
三
宮

十
五
郎
議
員

日
本
共
産
党

弥
富
市
議
団

社
会
的
弱
者
に

寄
り
添
っ
た
市
政
を

問⑴

こ
の

年
間
で
庶
民
の
暮
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ら
し
と
地
方
自
治
体
に
と
っ
て

も
一
番
厳
し
い
経
済
・
社
会
情

勢
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
市
長

の
考
え
を
尋
ね
る
。

⑵

納
税
が
困
難
な
人
に
対
す

る
課
税
と
収
納
業
務
に
つ
い
て
、

職
権
に
よ
る
分
納
に
加
え
て
昨

年
度
か
ら
申
請
に
基
づ
く
分
納

制
度
も
つ
く
ら
れ
、
広
く
活
用

さ
れ
始
め
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
制
度
の
活
用

は
国
税
に
比
べ
る
と
地
方
で
は

大
幅
に
遅
れ
て
い
る
。
法
律
で

定
め
ら
れ
て
い
る
弱
者
保
護
を

ぜ
ひ
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
が

市
の
考
え
方
を
尋
ね
る
。

⑶

居
住
用
財
産
の
差
し
押
さ

え
の
基
準
を
定
め
て
は
ど
う
か
。

⑷

地
方
税
法
も
収
納
事
務
も

改
善
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
改

善
さ
れ
た
中
身
を
き
ち
ん
と
実

行
す
る
仕
組
み
が
不
十
分
だ
と

思
う
が
、
市
長
の
見
解
は
。

税
収
増
を
図
り
な
が
ら
、

市
民
の
負
託
に
応
え
て
い
く

答

市
長

⑴

ま
ず
、
人
口
減
少
社
会
、

少
子
・
高
齢
化
社
会
で
あ
る
こ

と
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
口

の
減
少
は
、
消
費
需
要
を
中
心

と
し
た
国
内
市
場
の
縮
小
要
因

と
な
り
、
需
要
の
側
面
か
ら
も

経
済
成
長
を
阻
害
し
て
い
く
。

少
子
・
高
齢
化
の
進
展
は
、

子
育
て
支
援
、
年
金
、
医
療
、

介
護
と
い
っ
た
社
会
保
障
の
分

野
で
、
地
方
財
政
を
大
き
く
圧

迫
さ
せ
て
い
る
。

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度

を
ど
う
確
立
し
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
は
大
変
大
き
な
努
力
が

必
要
と
な
っ
て
く
る
。
本
市
に

お
い
て
福
祉
の
後
退
は
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
各
議
員
と
も
こ

れ
か
ら
協
議
を
し
て
い
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

２
つ
目
に
厳
し
い
経
済
、
雇

用
情
勢
を
挙
げ
た
い
。

景
気
は
緩
や
か
に
回
復
を
し

て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
本
市

も
、
過
去
４
年
連
続
で
前
年
の

税
収
を
上
回
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
今
後
も

し
っ
か
り
と
持
続
さ
せ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

税
収
増
を
図
り
な
が
ら
、
市

民
へ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
、
市
民

の
負
託
に
応
え
て
い
く
と
い
う

こ
と
に
対
し
て
議
会
と
と
も
ど

も
頑
張
っ
て
ま
い
り
た
い
。
大

変
厳
し
い
状
況
で
は
あ
る
が
、

明
る
さ
を
求
め
て
市
民
の
た
め

に
行
動
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
大
事
で
あ
る
。

答

総
務
部
長

⑵

税
は
公
平
に
課
税
す
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
公
平

に
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
両
面
が
な
い
と
税
の
公
平

性
が
担
保
さ
れ
な
い
。

納
付
で
き
な
い
理
由
が
あ
り
、

個
別
的
・
具
体
的
な
事
情
に
よ

っ
て
は
、
強
制
的
な
徴
収
を
す

る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
も

あ
る
。

収
納
課
で
は
、
滞
納
者
に
納

税
相
談
を
行
い
な
が
ら
、
事
情

に
応
じ
て
徴
収
を
し
て
い
る
。

国
税
徴
収
法
が

年
度
税
制
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改
正
に
お
い
て
、
納
税
者
の
負

担
の
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、

早
期
的
か
つ
納
税
の
履
行
を
確

保
す
る
観
点
か
ら
国
税
猶
予
制

度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
、
地
方
税
の
猶
予

制
度
も
所
要
の
見
直
し
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
、

年
度
の
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税
制
改
正
に
お
い
て
も
地
方
税

法
が
改
正
さ
れ
て
い
る
。
今
回

の
地
方
税
法
の
改
正
は
、
納
税

者
の
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予

制
度
が
創
設
さ
れ
る
な
ど
国
税

の
改
正
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
が
、
本
市
も
適
切
に

対
応
し
て
い
く
。

⑶

差
し
押
さ
え
財
産
の
選
択

の
一
般
的
な
基
準
が
国
税
徴
収

法
に
あ
り
、
そ
れ
は
超
過
差
し

押
さ
え
や
無
益
な
差
し
押
さ
え

に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
と

も
に
、
①
第
三
者
の
権
利
を
害

す
る
こ
と
が
少
な
い
財
産
で
あ

る
こ
と
、
②
滞
納
者
の
生
活
の

維
持
ま
た
は
事
業
の
継
続
に
与

え
る
支
障
が
少
な
い
財
産
で
あ

る
こ
と
の
２
点
を
留
意
す
る
こ

と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を

運
用
し
て
本
市
で
は
徴
収
事
務

を
進
め
て
い
る
。
今
ま
で
ど
お

り
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
事
務

を
進
め
て
い
く
。

い
き
な
り
差
し
押
さ
え
を
す

る
の
で
は
な
く
、
督
促
、
催
告
、

特
別
催
告
な
ど
差
し
押
さ
え
予

告
を
出
し
て
も
納
付
が
な
い
場

合
は
、
や
む
を
得
ず
差
し
押
さ

え
を
す
る
。

答

市
長

⑷

我
々
地
方
自
治
を
預
か
る

者
と
し
て
は
、
税
に
対
す
る
公

平
性
も
含
め
て
、
し
っ
か
り
と

確
認
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
か
ら

執
行
し
て
い
く
こ
と
が
一
番
大

事
だ
と
思
っ
て
い
る
。

今
後
も
そ
の
都
度
よ
く
相
談

を
受
け
な
が
ら
、
我
々
と
し
て

は
考
え
て
い
き
た
い
。
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