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今
回
の
研
修
は
、
総
務
経
済
と
教
育

民
生
の
２
つ
の
常
任
委
員
会
が
合
同
で

実
施
し
、
池
田
町
の
ワ
イ
ン
に
よ
る
地

域
づ
く
り
と
釧
路
市
の
丹
頂
鶴
自
然
公

園
を
釧
路
市
丹
頂
鶴
自
然
公
園
名
誉
園

長
高
橋
良
治
氏
同
行
の
も
と
視
察
し

て
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
に
つ
い

て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

〔
北
海
道
中
川
郡
池
田
町
〕

池
田
町
は
十
勝
平
野
の
中
央
や
や
東

寄
り
に
あ
り
、
畑
作
や
酪
農
な
ど
の
第

一
次
産
業
が
主
産
業
の
町
で
す
。
池
田

町
の
ワ
イ
ン
づ
く
り
は
、
40
数
年
前
、

当
時
町
長
で
あ
っ
た
丸
谷
金
保
氏
（
の

ち
に
参
議
院
議
員
で
名
誉
町
民
）
が
、

地
域
に
自
生
す
る
「
山
ブ
ド
ウ
」
に
着

目
し
た
こ
と
か
ら
歴
史
が
始
ま
り
ま
し

た
。「
ワ
イ
ン
造
り
は
ブ
ド
ウ
作
り
か
ら
」

と
「
農
業
振
興
」
を
進
め
て
い
き
、
１

９
６
０
年
に
町
内
の
農
業
青
年
に
よ
る

ブ
ド
ウ
愛
好
会
を
結
成
、
１
９
６
３
年

に
は
果
実
酒
類
試
験
製
造
免
許
を
取
得

し
て
、
国
内
で
は
最
初
の
自
治
体
経
営

に
よ
る
ワ
イ
ン
醸
造
を
手
が
け
ま
し
た
。

山
ブ
ド
ウ
か
ら
造
ら
れ
た
「
十
勝
ア

イ
ヌ
葡
萄
酒
」
は
、
１
９
６
４
年
の
第

４
回
国
際
ワ
イ
ン
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン

で
銅
賞
を
獲
得
し
、
１
９
７
４
年
に
は

「
十
勝
ワ
イ
ン
ア
ム
レ
ン
シ
ス
１
９
７

２
」
を
発
売
し
て
好
評
を
博
し
た
こ
と

が
そ
の
後
の
全
国
的
な
ワ
イ
ン
ブ
ー
ム

を
呼
ぶ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
い
わ
れ

て
ま
す
。

た
だ
、
ア
ム
レ
ン
シ
ス
は
山
野
か
ら

ほ
場
に
移
植
し
た
樹
の
ブ
ド
ウ
か
ら
造

ら
れ
る
た
め
に
、
原
材
料
の
確
保
が
不

安
定
で
、
２
〜
３
年
に
１
度
ぐ
ら
い
し

か
仕
込
め
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
り
ま

し
た
。

そ
の
た
め
、
池
田
町
で
は
２
０
０
種

以
上
の
醸
造
用
品
種
を
世
界
か
ら
導
入

し
、
地
域
で
栽
培
出
来
る
品
種
を
育
種

試
験
し
た
の
で
す
が
、
な
か
な
か
こ
の

地
域
に
適
し
た
品
種
は
見
つ
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

十
勝
は
そ
の
寒
さ
の
た
め
、
ブ
ド
ウ

の
育
た
な
い
土
地
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
ブ
ド
ウ
の
よ

う
な
果
樹
が
地
上
に
枝
を
伸
ば
す
も
の

は
、
冬
期
間
の
極
低
温
に
加
え
、
雪
の

少
な
い
十
勝
の
乾
燥
し
た
風
に
さ
ら
さ

れ
る
と
越
冬
芽
も
ブ
ド
ウ
の
枝
梢
も
枯

れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
こ
で
池
田
町
で
は
、
寒
さ
と
乾
燥

か
ら
ブ
ド
ウ
を
守
る
た
め
、
冬
期
間
は

ブ
ド
ウ
を
土
の
中
に
埋
め
、
春
に
は
培

土
し
た
土
を
取
り
除
く
と
い
っ
た
栽
培

方
法
を
と
っ
て
お
り
、
他
の
栽
培
地
域

に
な
い
相
当
な
手
作
業
と
厳
寒
地
な
ら

で
は
の
労
苦
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し

た
。こ

の
ま
ま
で
は
、
安
定
し
た
ワ
イ
ン

製
造
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

独
自
品
種
の
開
発
に
も
取
り
組
ん
で
き

ま
し
た
。

独
自
品
種
の
開
発
と
し
て
、
ブ
ド
ウ

の
木
は
１
０
０
０
本
に
一
本
の
割
合
で

突
然
変
異
を
起
こ
し
、
た
く
ま
し
く
実

を
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
、
こ
の

「
枝
変
わ
り
」
の
技
術
を
用
い
て
、
５
シ

ー
ズ
ン
か
け
て
枝
梢
の
登
熟
が
良
く
、

課
房
も
密
着
で
豊
産
性
の
赤
ワ
イ
ン
品

種
「
清
見
種
」
を
誕
生
さ
せ
ま
し
た
。

北
国
な
ら
で
は
の
豊
か
な
酸
味
と
軽
快

な
味
わ
い
は
、
十
勝
ワ
イ
ン
の
代
名
詞

と
し
て
多
く
の
フ
ァ
ン
に
愛
さ
れ
る
存

在
と
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

先
ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、
冬
の
前

に
培
土
し
て
、
春
芽
が
吹
く
前
に
は
排

土
す
る
。
池
田
町
で
ブ
ド
ウ
栽
培
を
広

め
る
上
で
、
こ
れ
が
障
害
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
作
業
を
な
く

す
た
め
に
町
で
は
、
寒
さ
に
強
い
「
山

ブ
ド
ウ
」
の
特
性
と
、
そ
の
「
山
ブ
ド

ウ
」
と
醸
造
用
品
種
の
交
配
に
よ
り
、

耐
寒
性
が
高
く
、
か
つ
ワ
イ
ン
用
と
し

て
高
品
質
の
ブ
ド
ウ
の
開
発
を
目
的
に
、

こ
れ
ま
で
２
万
１
０
０
０
種
を
交
配
し

て
き
て
お
り
、
独
自
品
種
で
あ
る
「
清

見
種
」
と
「
山
ブ
ド
ウ
」
の
組
み
合
わ

せ
か
ら
出
来
た
品
種
で
あ
る
「
清
舞
種
」

は
平
成
12
年
に
「
山
幸
種
」
は
平
成
18

年
に
農
水
省
に
品
種
と
し
て
登
録
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
品
種
は
耐
寒
性
に

優
れ
、
培
土
し
な
く
て
も
越
冬
出
来
る

こ
と
か
ら
栽
培
し
や
す
く
、
こ
の
新
品

種
の
誕
生
で
町
内
の
ブ
ド
ウ
生
産
者
の

期
待
が
膨
ら
ん
で
お
り
、
当
初
の
目
的

で
あ
る
「
農
業
振
興
」
へ
の
道
が
一
歩

前
進
し
は
じ
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
し

た
。町

営
事
業
で
あ
る
十
勝
ワ
イ
ン
は
、

単
に
町
が
ワ
イ
ン
事
業
を
営
む
だ
け
で

な
く
、
町
民
の
方
々
も
強
く
関
わ
っ
て

お
り
、
町
内
の
中
学
校
で
は
、
授
業
の

一
環
と
し
て
ブ
ド
ウ
収
穫
や
そ
の
説
明

を
行
っ
て
、
町
の
産
業
を
学
ぶ
機
会
を

設
け
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
池
田

町
の
成
人
式
で
は
、
自
分
の
生
ま
れ
た

20
年
前
の
ワ
イ
ン
で
乾
杯
し
、
成
人
式

の
記
念
品
は
自
分
た
ち
が
中
学
生
時
代

に
収
穫
し
た
ブ
ド
ウ
か
ら
造
ら
れ
た
ワ

イ
ン
が
贈
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
鶴
田
町
の
お
い
て
も

町
の
特
産
品
で
あ
る
リ
ン
ゴ
や
ス
チ
ュ

ー
ベ
ン
ブ
ド
ウ
を
使
い
、
中
学
生
に
農

業
の
一
部
作
業
を
体
験
さ
せ
る
と
い
っ

た
こ
と
を
進
め
て
も
い
い
と
思
わ
れ
ま
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す
。
地
域
を
支
え
て
い
る
産
業
を
体
験

さ
せ
、
そ
の
こ
と
が
後
の
新
し
い
担
い

手
の
基
に
も
な
る
の
で
は
と
思
わ
れ
ま

す
。１

９
６
６
年
に
特
別
会
計
と
し
て

「
池
田
町
ブ
ド
ウ
・
ブ
ド
ウ
酒
事
業
会

計
」
を
立
ち
上
げ
、
１
９
６
８
年
に
は

企
業
会
計
と
し
て
独
立
採
算
の
道
を
歩

ん
で
き
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
５
２
０

億
円
を
超
え
る
売
り
上
げ
を
記
録
し
、

そ
の
利
益
は
文
化
ホ
ー
ル
や
体
育
館
建

設
に
費
用
を
繰
り
出
し
た
り
、
学
校
給

食
費
の
補
助
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費
の
無
料
化

も
実
施
さ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
町
づ

く
り
に
活
か
さ
れ
て
き
て
い
る
と
の
こ

と
で
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
一
般
会

計
や
他
の
会
計
に
繰
り
出
し
た
総
額
は

約
20
億
円
で
、
現
在
も
利
益
の
一
部
を

一
般
会
計
に
繰
り
出
す
な
ど
、
ワ
イ
ン

の
収
益
は
池
田
町
の
町
づ
く
り
に
活
か

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す

「
農
業
振
興
」
と
い
う
こ
の
事
業
の

目
的
で
あ
る
こ
の
ブ
ド
ウ
作
り
は
、
ブ

ド
ウ
栽
培
の
適
地
で
な
い
極
寒
の
町
で

「
ワ
イ
ン
造
り
は
ブ
ド
ウ
作
り
か
ら
」
と

い
っ
た
考
え
を
基
本
に
、
ブ
ド
ウ
作
り

を
農
業
の
一
角
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
、

町
内
で
の
ブ
ド
ウ
生
産
の
奨
励
や
技
術

指
導
に
取
り
組
み
、
ま
た
、
町
営
の
ほ

場
で
の
耐
寒
性
交
配
品
種
な
ど
の
新
品

種
の
開
発
は
現
在
も
続
け
て
お
り
、
ワ

イ
ン
作
り
、
ブ
ド
ウ
作
り
を
定
着
さ
せ

る
努
力
を
し
続
け
て
い
る
と
の
こ
と
で

し
た
。

長
い
目
で
見
て
ど
の
よ
う
に
し
て
町

づ
く
り
を
進
め
て
い
く
か
、
こ
の
こ
と

は
池
田
町
か
ら
多
い
に
学
ぶ
こ
と
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

〔
北
海
道
釧
路
市
〕

釧
路
市
で
は
、
毎
年
町
の
実
年
式
で

講
話
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
、
釧
路

市
丹
頂
鶴
自
然
公
園
名
誉
園
長
の
高
橋

良
治
氏
が
同
行
し
て
く
だ
さ
り
視
察
研

修
す
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

こ
の
釧
路
市
丹
頂
鶴
自
然
公
園
の
沿

革
は
、
乱
獲
や
開
発
に
よ
り
本
州
は
お

ろ
か
北
海
道
で
も
姿
を
消
し
て
し
ま
っ

た
タ
ン
チ
ョ
ウ
が
、
大
正
13
年
に
釧
路

湿
原
に
わ
ず
か
に
生
き
残
っ
て
い
る
事

が
判
り
、
こ
の
地
域
が
禁
猟
区
と
国
の

保
護
政
策
区
域
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
昭
和
10
年
に
釧
路
湿
原
の
一
部
と

タ
ン
チ
ョ
ウ
が
国
の
天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
地
元
の
人
々

に
よ
っ
て
「
釧
路
国
丹
頂
鶴
保
護
会
」

が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和

32
年
に
保
護
会
は
、
タ
ン
チ
ョ
ウ
の
保

護
増
殖
を
目
的
と
し
た
鶴
公
園
建
設
計

画
を
決
め
、「
丹
頂
鶴
自
然
公
園
建
設
期

成
会
」
を
結
成
し
て
官
民
挙
げ
て
の
建

設
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
始
ま
り
と
な

り
ま
し
た
。
昭
和
33
年
に
は
、
５
羽
の

タ
ン
チ
ョ
ウ
を
放
鳥
し
て
鶴
公
園
が
開

園
し
、
翌
年
に
は
建
設
期
成
会
よ
り
釧

路
市
に
寄
付
移
管
さ
れ
、
現
在
の
丹
頂

鶴
自
然
公
園
と
し
て
発
足
し
て
い
ま
す
。

そ
の
鶴
公
園
開
園
と
同
時
に
管
理
人

と
な
っ
た
方
が
今
回
同
行
し
て
く
だ
さ

っ
た
高
橋
良
治
氏
で
し
た
。

現
在
、
釧
路
市
丹
頂
鶴
自
然
公
園
の

名
誉
園
長
で
あ
る
高
橋
先
生
は
、
23
歳

（
昭
和
33
年
）
の
時
に
鶴
公
園
が
開
園
。

そ
れ
か
ら
は
寝
食
を
忘
れ
て
タ
ン
チ
ョ

ウ
の
世
話
に
明
け
暮
れ
、
ま
た
半
世
紀

以
上
に
わ
た
っ
て
タ
ン
チ
ョ
ウ
の
保
護

に
取
り
組
ん
で
き
た
、
タ
ン
チ
ョ
ウ
飼

育
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

世
界
初
の
人
工
ふ
化
と
育
雛
を
成
功

さ
せ
、
幼
鳥
を
自
然
界
に
返
す
と
う
い

う
難
事
業
を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。
タ
ン

チ
ョ
ウ
の
習
性
や
行
動
に
つ
い
て
は
、

当
時
は
ま
だ
研
究
が
十
分
で
な
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
先
生
自
身
が
体
当
た
り

で
得
た
タ
ン
チ
ョ
ウ
の
習
性
・
行
動
の

記
録
は
貴
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
27
年
に
は
、
国
内
で
33
羽
と
絶

滅
の
危
機
に
あ
っ
た
タ
ン
チ
ョ
ウ
は
、

今
で
は
、
１
０
０
０
羽
を
超
え
る
ほ
ど

に
ま
で
回
復
し
て
お
り
、
こ
れ
も
高
橋

先
生
の
人
生
を
か
け
た
挑
戦
と
試
練
が

あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

当
日
は
、
予
定
よ
り
１
時
間
以
上
も

早
く
公
園
に
到
着
し
た
こ
と
も
あ
り
、

公
園
だ
け
で
な
く
他
の
ル
ー
ト
で
タ
ン

チ
ョ
ウ
や
北
海
道
の
自
然
を
視
察
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
釧
路
市
丹
頂
鶴
自
然
公
園
は
、

管
理
棟
・
レ
ク
チ
ャ
ー
ル
ー
ム
・
展
示

室
な
ど
が
あ
り
、
見
学
お
よ
び
学
術
的

施
設
と
し
て
も
充
実
し
て
い
ま
す
。
当

然
公
園
内
で
は
タ
ン
チ

ョ
ウ
が
放
飼
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
当
町
の
よ
う

に
全
面
柵
や
網
で
保
護

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な

く
、
四
方
に
柵
が
あ
る
状
態
で
し
た
。

高
橋
先
生
に
は
、
バ
ス
に
同
乗
し
、

行
く
先
々
で
説
明
や
案
内
を
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
ま
た
、
事
前
に
何
か
所
か

餌
を
ま
い
て
お
き
、
自
分
が
野
生
に
返

し
た
タ
ン
チ
ョ
ウ
を
呼
ん
で
く
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
行
き
ま
し
た
が
、
当
日
と

て
も
暑
い
日
だ
っ
た
た
め
、
な
か
な
か

見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
１
か
所
の
み
遠

く
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ

の
後
、
釧
路
市
湿
原
展
望
台
を
案
内
し

て
い
た
だ
き
、
展
望
台
か
ら
「
釧
路
湿

原
」
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
北

海
道
の
雄
大
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

鶴
田
町
に
縁
が
あ
る
高
橋
先
生
が
同

行
し
、
随
所
で
丁
寧
に
案
内
し
て
い
た

だ
い
た
こ
と
で
、
北
海
動
を
身
近
感
じ

る
貴
重
な
視
察
と
な
り
ま
し
た
。

議会常任委員会合同視察研修

・地元のワイナリー地下熟成室にて

・釧路市丹頂鶴自然公園　・高橋先生を囲んで釧路湿原国立公園にて


