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静
岡
県 

焼
津
市

　

六
月
九
日
、
焼
津
市
の
ま
ち
づ
く
り
や
人

材
育
成
の
取
り
組
み
を
取
材
す
る
た
め
、
焼

津
市
役
所
へ
向
か
っ
た
。
静
岡
駅
か
ら
在
来

線
に
乗
り
継
ぎ
一
〇
分
ほ
ど
で
焼
津
駅
に
到

着
す
る
と
、「
焼
津
春
の
鰹
三
昧
」
の
ポ
ス

タ
ー
が
目
に
入
っ
た
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、

全
国
一
の
水
揚
げ
を
誇
る
焼
津
特
産
の
カ
ツ

オ
を
贅
沢
に
使
っ
た
ア
イ
デ
ア
料
理
を
中
心

市
街
地
の
飲
食
店
が
提
供
す
る
も
の
で
、
中

心
市
街
地
の
活
性
化
に
つ
な
げ
よ
う
と
平
成

二
五
年
か
ら
春
と
秋
に
開
催
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
今
春
は
六
月
二
六
日
ま
で
と
あ
り
、

早
速
「
鰹
三
昧
」
の
の
ぼ
り
旗
が
立
つ
一
軒

の
暖
簾
を
く
ぐ
り
、
昼
食
客
で
に
ぎ
わ
う
中

で
旬
の
味
を
堪
能
し
た
。
焼
津
市
役
所
は
こ

の
中
心
市
街
地
エ
リ
ア
、
焼
津
漁
港
の
ほ
ど

近
く
に
立
地
し
て
い
る
。

焼
津
市
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

焼
津
市
は
、静
岡
県
の
中
央
部
に
位
置
し
、

富
士
山
や
駿
河
湾
を
一
望
で
き
る
約
十
五
㎞

の
海
岸
線
、
市
内
を
眺
望
で
き
る
高
草
山
、

南
ア
ル
プ
ス
か
ら
流
れ
る
大
井
川
な
ど
豊
か

な
自
然
に
恵
ま
れ
、
年
間
を
通
し
て
温
暖
な

気
候
の
土
地
柄
で
あ
る
。
市
内
全
体
に
占
め

る
山
林
割
合
は
わ
ず
か
四
％
で
、
市
の
ほ
ど

ん
ど
が
平
野
で
坂
道
が
少
な
く
良
好
な
住
宅

地
が
整
備
さ
れ
、
約
十
四
万
二
〇
〇
〇
人
の

市
民
が
生
活
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
京
と
名

古
屋
の
ほ
ぼ
中
間
に
あ
る
本
市
に
は
、
玄
関

口
と
し
て
、
Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線
に
「
焼
津
」

と
「
西
焼
津
」
の
二
駅
、
東
名
高
速
道
路
に

は
「
焼
津
Ｉ
Ｃ
」
と
「
大
井
川
焼
津
藤
枝
ス

マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
」
が
あ
り
、
富
士
山
静
岡
空
港

か
ら
は
市
域
の
ほ
と
ん
ど
が
二
〇
㎞
圏
内
に

位
置
す
る
な
ど
、
交
通
の
利
便
性
に
も
優
れ

て
い
る
。

　

冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
焼
津
市
は
日
本

有
数
の
漁
業
の
ま
ち
。
市
内
に
は
、
遠
洋
漁

業
の
基
地
と
し
て
主
に
カ
ツ
オ
や
マ
グ
ロ
が

水
揚
げ
さ
れ
る
焼
津
港
と
、
近
海
・
沿
岸
の

ア
ジ
や
サ
バ
な
ど
が
水
揚
げ
さ
れ
る
小
川
港

の
二
つ
を
総
称
し
た
焼
津
漁
港
、
シ
ラ
ス
や

駿
河
湾
で
し
か
漁
獲
で
き
な
い
桜
エ
ビ
が
水

揚
げ
さ
れ
る
大
井
川
港
が
あ
る
。
焼
津
漁
港

は
、
水
産
業
の
振
興
上
特
に
重
要
な
漁
港
と

し
て
、
全
国
に
十
三
港
あ
る
「
特
定
第
三
種

漁
港
」
の
一
つ
に
指
定
さ
れ
、
水
揚
げ
金
額・

水
揚
げ
量
と
も
に
全
国
第
二
位
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
港
の
周
辺
で
は
古
く
か
ら
水
産

加
工
業
が
発
達
し
、
練
製
品
、
節
類
、
冷
凍

食
品
な
ど
は
県
下
一
の
生
産
高
を
誇
る
。

　

焼
津
市
の
観
光
客
数
は
年
間
約
四
〇
〇
万

人
。
中
で
も
、
第
三
セ
ク
タ
ー
方
式
で
運
営

さ
れ
る
「
焼
津
さ
か
な
セ
ン
タ
ー
」
に
は
、

焼
津
Ｉ
Ｃ
か
ら
車
で
一
分
と
い
う
便
利
さ
も

加
わ
っ
て
、
漁
港
直
送
の
海
の
幸
や
水
産
加

工
品
を
買
い
求
め
る
た
め
に
遠
方
か
ら
も
大

勢
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
奈
良
時
代
の
東
海
道
と
呼
ば

れ
る
「
や
き
つ
べ
の
小
径
」
に
寄
り
添
う
よ

う
に
た
た
ず
む
「
花
沢
の
里
」
は
、
静
岡
県

内
で
唯
一
、
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
に
選
定
さ
れ
た
山
村
集
落
。
長
屋
門

造
り
風
の
美
し
い
家
並
み
や
水
車
小
屋
、
炭

焼
き
小
屋
な
ど
が
郷
愁
を
誘
い
、
春
や
秋
に

は
ハ
イ
キ
ン
グ
客
で
に
ぎ
わ
う
。
ま
た
、
焼

津
市
は
明
治
の
文
豪
・
小
泉
八
雲
（
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
）
が
晩
年
夏
を
過
ご
し
た

地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
そ
の
家
屋
跡
の
碑

が
建
つ
「
浜
通
り
」
は
古
い
港
町
の
風
情
を

今
に
残
し
、
夏
に
は
手
作
り
の
あ
ん
ど
ん
や

灯
籠
で
通
り
を
暖
か
く
照
ら
す「
あ
か
り
展
」

が
開
催
さ
れ
、
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
見
る

焼
津
市
の
ま
ち
づ
く
り

　

今
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た
焼
津
市
都
市
計

画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
は
、「
市
民
と
と
も

に
「
に
ぎ
わ
い
」
を
創
り
、
地
域
の
「
く
ら

焼津市庁舎
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〇
年
来
、
自
主
防
災
組
織
の
育
成
・
強
化
に

力
を
入
れ
、
食
料
の
備
蓄
な
ど
の
防
災
対
策

も
か
な
り
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
ハ
ー
ド
面

で
は
、
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
津
波
避
難

タ
ワ
ー
や
津
波
避
難
ビ
ル
な
ど
津
波
避
難
施

設
の
整
備
に
取
り
組
み
、
昨
年
度
ほ
ぼ
完
了

し
ま
し
た
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、「
東
日

本
大
震
災
以
降
、
沿
岸
部
で
は
津
波
対
策
が

喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
も
国
や

県
と
連
携
し
て
地
震
・
津
波
対
策
を
推
進
し

て
い
く
」
と
強
調
し
た
。

人
材
育
成
の
取
り
組
み
と

セ
ン
タ
ー
研
修
の
活
用
状
況

　

平
成
二
六
年
に
策
定
さ
れ
た
『
焼
津
市
職

員
人
材
育
成
方
針
〈
第
二
版
〉』
で
は
、「
明

日
の
焼
津
の
た
め
に
〝
ぐ
っ
と
、
ず
っ
と
、

ほ
っ
と
〟
に
が
ん
ば
る
職
員
」
を
目
指
す
べ

き
職
員
像
に
掲
げ
て
い
る
。〝
ぐ
っ
と
〟
は

「
確
か
な
行
動
、
実
行
力
で
、
目
標
に
向
け
て

必
ず
」、〝
ず
っ
と
〟
は
「
未
来
の
た
め
に
、

一
歩
ず
つ
、
い
つ
も
改
革
意
識
で
」、〝
ほ
っ

と
〟
は
「
熱
意
を
も
っ
て
、
温
か
な
気
持
ち

で
、
安
心
を
目
指
し
」
と
の
思
い
を
込
め
た

と
い
う
。
総
務
部
人
事
課
の
多
々
良
智
彦
係

長
は
、「
こ
の
職
員
像
に
向
か
っ
て
、
市
民
満

足
度
の
高
い
行
政
運
営
を
第
一
に
考
え
、
人

事
管
理
・
職
場
環
境
・
職
員
研
修
を
総
合
的

に
連
携
さ
せ
な
が
ら
、
活
力
あ
る
組
織
づ
く

り
と
人
材
育
成
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

る
」と
話
し
、そ
の
一
つ
の
試
み
と
し
て「
市

役
所
若
者
倶
楽
部
」
の
活
動
を
紹
介
し
た
。

　
「
市
役
所
若
者
倶
楽
部
」
は
入
庁
二
・
三

年
目
の
若
手
職
員
で
構
成
さ
れ
、
東
海
一
の

荒
祭
り
と
称
さ
れ
る
「
焼
津
神
社
大
祭
」
や

海
上
花
火
大
会
が
開
催
さ
れ
る
八
月
の
「
ヤ

イ
ヅ
ウ
ィ
ー
ク
」
で
実
施
す
る
イ
ベ
ン
ト
や

事
業
を
企
画
し
、
焼
津
の
魅
力
を
Ｐ
Ｒ
す
る

た
め
に
立
ち
上
げ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
。

若
手
職
員
の
企
画
立
案
能
力
や
外
部
と
の
調

整
能
力
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
な
ど

を
養
う
目
的
で
、
今
年
度
か
ら
職
員
研
修
の

一
環
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
十
か
月
に
及
ぶ

企
画
段
階
か
ら
事
業
実
施
ま
で
を
映
像
化
す

る
こ
と
で
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
に
活
用
す
る
な

ど
、
市
の
Ｐ
Ｒ
と
職
員
研
修
を
兼
ね
た
ま
さ

に
一
石
二
鳥
の
取
り
組
み
。
ち
な
み
に
昨
年

度
は
、「
ま
ち
歩
き
イ
ベ
ン
ト
」
や
「
焼
津

し
」
に
必
要
な
機
能
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と

め
た
住
み
や
す
い
ま
ち 

焼
津
」
を
都
市
将

来
像
に
掲
げ
、
そ
の
実
現
に
向
け
た
ま
ち
づ

く
り
の
基
本
的
な
考
え
方
を
次
の
よ
う
に
定

め
て
い
る
。

① 

誰
も
が
安
心
し
て
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り

② 

活
力
あ
る
産
業
と
活
発
な
交
流
を
生
み
出

す
ま
ち
づ
く
り

③
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

④
自
然
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

　

こ
の
う
ち
「
活
力
あ
る
産
業
と
活
発
な
交

流
を
生
み
出
す
ま
ち
づ
く
り
」
で
は
、
企
業

誘
致
な
ど
に
よ
り
新
た
な
雇
用
の
創
出
を
図

る
と
と
も
に
、
水
産
業
を
中
心
と
し
た
地
域

資
源
の
掘
り
起
こ
し
と
焼
津
ブ
ラ
ン
ド
と
し

て
の
確
立
、
そ
し
て
更
な
る
高
付
加
価
値
化

に
よ
っ
て
仕
事
を
つ
く
り
、
安
定
し
て
働
け

る
環
境
を
創
出
し
て
産
業
全
体
の
活
性
化
を

図
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
広
域
的
な
立
地
優

位
性
を
最
大
限
に
活
か
し
、
国
内
外
か
ら
多

く
の
観
光
客
を
呼
び
込
む
こ
と
で
新
し
い
人

の
流
れ
を
つ
く
り
、
交
流
に
よ
る
に
ぎ
わ
い

を
創
出
す
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
方
針
に
そ
っ
て
、
現
在
、
焼
津

市
で
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
「
ふ
る
さ
と
納

税
制
度
」
の
活
用
。
市
で
は
「
返
礼
品
数
日

本
一
」
を
掲
げ
、
そ
の
品
数
は
七
〇
〇
点
に

達
し
、
平
成
二
七
年
の
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附

金
額
で
は
全
国
第
二
位
と
な
っ
た
。
今
年
度

か
ら
は
ふ
る
さ
と
納
税
を
専
門
に
扱
う
担
当

課
を
水
産
部
に
新
設
し
、
ふ
る
さ
と
納
税
を

通
じ
て
市
の
魅
力
や
地
元
特
産
品
を
さ
ら
に

Ｐ
Ｒ
し
、
産
業
振
興
や
観
光
振
興
に
つ
な
げ

て
い
く
考
え
だ
。

　

ま
た
「
自
然
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
」

で
は
、
特
に
海
岸
部
に
お
い
て
は
「
命
を
守

る
」「
財
産
を
守
る
」「
生
産
活
動
を
守
る
」

考
え
の
も
と
、ハ
ー
ド・ソ
フ
ト
両
面
の
様
々

な
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
津
波

浸
水
の
解
消
・
軽
減
や
安
全
か
つ
迅
速
に
避

難
で
き
る
体
制
を
整
え
る
と
し
て
い
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
都
市
基
盤
部
の
秋
山
藤
治

部
長
に
伺
う
と
、「
先
般
の
熊
本
地
震
で
は

地
震
が
少
な
い
土
地
柄
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、
自
主
防
災
組
織
が
う
ま
く
機
能
し
な
か

っ
た
例
も
見
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、
本
市
で

は
東
海
地
震
説
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
も
う
四

市役所若者倶楽部によるファッションショー
（焼津夏フェス2015）

県内で唯一、国の重伝建地区
に選定されている「花沢の里」
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夏
フ
ェ
ス
」
な
ど
を
開
催
し
、
市
の
マ
ス
コ

ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
や
い
ち
ゃ
ん
」
の
切

手
も
作
成
し
た
。

　

ま
た
焼
津
市
で
は
、
人
材
育
成
基
本
方
針

に
そ
っ
て
、
年
度
ご
と
に
『
職
員
研
修
実
施

計
画
』
を
作
成
し
、
自
主
研
修
、
職
場
研
修

（
Ｏ
Ｊ
Ｔ
）、
職
場
外
研
修
（
集
合
研
修
・
派

遣
研
修
）
を
基
本
的
な
体
系
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
実
施
す
る
研
修
名
や
研
修
機
関
等
を
紹

介
し
て
い
る
。
全
国
建
設
研
修
セ
ン
タ
ー
の

研
修
（
以
下
、
セ
ン
タ
ー
研
修
）
は
派
遣
研

修
の
一
機
関
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、「
建

設
事
業
に
携
わ
る
職
員
の
知
識
、
技
術
力
の

向
上
、
新
し
い
知
識
や
技
術
を
取
り
入
れ
た

時
代
の
要
請
に
応
え
う
る
ス
キ
ル
の
習
得
」

を
研
修
目
的
と
し
、「
指
名
職
員
ま
た
は
希

望
職
員
で
所
属
長
の
推
薦
を
受
け
た
職
員
」

が
対
象
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

焼
津
市
の
セ
ン
タ
ー
研
修
へ
の
参
加
者
は

〈
下
表
〉
の
と
お
り
、
平
成
二
七
年
度
は
一

〇
名
で
、
都
市
系
、
建
築
系
、
道
路
系
の
研

修
に
参
加
い
た
だ
い
て
い
る
。
秋
山
部
長
は

「
毎
年
一
〇
名
程
度
の
派
遣
を
予
定
し
て
お

り
、
人
事
異
動
に
あ
た
っ
て
、
新
し
く
来
た

職
員
は
極
力
行
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
」

と
話
し
、「
セ
ン
タ
ー
の
研
修
は
、
専
門
知

識
や
最
新
の
知
見
を
体
系
的
に
学
べ
る
の
で

非
常
に
助
か
っ
て
い
る
」
と
評
価
し
た
。

セ
ン
タ
ー
研
修
を
受
講
し
た
感
想

　

セ
ン
タ
ー
研
修
の
感
想
に
つ
い
て
は
、
昨
年

と
一
昨
年
に
受
講
さ
れ
た
都
市
基
盤
部
の
五

名
の
職
員
か
ら
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

　
『
区
画
整
理
』
を
受
講
し
た
区
画
整
理
課

の
福
地
吉
彦
さ
ん
は
、
焼
津
市
で
や
っ
て
い

る
三
地
区
の
区
画
整
理
事
業
の
う
ち
二
地
区

を
担
当
す
る
中
で
参
加
し
、「
全
国
的
に
行

わ
れ
て
い
る
様
々
な
市
街
地
整
備
の
手
法
が

学
べ
有
意
義
だ
っ
た
」
と
感
想
を
述
べ
た
。

ま
た
、
グ
ル
ー
プ
討
議
を
通
じ
て
他
の
自
治

体
職
員
と
意
見
交
換
が
で
き
、「
そ
れ
ぞ
れ

が
抱
え
る
問
題
点
の
違
い
な
ど
を
知
り
、
い

い
勉
強
に
な
っ
た
」
と
話
し
た
。

　

隔
年
で
実
施
し
て
い
る『
建
築
Ｒ
Ｃ
構
造
』

を
受
講
し
た
建
築
指
導
課
の
大
石

一
満
さ
ん
は
、「
今
は
民
間
で
も

建
築
確
認
申
請
が
出
来
る
よ
う
に

な
り
、
市
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
構
造
計
算

の
演
習
な
ど
非
常
に
い
い
経
験
だ

っ
た
」
と
振
り
返
る
。
そ
し
て
そ

の
経
験
が
、「
建
築
確
認
に
関
す

る
質
問
や
相
談
を
受
け
た
際
の
知

識
・
材
料
と
し
て
業
務
に
生
き
て

い
る
」
と
話
し
た
。

　

道
路
課
の
鈴
木
利
紀
さ
ん
は
、
安
全
施
設

担
当
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
『
市
町
村

道
』
を
受
講
し
た
。「
市
町
村
道
に
お
け
る

交
通
安
全
の
取
り
組
み
を
学
ん
だ
り
、
ま
た

実
際
に
八
王
子
市
に
行
っ
て
、
ゾ
ー
ン
30
や

ハ
ン
プ
設
置
の
現
場
を
見
た
り
し
て
、
焼
津

市
に
は
な
い
多
く
の
事
例
を
知
る
こ
と
が
で

き
た
」
と
収
穫
を
口
に
し
、「
今
は
直
接
業

務
に
活
用
で
き
て
は
い
な
い
が
、
将
来
、
道

路
を
設
計
す
る
際
に
生
か
し
て
い
き
た
い
」

と
語
っ
た
。

　

都
市
計
画
課
の
長
谷
川
智
之
さ
ん
は
入
庁

一
年
目
に
『
開
発
許
可
』
を
受
講
、「
開
発

許
可
と
い
う
の
は
都
市
計
画
法
だ
け
で
な

く
、
建
築
基
準
法
や
農
地
法
な
ど
多
岐
に
わ

た
る
法
令
が
絡
む
の
で
、
今
後
に
役
立
つ
の

で
は
」
と
の
上
司
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
き
っ
か

け
だ
っ
た
。
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
が

課
題
演
習
で
、「
窓
口
に
お
客
さ
ん
が
開
発

許
可
申
請
に
訪
れ
、
そ
の
申
請
内
容
に
基
づ

き
技
術
基
準
に
照
ら
し
て
ど
れ
を
使
用
し
て

い
く
か
と
い
う
演
習
は
、
業
務
に
直
結
す
る

実
践
的
な
も
の
だ
っ
た
」
と
評
価
し
た
。

　

住
宅
営
繕
課
の
池
谷
康
史
さ
ん
が
『
公
共

建
築
工
事
積
算
』
を
受
講
し
た
の
は
積
算
を

担
当
し
て
三
年
目
、「
こ
れ
は
正
し
い
ん
だ

な
と
、
日
々
の
業
務
を
一
つ
一
つ
再
確
認
し

た
研
修
で
も
あ
っ
た
」
と
振
り
返
る
。
そ
し

て
、「
実
際
に
積
算
基
準
を
つ
く
ら
れ
て
い

る
国
土
交
通
省
営
繕
部
の
方
々
の
講
義
は
新

鮮
で
、
最
新
の
動
向
や
な
ぜ
そ
う
い
う
基
準

に
し
た
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
の
解
説
も

あ
り
、
普
段
感
じ
て
い
た
疑
問
を
解
消
で
き

た
」
と
話
し
た
。

秋山都市基盤部長（前列中央）をはじめお話を伺った焼津市職員の皆さん

焼津市のセンター研修参加状況（平成２7年度）
【参加人数：10名】

参加研修名 研修期間

都市計画 ５日

開発許可Ⅱ ４日

区画整理 ５日

建築基準法（建築物の監視） ５日

建築ＲＣ構造 ５日

公共建築工事積算 ５日

建築設備（機械）改修 ５日

公共建築設備工事積算（電気） ３日

道路設計演習 ４日

市町村道 ４日
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