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ぬ ま づ 議 会 だ よ り

耐
震
補
強
工
事
の
補
助
は�

�

片
岡　

章
一

問　

木
造
住
宅
の
耐
震
補
強
工
事
に
係

る
補
助
額
を
、
平
成
二
十
四
・
二
十
五

年
度
に
限
り
、
十
万
円
増
額
し
て
い
る

が
、
期
間
を
延
長
す
る
考
え
は
。

答　

東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
、
東
海

地
震
の
切
迫
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
状

況
に
お
い
て
、
多
く
の
市
民
の
生
命
や

財
産
を
守
る
た
め
、
一
日
で
も
早
く
木

造
住
宅
の
耐
震
化
を
促
進
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
た
び
、
時
限
を

定
め
、
耐
震
補
強
工
事
に
係
る
補
助
額

を
拡
充
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
も
、

耐
震
化
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
期
間
延

長
も
視
野
に
、
さ
ら
な
る
促
進
を
図
っ

て
い
く
。

避
難
マ
ウ
ン
ト
の
構
築
は�

�

深
瀬　

勝

問　

港
湾
・
千
本
地
区
の
津
波
対
策
と

し
て
、
市
立
第
二
小
学
校
ま
た
は
そ
の

周
辺
に
避
難
マ
ウ
ン
ト
を
構
築
す
る
考

え
は
。

答　

津
波
避
難
タ
ワ
ー
の
よ
う
な
、
百

年
あ
る
い
は
千
年
に
一
度
の
災
害
時
の

み
に
機
能
す
る
施
設
は
、
普
段
は
ど
う

し
て
も
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
平
常
時

に
も
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
万
が
一
の
と

き
に
も
役
立
つ
と
い
う
意
味
で
、
避
難

マ
ウ
ン
ト
等
は
大
変
重
要
な
も
の
と
認

識
し
て
お
り
、
整
備
を
検
討
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

防
潮
林
の
機
能
強
化
は�

�

岩
崎　

英
亮

問　

津
波
対
策
と
し
て
の
防
潮
林
の
機

能
強
化
に
向
け
た
取
り
組
み
は
。

答　

本
市
で
は
、
原
地
区
か
ら
島
郷
地

区
ま
で
の
海
岸
沿
い
に
、
潮
や
風
、
砂

の
飛
散
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
防

風
・
防
潮
林
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
ま
で
、
防
風
・
防
潮
等
の
機
能
確
保

や
生
育
環
境
面
等
か
ら
、
ク
ロ
マ
ツ
の

純
林
化
を
進
め
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な

中
、
東
日
本
大
震
災
で
は
、
津
波
に
よ

り
、
海
岸
沿
い
の
松
林
は
壊
滅
的
な
被

害
を
受
け
た
が
、
広
葉
樹
林
は
残
っ
た

も
の
が
多
か
っ
た
と
の
こ
と
か
ら
、
津

波
の
被
害
を
軽
減
す
る
対
策
と
し
て
、

地
中
に
深
く
根
を
張
る
広
葉
樹
を
活
用

し
た
海
岸
防
災
林
づ
く
り
に
つ
い
て
、

国
や
学
術
機
関
等
で
検
討
・
調
査
が
行

わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
市
の

海
岸
林
の
多
く
は
、
県
有
林
と
民
有
林

で
あ
り
、
地
元
自
治
会
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
保
護
・
育
成
活
動
に
支
え
ら
れ
て

い
る
た
め
、
関
係
者
と
協
議
し
な
が
ら
、

津
波
対
策
と
し
て
の
効
果
的
な
海
岸
防

災
林
の
規
模
・
形
態
、
広
葉
樹
を
植
栽

す
る
場
合
の
樹
種
、
松
と
広
葉
樹
が
共

存
で
き
る
植
栽
方
法
等
の
情
報
収
集
と

研
究
を
続
け
て
い
く
。

首
長
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る�

�

認
識
は�

�

梅
沢　

弘

問　

中
日
新
聞
三
月
十
三
日
号
に
お
い

て
、
県
内
首
長
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
市

長
は
、
浜
岡
原
発
の
今
後
に
つ
い
て
、

「
政
府
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
事
項
」

と
回
答
し
て
い
る
が
、
こ
の
回
答
に
対

す
る
認
識
は
。

答　

国
民
が
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を

送
る
た
め
に
、
電
力
の
安
定
供
給
は
欠

か
せ
ず
、
そ
の
た
め
の
電
力
政
策
は
、

国
に
お
い
て
責
任
を
持
っ
て
立
案
・
実

施
し
て
い
く
も
の
で
、
現
在
の
原
子
力

政
策
も
同
じ
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

被
災
地
の
瓦
れ
き
の�

�

焼
却
灰
の
処
理
は�

�

加
藤　

明
子

問　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
瓦
れ

き
を
受
け
入
れ
、
焼
却
し
た
場
合
、
発

生
す
る
焼
却
灰
の
処
理
方
法
は
。

答　

被
災
地
の
瓦
れ
き
を
焼
却
し
た
場

合
の
灰
に
つ
い
て
は
、
焼
却
灰
の
再
生

処
理
を
委
託
し
て
い
る
県
外
の
業
者
か

ら
、
現
在
、
そ
の
受
け
入
れ
を
拒
否
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
市
の
最
終
処
分
場

も
残
容
量
が
少
な
く
、
埋
め
立
て
を
行

う
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
い
ま
だ
瓦
れ
き
の

受
け
入
れ
の
め
ど
が
立
っ
て
い
な
い
状

況
に
あ
る
が
、
灰
の
処
分
先
に
つ
い
て
、

今
後
と
も
、
国
・
県
に
依
頼
す
る
と
と

も
に
、
市
独
自
で
も
引
き
続
き
調
査
し

て
い
く
。

▲多比地区の避難マウント


