
【
４�

月
１
日
付
】

《
採
用
》

　

�

都
市
整
備
課
＝
本
末
不
比
等
、
立
花

友
里
恵
、
住
民
課
＝
野
村
真
優
子
、

企
画
政
策
課
＝
入
澤
侑
人
、
健
康
・

こ
ど
も
課
＝
宮
田
麻
里
子
、
環
境
住

宅
課
＝
山
口
桃
香
、
福
祉
課
＝
廣
戸

み
な
み
、
緒
方
宏
徳
、
税
務
課
＝
村

田
健
弥

《
異
動
》（　
）
内
は
旧
所
属

　

�

総
務
課
長
＝
佐
竹
功
（
財
政
課
長
）、

企
画
政
策
課
長
＝
本
郷
宣
昭
（
健
康
・

こ
ど
も
課
長
）、
財
政
課
長
＝
池
上
亮

吉
（
企
画
政
策
課
長
）、
健
康
・
こ
ど

も
課
長
＝
塩
田
健
司
（
健
康
・
こ
ど

も
課
子
育
て
支
援
係
長
）、
環
境
住
宅

課
長
＝
新
開
晴
浩
（
ボ
ー
ト
レ
ー
ス

事
業
局
事
業
課
長
）、
ボ
ー
ト
レ
ー
ス

事
業
局
事
業
課
長
＝
横
田
和
雄
（
議

会
事
務
局
事
務
係
長
）

【
３
月
31
日
付
】

《
退
職
》

　

�

廣
渡
寛
佳
、
宮
下
い
づ
み

※�

係
長
以
下
の
配
置
異
動
な
ど
は
、
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
人
事
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
７
４
）

役
場
の
人
事

新人職員紹介

　
１
日
で
も
早
く
仕
事
を
覚
え
、

町
民
の
皆
さ
ん
の
役
に
立
て
る
よ

う
に
精
一
杯
努
め
て
い
き
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 住民課

野村 真優子

　
与
え
ら
れ
た
仕
事
を
丁
寧
に
確

実
に
こ
な
し
、
１
日
で
も
早
く
戦

力
に
な
れ
る
よ
う
に
頑
張
り
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

環境住宅課
山口 桃香

　
不
慣
れ
な
点
が
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
業
務
内
容
を
覚
え
て
即
戦

力
と
な
れ
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 都市整備課

本末 不比等

　
芦
屋
町
の
皆
さ
ん
に
寄
り
添
っ

て
業
務
に
携
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

日
々
精
進
し
て
い
き
ま
す
の
で
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

都市整備課
立花 友里恵

　
芦
屋
町
の
皆
さ
ん
に
寄
り
添
う

気
持
ち
を
忘
れ
ず
、丁
寧
に
ス
ピ
ー

ド
感
を
持
っ
て
仕
事
に
取
り
組
み

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

企画政策課
入澤 侑人

　
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
相
談
で
き

る
よ
う
な
職
員
を
目
指
し
ま
す
。

よ
り
よ
い
町
づ
く
り
に
貢
献
で
き

る
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
。

福祉課
葊戸 みなみ

　
社
会
福
祉
士
と
し
て
、
い
ち
早

く
専
門
的
な
分
野
で
皆
さ
ん
の
力

に
な
れ
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

福祉課
緒方 宏徳

　
１
日
で
も
早
く
仕
事
を
覚
え

て
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
力
に
な
れ

る
よ
う
に
精
一
杯
頑
張
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 健康・こども課

宮田 麻里子

　
業
務
に
真
剣
に
取
り
組
み
、
町

民
の
皆
さ
ん
を
笑
顔
に
で
き
る
よ

う
考
え
、
行
動
し
ま
す
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

税務課
村田 健弥
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㊴

あ
し
や
歴
史
探
訪

　
月つ

き
の
き軒
遺
跡
の
再
評
価
①

東
ア
ジ
ア
の
動
乱

百
済
滅
亡
と
白
村
江
の
戦
い

　

今
回
は
、
東
ア
ジ
ア
の
話
か
ら
始
ま

り
、芦
屋
の
歴
史
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き

ま
す
。

　
紀
元
前
2
世
紀
頃
、漢
の
武
帝
が
朝
鮮

を
攻
略
し
て
楽ら
く
ろ
う浪
郡ぐ
ん

を
置
き
、
直
轄
領

と
し
ま
す
。
し
か
し
、
漢
や
魏ぎ

、
そ
の
後

の
晋し
ん
が
衰
退
し
て
く
る
と
、３
１
３
年
に

高こ
う
く
り
句
麗
が
楽
浪
郡
を
攻
略
し
、中
国
に
よ

る
朝
鮮
支
配
は
終
わ
り
ま
し
た
。
こ
の

頃
か
ら
朝
鮮
半
島
は
、
高
句
麗
、
百く
だ
ら済
、

新し
ら
ぎ羅
の
三
国
時
代
へ
と
移
っ
て
い
き
ま

す
。
日
本
は
、
4
世
紀
頃
か
ら
朝
鮮
半

島
へ
出
兵
を
繰
り
返
し
て
い
た
よ
う
で
、

任み
ま
な那
・
伽か

や耶
と
い
っ
た
地
域
を
影
響
下
に

置
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。こ
の

三
国
鼎て
い
り
つ立
状
態
は
、外
部
の
力
が
影
響
し

や
す
い
も
の
の
、当
時
の
日
本
（
ま
だ
倭わ

と
名
乗
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
）
は
、外

交
的
に
も
文
化
的
に
も
未
熟
で
、東
ア
ジ

ア
の
国
際
関
係
を
十
分
に
理
解
・
掌
握
し

た
行
動
を
と
る

こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
そ
の
中
で
、
日
本
に
接
近
し
て
き
た
の

が
百
済
で
し
た
。
軍
事
的
に
は
高
句
麗
が

強
く
、
百
済
は
南
へ
遷せ
ん
と都
を
繰
り
返
し
な

が
ら
存
続
し
て
い
ま
し
た
。
百
済
は
、
中

国
南
朝
と
の
貿
易
を
核
と
す
る
貿
易
国

で
、
中
国
の
仏
教
を
含
め
た
最
新
の
文
物

や
大
陸
文
化
を
日
本
へ
も
た
ら
す
親
日
の

国
だ
っ
た
の
で
す
。６
１
８
年
唐と
う
が
興お
こ
り
、

６
４
５
年
唐
の
太た
い
そ
う宗
（
李り

世せ
い
み
ん民
）
が
高
句

麗
討
伐
を
行
い
ま
す
。
続
け
て
、
唐
と
新

羅
の
連
合
軍
が
百
済
の
首
都
扶ふ

よ余
を
落

と
し
、国
と
し
て
の
百
済
は
滅
亡
し
ま
す
。

　

そ
の
後
、
百
済
の
残
党
に
よ
る
百
済

再
興
運
動
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
残
党
か

ら
、「
当
時
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
旧
百
済

皇お
う
じ子
、余よ

豊ほ
う
し
ょ
う
璋
を
返
し
て
ほ
し
い
。
彼
を
中

心
に
国
を
再
建
す
る
。
つ
い
て
は
援
軍
も

欲
し
い
」
と
の
要
請
が
大や
ま
と和
王
権
に
届
き

ま
す
。
大
和
王
権
の
斉さ
い
め
い明
天
皇
、
中
な
か
の
お
お
え
の

大
兄

皇お
う
じ子
は
戦
後
の
権
益
を
想
定
し
て
か
、
こ

れ
に
賛
同
し
、
遠
征
軍
が
結
成
さ
れ
る
に

い
た
り
ま
す
。
天
皇
も
皇
子
も
九
州
入
り

し
、
大
宰
府
の
南
方
に
位
置
す
る
朝
倉

広ひ
ろ
に
わ
の
み
や

庭
宮
が
開
か
れ
ま
す
。
遠
征
に
は
２
万

７
０
０
０
人
の
大
軍
を
も
っ
て
臨
み
、
朝

鮮
半
島
西
側
に
位
置
す
る
錦き
ん
こ
う江
河
口
の

白は
く
す
き
の
え

村
江
に
て
唐・新
羅
連
合
軍
と
戦
い
、
悲

惨
な
敗
戦
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
敗
戦
理
由
で
す
が
、
白
村
江
に
お
け
る

倭
国
軍
の
実
態
は
、
国こ
く
ぞ
う
ぐ
ん

造
軍
（
地
方
豪
族

が
率
い
る
軍
）
が
集
ま
っ
た
混
合
軍
で
あ

る
た
め
、
統
制
が
と
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。当
時
の
倭
国
軍
は
、何
度

も
朝
鮮
半
島
へ
の
出
兵
を
経
験
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
動
員
や
兵へ
い
た
ん站
の
面

で
未
経
験
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
指

揮
系
統
の
未
確
立
・
慣
れ
な
い
組
織
戦
・

戦
術
構
成
が
全
く
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、
唐
・
新
羅
連
合
軍
に
圧
倒
さ
れ
ま
し

た
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、「
日
本
の
諸
将

は
気
象
を
知
ら
ず
」と
記
録
が
あ
り
ま
す
。

現
地
の
気
象
・
潮
の
流
れ
・
地
形
を
調
べ

る
こ
と
な
く
、
倭
国
軍
は
戦
い
に
突
入
し

た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
は
、
倭
国
軍
が
、

「
わ
れ
ら
先
を
争
わ
ば
、彼
ま
さ
に
自
ず
か

ら
引
く
べ
し
（
手
柄
を
立
て
る
べ
く
競
っ

て
行
け
ば
、
彼
ら
は
蜘く

も蛛
の
子
を
散
ら
す

よ
う
に
逃
げ
出
す
で
あ
ろ
う
）」
と
言
っ

て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
対
戦
相
手
の
実
情
も
知
ら
ず
、
作
戦

も
な
し
で
倭
国
軍
は
戦
い
に
臨
ん
だ
の
で

し
た
。
そ
の
結
果
、「
と
き
の
ま
に
官
軍
敗

れ
ん
」と
記
録
が
あ
る
よ
う
に
、あ
っ
と
い

う
間
に
歴
史
的
大
敗
北
を
喫
し
ま
し
た
。

�
（
芦
屋
歴
史
の
里
）

紀

史

歴

屋

芦

行
そ
の
三
百
三
十
六

△７世紀の韓半島

▼
4
月
か
ら
機
構
改
革
で
、
広
報
情

報
係
か
ら
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

係
に
名
称
が
変
わ
り
ま
し
た
。
新
し

い
係
名
に
慣
れ
て
い
な
い
の
で
、
電

話
で
昔
の
係
名
を
言
っ
て
し
ま
い
そ

う
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
新
し
い

係
名
、
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
係

を
覚
え
て
ほ
し
い
で
す
。�

（
手
塚
）

▼
町
で
す
て
き
な
話
を
聞
か
せ
て
も

ら
っ
た
の
で
、
皆
さ
ん
に
お
伝
え
し

ま
す
。「
私
は
85
歳
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

で
す
。
あ
る
日
の
こ
と
、
私
は
通
院

や
買
い
物
な
ど
で
、
朝
早
く
か
ら
午

後
３
時
ま
で
歩
き
続
け
て
へ
と
へ
と

で
し
た
。
私
が
手
す
り
を
持
っ
て
休

ん
で
い
た
ら
、
近
く
で
遊
ん
で
い
た

こ
ど
も
た
ち
が
気
付
き
、
声
を
か
け

て
く
れ
た
ん
で
す
。
一
人
は
手
を
取

り
荷
物
を
持
っ
て
く
れ
、
も
う
一
人

は
猛
ダ
ッ
シ
ュ
で
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を

呼
び
に
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
聞
く

と
、
ま
だ
小
学
１
～
３
年
生
と
の
こ

と
。
疲
れ
も
吹
き
飛
ぶ
、
う
れ
し
い

で
き
ご
と
で
し
た
。
あ
り
が
と
う
」と

話
し
て
い
ま
し
た
。
話
を
聞
い
た
私

も
、
そ
の
日
一
日
ほ
っ
こ
り
し
た
気

持
ち
で
過
ご
し
ま
し
た
。�

（
野
中
）

▼
今
年
の
4
月
よ
り
異
動
し
て
き
ま

し
た
篠
塚
で
す
。
前
部
署
で
は
主
に

あ
し
や
砂
像
展
な
ど
の
町
内
イ
ベ
ン

ト
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
イ
ベ
ン

ト
の
魅
力
な
ど
を
紹
介
し
て
、
町
民

の
皆
さ
ん
が
町
の
魅
力
を
伝
え
た
く

な
る
よ
う
な
広
報
に
し
て
い
け
た
ら

と
考
え
て
い
ま
す
。�

（
篠
塚
）

編

集
後
記

▷
法
隆
寺　
百
済
観
音
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