
理
想
と
す
る
循
環

ア
メ
リ
カ
の
市
場

海
外
市
場
開
拓
の

ス
テ
ッ
プ
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私
た
ち
は
小
学
・
中
学
・

高
校
を
通
じ
て
憲
法
の
勉
強

を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
時
憲

法
に
つ
い
て
教
わ
っ
た
こ
と

は
非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
、
枠

埋
め
問
題
の
知
識
で
憲
法
の

勉
強
を
し
て
き
ま
し
た
が
、

知
識
よ
り
も
精
神
を
教
え
て

ほ
し
か
っ
た
で
す
。
日
本
国

憲
法
の
三
大
原
則
を
試
験
で

聞
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す

が
、
な
ぜ
憲
法
が
あ
る
の
か

と
い
う
話
に
つ
い
て
は
き
ち

ん
と
教
え
て
も
ら
っ
て
い
ま

せ
ん
。
私
は
、
憲
法
に
つ
い

て
ど
う
い
っ
た
考
え
方
を
す

る
か
、
憲
法
を
改
正
す
る
か

ど
う
か
な
ど
を
大
い
に
議
論

す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
時
に
憲
法
と
は
何
か
と

い
う
事
を
み
ん
な
で
共
有
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

議
論
を
す
る
時
は
デ
ー
タ

が
必
要
で
す
。
デ
ー
タ
が
あ

れ
ば
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
み
ん
な
が
確
か
め

ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
議

論
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
確
か
め
る
と
い
う
点
で

は
新
聞
等
の｢

世
論
調
査｣

が

一
番
手
間
が
か
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、

新
聞
に
は

各
誌
の
考

え
方
が
あ

り
ま
す
し
、

質
問
の
仕
方
に
よ
っ
て
答
え

を
導
き
出
そ
う
と
い
う
す
る

こ
と
あ
り
ま
す
。

　

5
月
3
日
の
朝
日
新
聞
で

は
、
改
憲
不
要
が
55
％
で
、

必
要
が
37
％
で
し
た
。
9
条

の
改
正
に
つ
い
て
は
68
％
で

し
た
。
日
経
新
聞
で
は
憲
法

の
現
状
維
持
が
初
の
5
割
台

に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
経
新

聞
は
ほ
ぼ
正
確
な
世
論
の
動

向
を
捉
え
て
い
ま
す
が
、
他

の
新
聞
と
合
わ
せ
て
も
だ
い

た
い
半
分
の
人
が
今
の
と
こ

ろ
憲
法
改
正
を
不
要
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
で
は
半
分
は

憲
法
改
正
を
必
要
だ
と
考
え

て
い
る
か
と
い
う
と
、
ど
ち

ら
で
も
い
い
と
い
う
人
も
い

ま
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
調
査
で
は
、

70
％
の
人
が
憲
法
改
正
に
関

心
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
憲

法
改
正
が
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
人
は
27
・
3
％
で
、
改

正
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え

る
人
と
ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い
と
い
う
人
は
70
％
で
す
。

こ
の
中
で
憲
法
改
正
が
必
要

だ
と
考
え
た
人
に
理
由
を
聞

い
て
み
る
と
、
安
全
保
障
問

題
を
挙
げ
る
人
が
多
い
で
す
。

　

憲
法
改
正
に
前
向
き
な
意

見
の
27
・
3
％
の
理
由
の
中

で
、
押
し
付
け
憲
法
だ
か
ら

と
い
う
意
見
は
8
・
4
％
で

あ
り
、
だ
ん
だ
ん
と
少
な
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
憲
法

改
正
に
つ
い
て
昔
か
ら
言
わ

れ
て
き
た｢

押
し
付
け
憲
法

論｣

は
主
流
で
は
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
デ
ー

タ
を
基
に
し
て
推
計
す
る
と
、

日
本
国
憲
法
が
押
し
付
け
だ

か
ら
気
に
喰
わ
な
い
と
い
う

人
は
、
約
2
0
0
万
人
と
い

う
こ
と
で
、
日
本
国
憲
法
の

改
正
が
必
要
だ
と
考
え
て
い

る
人
は
、
日
本
の
憲
法
を
受

け
入
れ
た
う
え
で
、
現
実
に

合
わ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
を

持
っ
て
い
ま
す
。

　

憲
法
改
正
に
反
対
の
意
見

の
人
は
、
憲
法
9
条
を
守
り

た
い
と
す
る
意
見
が
大
多
数

で
、
全
解
答
者
の
76
％
は
憲

法
9
条
を
評
価
し
て
い
ま
す
。

憲
法
9
条
の
改
正
に
つ
い
て

は
40
％
の
人
が
改
正
す
る
必

要
は
な
い
と
答
え
て
い
て
、

憲
法
9
条
の
改
正
に
は
相
当

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
に
な

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　　

憲
法
の
無
意
識(

柄
谷
行

人
氏
著)

と
い
う
本
の
中
で
、

憲
法
9
条
が
な
ぜ
こ
こ
ま
で

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
背
景
に
は
日
本
人
が
歴

史
的
に
培
っ
て
き
た
平
和
へ

の
意
識
が
作
用

し
て
い
る
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
は
内
乱

を
徳
川
時
代
に
終
わ
ら
せ
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
の
長
い
戦

国
時
代
に
終
止
符
を
打
っ
て
、

豊
臣
秀
吉
が
刀
狩
で
武
器
を

放
棄
さ
せ
た
後
で
、
安
全
を

保
障
す
る
幕
藩
体
制
を
作
り
、

そ
の
こ
と
が
日
本
人
の
意
識

の
初
期
設
定
と
な
り
ま
し
た
。

天
皇
が
君
臨
し
て
い
ま
し
た

が
、
政
治
権
力
を
持
た
な
い

た
め
に
法
治
を
行
い
ま
せ
ん
。

明
治
以
降
に
な
っ
て
も
天
皇

が
政
治
権
力
を
行
使
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
の
で
、
天
皇

が
日
本
の
象
徴
と
さ
れ
る
の

は
当
然
で
、
そ
れ
が
日
本
人

の
中
に
無
意
識
に
定
着
し
て

い
る
の
で
す
。

　

象
徴
天
皇
制
と
平
和
は
、

日
本
人
の
意
識
の
中
で
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
い
て
、
日
本
国

憲
法
は
日
本
人
が
も
と
も
と

　

目的を認識

現状を把握

主催：中央大学平成28年6月3日 ホテルクレメント徳島

理
想
と
す
る
循
環

近付くと蛙がジャンプ！

３次元空間の滝

滝にうたれるアウディ

２２分４６秒

徳
島
に
求
め
ら
れ
る
も
の

強
い
と
こ
ろ
を
売
り
出
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
使
用

20

魅
力
的
な
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
と
は

わ
が
国
の
現
状
と
課
題

課
題
解
決
の
道

ど
ん
な
広
告
を
作
れ
ば

良
い
の
か

情
報
が
溢
れ
て
い
る

現
代
社
会
に
必
要
な
こ
と

ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

研
修

た
っ
た
一
人
の

ス
タ
ー
ト

個人番号と法人番号の違い

個
人
番
号
と

法
人
番
号

桁数 12桁 13桁

通知元

通知方法

通知時期

利用制限

番号検索

市長村長 国税庁長官

通知カード送付
(住民票上の住所)
(簡易書留・同一
世帯はまとめて)

書面通知
(登記上の所在地)
(普通郵便)

27年10月～11月 27年10月～11月

法令・条例で定め
た範囲内でのみ利
用可能

官民問わず自由に
利用可能

不可 可

利用開始 28年1月から 28年1月から

28年1月から

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

減
価
償
却
制
度
の

見
直
し

（1990年代以降）

労
働
法
改
正
に
つ
い
て

無
意
識
の
平
和

イ
ン
ド
の
変
化

イ
ン
ド
と
日
本
の
経
済

「日常生活と日本国憲法」

中央大学法学部(副学長)　教授

橋本　基弘

ベ
ト
ナ
ム
の
現
状

欠
損
金
繰
越
控
除

制
度
の
利
用
制
限

事業年度

限 

度 

額

中小法人等

改正前

改正後

平成28年4月1日
　　 から
平成29年3月31日

平成29年4月1日
　　 から
平成30年3月31日

平成30年4月1日
　　 以後

所得金額×100％

所得金額×65％

所得金額×60％ 所得金額×55％ 所得金額×50％

2016年度　中央大学学術講演会

始　

め　

に

憲法に対する意識と憲法論
憲法は日常生活に根付いたか

最
近
の
世
論
調
査



自
分
自
身
の
思
考
・

行
動
習
慣
チ
ェ
ッ
ク

整
理
す
る
際
に
か
か
せ

な
い
大
事
な
ポ
イ
ン
ト

整
理
さ
れ
る
と
起
こ
る

プ
ラ
ス
の
ス
パ
イ
ラ
ル
・

真
逆
の
ス
パ
イ
ラ
ル
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空
間
が

　

約
30
年
前
、
私
が
短
大
を
卒

業
し
て
就
職
し
た
の
が
、
当
時

設
立
さ
れ
た｢

Ｔ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ｣

で
、
当
時
の
社
員
数
は
10
名
ぐ

ら
い
で
し
た
。
社
長
は
今
も
同

じ
方
で
す
が
、
そ
の
方
に｢

整
理

力｣｢

選
択
力｣

を
学
び
ま
し
た
。

　

Ｔ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
を
退
職
後
に
、

有
名
な
大
手
企
業
に
足
を
運
ぶ

き
っ
か
け
が
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
時
に
行
く
先
々
の
企
業
で

は
、
私
が
そ
れ
ま
で
養
っ
て
き

た
こ
と
が
全
然
で
き
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

優
秀
な
人
で
も
、
探
し
物
の

山
で
宝
探
し
を
す
る
こ
と
に
一

日
時
間
を
費
や
し
て
、
イ
ラ
イ

ラ
し
た
り
残
業
し
た
り
し
て
い

る
の
を
見
て｢

も
っ
た
い
な
い｣

と

思
う
こ
と
が
色
々
と
見
え
て
き

ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
当
た
り

前
だ
っ
た
こ
と
を｢

こ
う
し
た
ら

ど
う
で
す
か｣

と
色
々
な
角
度
で

伝
え
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ

で｢

す
ご
い
ね
！｣｢

目
か
ら
う
ろ

こ
だ｣

と
非
常
に
重
宝
が
ら
れ
ま

し
た
。

　

私
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て

い
る
こ
と
を
み
な
さ
ん
に
伝
え

る
こ
と
で
、
本
来
、
時
間
を
取

っ
て
集
中
し
て
や
り
と
げ
た

い｣
｢

質
の
い
い
仕
事｣

を
す
る
お

手
伝
い
に
な
る
と
思
っ
て
、
こ

の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

　

整
理
す
る
こ
と
で
空
間
が
ス

ッ
キ
リ
す
る
と
、
気
持
ち
も
ス

ッ
キ
リ
し
ま
す
。
時
間
に
も
ゆ

と
り
が
で
き
て
、
ア
ポ
イ
ン
ト

が
入
っ
た
時
も
、
モ
ノ
が
す
ぐ

に
見
つ
か
る
の
で
、
す
ぐ
に
行

動
に
移
し
て
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か

め
ま
す
。
何
か
い
い
仕
事
の
依

頼
が
来
て
も
、
準
備
が
遅
い
と
、

断
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

■
目
的
を
認
識

　

｢

質
の
い
い
仕
事｣｢

ゆ
と
り｣

｢

気
持
ち
の
イ
ラ
イ
ラ
を
な
く
す｣

｢

ス
ッ
キ
リ
し
た
空
間
を
作
る｣

｢

経
費
削
減｣

な
ど
が
目
的
に
な

り
ま
す
。

■
現
状
を
把
握

　

自
分
が
今
、
仕
事
に
お
い
て

ど
う
い
う
状
況
に
い
る
の
か
、

机
の
上
や
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
中

が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
現

状
を
認
識
し
ま
す
。

■
問
題
点
を
明
確
に

　

現
状
を
認
識
す
る
と
、
問
題

点
が
明
確
に
な
っ
て
き
ま
す
。 

｢

何
か
の
時
に
必
要
に
な
る
か
も｣ 

｢

使
わ
な
い
け
ど
高
か
っ
た
か
ら｣

な
ど
、
言
い
訳
を
し
な
が
ら
抱

え
込
ん
で
い
る
モ
ノ
が
あ
る
は

ず
で
す
。

■
ふ
る
い
に
か
け
て
選
ぶ

　

多
く
の
人
が
失
敗
す
る
の
は
、

モ
ノ
や
情
報
、
人
付
き
合
い
な

ど
、
今
あ
る
全
て
を
入
れ
込
も

う
と
し
て
、
整
理
し
な
い
と
い

け
な
い
け
れ
ど
苦
手
だ
し
時
間

が
な
い
、
イ
ラ
イ
ラ
す
る…

と

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。

　

大
事
な
こ
と
は
、
自
分
で
ふ

る
い
に
か
け
て
選
ぶ
こ
と
で
す
。

■
手
放
す

　

｢

本
当
に
必
要
な
の
か｣｢

今
も

必
要
か｣｢

大
事
に
し
て
い
る
か｣

な
ど
の
観
点
か
ら
ふ
る
い
に
か

け
て
、
落
ち
て
き
た
モ
ノ
を
手

放
し
ま
す
。
こ
の｢

手
放
す｣

こ

と
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
、
ハ
ー

ド
ル
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
人

が
決
め
た
こ
と
で
は
な
か
な
か

決
め
ら
れ
な
い
の
で
、
自
分
の

物
差
し
を
考
え
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

　

大
事
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
整
理

整
頓
の
知
識
や
、
や
り
方
で
は

な
く
、
自
分
に
必
要
な
モ
ノ
は

な
に
か
を
選
ぶ
こ
と
で
す
。

　

　   

始　
　

め　
　

に　

※

整
理
が
で
き
て
い
る
と…

・
時
間
に
ゆ
と
り
が
で
き
る

・
ス
ト
レ
ス
が
減
る

・
ム
ダ
な
経
費
が
減
る

・
作
業
効
率
・
質
が
あ
が
る

・
目
的
が
明
確
に
な
る

悪循環好循環

イライラ

時間が
ない

後回し

探し物

スッキリ

ゆとり

すぐ行動

みつかる

(

(

(

(

(

(

(

(
⇒

自分の目的を認識する

現状を把握する

問題点を明確に

ふるいにかける

選ぶ

手放す

収める
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追
わ
れ
る
カ
ラ
ス
、

追
う
カ
ラ
ス
も

追
わ
れ
る
カ
ラ
ス

持
っ
て
い
た
意
識
に
訴
え
か

け
た
の
で
、
象
徴
天
皇
制
も
、

憲
法
9
条
も
こ
こ
ま
で
定
着

し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
私

は
憲
法
の
専
門
家
で
あ
り
、

社
会
主
義
学
の
専
門
家
で
は

な
い
の
で｢
こ
う
し
た
方
が

い
い｣

と
い
う
判
断
は
な
か

な
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
代
わ

り
に
私
の
体
験
を
紹
介
し
ま

す
。

　

今
か
ら
三
年
前
、
私
の
大

学
院
の
法
学
研
究
科
に
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
留
学
生
を
受

け
入
れ
ま
し
た
。
何
の
勉
強

を
し
に
来
た
の
か
尋
ね
る
と
、

憲
法
9
条
に
つ
い
て
で
し
た
。

彼
女
は
、
な

ぜ
日
本
人
は

憲
法
9
条
を

ず
っ
と
持
ち

続
け
て
改
正
し
な
い
の
か
を

疑
問
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

憲
法
9
条
は
法
律
と
し
て

は
あ
ま
り
面
白
い
も
の
で
は

な
い
の
で
、
あ
ま
り
勉
強
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
彼

女
が
勉
強
し
た
い
と
言
う
の

で
、
他
の
大
学
院
生
と
勉
強

し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

半
年
ほ
ど
た
っ
て
か
ら
、

彼
女
に｢

憲
法
9
条
に
つ
い

て
分
か
り
ま
し
た
か
?｣

と

尋
ね
る
と
、
彼
女
は｢

た
ぶ

ん
日
本
人
が
憲
法
9
条
を
手

放
す
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま

す｣

と
言
い
残
し
て
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
に
帰
り
ま
し
た
。

　

私
は
、
そ
の
時
な
ぜ
彼
女

が
そ
う
答
え
た
の
か
聞
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
日
本
人
が

持
つ
無
意
識
を
彼
女
が
見
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

私
は
預
言
者
で
は
な
い
の

で
、
憲
法
9
条
を
国
民
投
票

に
か
け
る
と
ど
う
な
る
か
は

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
た
だ
一

つ
言
え
る
の
は
相
当
な
混
乱

に
陥
る
と
思
い
ま
す
。
相
当

な
時
間
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
根

回
し
等
が
必
要
に
な
る
の
で
、

財
政
破
綻
や
社
会
保
障
を
問

わ
れ
て
い
る
状
況
が
こ
れ
か

ら
も
続
く
中
で
、
あ
え
て
憲

法
9
条
改
正
に
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
費
や
す
と
言
う
体
力
が
日

本
に
あ
る
の
か
と
言
う
点
に

つ
い
て
は
疑
問
を
持
っ
て
い

ま
す
。

　

憲
法
9
条
は
解
釈
に
つ
い

て

も

限

界

が

あ

り

ま

す

。 

｢

戦
力｣

と
い
う
言
葉
も
様
々

な
捉
え
方
が
あ
っ
て
、
自
衛

の
た
め
の
戦
力
も
侵
略
の
た

め
の
戦
力
も
同
じ
だ
と
い
う

こ
と
も
で
き
れ
ば
、
自
衛
の

た
め
の
戦
力
は
憲
法
で
禁
止

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
も

で
き
る
の
で
、
昨
年
も
集
団

的
自
衛
権
に
つ
い
て
議
論
が

な
さ
れ
ま
し
た
が
、
内
閣
の

支
持
率
は
急
落
し
ま
し
た
。

あ
れ
は
国
民
の
意
識
が
動
い

た
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。
改

正
が
難
し
い
か
ら
と
い
っ
て

解
釈
で
憲
法
を
変
え
よ
う
と

言
う
の
は
難
し
い
で
す
が
、

中
々
動
か
せ
な
い
よ
う
に
し

て
い
る
こ
と
が
憲
法
の
特
徴

だ
と
言
え
ま
す
。

　

憲
法
を
作
る
こ
と
に
よ
っ

て
国
家
の
権
力
を
制
限
し
て
、

国
民
の
自
由
や
権
利
を
守
る

と
い
う
考
え
方
が
立
憲
主
義

で
す
。
前
述
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
調

査
で｢
立
憲
主
義
を
知
っ
て

い
た
か｣
と
い
う
質
問
に
対

し
て
、
知
っ
て
い
た
と
い
う

人
は
16
％
で
、
あ
る
程
度
知

っ
て
い
た
と
い
う
人
は
37
％

で
し
た
。
従
っ
て
半
数
以
上

の
人
は
立
憲
主
義
を
知
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

憲
法
改
正
に
当
っ
て｢

立

憲
主
義
を
重
視
す
べ
き
か｣

と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、

69
・
2
％
の
人
が
重
視
す
べ

き
だ
と
答
え
て
い
ま
す
。
日

本
の
国
民
は
学
校
で
教
え
ら

れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、

立
憲
主
義
と
い
う
言
葉
を
知

っ
て
い
ま
す
。
立
憲
主
義
が

憲
法
の
柱
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
事
も
知
っ
て
お
り
、
こ

の
こ
と
は
非
常
に
意
味
が
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し｢

憲
法
に
つ
い
て
話
し
合

う
こ
と
が
あ
る
か｣

と
い
う

問
い
に
対
し
て
は
過
半
数
の

人
が｢

あ
ま
り
な
い｣

と
応
え

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
問
題

だ
と
思
い
ま
す
。

　

憲
法
を
守
ら
な
い
と
国
は

守
れ
ま
せ
ん
が
、
社
会
に
合

わ
せ
て
改
正
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
事
実
で

す
。
し
か
し
、
改
正
だ
け
が

目
的
に
な
っ
た
時
に
は
、
国

民
は
利
口
な
の
で
冷
静
に
な

り
ま
す
。
ど
う
し
て
も
変
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性

が
な
け
れ
ば
、
国
民
は
憲
法

改
正
に
賛
成
し
ま
せ
ん
。

　

憲
法
改
正
が
必
要
だ
と
い

う
人
は｢

国
の
在
り
方
を
変

え
る
に
は
憲
法
を
変
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い｣

と
い
う
意

識
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は｢

気
に
入
ら
な
け
れ
ば
憲

法
を
無
視
す
れ
ば
い
い｣

と

い
う
事
で
は
な
い
の
で
、
実

は
健
全
な
考
え
方
だ
と
思
い

ま
す
。

　

日
本
国
憲
法
は
1
9
4
6

年
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
が
、

憲
法
を
作
っ
て
政
治
を
行
う

と
い
う
考
え
は
そ
こ
が
初
め

て
で
は
な
く
、
1
8
8
9
年

の
明
治
憲
法
か
ら
で
、
私
た

ち
日
本
人
は
1
0
0
年
の
立

憲
主
義
の
歴
史
を
持
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て｢

政
治
に
は

憲
法
が
必
要
で
、
憲
法
は
国

家
に
よ
る
押
し
付
け
で
あ
り
、

権
力
者
を
縛
る
も
の
だ｣

と

い
う
こ
と
を
、
明
治
憲
法
を

作
る
人
は
理
解
し
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
象

徴
天
皇
制
を
作
り
、
安
全
と

引
き
換
え
に
武
器
を
持
つ
こ

と
を
放
棄
し
ま
し
た
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

日
本
人
は
安
全
や
平
和
が
非

常
に
重
要
な
も
の
だ
と
い
う

事
を
無
意
識
の
う
ち
に
知
っ

て
い
て
、
自
分
で
意
識
し
て

い
る
以
上
に
立
憲
主
義
や
憲

法
は
国
民
に
広
く
浸
透
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

(

文
責
・
編
集
部)

個
人
情
報
の
懸
念
に
対
応

絵皿から伸びていく植物

ハウステンボスの運河沿いに並ぶ木々

ホログラムの糸で魚釣り

魅
力
あ
る
徳
島
を
再
発
見

38

ｚ-

あ
あ
あ
あ
あ

Report

民
間
事
業
者
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
取
り
扱
い

イ
ン
ド
と
日
本
の
今
後

二
部
上
場
へ
！

15
秒
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

を
作
る
た
め
に
は

セ
ン
ト
ラ
ル
ク
エ
ス
チ
ョ
ン

を
活
用
す
る

労　

働　

法

技
能
実
習
生
学
校

｢

ハ
イ
フ
ォ
ン｣

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
管
理

早
期
発
見
・
早
期
予
防

声
を
買
え
る

必
要
最
低
限
行
う

7
つ
の
こ
と

会
社
の
す
べ
き
こ
と

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
対
応
状
況

イ
ン
ド
の
変
化

日
本
は

ベ
ス
ト
パ
ー
ト
ナ
ー

憲
法
の
解
釈

最　

後　

に
ハナム省への投資メリット

特別優遇策

法人所得税優遇

土地確保

土地使用税

レンタル工場レンタル料

従業員研修補助

インフラ整備

特別優遇策

工業：２０％

土地確保

土地使用税

約５０ＵＳＤ/ｍ２/年

従業員研修補助

インフラ整備

工業

　 適用期間１５年

最長７０年間リース

最長２０年間免除

３～６ヶ月免除

補助金　約５０ＵＳＤ/１人/１回

アクセス道路整備

農業

１年免除

農業：１５％ ４年間免税、後９年で５％
２年間免税、後４年間
５％、後１０％

 農地集約済み
２０年間リース可

農地フェンスまで配電

32分

立
憲
主
義


