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皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
、
藤
本

で
す
。
先
ほ
ど
、
司
会
の
方
が

新
和
歌
浦
の
景
観
と
言
わ
れ
ま

し
た
け
ど
も
、
こ
れ
は
誤
り
で
、

和
歌
の
浦
の
景
観
で
す
。

私
、
和
歌
山
市
で
は
文
化
財

の
関
係
、
博
物
館
関
係
で
い
ろ

い
ろ
な
外
部
委
員
を
し
て
い
ま

す
。
今
回
、
加
え
て
、
玉
津
島

荒あ
り
そ磯
を
考
え
る
会
共
同
代
表
、

こ
う
い
う
名
前
が
１
週
間
ほ
ど

前
に
付
き
ま
し
た
。

そ
の
話
か
ら
始
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
和
歌
の
浦
は
、

干
潟
の
景
観
が
非
常
に
特
徴
的

で
す
。
こ
の
干
潟
を
含
ん
で
国

指
定
の
「
名
勝
和
歌
の
浦
」
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
名

勝
和
歌
の
浦
に
指
定
さ
れ
る
ま

で
の
、
30
年
前
の
話
を
あ
と
で

始
め
ま
す
が
、
先
に
、
荒
磯
に

つ
い
て
話
し
ま
す
。
今
回
注
目

し
た
の
は
荒
磯
、
波
が
打
ち
寄

せ
る
岸
壁
か
ら
岩
が
砕
け
る
よ

う
な
で
す
ね
、
そ
う
い
う
海
辺

の
、
屹き

つ
り
つ立
し
た
縦
の
景
色
、
そ

う
い
う
景
色
も
実
は
万
葉
集
に

詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

玉
津
島
神
社
の
南
に
民
家
、

屋
敷
地
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
を

和
歌
山
市
が
あ
る
目
的
で
使
お

う
と
し
て
購
入
し
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
公
開
さ
れ
ま
し
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
伽き

ゃ
ら
い
わ

羅
岩

と
い
う
地
元
で
呼
ば
れ
る
岩
場

の
景
観
、
屹
立
し
た
垂
直
の
で

す
ね
、
干
潟
と
は
違
う
、
も
う

一
つ
の
特
徴
あ
る
景
観
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。「
ニ
ュ
ー
ス
和
歌

山
」
さ
ん
が
こ
う
い
う
形
で
紹

介
し
て
く
れ
ま
し
た
（
二
月
一

三
日
記
事
提
示
）。
岩
場
の
手

前
に
池
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ

の
池
の
東
に
、
昭
和
の
頃
建
築

の
福
島
邸
が
あ
り
ま
し
て
、
庭

園
が
造
園
さ
れ
、
池
と
し
て
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど

も
、
実
は
こ
れ
は
池
で
は
な
く

て
、
元
々
は
外
海
の
一
部
で
す
。

珍
し
い
形
の
岩
、
非
常
に
形
と

し
て
奇
絶
で
す
が
、
こ
れ
全
部
、

外
海
と
面
し
て
い
た
。
私
は
岩

の
手
前
の
水
辺
は
外
海
の
一
部

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し

て
い
ま
す
。

国
指
定
「
名
勝
和
歌
の
浦
」

は
こ
の
範
囲
で
す
（
ス
ラ
イ

ド
）。
東
照
宮
も
あ
と
か
ら
追

加
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
次
の
指

定
に
は
海
が
名
勝
地
に
含
ま
れ
、

全
国
で
も
珍
し
い
例
で
す
。

こ
こ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

奠て
ん
ぐ
や
ま

供
山
と
鏡
山
、
妹い

も
せ
や
ま

背
山
と
並

ん
で
い
て
、
こ
こ
に
玉
津
島

神
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
南
隣
、

こ
こ
は
民
有
地
だ
っ
た
か
ら
外

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
隣
の
と
こ

ろ
、
市
町
川
、
こ
れ
も
入
江
で

す
が
、
全
部
指
定
範
囲
内
で
す
。

こ
の
元
民
有
地
だ
け
が
指
定
か

マ
リ
ー
ナ
シ
テ
ィ
に
県
が
設
置
を
計
画
し
て
い
る
カ
ジ
ノ
問
題

を
考
え
る
学
習
会
が
、
4
月
11
日
和
歌
山
市
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
で
開
催
（
主
催
：
ス
ト
ッ
プ
！
カ
ジ
ノ
和
歌
山
の
会
）

さ
れ
ま
し
た
。「
和
歌
の
浦
」
の
歴
史
と
景
観
保
全
、
ま
ち
づ
く

り
を
テ
ー
マ
に
、
和
歌
山
大
学
名
誉
教
授
の
藤
本
清
二
郎
氏
の
講

演
を
紹
介
し
ま
す
。 

（
文
責
　
講
演
者
）
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ら
外
れ
て
お
り
、
こ
こ
は
当
然

名
勝
の
範
囲
に
入
れ
る
べ
き
で

し
ょ
う
。
名
勝
に
指
定
し
た
上

で
、
こ
こ
の
活
用
の
仕
方
に
つ

い
て
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

「
和
歌
の
浦
」

　
　
景
観
保
全
運
動

さ
て
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ

と
を
私
が
強
調
す
る
よ
う
に
な

っ
た
き
っ
か
け
は
、
今
か
ら
30

年
前
、
和
歌
の
浦
の
景
観
保
全

訴
訟
と
、
そ
の
前
提
と
な
っ
た
、

非
常
に
広
範
な
全
国
に
及
ん
だ

文
化
運
動
の
経
験
で
す
。

１
９
８
８
年
３
月
に
新
不
老

橋
を
建
設
す
る
と
い
う
話
が
出

ま
し
た
。
今
の
地
形
図
で
は
こ

こ
の
と
こ
ろ
に
あ
し
べ
橋
が
か

か
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
江

戸
時
代
に
か
け
ら
れ
た
不
老
橋

が
あ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
角
度
で

見
て
す
ば
ら
し
く
、
こ
こ
の
景

色
が
非
常
に
重
要
で
し
た
。
そ

の
前
に
橋
を
か
け
る
こ
と
に
つ

い
て
朝
日
新
聞
に
「
景
観
台
無

し
」
と
報
道
さ
れ
、
１
９
８
８

年
５
月
、
ニ
ュ
ー
ス
和
歌
山
に

「
県
の
新
不
老
橋
設
置
計
画
」

が
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

９
月
か
ら
12
月
に
か
け
て
地
元

の
諸
団
体
、
地
方
史
研
究
会
と

か
、
紀
伊
万
葉
の
会
な
ど
の
文

化
団
体
が
反
対
の
声
を
上
げ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
署
名
運
動
を

展
開
し
て
、
最
終
的
に
５
万
５

０
０
０
人
の
署
名
が
集
ま
り
ま

し
た
。

歴
史
的
景
観
と
い
う
の
は
な

か
な
か
難
し
い
言
葉
だ
っ
た
の

で
す
が
、
と
も
か
く
、
不
老
橋

か
ら
見
た
景
色
が
非
常
に
好
感

を
持
た
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
、
そ
れ
に
対
す
る
反
対
の
声

が
湧
き
上
が
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
県
は
１
９
８
９
年
に
建
設

に
着
工
し
、
住
民
は
同
12
月
、

新
不
老
橋
の
違
法
公
金
の
支
出

を
差
し
止
め
る
住
民
訴
訟
を
地

裁
に
提
訴
し
ま
し
た
。　

１
９
９
１
年
に
は
和
歌
山
市

が
不
老
橋
を
修
理
し
、
文
化
財

に
指
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
葦
原
の
再
生
を
要
望
す
る

５
０
０
０
人
の
要
望
書
が
出
さ

れ
、
93
年
に
は
、
干
潟
の
一
部

を
埋
め
立
て
る
計
画
に
生
物
学

者
な
ど
１
５
５
人
が
反
対
の
要

望
書
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
う

い
う
ふ
う
に
、
裁
判
や
文
化
、

自
然
環
境
と
い
う
色
々
な
運
動

に
展
開
し
た
の
が
、
30
年
前
か

ら
少
し
こ
ち
ら
に
か
け
て
の
時

期
の
こ
と
で
し
た
。

１
９
９
４
年
、
裁
判
所
は
、

景
観
権
は
熟
し
て
い
な
い
、
存

在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
訴

え
を
棄
却
し
ま
し
た
。
ち
ょ
っ

と
先
走
り
に
な
り
ま
す
が
、
そ

の
の
ち
で
す
ね
、
広
島
県
の
福

山
、
鞆
の
浦
に
は
よ
く
似
た
環

境
が
あ
り
ま
し
て
、
福
山
市
が

橋
を
架
け
る
と
い
う
こ
と
で
、

住
民
運
動
が
広
が
り
ま
し
た
。

宮
崎
駿
監
督
が
映
画
『
崖
の
上

の
ポ
ニ
ョ
』
を
つ
く
り
、
Ｉ
Ｃ

Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｓ
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ

ま
し
た
。
裁
判
で
景
観
権
が
認

め
ら
れ
、
そ
の
橋
は
架
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
和
歌
の
浦
の
景
観

保
存
運
動
は
、
住
民
が
景
観
の

価
値
を
認
識
し
て
訴
え
て
、
や

が
て
そ
れ
が
世
界
に
広
が
っ
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

ス
ラ
イ
ド
を
見
て
い
た
だ
き

ま
す
。
こ
う
い
う
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
（
写
真
①
「
人
に
優
し
い
開

発
を
」）
を
作
り
、
ま
た
作
曲

家
・
声
楽
家
が
協
力
し
て
片
男

波
の
和
歌
に
曲
を
付
け
て
歌
が

創
ら
れ
、
文
化
運
動
と
し
て
展

開
し
て
い
き
ま
し
た
。

（
１
９
８
８
年
頃
の
不
老
橋

の
写
真
②
）
向
こ
う
に
あ
し
べ

橋
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
で
、

不
老
橋
ア
ー
チ
下
か
ら
向
こ
う

側
干
潟
水
面
が
覗
い
て
見
え
ま

す
。
ま
た
橋
の
ア
ー
チ
と
重
な

り
、
名
草
山
が
見
え
ま
す
。
し

か
し
向
こ
う
に
橋
が
架
か
り
、

橋
の
上
を
バ
ス
が
ど
ん
ど
ん
通

る
、
こ
れ
で
は
景
観
台
無
し
だ

と
い
う
こ
と
で
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

を
つ
く
り
ま
し
た
。

つ
い
で
、
こ
れ
は
南
海
電
車

難
波
駅
の
ス
チ
ー
ル
広
告
で
す

（
写
真
③
）。
１
９
８
８
年
頃
、

私
、
大
阪
へ
行
く
時
気
づ
い
て
、

次
に
通
っ
た
時
こ
の
写
真
を
撮

っ
て
お
い
た
ん
で
す
。
橋
の
上

に
女
性
が
い
て
、
そ
の
後
ろ
に

広
が
る
干
潟
の
景
色
、「
ド
ラ

マ
チ
ッ
ク
は
紀
州
に
あ
り
ま
し

た
」
と
、
南
海
電
車
で
和
歌
浦

に
来
て
く
だ
さ
い
っ
て
い
う
こ

と
で
す
。
次
に
、
こ
れ
は
あ
し

べ
橋
が
架
か
っ
た
後
の
景
色
を

撮
影
し
た
も
の
で
す
。
こ
う
な

っ
た
ら
「
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
は
紀

州
に
あ
り
ま
せ
ん
」
と
な
る
わ

け
で
す
ね
。

（
あ
し
べ
橋
を
鏡
山
か
ら
撮

っ
た
写
真
）
こ
ん
な
ふ
う
に
自

動
車
が
ど
ん
ど
ん
通
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
江
戸
末
期
、

藩
主
が
江
戸
時
代
の
和
歌
祭
の

と
き
に
こ
こ
を
通
っ
て
和
歌
祭

の
お
旅
所
へ
行
く
た
め
に
細
長

い
堤
を
つ
く
っ
た
。
中
国
の
西

湖
の
景
色
を
ま
ね
て
ア
ー
チ
橋

不
老
橋
を
架
け
た
わ
け
で
す
。

こ
の
堤
の
道
を
拡
幅
す
る
た
め

干
潟
が
一
部
埋
め
立
て
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
辺
に
は
希
少
の
マ

ル
ウ
ズ
ラ
タ
マ
キ
ビ
と
い
う
貝

が
棲
息
し
て
い
た
の
で
、
自
然

環
境
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
声

も
あ
げ
た
次
第
で
す
。

今
、
ア
ー
チ
下
の
向
こ
う
は

あ
し
べ
橋
の
橋
脚
が
写
り
、
ま

リーフレット「人にやさしい開発を」（写真①）
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た
橋
上
の
道
路
は
通
行
車
で
、

こ
の
辺
り
の
景
色
は
も
う
ぐ
ち

ゃ
ぐ
ち
ゃ
で
す
ね
。
で
も
和
歌

の
浦
全
体
の
優
れ
た
な
景
色
は

価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
国

が
名
勝
に
し
た
次
第
で
す
。

和
歌
の
浦
・

　
　
玉
津
島
の
歴
史

次
に
、
和
歌
の
浦
の
歴
史
に

つ
い
て
ご
く
簡
単
に
振
り
返
っ

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
レ

ジ
ュ
メ
の
２
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

万
葉
時
代
か
ら
述
べ
ま
す
。

古
代
の
７
２
４
年
に
聖
武
天
皇

が
玉
津
島
に
行
幸
、
つ
ま
り
奈

良
の
都
か
ら
や
っ
て
き
て
、
そ

こ
で
随
行
の
山や

ま
べ
の
あ
か
ひ
と

部
赤
人
が
次
の

よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
和
歌
の
浦
の
話
と
い

え
ば
必
ず
７
２
４
年
聖
武
天
皇

行
幸
か
ら
話
が
始
ま
る
の
で
す

が
、
私
は
若
干
違
和
感
が
あ
り

ま
す
。
聖
武
天
皇
が
来
る
前
に
、

こ
こ
の
海
で
は
人
々
が
生
活
を

し
て
い
た
、
海
の
生
活
を
す
る

人
た
ち
が
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。「

若
の
浦
に
潮
満
ち
く
れ
ば
」

と
言
う
歌
が
読
ま
れ
た
の
で
、

こ
の
地
域
は
和
歌
の
浦
と
い
う

名
前
が
定
着
し
、
そ
し
て
、
現

在
の
和
歌
山
市
、
和
歌
山
県
の

地
名
「
和
歌
山
」
が
、
和
歌
山

城
が
設
置
さ
れ
た
時
に
で
き
ま

し
た
。
で
、
そ
の
「
若
の
浦
」

と
呼
ば
れ
る
以
前
は
何
だ
っ
た

の
か
と
言
い
ま
す
と
、
聖
武
天

皇
は
、「
玉
津
島
」
へ
行
く
と

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
（『
続
日

本
紀
』）。
つ
ま
り
玉
津
島
と
い

う
名
称
は
聖
武
天
皇
が
こ
こ
へ

来
る
前
か
ら
あ
っ
た
。
日
前
宮

の
紀
氏
（
き
う
じ
）
と
い
う
豪

族
の
勢
力
や
海
人
、
海
民
が
い

て
、
そ
の
人
た
ち
が
こ
こ
を

「
玉
津
島
」「
玉
津
島
山
」
と
呼

ん
で
い
た
。
私
は
奠
供
山
単
体

を
呼
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

紀
ノ
川
は
現
在
西
へ
流
れ
て

い
ま
す
が
、
古
代
は
和
歌
川
が

そ
の
流
路
で
し
た
。
奈
良
の
王

権
が
瀬
戸
内
海
を
通
っ
て
朝
鮮

半
島
の
方
に
行
く
海
路
へ
の
出

口
と
し
て
非
常
に
重
要
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
政
治
的
な
い
ろ
ん
な
観
点

も
あ
っ
て
、
聖
武
天
皇
が
こ
こ

に
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

レ
ジ
ュ
メ
の
次
。
景
色
の
良

さ
が
和
歌
に
詠
ま
れ
て
、
こ
れ

が
広
が
り
、
和
歌
の
神
で
あ
る

衣そ
と
お
り
ひ
め

通
姫
と
い
う
女
性
が
祭
神
と

さ
れ
、
京
都
の
貴
族
た
ち
の

間
で
、
そ
の
信
仰
が
広
が
り
、

「
和
歌
の
浦
」
が
歌
枕
と
し
て

展
開
し
て
、
和
歌
の
世
界
が
続

い
て
い
く
わ
け
で
す
。　
　

そ
し
て
、
近
世
に
入
り
ま
す

と
、
１
６
０
０
年
に
浅
野
幸
長

と
い
う
武
将
が
大
名
と
し
て
入

っ
て
き
ま
し
て
、
最
初
に
天
神

社
の
社
殿
を
造
営
し
ま
す
。
同

時
に
玉
津
島
の
社
殿
を
造
営
し

ま
す
。
さ
ら
に
約
20
年
後
に
徳

川
頼
宣
が
入
国
し
ま
し
て
、
現

在
の
権
現
山
中
腹
に
東
照
社

（
の
ち
東
照
宮
）
を
勧
請
し
ま

す
。
家
康
は
東
照
大
権
現
と
し

て
祀
ら
れ
ま
す
が
、
初
め
は
静

岡
県
の
久
能
山
で
し
た
。
久
能

山
は
駿
河
湾
が
眺
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
頼
宣
は
そ
れ
に
よ

く
似
た
景
色
の
場
所
を
探
し
た

ん
で
す
。
和
歌
浦
湾
が
よ
く
似

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
こ
こ
に

東
照
社
を
勧
請
し
ま
し
た
。

（「
国
絵
図
の
一
部
」
を
示

し
）
こ
れ
は
明
治
初
期
の
国
絵

図
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
こ
は

和
歌
の
浦
で
、
元
紀
ノ
川
＝
和

歌
川
で
す
ね
。
玉
津
島
神
社
が

こ
の
辺
り
に
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
山
（
権
現
山
、
元
天
神
山

の
一
部
）
の
真
ん
中
か
ら
東
よ

り
の
と
こ
ろ
の
場
所
を
天
神
社

か
ら
強
制
的
に
譲
り
受
け
ま
し

て
、
東
照
宮
、
家
康
を
祭
る
神

社
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
。
記

録
に
よ
る
と
、
こ
こ
か
ら
「
浦

わ
は
る
か
に
見
渡
せ
ば
、
波

も
空
も
一
つ
に
し
て
、
千
里

の
外
ま
で
も
眼
の
前
に
つ
き

ぬ
」
＝
見
え
る
と
い
う
こ
と
で

す
。「
こ
こ
か
し
こ
海
山
の
た

た
ず
ま
い
、
ま
こ
と
に
色
を
得

た
る
勝
地
」
だ
と
言
っ
て
い
る
。

こ
こ
（
東
照
宮
）
か
ら
見
た
ら
、

下
津
の
方
、
こ
の
辺
り
の
景
色

が
非
常
に
い
い
。
駿
河
湾
に
よ

く
似
て
い
る
こ
と
で
東
照
宮
が

権
現
山
そ
こ
に
設
置
さ
れ
た
わ

け
で
す
。

江
戸
時
代
の
後
半
に
、
玉
津

島
神
社
の
神
主
が
伽
羅
岩
の
山

の
上
に
古
代
的
な
考
え
に
基
づ

き
遙
拝
所
を
作
り
、
奠
供
山
碑

を
設
置
し
ま
し
て
、
こ
の
時
か

ら
祭
事
を
す
る
と
い
う
意
味
の

奠
供
山
と
い
う
名
前
が
付
き
ま

し
た
。
ま
た
不
老
橋
が
架
橋
さ

れ
ま
す
。
近
代
へ
入
り
ま
す
と
、

東
照
宮
を
支
え
て
い
た
徳
川
家

が
東
京
へ
行
っ
て
し
ま
う
わ
け

で
、
和
歌
浦
は
寂
れ
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
で
も
妹
背
山
の
観
海

閣
や
玉
津
島
神
社
は
地
元
の
関

係
者
が
自
力
で
何
と
か
維
持
し
、

そ
れ
な
り
に
保
っ
て
き
た
と
い

う
歴
史
が
あ
り
ま
し
た
。

近
代
の
１
９
１
０
年
に
は
か

つ
ら
ぎ
町
の
酒
造
家
森
田
庄
兵

衛
が
、
和
歌
の
浦
、
す
な
わ
ち

東
照
宮
か
ら
西
、
妹
背
山
や
玉

津
島
の
辺
り
を
避
け
て
、
西
の

方
を
近
代
的
な
開
発
対
象
地
と

し
ま
し
た
。
明
治
末
期
以
降
、

こ
こ
が
新
和
歌
浦
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
で
も
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新
和
歌
ト
ン
ネ
ル
と
い
う
、
建

築
的
に
優
れ
た
ト
ン
ネ
ル
が
残

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
新

和
歌
が
近
代
の
観
光
地
と
し
て

開
発
を
さ
れ
ま
す
。
ま
た
１
９

２
３
年
に
市
町
前
の
入
江
の
干

潟
が
埋
め
立
て
ら
れ
陸
地
と
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
近
代
の
港
を

ど
こ
に
つ
く
る
か
と
い
う
こ
と

で
、
和
歌
山
市
西
部
の
湊
地
区

か
そ
れ
と
も
和
歌
川
の
河
口
か
、

産
業
と
の
関
わ
り
で
誘
致
合
戦

が
あ
り
ま
し
た
。
和
歌
山
市
の

一
つ
の
勢
力
は
こ
こ
を
埋
め
立

て
て
港
の
機
能
を
持
っ
た
街
に

し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
け
れ
ど

も
、
港
が
西
の
方
に
行
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
、
こ
こ
は
住
宅
地

と
し
て
今
に
つ
な
が
り
ま
す
。

30
年
前
に
は
不
老
館
と
い
う

和
風
３
階
建
て
の
古
風
な
旅
館

建
築
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の

名
残
で
す
。
非
常
に
風
光
明
媚

な
場
所
が
見
え
る
の
で
分
譲
地

は
非
常
に
高
か
っ
た
ん
で
す
。　

そ
の
後
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
が
進
ん
で
き
た
１
９
７
０

年
か
ら
80
年
以
降
で
す
ね
、
新

和
歌
は
ど
ん
ど
ん
寂
れ
て
い
き

ま
す
。
寂
れ
た
和
歌
浦
と
い
う

の
は
、
厳
密
に
言
い
ま
す
と
新

和
歌
浦
の
こ
と
な
ん
で
す
。
こ

こ
や
奥
和
歌
は
今
は
廃
墟
と
な

っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
古
代
以

来
、
和
歌
の
浦
の
要
に
位
置
す

る
玉
津
島
神
社
周
辺
の
と
こ
ろ

は
、
整
備
し
、
掃
除
を
す
れ
ば
、

き
れ
い
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、

今
も
あ
る
グ
ル
ー
プ
の
人
は
一

生
懸
命
掃
除
を
し
て
、
き
れ
い

に
維
持
さ
れ
て
い
ま
す

人
に
や
さ
し
い
開
発
を

レ
ジ
ュ
メ
の
次
に
、「
人
に

優
し
い
開
発
を
」
と
書
い
て
お

り
ま
す
。
国
の
名
勝
に
指
定
さ

れ
る
経
過
を
見
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
判
決
が
出
た
あ
と
、

普
通
で
は
判
決
で
負
け
た
ら
お

し
ま
い
、
あ
る
い
は
高
裁
ま
で

行
く
か
。
そ
の
時
の
判
断
と
し

て
は
、
一
定
の
訴
え
る
成
果
は

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
裁
判

は
こ
れ
以
上
や
ら
な
い
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
運
動
に
関
わ
っ

た
地
元
の
グ
ル
ー
プ
は
明
光
商

店
街
の
活
性
化
を
目
指
し
て
、

あ
る
い
は
ま
ち
づ
く
り
の
案
を

つ
く
っ
た
り
、
あ
る
い
は
和
歌

浦
の
ガ
イ
ド
を
し
た
り
し
ま
し

た
。
同
時
に
文
化
財
の
保
護
行

政
も
進
み
、
不
老
橋
そ
の
も
の

が
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
以
前
は
た
だ
の
里
道
上
の

橋
と
い
う
だ
け
で
、
所
有
権
も

ど
こ
に
あ
る
か
分
か
ら
な
か
っ

た
。
架
け
た
の
は
徳
川
家
で
す

が
、
徳
川
家
は
放
置
し
て
、
地

元
で
保
護
し
て
き
た
。
一
生
懸

命
修
理
し
き
た
け
れ
ど
も
、
か

な
り
傷
ん
で
い
た
の
で
、
和
歌

山
市
が
こ
れ
を
文
化
財
の
指
定

し
、
修
理
を
し
ま
し
た
。
97
年

に
は
妹
背
山
多
宝
塔
の
解
体
修

理
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
三
断
橋
、
玉
津
島

神
社
東
か
ら
妹
背
山
（
島
）
に

架
か
っ
て
い
る
橋
の
石
垣
が
膨

ら
ん
で
で
す
ね
、
放
っ
て
い
る

と
崩
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

で
修
理
を
す
る
た
め
、
県
の
管

理
部
局
、
下
津
港
湾
事
務
所
が

工
事
の
た
め
、
重
機
類
を
通
そ

う
と
し
た
ん
で
す
。
こ
れ
に
対

し
、
多
田
先
生
（
あ
し
べ
橋
反

対
運
動
の
代
表
）
が
、
こ
こ
は

そ
ん
な
重
機
を
通
し
た
ら
橋
が

壊
れ
て
し
ま
う
と
い
い
、
道
路

工
事
担
当
者
は
、
そ
う
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
文
化
財
に
指
定
し

て
く
れ
な
い
と
困
る
と
い
う
よ

う
に
な
り
ま
し
て
、
県
の
文
化

財
課
が
こ
こ
の
文
化
財
に
指
定

す
る
方
向
で
検
討
始
め
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
２
０
０
８
年
、

裁
判
か
ら
言
い
ま
す
と
14
、
15

年
た
つ
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

よ
う
や
く
県
が
和
歌
の
浦
を
県

指
定
の
史
跡
・
名
勝
に
指
定
し

ま
し
た
。
続
い
て
２
０
１
０
年

に
国
の
名
勝
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。さ

ら
に
２
０
１
７
年
に
は

「
絶
景
の
宝
庫
和
歌
の
浦
」
が

日
本
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
て
、

ブ
ラ
ン
ド
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計

画
が
策
定
さ
れ
、
現
在
事
業
が

進
ん
で
い
ま
す
。

急
ぎ
ま
す
。
マ
リ
ー
ナ
シ
テ

ィ
の
建
設
に
つ
い
て
、
少
し
触

れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

見
て
ほ
し
い
の
が
こ
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
で
す
。
１
９
９
２
年
に
、

「
21
世
紀
を
先
取
り
す
る
ま
ち
」

と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で

マ
リ
ー
ナ
シ
テ
ィ
を
県
が
作
ろ

う
と
し
た
時
に
発
行
し
た
も
の

で
す
。
マ
リ
ー
ナ
シ
テ
ィ
は
松

下
興
産
が
開
発
を
し
ま
し
た
が
、

そ
の
根
拠
に
な
っ
た
の
は
１
９

８
７
年
の
リ
ゾ
ー
ト
法
で
、
大

き
な
資
本
が
県
の
財
力
を
利
用

し
て
、
埋
立
地
を
つ
く
っ
た
わ

け
で
す
。

あ
し
べ
橋
は
、
実
は
そ
こ
へ

つ
な
が
る
道
路
計
画
の
一
部
で

あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
と
同
じ
時
期
に
、
和

歌
山
市
が
三
菱
重
工
に
描
か
せ

た
和
歌
浦
の
将
来
図
で
す
。
こ

れ
が
洲
崎
で
す
が
、
そ
の
先
は

名
草
浜
へ
道
路
を
架
け
る
と
い

う
計
画
を
し
て
い
ま
す
。
リ
ゾ

ー
ト
施
設
を
林
立
さ
せ
る
、
こ

れ
が
21
世
紀
の
夢
だ
っ
た
ら
し

い
。
ま
た
次
の
図
は
県
の
計
画

で
、
砂
洲
、
干
潟
を
渡
る
道
を

付
け
よ
う
と
し
て
い
ま
す
（
実

現
し
ま
せ
ん
で
し
た
）。
第
二
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阪
和
の
方
か
ら
ま
っ
す
ぐ
南
へ

来
て
、
三
断
橋
の
上
を
通
る
道

を
計
画
し
て
い
ま
し
た
。
要
す

る
に
、
こ
れ
は
古
代
か
ら
の
景

観
、
文
化
環
境
、
自
然
環
境
、

こ
れ
ら
全
部
を
価
値
が
な
い
も

の
と
し
て
破
壊
し
て
、
遊
興
施

設
ビ
ル
の
林
立
、
自
然
浜
の
廃

止
こ
そ
価
値
が
あ
る
ん
だ
と
い

う
の
が
、
80
年
代
か
ら
90
年
代

に
か
け
て
の
開
発
理
念
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
、
マ
リ

ー
ナ
シ
テ
ィ
は
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。

現
在
、
こ
う
い
う
景
色
が
あ

り
ま
す
。
不
老
橋
に
近
い
と
こ

ろ
を
写
し
た
写
真
④
で
す
が
、

奠
供
山
が
市
町
川
に
映
る
、
逆

さ
富
士
の
よ
う
な
逆
さ
奠
供
山
、

非
常
に
き
れ
い
な
写
真
で
し
ょ
。

今
は
こ
の
価
値
を
見
い
だ
し
て
、

こ
れ
が
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
に

据
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ

け
で
す
が
、
30
年
前
は
全
然
こ

ん
な
位
置
付
け
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
地
域
は
新
し
く
開
発
す
れ

ば
い
い
ん
だ
、
違
う
種
類
の
開

発
だ
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
お

っ
た
わ
け
で
す
。　
　

た
だ
し
、
１
９
８
０
年
代
に

お
き
ま
し
て
は
、
市
町
川
に
は

自
転
車
等
が
捨
て
ら
れ
る
な
ど
、

干
潟
入
江
は
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に

汚
か
っ
た
で
す
。
干
潟
は
価
値

が
な
い
も
の
と
い
う
ふ
う
に
認

識
さ
れ
て
、
こ
こ
に
道
路
を
架

け
る
と
い
う
開
発
計
画
が
起
こ

っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

当
時
、
私
た
ち
は
「
人
に
優

し
い
開
発
を
」
と
い
う
ふ
う
に

言
い
ま
し
た
。
歴
史
的
な
景
観
、

環
境
、
あ
る
い
は
文
化
、
心
を

大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
べ
き
だ
、
上
か
ら
の
計
画

で
は
う
ま
く
い
か
な
い
、
と
。

20
数
年
が
経
ち
、
和
歌
の
浦
を

守
る
運
動
、
心
が
広
が
っ
て
き

ま
し
た
。
長
い
時
間
を
か
け
て

広
が
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
一
方

マ
リ
ー
ナ
シ
テ
ィ
は
も
は
や
お

荷
物
に
な
っ
て
い
ま
す
。
20
年

間
の
歩
み
は
、
ど
ち
ら
側
が
時

代
を
先
取
り
し
て
い
た
の
か
、

も
は
や
自
明
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
今
日
観
光
と
い
う
こ

と
が
叫
ば
れ
て
、
す
べ
て
の
文

化
財
は
観
光
資
源
だ
と
位
置
付

け
る
動
向
が
あ
り
ま
す
。
本
来
、

文
化
財
を
保
護
す
る
目
的
で
つ

く
ら
れ
た
文
化
財
保
護
法
が
、

文
化
財
で
稼
ぐ
、
活
用
す
る
と

い
う
方
向
へ
傾
い
て
い
ま
す
。

見
せ
る
こ
と
ば
か
り
に
な
り
ま

し
て
、
見
た
人
間
は
文
化
財
を

商
品
と
し
て
消
費
す
る
、
食
べ

て
糞
に
な
っ
て
お
し
ま
い
と
い

う
ふ
う
な
考
え
方
が
ベ
ー
ス
に

あ
り
ま
す
。
文
化
は
そ
う
で
は

な
く
て
、
継
承
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
々
の
心
の
栄
養
と

な
っ
て
ゆ
く
。
文
化
が
永
く
大

き
く
生
き
続
け
て
い
く
。
こ
う

い
う
性
格
の
も
の
で
す
が
、
今

日
の
観
光
に
関
す
る
動
向
も
そ

れ
を
資
源
と
し
か
考
え
な
い
と

い
う
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
一
点
。
和
歌
山
市
の

相
談
役
で
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ア
ト

キ
ン
ソ
ン
さ
ん
と
い
う
人
が
い

ま
す
。
今
は
菅
首
相
の
ブ
レ
ー

ン
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ

の
人
が
２
０
１
６
年
に
、
こ
の

ま
ま
だ
っ
た
ら
、
経
済
力
、
人

口
が
少
な
く
な
っ
て
国
宝
が
消

滅
し
て
し
ま
う
と
い
い
出
し
ま

し
た
（『
国
宝
消
滅
』）。
そ
の

同
じ
人
物
が
、
そ
の
お
金
を
ど

う
や
っ
て
儲
け
る
か
、
経
済
基

盤
を
つ
く
る
か
と
い
う
と
、
生

産
性
向
上
（
中
小
企
業
駆
逐
）

だ
、
カ
ジ
ノ
誘
致
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
。
同
氏
は
金
融
界
を
辞

め
て
日
本
の
お
茶
の
世
界
、
文

化
の
世
界
に
入
っ
て
き
た
と
い

う
ん
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
眉
唾

で
す
ね
。
文
化
、
文
化
財
を
全

て
お
金
に
還
元
し
て
評
価
し
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

カ
ジ
ノ
（
一
攫
千
金
、
一
発

逆
転
）
は
ど
う
い
う
社
会
環
境

と
心
を
も
た
ら
す
で
し
ょ
う
か
。

文
化
を
総
合
的
に
考
え
、
じ
っ

く
り
地
域
の
文
化
を
育
て
、
維

持
し
よ
う
と
す
る
心
と
、
投
機

的
刹
那
的
な
心
と
は
絶
対
に
相

容
れ
ま
せ
ん
。

カ
ジ
ノ
問
題
の
結
論
は
、

「
人
に
優
し
い
開
発
を
」
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

30
年
前
に
こ
の
こ
と
を
学
び
ま

し
た
が
、
今
日
継
承
さ
れ
て
い

な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
も

う
一
度
こ
の
過
去
を
振
り
返
っ

て
、
皆
さ
ん
に
訴
え
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
急

ぎ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
御
清
聴

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
補
足
）
カ
ジ
ノ
予
定
地
の

景
観
上
の
位
置
付
け
に
つ
い
て

の
質
問
に
改
め
て
文
章
で
回
答

し
ま
す
。

紀
北
沿
岸
の
干
潟
は
加
太
・

和
歌
浦
・
黒
江
・
方
と
続
く
が
、

一
方
、
荒
磯
の
景
観
も
重
要
で
、

雑
賀
崎
・
玉
津
島
・
毛
見
岬

と
、
干
潟
と
交
互
に
続
い
て
お

り
、
自
然
海
岸
の
重
要
な
一
部

で
あ
る
。
15
世
紀
の
「
熊
野
詣

日
記
」
に
、
藤
代
峠
か
ら
和
歌

浦
湾
を
眺
め
、「
目（

離
）が
れ
せ
ぬ
」

景
色
と
絶
賛
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
毛
見
岬
の
沖
は
和
歌
浦

湾
の
景
観
の
重
要
な
一
部
を
な

し
、
東
照
宮
が
南
面
す
る
和
歌

浦
湾
の
東
端
に
位
置
し
て
い
る
。

Ｉ
Ｒ
計
画
の
高
層
構
造
物
は
、

歴
史
的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
湾

全
体
の
優
れ
た
景
観
に
と
っ
て
、

今
あ
る
違
和
感
を
さ
ら
に
増
幅

す
る
も
の
で
、
全
く
好
ま
し
く

な
い
。

玉津島・奠供山の景色（写真④）※2021年１月筆者撮影



わかやま住民と自治（6）
2021年６月25日発行　第329号

和
歌
山
の
観
光
イ
メ
ー
ジ

は
、「
文
化
・
歴
史
・
自
然
・

食
」
で
す
、
Ｉ
Ｒ
カ
ジ
ノ
は
こ

の
イ
メ
ー
ジ
を
壊
し
ま
す
。

カ
ジ
ノ
は
刑
法
違
反
、
そ
れ

が
な
ぜ
Ｏ
Ｋ
と
な
っ
た
の
か

「
博
打
客
を
呼
び
込
み
、
観
光

に
つ
な
げ
て
景
気
を
良
く
し
、

ギ
ャ
ン
ブ
ル
企
業
か
ら
売
上

げ
（
客
の
負
け
た
金
）
の
一
部

を
国
・
県
に
納
め
て
も
ら
え
る

か
ら
公
共
性
が
あ
る
」
法
改
悪

を
強
行
し
た
自
民
・
公
明
・
維

新
の
党
議
員
の
理
屈
で
す
。
金

さ
え
入
れ
ば
、
他
の
事
は
し
ら

ん
！
そ
ん
な
社
会
で
良
い
の
で

し
ょ
う
か
。

カ
ジ
ノ
は
全
国
ど
こ
に
も
い

り
ま
せ
ん
が
和
歌
山
に
い
ら
な

い
特
段
の
理
由
は
①
日
本
遺
産

に
指
定
さ
れ
た
地
（
藤
本
先

生
講
演
）
②
「
S
D
G
s
未

来
都
市
を
掲
げ
る
」
和
歌
山

市
（
大
泉
先
生
講
演
）
③
子
育

て
環
境
日
本
一
を
目
指
し
て
い

る
自
治
体
（
２
０
２
１
・
４
月

号
和
歌
山
市
報
掲
載
）
と
し
て

は
、
I
R
カ
ジ
ノ
誘
致
は
相

応
し
く
な
い
か
ら
で
す
。

経
済
効
果
は

　
　
コ
ロ
ナ
で
激
変

県
と
サ
ン
シ
テ
ィ
―
の
経
済

効
果
の
想
定
（
別
表
Ａ
）
で
す
。

他
の
施
設
の
コ
ロ
ナ
前
と
比
較

す
れ
ば
そ
の
想
定
に
驚
く
と
と

も
に
、
交
通
・
治
安
・
環
境
悪

化
へ
の
心
配
と
対
策
に
税
金
投

入
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

「
参
拝
客
が
減
少
し
て
い
る

の
で
、
観
光
客
の
増
加
に
期
待

し
て
い
る
」（
和
歌
浦
の
有
名

神
社
の
禰
宜
さ
ん
）
や
、
経
済

界
の
一
部
に
県
が
振
り
ま
く
カ

ジ
ノ
神
話
に
影
響
を
受
け
て
い

る
方
々
が
存
在
す
る
の
も
、
現

実
で
す
。

県
は
売
上
額
の
30
％
を
日
本

人
と
試
算
し
て
お
り
、
そ
の
客

の
大
半
は
和
歌
山
県
人
で
、
年

間
４
２
０
億
円
が
吸
い
上
げ
ら

れ
、
40
年
間
続
い
た
ら
１
兆
６

８
０
０
億
円
消
え
ま
す
、
こ
れ

で
和
歌
山
の
景
気
は
良
く
な
り

ま
す
か
。
和
歌
山
と
同
じ
「
景

気
浮
揚
と
雇
用
増
で
定
着
人
口

増
」
と
い
う
理
由
で
、
カ
ジ
ノ

を
誘
致
し
た
韓
国
「
江
原
ラ
ン

ド
」
は
、
誘
致
か
ら
20
年
増
え

た
の
は
質
屋
・
ホ
ー
ム
レ
ス
・

自
殺
者
で
、「
子
育
て
出
来
な

い
」
と
若
者
は
町
を
離
れ
、
小

学
校
は
隣
町
に
移
転
、
人
口
減

小
に
歯
止
が
か
か
ら
ず
15
万
か

ら
３
万
人
に
激
減
。
和
歌
山
も

同
じ
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
の

で
は
。

県
の
経
済
効
果
予
想
は
コ
ロ

ナ
前
の
想
定
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍

で
世
界
の
カ
ジ
ノ
業
界
は
激

変
、
経
営
破
綻
し
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
終
息
後
は
オ
ン
ラ
イ
ン

カ
ジ
ノ
が
主
流
と
な
り
、
従
来

の
経
営
で
は
成
り
立
た
ず
、

「
経
済
Ｖ
字
回
復
の
起
爆
剤
」

は
幻
想
、
和
歌
山
の
未
来
を
そ

れ
に
賭
け
る
こ
と
は
絶
対
許
せ

ま
せ
ん
。

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症

　
　
　
　
　
　
対
策
は

次
に
、
大
き
な
問
題
は
ギ
ャ

ン
ブ
ル
依
存
症
。
県
内
の
依
存

症
は
28
千
人
（
生
涯
を
通
じ
て

疑
わ
れ
る
推
定
数
）
と
調
査
結

果
を
県
が
公
表
し
て
い
ま
す
。

和
歌
山
の
カ
ジ
ノ
に
反
対
す
る
住
民
運
動
を
行
っ
て
い
る
「
ス

ト
ッ
プ
！
カ
ジ
ノ
和
歌
山
の
会
」
の
山
形
氏
に
投
稿
し
て
も
ら
い

ま
し
た
。

ストップ！カジノ和歌山の会 山 形 由 廣

和歌山の観光イメージ、
和歌浦の景観を壊す。

山形由廣氏

県とサンシティの経済効果予想（表Ａ）

来場者 売上 内日本人 雇用増 県に納付する金額

県 430万人 1401億円 420億円 2万人 210億円

サンシティ 1300万人 3146億円 28千人 472億円

2016年度・来場者数　2021年５月13日・白浜アドベンチャーは非公開と回答

白浜アドベンチャーワールド 不明

大阪USJ 1230万人

カジノはあかん
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知
事
は
「
対
策
で
カ
ジ
ノ
に

よ
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
患
者

は
論
理
的
に
は
生
ま
れ
な
い
」

と
、
誘
致
活
動
を
強
行
し
て
い

ま
す
。
私
た
ち
は
県
に
「
依
存

症
対
策
」
に
つ
い
て
質
問
し
回

答
を
得
ま
し
た
。（
表
Ｂ
）
予

防
対
策
は
す
べ
て
「
業
者
と
相

談
し
て
」
と
回
答
。
昨
年
４
月

か
ら
始
ま
っ
た
医
療
人
材
養

成
研
修
は
コ
ロ
ナ
で
進
展
せ

ず
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
対
策

項
目
研
修
へ
の
参
加
は
今
年
の

４
月
現
在
４
名
で
す
。
依
存
症

対
策
は
①
予
防
②
治
療
③
治
療

後
の
相
談
の
３
本
柱
、「
予
防
」

の
ポ
イ
ン
ト
は
す
べ
て
「
業
者

と
相
談
」
で
す
。
カ
ジ
ノ
は
一

日
24
時
間
、
年
中
無
休
、
客
を

ギ
ャ
ン
ブ
ル
漬
け
に
す
る
の
が

商
売
、
そ
の
業
者
に
「
儲
け
を

削
る
対
策
」
の
実
行
を
期
待
で

き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、

予
防
の
担
当
は
Ｉ
Ｒ
推
進
室
、

治
療
と
治
療
後
の
相
談
を
障
害

福
祉
課
が
担
当
で
す
、
原
発
と

同
じ
構
図
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

住
民
投
票
条
例
制
定

　
　
運
動
に
ご
協
力
を

ま
だ
誘
致
は
決
ま
っ
て
い
ま

せ
ん
。
署
名
を
集
め
な
が
ら
次

の
２
つ
の
運
動
で
、
誘
致
に
ス

ト
ッ
プ
を
か
け
ま
し
ょ
う
。
①

総
選
挙
で
、
カ
ジ
ノ
誘
致
に
熱

心
な
国
会
議
員
を
減
ら
す
。
②

和
歌
山
市
の
大
事
な
こ
と
は
市

民
が
決
め
る
！
を
合
言
葉
に
、

住
民
投
票
条
例
制
定
を
要
求
し

た
運
動
に
取
り
組
む
。

昨年は、コロナ禍の中で理事会を総会に代えましたが、今年は感染予防に配慮しながらの開催を計画
しています。会員の皆様には、再度連絡しますが、是非ご参加ください。

日時　7月17日（土）  10時から　総会
 13時から　シンポジウム
  「コロナ禍の現状とコロナ後の課題」（仮称）
場所　えき蔵 ３F地域交流センター（湯浅町）

県の依存症対策と私たちの質問・回答（表Ｂ）
県の対策 質問 県の回答

予防

持込む現金だけのゲームとする 現金の上限は

業者と相談して決める
会場・周辺に ATM設置させない 周辺とはどこまでか

本人・家族の申し出あれば入場させない
家族申告に本人同意は
（シンガポールは本人同意必要）

治療
県下に専門医療機関４か所設置

 現在の状況と、養成目標は
現在はすべて０

医師・看護師・相談員を養成 養成目標は無し

＊治療体制づくり　2020年４月より開始　2021年４月現在、研修参加４名のみ

住民投票条例制定要求運動のチラシ

和歌山県・地域自治体問題研究所
総会・シンポジウムの案内（予定）
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賃
金
の
変
化

和
歌
山
自
治
労
連
が
行
っ
た

非
正
規
職
員
賃
金
調
査
に
基
づ

き
、「
会
計
年
度
任
用
職
員
」

制
度
導
入
前
の
18
年
（
26
自
治

体
回
答
）
と
、
導
入
後
の
20

年
（
ア
ン
ケ
ー
ト
・
条
例
調
査
、

30
自
治
体
）
の
賃
金
比
較
、
新

た
な
制
度
の
賃
金
実
態
を
報
告

し
ま
す
。

調
査
対
象
を
事
務
職
、
保
育

士
に
絞
り
、
基
本
賃
金
、
一
時

金
（
ボ
ー
ナ
ス
）、
年
収
額
な

ど
を
調
査
し
ま
し
た
。

基
本
賃
金
は
、
自
治
体
に
よ

っ
て
、
月
額
・
日
額
・
時
給
、

勤
務
時
間
、
昇
給
（
経
験
加

算
）
の
有
無
な
ど
の
違
い
が
あ

り
、
初
任
の
賃
金
を
時
給
換
算

し
て
比
較
し

ま
し
た
。

18
年
の
事

務
職
は
、
初

任
平
均
（
時

給
換
算
）
８

６
１
円
、
20

年
は
42
円
上

昇
し
ま
し

た
。
保
育
士

は
、
事
務
と

は
逆
に
26
円

低
下
し
ま
し

た
。
こ
の
要

因
は
、
制
度
導
入
前
は
専
門
職

の
人
材
確
保
の
た
め
に
、
初
任

額
が
高
く
設
定
さ
れ
、
導
入
後

は
、
正
規
職
員
と
同
じ
給
料
表

を
採
用
し
、
初
任
給
を
抑
え
た

た
め
で
す
。

個
別
に
は
、
事
務
の
18
年
度

初
任
最
高
額
だ
っ
た
自
治
体
が
、

1
，１
２
９
円
か
ら
１
４
９
円

も
低
下
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
一

時
金
が
な
か
っ
た
分
、
新
た
な

制
度
で
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た

た
め
、
基
本
賃
金
が
下
が
っ
た

事
例
で
す
。

一
時
金
有
り
は
、
18
年
事
務

16
自
治
体
、
無
し
は
８
自
治
体
、

保
育
の
有
り
は
14
、
無
し
は
９

で
し
た
。
有
り
の
内
、
５
自
治

体
の
聞
き
取
り
で
は
、
事
務
・

保
育
と
も
殆
ど
が
、
年
間
１
ヶ

月
分
程
度
で
し
た
。
労
働
組
合

を
組
織
し
て
い
る
保
育
職
場
で

は
、
正
規
に
近
い
年
間
4
・
1

ヶ
月
分
で
し
た
。

20
年
は
「
会
計
年
度
任
用
職

員
」
制
度
に
よ
っ
て
、
殆
ど
の

臨
時
・
非
常
勤
職
員
が
一
時
金

の
支
給
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

18
年
の
０
円
が
、
0
・
55
ケ

月
か
ら
2
・
6
か
月
分
に
上
昇

し
ま
し
た
。
逆
に
2
・
6
か
月

分
を
超
え
る
自
治
体
で
は
、
短

時
間
（
フ
ル
よ
り
15
分
短
い
）

勤
務
を
理
由
に
、
4
・
1
ケ
月

が
、
2
・
6
ケ
月
に
削
減
さ
れ

ま
し
た
。

基
本
賃
金
の
引
上
げ
、
現
給

保
障
な
ど
で
年
収
額
が
維
持
さ

れ
た
も
の
の
、
労
働
者
側
に
と

っ
て
は
納
得
い
く
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

次
に
、
基
本
賃
金
＋
一
時
金

の
年
収
の
変
化
で
は
、
事
務
の

平
均
は
、
18
年
１
６
８
万
円
か

ら
22
万
円
増
加
し
ま
し
た
。
保

育
は
１
９
１
万
円
か
ら
18
万
円

増
加
し
ま
し
た
。

年
収
増
は
、
事
務
が
20
自
治

体
、
10
万
円
か
ら
１
０
７
万
円

増
、
保
育
は
17
自
治
体
、
２
万

円
か
ら
98
万
円
増
と
大
幅
賃
上

げ
と
な
っ
た
自
治
体
も
あ
り
ま

し
た
。
大
幅
賃
上
げ
は
、
低
賃

金
だ
っ
た
も
の
が
、
給
料
表
導

入
、
一
時
金
の
制
度
化
に
よ
る

も
の
で
す
。

減
収
は
、
事
務
が
４
自
治
体

３
万
円
か
ら
18
万
円
の
減
、
保

育
は
４
自
治
体
１
万
円
か
ら
１

７
６
万
円
の
減
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
従
前
の
賃
金
水
準
を
引

き
継
ぎ
、
実
質
賃
金
の
減
と
は

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

新
た
な
賃
金
制
度
と
格
差

「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
の

賃
金
制
度
の
特
徴
は
、
正
規
職

員
と
同
じ
給
料
表
が
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
、
一
時
金
が
支
給
さ

れ
る
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
事
務
の
初
任
給
を

１
級
１
号
（
時
給
８
９
７
円
）

か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
自
治
体
も

多
く
、
高
卒
初
任
給
（
１
級
５

号
、
時
給
９
２
５
円
）
よ
り
も

低
い
実
態
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
殆
ど
の
自
治
体
で
は
、

昇
給
幅
を
抑
制
し
、
昇
給
到
達

上
限
を
、
非
常
に
低
く
抑
え
て

い
ま
す
。
加
え
て
、
短
時
間
勤

務
に
よ
る
賃
金
抑
制
を
行
っ
て

い
ま
す
。

事
例
と
し
て
初
任
１
級
１
号
、

７
時
間
勤
務
、
一
時
金
0
・
55

月
ケ
月
、
年
収
額
１
６
６
万
円
、

上
限
は
１
級
25
号
、
一
時
金

2
・
6
ケ
月
、
年
収
額
２
４
０

万
円
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
数
少
な
い
自
治
体

で
す
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
、
年
収

額
２
３
１
万
円
〜
６
０
２
万
円
、

正
規
と
同
様
の
制
度
運
用
を
行

っ
て
い
ま
す
。

新
た
な
制
度
に
よ
っ
て
、
非

正
規
労
働
者
の
賃
金
は
一
定
改

善
さ
れ
ま
し
た
が
、
依
然
と
し

て
自
治
体
間
の
格
差
、
正
規
と

の
格
差
は
残
っ
て
い
ま
す
。

今
後
も
、
住
民
生
活
を
支
え

る
自
治
体
職
員
の
不
合
理
な
格

差
を
無
く
し
、
働
き
が
い
の
あ

る
の
職
場
づ
く
り
が
課
題
と
な

っ
て
い
ま
す
。

 

〈
続
く
〉

１８年 ２０年 差 １８年 ２０年 差

平均 861 903 42 1,023 997 -26

最高額 1,129 980 - 1,570 1,180 -

最低額 787 897 - 790 897 -

平均 168 190 22 191 210 18

最高額 217 231 - 407 255 -

最低額 87 166 - 104 173 -

事務

初
任
額

保育
項目＼職種・年度

︵
円
︶

時
給
換
算

︵
万
円
︶

年
収
額

賃金2018年 -2020年比較

「会計年度任用職員」
実態調査からの報告②

和歌山自治労連　書記長 杉 谷 　 尚


