。その他にも、普通交付税や特別交付税の算定、
交付税検査など様々な経験をさせていただきました。
　また、各市町村の担当者の方々とも接する機会が多かったため、各地域の現状、課題を把握できるととも
に、担当者の方々と情報交換をすることで、交流を深めるいい機会にもなりました。県庁での経験や人との出
会いは、今後の私にとっての大きな財産になると思います。
　これから市町村課で研修を始められる研修生の方は、未知の世界へ足を踏み入れることに不安な気持ちで
一杯かもしれませんが、皆さんの助けとなってくれる人との出会いがきっとあると思います。慣れない環境で
大変だとは思いますが、頑張ってください。
　最後になりますが、市町村課の皆様には、日々大変お世話になり感謝しております。今後ともよろしくお願
いいたします。
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総合県税事務所
有泉 由樹
（中央市）

総合県税事務所　
志村　 仁
（笛吹市）

児童家庭課
渡邊 健次
（笛吹市）

　昨年４月に中央市から山梨県総合県税事務所徴収部徴収第一課に配属となり、派遣期間の１年が終わろう
としています。
　私の業務は、地方税法第４８条により、市で滞納している個人住民税を県税事務所へ引き継ぎを行い、県の
徴税吏員として滞納整理を行っています。
　徴収の仕事は、地方公共団体の税財政や社会保険財政等の財政基盤の確保のため、また、納付義務を果た
している納税者のために公平性を欠くことができない仕事であります。
　納付する能力がありながら、なかなか理解が得られず、納付に至らない場合には、差押処分を行う場合もあ
りました。滞納者の中には、理不尽な方もおり、大きな声で言いがかりをつけてくるなど重圧になったこともあ
り、苦労したことを覚えています。
　そういった仕事を県という立場ですることによって、また、県職員の方と仕事を行い、徴収の技術や知識は
もちろん、徴収に対する心構えや使命感などを肌で感じることができました。特に県税事務所での滞納整理で
感じたことは、組織としての滞納整理を行っていることでした。組織として同じ目標へ向かって、同じ気持ちで
仕事をする環境があり、そういった仕組みがなされている点はとても勉強になりました。
　また、多くの方と出会い仕事ができたことも、私にとって大きな財産となりました。
　最後になりますが、いろいろな面でサポートいただきました徴収部の皆さまにはこの１年間大変お世話にな
りました。心より感謝申し上げます。

　昨年４月より笛吹市から山梨県総合県税事務所徴収部第二課に配属となり、あっという間に1年間が過ぎ
ようとしています。
　当初は、今までかかわったことがない業務や職場環境の変化等に不安と戸惑いもありましたが、周囲の皆
様の暖かいご指導やご助言に支えられ充実した日々を送ることができました。
　私が配属された徴収部は、県税の徴収の専門部署であり、行政の財政基盤の確保のため、また、税の納付
義務の公平性を保つための業務であります。
　滞納者の中には様々な事情により滞納をされている方がいます。時には納税への理解が得られず、怒鳴り
込んでくる方もいます。その中で、公平・公正な立場から滞納となった原因を突き止め、担税力を見極めなが
ら納税計画を立ててもらうのですが、滞納者の中には滞納を「当たり前」「しょうがない」などと思っている納
税意識の薄い人もいます。そういった人には安易な考えの滞納は認められないことを理解していただき、納税
意識を高めてもらうとともに、今後新たに滞納者とならないよう努めています。中には差押え処分を行わなけ
ればならない場合もありますが、苦労して折衝した結果が守られているのを見るたびに、日々やりがいを感じ
ております。
　１年間という短い期間ではありますが、県と市での実践方法の違い等を経験する中で、多くのことを学びま
した。この場で学んだ経験と、業務を通じて関わりあった多くの皆様との繋がりを、今後の市での業務に生か
していきたいと思います。

　平成２５年４月より、桃・ぶどうの大果実郷である笛吹市から交流派遣職員として児童家庭課に勤務してい
ます。２年間の交流期間が早くも折り返し地点を迎えようとしています。年度当初は新しい環境や業務に不安
ばかりでしたが、今は「こんなに１年経つのは早かったかな？」と時間感覚を疑うほど充実した日々を送ってい
ます。
　児童家庭課は、子育て支援施策の推進、児童虐待の防止、ひとり親家庭の福祉の向上等の業務を担ってお
り、私は子育て支援担当として乳幼児医療費助成制度の補助金事務や保育所職員研修事業、子育て応援カー
ド事業等の業務にあたっています。
　この１年間は補助金事務で電卓を叩く日々から始まり、研修の企画・運営、事業の説明会や広報活動、事務
監査等、盛りだくさんの内容でした。どれをとっても未経験の業務でしたが、周囲の温かい方々の支えがあり、
前向きに楽しく業務を遂行することができました。
　国では平成２４年８月に「子ども・子育て関連３法」が成立し、平成２７年４月から「子ども・子育て支援新制度」
が施行される予定です。現在、新制度の施行に向けて県や市町村でも準備が進められており、子育て支援施
策をどう構築するのか重要な時期となっています。このような時期に県で職務にあたれるのはまたとないチャ
ンス！勉強の機会です。交流期間の残り１年もたくさんのことを経験し、今後笛吹市の発展に貢献できるよう職
務に励みたいと思います。
　最後に、至らぬ点が多い私に温かくご指導くださる児童家庭課の皆様、そして今回の機会を与えてくださ
り、様々な助言をくださった笛吹市職員の皆様に心より感謝申し上げます。


