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新
庁
舎
全
庁
オ
ー
プ
ン

　
2 

0 

1 

2
年
に
新
庁
舎
建
設
の
基

本
方
針
を
立
て
て
か
ら
約
８
年
間
を

か
け
ま
し
て
、
こ
の
２
月
３
日
か
ら

総
合
庁
舎
と
し
て
の
新
庁
舎
が
動
き

始
め
ま
し
た
。

　
１
階
ロ
ビ
ー
に
は
県
産
材
の
杉
を

フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
加
工
し
て
敷
き
詰

め
て
い
ま
す
の
で
、
明
る
く
、
木
の

香
り
に
包
ま
れ
た
、
お
客
さ
ま
を
温

か
く
包
み
込
む
フ
ロ
ア
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
県
産
の
16
種
類
の
木

材
を
活
用
し
て
柱
に
組
み
込
ん
で
お

り
、
内
部
の
色
彩
も
、
市
章
の
色
の

え
ん
じ
色
を
中
心
に
統
一
感
を
出
し

て
い
ま
す
。

　
子
育
て
に
関
し
ま
す
３
階
フ
ロ
ア

に
は
、
子
ど
も
さ
ん
が
遊
ぶ
た
め
の

キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
も
設
け
て
い
ま
す
。

　
正
面
入
り
口
を
入
り
、
階
段
を
２

階
に
進
む
と
、
２
階
フ
ロ
ア
の
東
南

の
コ
ー
ナ
ー
に
は
「
せ
ん
だ
ん
の
木
」

と
名
付
け
ら
れ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
が

オ
ー
プ
ン
し
、
開
庁
日
の
11
時
か
ら

14
時
ま
で
営
業
し
て
お
り
、「
現
代
の

名
工
」
島
田
和
幸
シ
ェ
フ
の
監
修
に

よ
る
、
土
佐
の
食
材
を
ふ
ん
だ
ん
に

使
っ
た
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
形
式
の
ラ
ン
チ

が
提
供
さ
れ
、
多
く
の
お
客
さ
ま
に

ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
新
庁
舎
１
階
の
北
東
に
は
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が
オ
ー
プ
ン
し
、

高
知
商
業
高
校
生
と
㈱
サ
ン
プ
ラ
ザ

が
共
同
開
発
し
た
商
品
や
、
夢
産
地

と
さ
や
ま
開
発
公
社
が
生
産
し
て
い

る
パ
ン
チ
の
効
い
た
「
土
佐
山
ジ
ン

ジ
ャ
ー
エ
ー
ル
」
も
販
売
す
る
な
ど
、

特
産
品
の
P 

R
に
も
支
援
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

　
私
た
ち
が
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
、

こ
の
新
庁
舎
に
ふ
さ
わ
し
い
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
で
す
の
で
、

職
員
一
同
さ
ら
に
努
力
し
て
ま
い
り

ま
す
。

　
こ
の
新
庁
舎
は
、
災
害
時
に
は
総

合
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
と
共
に
、
重

要
な
防
災
拠
点
と
な
り
、
災
害
対
応

に
は
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●三ツ葉柏文鬼瓦
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涼
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高
知
城
跡
北き
た
曲く
る
輪わ

　
長
く
高
知
に
住
ん
で
高
知
城
跡
に
行
っ

た
こ
と
が
あ
る
人
で
も
、
高
知
城
跡
の

あ
る
丘き

ゅ
う

陵り
ょ
う

北
側
が
江
戸
時
代
に
城
内
で

あ
っ
た
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
現
在
、
高
知
警
察
本
部
な
ど
が

あ
る
大
高
坂
山
北
側
の
平
地
部
分
は
北
曲

輪
と
呼
ば
れ
、江
戸
時
代
の
絵
図
に
は「
御

作
事
場
」「
御
米
蔵
」「
御
武
具
蔵
」
な
ど

藩
の
施
設
、そ
の
北
東
に
は「
北
門
」と「
番

所
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
北
側
に

は
堀
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
江
ノ
口

川
が
流
れ
て
い
る
。

　
寛
文
年
間
の
絵
図
で
は
内
堀
の
中
で
北

曲
輪
北
側
の
江
ノ
口
川
の
部
分
の
み
が
石

垣
と
な
っ
て
お
り
、「
は
ね
」
と
呼
ば
れ

る
護
岸
の
た
め
の
突
出
し
た
石
積
み
も
描

か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
は
ね
」
は
現
存
し

て
お
り
、
高
知
城
橋
の
た
も
と
で
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
江
ノ
口
川
は
江
戸
時
代
の

早
い
段
階
か
ら
浦
戸
湾
と
城
下
を
結
ぶ
運

河
と
し
て
利
用
さ
れ
、
北
曲
輪
は
城
に
物

資
を
運
び
込
む
た
め
の
重
要
な
場
所
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
北
曲
輪
で
行
わ
れ
た
こ
れ
ま
で
の

発
掘
調
査
で
は
、
絵
図
に
描
か
れ
て
い
た

江
戸
時
代
の
溝み

ぞ
跡あ

と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
ほ

か
、
明
治
七
年
の
高
知
城
を
公
園
化
し
た

際
の
廃
棄
土ど

坑こ
う
も
多
数
見
つ
か
っ
た
。
廃

棄
土
坑
か
ら
は
多
量
の
瓦
が
出
土
し
、
藩

主
山
内
家
の
家
紋
で
あ
る
三
ツ
葉
柏か

し
わ

文も
ん

の
鬼
瓦
や
陶
器
製
の
鯱し

ゃ
ち

瓦が
わ
ら

片へ
ん
も
出
土
し

た
。

　
ま
た
、
平
成
十
九
年
に
は
高
知
城
下
町

に
は
こ
れ
ま
で
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
古

墳
時
代
の
遺い

構こ
う
が
確
認
さ
れ
、
非
常
に
注

目
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
高
知
城
周
辺
の
平

地
部
分
で
、
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
に

か
け
て
の
大
規
模
な
溝
跡
な
ど
が
確
認
さ

れ
、
江
戸
時
代
以
前
か
ら
高
知
城
周
辺
が

利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ
て
き
て

お
り
、「
お
城
」
以
前
の
歴
史
が
少
し
ず

つ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

｜



お
城
の
北
側
の
様
子

｜
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