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新
学
期
と
と
も
に
お
目
見
え

上
庄
小
学
校
講
堂
は
総
工
費
一
千
八
百
四
十
八
万
四
千
円
を
要

し
総
坪
数
二
百
八
十
八
坪
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
て
、
昨
年

十
月
十
八
日
着
工
し
た
が
関
係
地
区
民
待
望
の
う
ち
に
、
い
よ

い
よ
三
月
末
完
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

上
庄
小
学
校
講
堡
は
明
冶
四
十
三

年
に
建
築
し
た
も
の
で
、
老
朽
甚

だ
し
く
危
険
校
舎
の
一
つ
と
し
て

数
凡
ら
れ
て
い
た
。
こ
ん
ど
で
き

る
講
堂
は
近
代
建
築
の
粋
亡
場
ゐ

だ
も
の
で
、
幅
十
間
、
長
さ
十
八

●
七
間
で
吸
音
、
防
音
な
ど
の
音

響
効
果
、
舞
台
設
備
、
照
明
、
耐

践
ヽ
、
耐
湿
な
ど
あ
ら
ゆ
る
点
に
つ

い
て
十
二
分
の
施
設
が
配
慮
さ
れ

て
い
て
県
下
に
も
ま
れ
な
七
ダ
ン

校
舎
が
ま
た
一
つ
お
目
見
得
す
る

わ
け
で
あ
る
、

な
お
市
は
苦
し
い
財
政
事
情
の
中

か
ら
、
教
育
の
重
襄
性
を
一
七
え
、

こ
れ
を
市
政
三
大
重
点
施
策
の
一

つ
に
あ
げ
英
断
的
に
老
朽
校
舎
の

㈲
改
築
に
あ
た
つ
て
き
た
。

・写真は完放を急ぐ上圧小学校入塩ji4jj

昭和ろO年度一

般会計決算額

〔
市
報
第
三
十

二
号
既
報
〕
第

十
八
臨
時
市
議

会
に
上
程
吝
札

特
別
委
員
会
に

付
託
と
な
っ
た

昭
和
三
十
年
度

一
般
会
訓
お
よ

び
特
別
会
計
の

総
額
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

▲
一
般
会
計
で

は
歳
出
総
額
二

億
三
千
四
百
四

十
万
八
千
八
百
五
十
四
円

で
、
歳
入
総
額
二
億
三
千

八
百
四
十
六
万
五
千
四
十

二
円
と
な
り
、
四
百
五
万

一
百
八
十
八
円
か
繰
越
金

と
な
る
。
決
算
科
目
お
よ

び
、
予
算
に
対
す
る
決
算

の
比
率
は
表
に
示
す
と
お

り
で
あ
る
。

▲
特
別
会
計
土
地
区
幽

整
理
事
柴
で
は
歳
出
総
額

五
百
二
十
五
万
一
千
七
百

四
十
三
円
で
、
歳
人
総
額

五
百
三
十
八
万
四
千
円
と

な
り
十
三
万
二
千
二
百
五

十
七
円
か
繰
越
金
と
な
る

ふ
国
民
健
康
保
険
本
所
分

歳
出
総
額
六
十
万
五
千
七

十
一
円
、
歳
入
總
額
七
十
一
万
三

一
丁
六
百
二
十
円
で
十
万
八
千
五
百

四
十
九
円
か
繰
越
金
と
な
る
。

″
同
下
庄
地
区
歳
出
総
額
七
百

七
十
四
万
二
孚
六
百
十
三
円
、
歳

人
総
額
六
百
九
十
九
万
七
百
四
十

三
万
円
で
ま
じ
十
五
万
一
千
八
百
七

十
円
を
繰
上
・
充
川
。

▲
同
乾
側
地
区
歳
出
総
額
二
百

四
十
一
万
五
千
二
百
三
十
七
円
、

歳
入
總
額
一
百
二
十
九
万
三
千
五

百
五
十
五
円
ま
で
十
二
万
一
千
六
百

八
十
二
円
を
繰
上
充
用
。

A
同
小
山
地
区
歳
出
總
額
二
百

七
十
七
万
八
千
八
百
三
十
三
円
、

歳
入
総
額
二
百
三
十
八
万
一
千
六

百
四
十
四
円
で
三
十
九
万
七
千
一

二
億
三
千
四
百
四
十
万
八
千
八
百
五
十
四
円

百
八
十
九
円
を
繰
上
充
用
。

▲
同
上
庄
地
区
歳
出
總
額
一
千

四
十
七
万
六
千
五
百
六
十
九
円
。

歳
入
總
額
九
百
五
十
九
万
五
千
三

百
三
十
五
円
で
、
八
十
八
万
一
千

二
百
三
十
四
円
心
繰
上
充
川
。

A
同
五
箇
地
区
歳
出
總
額
一
百

九
十
二
万
八
千
一
百
五
十
九
円
、

歳
人
總
額
一
百
八
十
四
万
四
千
六

百
四
十
九
円
で
八
万
三
千
五
百
十

円
を
繰
上
充
用
。

▲
同
阪
谷
地
区
歳
出
總
額
四
百

八
十
七
万
三
十
円
、
歳
入
總
額
四

百
六
十
八
万
九
千
八
百
五
十
六
円

十
八
万
一
百
七
十
四
円
を
繰
上
充

用
。

A
同
富
田
地
区
歳
出
總
額
六
百

五
十
六
万
四
千
三
百
七
十
円
、
没

入
總
額
六
百
八
万
九
千
二
百
七
十

五
円
、
四
十
七
万
五
千
九
十
五
円

を
繰
上
充
用
。

▲
富
田
診
療
所
歳
出
総
額
一
百

七
十
九
万
五
千
五
百
五
十
二
円
、

歳
入
総
額
一
百
九
十
二
万
四
千
一

百
十
八
円
、
十
二
万
八
千
五
百
六

十
六
円
を
繰
越
す
。

昭和ろO年度決算目次

歳入 歳出

欲 科目 決算額 比率i欲 科目 決算額 比率

1 市税 121，ろ62，80510ろ 1 頷会費 ろ，ろ10，ろ49100

2 地方交付税 ろ0，17ろ，00086 2 市役所費 42，601，78ろ9ろ

ろ 公緊企業及財産収入 1，457，816 42 ろ 瞥ぶ消防費 1ろ，110，26297

4 使ぶ訓手数料 2，278，510 116 4 土木覧 25，114．671 61

5 国庫支出金 24，64ろ，41071 5 教育費 54，540，980 71

6 県支出金 7，748，927 60 6 社会及§慟施設費 28，208，797 ％

7 寄付金 6，927，400 47 7 保険衛生費 11，826，005 60

8 繰越金 29，008 O・ろ 8 産業経済費 ろ4，297，987 64

9 雑収入 12，944，166 77 9 財産費 2，214，061 99

10 市債 ろ0，900，000 45 10 統計費 821，024 7ろ

11 選挙質 ろろ4，760 28

12 公債費 10，860，42ろ100

1ろ 諸支出金 7，16Z，752 91

14 予傭資 －

歳入合計 238，465，04278 歳出合計 234，408，85476

風
見
鶏

三
月
と
い

う
の
に
こ

ん
な
に
雪

が
残
っ
て
じ
る
こ
と
は
近
年
に
な

く
珍
ら
し
い
。
し
か
し
大
自
然
は

正
直
な
も
い
で
。
よ
く
気
を
つ
け

る
と
太
陽
の
光
り
に
も
風
の
さ
さ

や
き
に
も
「
春
の
姿
」
が
み
え
て

い
る
▲
春
は
歌
う
季
節
で
あ
る

ら
し
く
昔
か
ら
多
く
の
詩
人
た
ち

が
春
を
た
た
え
て
い
る
。
私
た
ち

が
誰
で
も
知
っ
て
い
る
文
部
省
唱

歌
に
「
顎
の
小
川
は
さ
ら
さ
ら
流

る
」
（
今
は
″
ざ
ら
さ
ら
い
く
よ

ご
と
い
う
の
が
あ
る
。
春
の
姿

を
も
っ
と
も
6
じ
ら
れ
る
の
は
川

の
水
で
、
こ
の
歌
は
季
節
の
感
覚

を
み
ご
と
に
も
り
こ
ん
で
い
る

＆
と
こ
ろ
が
こ
の
ご
ろ
市
街
地
で

困
っ
た
こ
と
が
お
こ
っ
て
い
る
。

と
い
う
の
は
小
川
が
さ
ら
さ
ら
流

れ
て
い
な
い
風
景
を
た
び
た
び
ふ

か
け
る
の
で
お
る
。
台
所
の
ゴ
ミ

や
、
商
店
の
荷
作
り
材
料
な
ど
が

川
を
セ
キ
と
め
て
、
真
黒
に
よ
ど

ん
。
だ
水
が
川
の
曲
り
角
に
も
り
あ

か
つ
て
、
そ
れ
か
ら
し
も
へ
は
申

し
わ
け
ほ
ど
の
流
れ
方
を
し
て
い

る
の
に
ょ
く
出
合
う
。
過
日
市
内

の
火
災
の
時
に
亀
、
あ
る
川
は
水

が
な
く
使
用
不
能
で
あ
っ
た
と
聞

く
。
こ
れ
で
は
い
く
ら
精
鋭
な
消

防
署
で
も
手
も
足
も
出
せ
な
い

▲
こ
れ
か
ら
は
冬
の
間
に
た
ま
っ

た
ゴ
ミ
を
い
っ
せ
い
に
川
へ
投
げ

こ
む
季
節
で
あ
る
。
小
フ
ナ
や
メ

ダ
カ
や
I
ビ
の
か
わ
り
に
、
大
根

の
シ
ッ
ポ
や
割
れ
た
下
駄
が
泳
ぐ

の
は
あ
ま
り
感
心
で
き
な
い
光
景

だ
。
ぜ
ひ
と
も
気
を
つ
け
た
い
。



※
国
保
に
そ
な
え
明
る
い
生
活

※
健
康
な
町
に
国
保
の
う
し
ろ
だ
て

渕
¨

‘
゛
゛
心
倒
の
ご
作
蔭
莽
見

（
終
）

忘
ら
れ

　

て
い
る

季
節
と
色
の
感
覚

飾
窓
が
必
ず

し
も
必
要
で

は
な
い
業
種
も
あ
る
。
店
舗
で
あ
る

シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
を
作
る
と
い
う

こ
と
は
因
習
的
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
自

己
の
業
態
に
適
し
た
特
長
の
あ
る
店

を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
他
店
の
同
業

を
そ
の
心
こ
こ
’
れ
た
り
、
無
批
判
に

取
り
入
れ
る
こ
と
は
愚
で
あ
る
。
小

売
商
店
出
性
格
と
し
て
は
、
あ
く
ま

で
祠
性
の
あ
る
店
舗
で
な
け
れ
ば
客

の
注
目
を
引
か
な
い
。

　

食
料
品
、
日
用
品
を
取
扱
う
店
で

は
豊
富
感
の
あ
る
展
示
が
で
き
る
設

備
、
流
行
品
の
店
は
店
自
体
が
商
品

の
容
器
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
時
代

性
の
あ
る
新
し
い
構
成
を
持
た
な
け

れ
ば
予
期
し
た
売
上
げ
を
期
待
で
き

な
い
。
特
に
流
行
品
、
衣
料
品
店
と

し
て
は
そ
の
感
が
深
い
。
た
と
え
ば

セ
ー
タ
ー
類
の
ス
タ
ン
ド
陳
列
を
し

て
い
る
店
は
僅
か
一
店
で
あ
る
。
人

体
に
着
る
衣
料
は
そ
の
体
に
合
わ
せ

て
商
品
デ
ザ
イ
ン
が
で
き
て
い
る
の

に
、
扁
平
し
て
吊
下
げ
る
展
示
方
法

は
不
適
当
で
あ
る
。
そ
の
商
品
を
展

示
す
る
た
め
に
は
、
商
品
の
使
用
時

の
性
能
を
表
現
す
る
こ
と
が
最
も
巧

み
な
展
示
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
各
業
種
と
も
陳
列
器
、
た
と
え
ば

ネ
ク
タ
イ
ス
タ
ン
ド
、
セ
ー
タ
ー
類

の
ス
タ
ン
ド
人
形
、
胸
像
、
足
型
な

ど
商
品
陳
列
器
輿
を
ち
っ
と
多
く
使

へ
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
器
具
に

よ
っ
て
売
上
げ
の
伸
び
た
例
は
実
に

多
い
。
し
か
し
ス
タ
ン
ド
類
は
、
既

製
の
高
価
な
も
の
で
な
く
て
も
、
鉄

筋
で
、
客
易
に
カ
ジ
屋
で
作
ら
す
こ

と
が
で
き
る
。

商
品
バ
ッ
ク
に
し
て
も
白
色
で
は

知
恵
が
な
い
。
胴
京
袋
、
壁
紙
、

紙
布
、
吸
音
テ
ッ
ク
ス
、
ホ
七
ト

ー
ン
、
ハ
ー
ド
ボ
ー
ド
な
ど
材
料

は
多
い
。
ま
た
季
節
感
、
商
品
の

和
洋
式
感
な
ど
、
く
ふ
う
で
容
易

に
表
現
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
今

後
の
研
究
と
努
力
を
期
待
し
た
い

危
険
な
安
直
感

　

大
野
市
の
商
店
は
、
す
べ
て
売
る

こ
と
を
急
ぐ
余
り
、
そ
の
前
提
と
な

る
べ
き
商
品
展
示
設
備
に
最
も
欠
け

て
い
る
。
も
っ
と
商
品
を
十
分
客
に

見
せ
、
そ
の
商
品
の
価
値
を
表
現
強

調
す
べ
く
く
ふ
う
を
こ
ら
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
現
状
よ
り
売
上
高
を
伸
ば

す
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。
狭
い

土
地
の
こ
と
故
顔
見
知
り
の
客
が
多

い
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
故

に
こ
そ
、
も
っ
と
自
由
に
商
品
を
見

せ
る
場
所
を
作
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
青
年
お
よ
び

将
来
の
客
と
な
る
べ
き
年
齢
層
の
人

た
ち
を
考
え
る
と
き
、
現
在
の
老
舗

の
上
に
、
ま
た
は
現
在
の
固
定
客
を

も
っ
て
あ
ぐ
ら
を
か
く
安
定
感
は
危

険
と
な
る
こ
と
を
考
え
今
日
よ
り
こ

の
対
策
の
改
善
を
な
す
べ
き
で
あ
る

国
保
の
掛
金
は
こ
う
し
て

″
大
野
地
域
国
民
健
康
保
険
の
再
開
″

大
野
地
域
の
国
保
再
開
に
つ
い
て
は

着
々
そ
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る

が
、
国
保
の
か
け
金
は
次
の
方
法
で

徴
収
ず
る
こ
と
に
御
協
力
を
願
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

一
国
保
嘱
託
員
を
設
置
す
る

1
各
区
に
お
お
む
ね
五
大
戸
を
単

位
と
し
た
保
険
区
を
設
け
、
一
保
険

区
に
一
名
の
保
険
嘱
託
員
を
設
置
す

る
。

2
保
険
嘱
託
員
は
各
区
長
の
意
見

を
尊
重
1
て
市
長
が
委
嘱
す
る
。

3
嘱
託
員
は
そ
の
保
険
区
内
の
国

保
か
け
金
の
と
り
ま
と
め
、
被
保
険

者
の
異
動
調
査
等
非
常
に
大
事
な
仕

事
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二
国
保
納
税
貯
蓄
組
合
を
設

　

け
る

1
一
保
険
区
を
単
位
と
し
て
岡
保

納
税
貯
蓄
組
合
を
設
立
す
る
。

2
貯
蓄
組
合
は
そ
の
保
険
区
内
の

国
保
の
納
税
資
金
の
貯
蓄
あ
っ
せ
ん

や
、
か
け
金
の
と
り
ま
と
め
納
付
を

行
う
。

3
貯
蓄
組
合
の
事
務
は
建
前
と
し

て
保
険
嘱
託
員
が
行
う
。

4
国
保
は
特
別
会
計
で
経
理
し
、

完
全
な
徴
収
と
医
療
費
の
迅
速
な
支

払
計
画
を
た
て
る
必
要
上
、
納
税
貯

蓄
預
金
の
取
扱
金
融
機
関
を
一
定
す

る
。

5
貯
蓄
組
合
に
は
市
の
「
納
税
貯

蓄
組
合
奨
励
に
回
す
る
粂
例
」
に
準

じ
て
奨
励
金
を
交
付
す
る
。

盛

；．・
笏

⑩人口増加

解
決
の

　

カ
ギ
は

越
美
線
開
通
と
電
源
開
発

市
の
目
然
増
加

人
口
を
調
べ
て

見
る
と
、
昭
和

二
十
四
年
か
ら

昨
年
の
十
二
月

末
日
ま
で
に
五

千
三
十
九
人
の

増
加
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ

富
田
地
区
の
入
口
に
匹
敵
す
る
が
、

国
勢
調
査
人
口
を
見
る
と
昭
和
二
十

五
年
十
月
一
日
現
在
で
は
四
万
四
千

八
百
九
十
四
人
、
昭
和
三
十
年
十
月

一
日
現
在
で
は
四
万
四
千
一
百
八
十

五
人
と
な
っ
て
お
り
、
七
百
九
人
の

減
少
で
あ
る
。

　

日
木
の
人
口
は
三
十
秒
に
一
人
ず

つ
増
え
て
い
く
と
い
わ
れ
て
い
る
が

大
野
市
で
は
一
日
に
一
人
ず
つ
増
え

て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
‘

よ
う
に
全
国
的
に
増
え
る
人
口
は
商

工
業
大
都
市
へ
と
集
中
し
て
行
く
と

見
ら
れ
る
こ
れ
は
さ
き
の
国
勢
調
査

か
ら
見
て
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　

い
ま
市
は
全
力
を
示
げ
て
越
美
線

の
早
期
開
通
と
六
十
数
億
を
要
す
る

と
い
わ
れ
る
電
源
開
発
の
誘
致
に
奔

走
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
完
成
す

れ
ば
発
心
1
た
交
通
陶
一
関
と
、
豊
富

な
電
力
と
に
よ
つ
て
地
下
の
宝
庫
、

山
林
資
源
、
ま
た
は
農
産
物
な
ど
の

開
発
削
産
が
必
ら
ず
約
束
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
こ
れ
ら
を
基
に
し
て
の
第
二

次
産
業
の
発
展
が
表
日
本
と
裏
日
本

を
結
ぶ
重
要
地
に
な
り
、
ひ
い
て
は

出
て
行
く
人
口
を
食
い
と
め
、
更
に

は
他
地
方
か
ら
の
人
口
を
も
吸
引
し

て
一
大
工
業
都
市
と
し
て
の
発
展
の

チ
ャ
ン
ス
と
も
な
る
。
言
う
な
れ
ば

「
夢
」
の
実
現
は
決
し
て
夢
に
あ
ら
ず

で
あ
る
。

グ
ラ
フ
は
昭
和
二
十
四
年
か
ら
同

三
十
一
年
ま
で
の
自
然
松
加
を
示

す
。

5，039人の自然増加

農事ノモ

こ
と
し
は
「
宛
ヽ
」
の

う
ち
に
黒
い
土
の

面
を
見
せ
た
が
二

月
中
旬
か
ら
の
雪

で
再
び
北
国
ら
し

い
風
景
と
な
つ
て

し
宦
つ
た
。

〔
作
物
〕
根
雪
日
数
が
意
外
に
長
く

な
る
の
で
、
土
ま
き
な
ど
で
雪
消
し

の
促
進
を
計
る
一
方
、
溝
さ
ら
え
な

ど
排
水
を
よ
く
す
る
こ
と
に
努
め
、

作
物
の
健
康
回
復
の
手
助
け
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
が
出
た
ら
さ

っ
そ
く
中
耕
を
行
い
即
効
性
の
肥
料

を
追
肥
す
る
。
春
の
追
肥
は
大
麦
は

彼
岸
ま
で
、
小
麦
は
月
末
ま
で
に
終

る
よ
う
に
す
る
。
保
温
折
衷
苗
代
の

く
ん
炭
の
製
造
も
務
め
て
行
な
う
。

　

〔
そ
菜
〕
か
ぼ
ち
や
、
な
す
、
ト
マ

ト
な
ど
の
早
熟
果
菜
は
こ
の
月
の
初

旬
に
種
ま
き
を
す
る
。
ひ
ゆ
I
勺
り
、

す
い
か
、
ま
く
わ
う
り
ふ
当
人
の
技

術
、
準
備
し
た
資
材
な
ど
を
考
え
て

適
当
な
時
期
に
ハ
醒
す
る
。
ば
れ
い

し
よ
の
催
芽
員
ね
ぎ
、
ご
ぼ
う
、
春

菜
な
ど
の
腫
亨
ざ
も
な
る
べ
く
早
く

行
う
。

　

〔
乳
、
和
牛
〕
春
先
に
分
べ
ん
す
る

牛
は
往
々
分
べ
ん
一
剛
後
に
腰
抜
け
に

な
っ
た
り
難
産
し
た
り
、
不
姫
に
な

っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
原

因
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
管
理
が
当

を
得
な
い
場
合
が
多
い
か
ら
日
光
浴

や
軽
い
運
動
お
よ
び
手
入
が
特
に
大

切
で
あ
る
。
室
た
ジ
ー
プ
ー
ヽ
－
が
繁
殖
し

て
栄
養
を
悪
く
す
る
こ
と
が
多
い
か

ら
手
入
れ
と
同
時
に
シ
ラ
、
l
の
寄
生

を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
つ
め
の
の

び
た
も
の
は
さ
く
て
い
し
て
、
ひ
ず

め
の
保
護
を
ず
る
こ
と
も
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。

　

〔
に
わ
と
り
〕
ふ
化
育
す
う
の
好
期

に
な
る
か
ら
、
良
質
の
動
物
質
や
青

菜
司
を
与
え
て
ほ
し
い
。
ま
た
鶏
舎

は
清
掃
や
日
光
消
毒
を
行
い
、
病
虫

害
の
伝
染
を
そ
止
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。



奨
励
品
種
を
統
一

　
　

軟
か
い
米
の
汚
名
を
一
掃
へ

大
野
米
は
軟
質
米
と
し
て
汚
名
を
き
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ

を
改
善
し
て
質
の
よ
い
硬
質
米
に
か
え
こ
の
汚
名
や
返
上
し
よ

う
と
、
二
月
十
五
日
午
後
一
時
か
ら
産
米
改
良
協
議
会
を
開
き

種
々
検
討
し
た
結
果
、
次
の
と
お
り
産
米
改
良
や
励
行
す
る
こ

と
に
決
め
た
。

産米改良

臨議会

奨
働
品
種
ぐ
次
の

と
お
り
統
T
ず
る

　

（
早
稲
）
△
農
林

　

一
号
△
ホ
ウ
ネ

ン
ワ
セ
△
メ
グ
ミ
ワ
セ
△
新
六

（
中
稲
）
△
北
陸
十
四
号
△
農
林

三
十
号
（
晩
稲
）
△
ヤ
マ
ユ
ガ
ネ

△
山
陰
十
七
号
△
フ
ク
ミ
ノ
リ

△
ユ
ガ
ネ
ナ
ミ
△
晨
林
二
十
三
号

△
大
正
七
ナ
△
ゝ
レ
ー
ゾ
キ
。
七
チ

　

採
種
圃
の
八
営
々
効
果
的
に
す
る

　

た
め
に
次
の
こ
ヽ
こ
を
励
行
す
る

△
採
種
圃
に
は
標
礼
を
立
て
る
△

採
種
圃
の
種
子
ご
父
拘
す
る
場
合
は

七
ミ
ー
升
、
重
量
二
百
六
十
匁
八
モ

チ
の
場
合
は
二
百
五
十
五
匁
）
一
に
上

の
も
の
を
二
割
増
し
と
ナ
る
。
△
卵

モ
こ
父
換
の
品
種
は
相
手
方
の
希
望

す
る
品
種
と
す
る
。

　

そ
の
他
米
の
俵
装
臼
繩
に
八
月
上

　

旬
ま
で
に
各
農
協
へ
予
約
巾
込
み

　

す
る
こ
と
。

火
災
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え

無
火
災
で
過
ご
そ
う

雪
ど
け
と
と
も
に
火
災
シ
ー
ズ
ン
に

は
い
る
の
で
こ
と
し
も
全
国
的
に
1

季
火
災
予
防
運
動
が
行
わ
れ
ま
す
が

当
市
消
防
大
部
で
は
二
月
二
十
八
日

か
ら
三
月
六
日
£
で
は
車
両
火
災
予

防
、
七
日
か
ら
十
三
日
ま
で
は
一
般

火
災
予
防
期
間
に
定
め
次
の
よ
う
な

運
硝
が
行
わ
れ
ま
す
。

車
両
火
災
予
防
起
動
で
は
、
最
近
車

両
火
災
が
肋
加
し
て
人
命
の
危
故
が

と
も
な
う
の
で
、
こ
の
防
止
策
と
し

て
車
両
闘
係
業
者
や
。
乗
客
に
対
し

て
予
防
思
想
を
1
及
し
、
な
お
車
内

禁
煙
の
徹
底
、
危
険
物
持
込
の
防
止

車
両
関
係
業
者
の
関
係
法
の
遵
守
徹

底
を
図
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　

一
般
火
災
予
防
辿
動
で
は
一
般
の

　

防
火
啓
も
う
を
図
る
た
め
に
印
刷

　

物
な
ど
を
配
布
し
て
啓
も
ら
宣
伝

　

や
学
校
、
工
場
な
ど
の
自
衛
消
防

　

隊
と
合
同
訓
練
を
行
う
。
な
お
予

　

防
査
察
、
防
火
協
力
会
の
育
成
、

　

少
年
消
防
ク
ラ
ア
の
育
成
、
市
街

　

地
の
防
火
懇
談
会
、
林
野
の
火
災

　

予
防
な
ど
の
啓
も
弓
に
あ
た
る
こ

　

と
こ
￥
’
り
ま
し
馳
。

住
宅
資
金
の
貸
付

申
込
は
十
五
日
ま
で

昭
和
三
十
一
年
度
第
四
回
住
宅
増
築

資
金
の
貸
付
申
込
は
三
月
十
五
日
ま

で
受
付
い
た
し
玄
す
か
ら
、
希
望
者

は
す
ぐ
福
井
銀
行
へ
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

1
・
’

瀬
ら
’

△食パンの

切れはしで

食
パ
ン
の
は
し
の
か
た
い
と
こ
ろ

は
消
し
ご
ム
の
代
り
に
な
り
ま
す

が
、
冬
の
背
広
の
袖
口
や
衿
の
よ

ご
れ
な
ど
て
い
ね
い
に
こ
す
る
と

気
持
よ
く
と
れ
ま
す
。

△
ご
飯
を
た
く
コ
ッ
ご
飯
を
た

い
て
か
ら
水
加
喊
の
多
い
の
に
気

が
っ
い
た
時
は
、
ふ
き
上
っ
て
来

た
時
、
釜
よ
り
少
し
大
き
め
の
ス

リ
バ
チ
を
釜
の
ふ
た
代
り
に
伏
せ

て
お
く
と
、
ス
リ
バ
チ
の
す
じ
を

つ
た
わ
っ
て
水
が
流
れ
出
ま
す
。

こ
ろ
あ
い
を
見
は
か
ら
っ
て
ふ
た

を
と
り
か
え
ま
す
と
ち
よ
う
ど
よ

い
ご
飯
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。

みんなの宝、郷土の

　

文化財を守ろう

文
化
財
の
保
護
は

法
律
で
き
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
大
野

市
に
も
す
で
に
文

化
財
保
護
委
員
会

の
誕
生
を
見
、
こ

の
研
究
と
保
護
に

つ
い
て
懸
命
に
検

別
し
て
い
ま
す
。

次
に
文
化
財
と
し

て
あ
げ
ら
れ
て
い

る
も
の
を
例
記
し
ま
す
と
。

一
、
建
造
物
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸

品
、
書
跡
、
典
籍
、
古
文
書
、
民
俗

資
料
そ
の
他
有
形
の
文
化
的
所
産
で

市
に
と
っ
て
歴
史
上
、
芸
術
上
価
値

あ
る
も
の
お
よ
び
考
古
資
料
（
有
形

文
化
財
）

二
、
市
に
と
っ
て
、
価
値
あ
る
史
跡

お
よ
び
天
然
記
念
物
（
史
跡
名
勝
天

然
記
念
物
）

三
、
演
劇
、
音
楽
、
工
芸
技
術
そ
の

他
無
形
の
文
化
的
所
産
で
市
に
と
っ

て
歴
史
上
、
ま
た
は
芸
術
上
価
値
の

高
い
も
の
（
無
形
文
化
財
）

今
ま
で
こ
れ
ら
の
文
化
財
が
相
当
多

く
ち
ら
ば
っ
た
り
、
失
わ
れ
た
り
し

て
お
り
玄
す
が
、
ま
た
と
得
難
い
も

の
で
極
め
て
遺
憾
で
あ
り
ま
す
。
な

お
今
後
も
そ
の
う
れ
い
が
十
分
あ
り

ま
す
の
で
、
先
に
あ
げ
た
も
の
で
貴

重
と
思
わ
れ
る
も
の
は
ど
う
ぞ
市
教

育
委
員
会
内
文
化
財
保
護
委
員
会
へ

お
知
ら
せ
T
さ
る
と
と
も
に
、
大
切

に
保
存
さ
れ
玄
す
よ
う
に
と
く
に
お

願
い
い
た
し
玄
す
。

　

な
お
古
墳
な
ど
も
缶
一
断
で
発
掘
す

　

る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ

　

て
い
ま
す
か
ら
十
分
御
注
意
下
さ

　

い
。

海
鶏
r
瓶
辨
7
、
⑥

暮
し
の
中
に
う
ろ
お
い
を

　
　
　

明
る
い
上
庄
公
民
館
の
婦
人
学
級

　

雪
の
深
い
奥
越
も
よ
う
や
く
春
め

い
て
日
射
1
も
ほ
の
ぼ
の
と
柔
ら
い

で
八
ま
し
た
。
こ
こ
上
庄
公
民
館
を

訪
れ
る
と
昌
さ
が
り
の
日
射
ト
は
窓

越
し
に
柔
ら
か
く
、
ち
よ
う
ど
婦
人

学
級
の
生
徒
た
ち
は
｛
と
い
っ
て
も

主
如
た
ち
が
｝
明
る
い
㈲
持
ち
で
生

花
の
講
議
に
聞
き
い
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
し
た
。

　

杜
会
教
育
の
お
こ
り
は
徳
川
時
代

あ
る
い
は
そ
れ
9
前
か
ら
と
い
わ
れ

長
い
歴
史
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
間

い
ろ
い
ろ
曲
折
し
て
今
日
に
至
っ
た

が
、
戦
前
の
社
会
教
育
と
戦
後
の
社

会
教
育
の
方
法
と
に
は
お
の
ず
か
ら

歴
然
と
し
た
変
化
が
あ
り
ま
す
。
新

憲
法
公
布
後
は
民
主
主
義
的
社
会
教

育
と
い
わ
れ
、
各
地
で
盛
ん
に
行
ま
わ

れ
る
よ
ら
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

民
主
的
な
人
間
を
育
て
て
平
和
に
し

て
一
人
々
々
が
生
き
が
い
の
あ
る
社

会
を
建
設
す
る
こ
と
に
あ
る
と
定
義

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

農
山
村
で
は
1
繁
期
に
は
、
と
て

も
社
会
教
育
な
ど
は
思
い
も
よ
ら
な

い
こ
と
で
あ
る
が
、
植
付
の
終
っ
た

七
～
八
月
と
、
取
り
入
れ
の
済
ん
だ

十
二
月
か
ら
翌
年
の
三
月
頃
ま
で
は

市
内
の
各
公
民
館
と
も
各
種
の
講
座

を
設
け
て
、
時
代
の
落
し
子
と
な
ら

な
い
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

　

上
庄
公
民
館
の
運
営
委
は
会
で
は

隔
月
に
委
員
会
ヤ
開
い
て
、
次
回
の

教
育
活
動
の
計
画
や
過
ぎ
た
講
習
会

な
ど
を
ぽ
舗
し
険
討
し
て
そ
の
実
を

挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
各
学
級
と

も
受
講
者
が
多
い
が
、
と
く
に
婦
人

学
級
で
は
出
席
者
が
多
く
、
七
、
八

十
人
は
下
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す

食
生
活
の
改
善
、
洋
和
裁
か
ら
家
庭

衛
生
や
産
制
、
花
や
茶
な
ど
に
豊
か

な
熱
情
を
か
た
む
け
み
ん
な
が
I
出
し

懸
命
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
努

力
は
や
が
て
私
生
活
に
潤
い
を
も
た

ら
し
、
明
る
い
大
野
市
の
建
設
に
ピ

ッ
チ
が
挙
が
る
こ
と
に
も
な
り
、
た

の
も
L
い
か
ぎ
り
で
あ
り
ま
す
。

（写真は熱心に生花の講習）

固定資産台帖
従
覧
、
審
査
請
求
は

三
月
二
十
日
ま
で

昭
和
三
十
二
年
度
分
固
定
資

産
（
土
地
家
屋
、
償
却
資
産

）
の
評
価
額
を
登
録
し
た
課

税
台
帖
を
次
の
と
お
り
関
係

者
の
従
覧
に
供
し
玄
す
か
ら

期
間
中
に
御
覧
く
だ
さ
い
。

▼
期
間
三
月
一
日
か
ら
三
月
二
十

　

日
ま
で

▼
場
所
市
役
所
税
務
課

▼
固
定
資
産
の
審
査
請
求
は
三
月
三

　

十
日
ま
で
、
税
務
課
内
固
定
資
産

　

評
価
審
査
委
員
会
あ
て
に

　
　

1
1
1

　

水
稲
調
査
表
提
出
を
お
早
く

水
稲
生
育
調
査
お
よ
び
収
量
調
査
表

は
三
月
十
日
ま
で
に
市
役
所
農
務
課

ま
た
は
出
張
所
ま
で
提
出
し
て
下
さ

い
。



春
月
の
行
歌

上
旬
△
第
十
九
回
定
例
市
読
会

　

△
田
民
健
脱
保
険
婦
人
研
究
会

　

△
公
民
館
長
会
議

一
日
こ
ご
△
松
丸
分
場
ジ
フ
テ

　

リ
ア
検
診

二
日
（
土
）
△
富
田
校
ジ
フ
テ
ジ

　

ア
検
診

干
上
二
日
△
新
生
活
運
動
に
っ
い

　

て
＝
‥
木
木
分
教
場

四
日
（
月
）
△
下
庄
校
種
痘
△

　

同
校
桧
診

五
日
い
火
）
△
上
庄
校
種
痘

六
日
（
水
）
△
上
庄
校
腫
痘
△

　

同
校
検
診

七
日
（
木
）
△
小
山
校
、
乾
側
校

　

種
痘

八
日
（
金
）
△
国
際
婦
人
日

中
旬
△
文
化
財
保
護
委
員
会

　

△
社
会
数
育
委
員
会
（
総
合
付
会

教
育
評
価
に
つ
い
て
）
△
小
山
公

民
館
活
動
発
表
大
会
△
市
新
生

活
運
動
推
進
協
議
会
△
第
四
回

国
民
健
康
保
険
再
開
促
進
委
員
会

十
一
日
（
月
）
Λ
下
庄
校
検
診

十
二
日
（
火
）
△
上
庄
校
検
診

士
二
日
（
水
）
△
上
庄
校
検
診

十
四
日
（
木
）
△
小
山
校
、
乾
側
校

　

検
診

十
九
日
（
火
）
△
戸
籍
事
務
研
究
打

　

合
会

下
旬
△
市
体
育
協
議
会
総
会

〔
郷
土
い
ろ
は
か
る
た
〕

を
ん
な
ら
地
蔵
と
キ
リ
シ
タ
ン

大矢戸山の行人岩には女等地蔵（をんならじ

ぞう）か刻まれている。郷土史家は、これは

中野や木本にあるキリシタン燈龍と同じで、

江戸時代禁じられていたキリスト教の信者た

ちが、キジフヽトやマジ々の像を、墓石や燈龍

に仏教に玄ぎらわせて刻み、ひそかに信仰し

ていた澄物であろうという。

国民健康保険

のかけ金は
④

Ｃ
子
旧
大
野
町
を
除
い
た
七
地

叔
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
は
ど

う
し
て
い
ま
す
か
。

答
ど
の
地
域
も
地
方
税
法
第
七
百

三
条
の
二
（
目
的
税
で
あ
る
国
民
健

康
保
険
税
）
に
よ
り
被
保
険
者
の
所

得
割
、
資
産
割
、
人
数
割
、
世
帯
平

等
割
の
四
つ
を
一
定
の
割
合
（
例
え

ば
所
得
割
三
〇
％
、
資
産
割
二
〇
％

人
数
割
三
〇
％
、
世
帯
平
等
割
二
〇

％
）
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
て
い
ま
す

所
得
割
と
資
産
割
は
納
め
る
能
力
、

ん
、
数
割
と
世
帯
平
等
割
は
保
険
で
う

け
る
利
益
を
考
え
て
賦
課
す
る
の
で

あ
り
、
こ
れ
が
目
的
税
の
特
徴
で
す

　

C
子
所
得
割
と
資
産
割
を
も
う

　

少
し
く
わ
し
く
言
つ
て
下
さ
い
。

答
所
得
割
額
は
市
民
税
を
き
め
る

と
き
の
課
税
総
所
得
金
額
、
資
産
割

額
は
今
年
納
め
る
土
地
と
家
屋
の
固

定
資
産
税
額
を
基
に
し
て
算
定
さ
れ

ま
す
。
そ
う
し
て
、
こ
の
割
合
は
現

在
、
各
地
祓
と
も
ま
ち
ま
ち
で
す
が

今
春
か
ら
統
一
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

器探知齢！ら啖

〈
大
野
神
明
神
社
の
宝
物
V

お
お
ぎ
ま
ち
天
皇
の
御
り
ん
旨

大
野
の
神
明
神
社
は
昔
は
ま
だ
く

広
い
境
内
で
あ
っ
た
が
、
明
治
の
初

め
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
で
現
在
の
よ
う

に
狭
く
な
っ
た
。
慶
長
二
年
六
月
十

二
日
の
領
主
織
田
宰
相
秀

雄
の
寄
進
状
を
見
る
と
、

「
東
は
堀
を
限
り
、
南
は

小
高
み
を
限
り
、
北
と
西

は
道
を
限
り
」
と
あ
り
、

約
千
五
百
坪
も
あ
っ
た
。

　

当
社
は
朝
倉
時
代
庄
司

袋
（
清
滝
神
社
の
北
？
）

に
お
っ
た
が
慶
長
の
初
め
現
地
に
移

っ
た
。
そ
の
後
領
主
の
信
仰
こ
と
に

あ
っ
く
、
毎
年
正
月
玄
た
は
さ
ん
ざ

ん
交
代
の
終
っ
た
と
き
は
領
主
自
ら

当
社
に
参
拝
ま
た
は
報
古
に
も
ら
で

ら
れ
た
。
と
き
に
は
遊
興
な
ど
に
も

こ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
代
々
領
主
の
御
墨
付
な
ど
も
神
明

で
は
一
番
沢
山
残
っ
て
い
る
。
休
伝

右
衛
門
、
織
田
秀
雄
、
小
栗
美
作
、

松
平
直
基
、
松
平
成
政
な
ど
の
書
状

は
最
も
有
名
で
あ
る
。

　

殊
に
軍
宝
と
さ
れ
て
い
る
の
は
当

社
の
護
持
僧
岩
本
院
の
泉
蔵
坊
が
、

慶
長
八
年
九
月
大
和
大
峯
山
へ
大
修

行
参
入
の
節
と
く
に
宮
中
に
参
内
し

た
さ
い
仏
法
興
隆
激
励
の
た
め
賜
わ

っ
た
正
親
町
（
お
お
ぎ
ま
ち
）
天
皇

の
御
り
ん
旨
で
あ
る
。

沙
門
形
射
2
事
尤
以
神
妙
也
弥
可

致
仏
法
興
隆
之
状
如
件

　

慶
長
八
年
九
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　

左
小
弁
花
押

岩
本
院
権
大
僧
都
泉
蔵
御
坊

こ
の
り
ん
旨
を
納
め
て
あ
る
箱
は
菊

桐
御
紋
章
付
黒
塗
で
実
に
寸
派
な
も

の
で
あ
る
。

　

当
時
は
神
仏
混
こ
う
の
時
代
で
、

大
抵
の
神
社
は
山
伏
（
修
験
道
の
者
）

が
守
護
し
て
い
た
。
大
野
に
I
当
時

八
軒
の
山
伏
が
い
た
。
岩
本
院
は
神

明
吐
の
護
持
僧
辺
あ
る
と
と
も
に
こ

の
山
伏
八
軒
の
触
一
頭
（
フ
レ
ガ
ビ
フ
）

を
勤
め
て
い
た
。

（おおぎまち天皇の御りん旨）

声

税
金
な
ん
て
、
い

い
か
げ
ん
な
も
の

市
役
所
の
み
な
さ

ん
、
税
金
な
ん
か

い
い
か
げ
ん
な
も
の
で
す
ね
。
私
た

ち
の
二
倍
以
上
も
の
収
入
を
あ
げ
て

い
て
も
市
民
税
は
一
円
も
か
か
つ
て

い
な
い
の
か
、
A
さ
ん
へ
は
徴
税
令

1
が
き
た
の
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
る
日
、
東
1
で
B
さ
ん
も

い
っ
て
い
ま
し
た
。
A
さ
ん
は
某
会

社
に
務
め
て
家
族
手
当
を
含
む
二
万

余
円
の
月
給
を
貰
っ
て
お
り
、
奥
さ

ん
は
、
織
工
さ
ん
で
月
一
万
八
千
円

も
の
収
入
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
私
の

よ
I
・
r
・
な
も
の
で
も
年
に
四
回
も
市
税

を
納
め
て
い
ま
す
。
一
日
奄
早
く
正

直
者
が
馬
鹿
を
見
な
い
よ
う
に
安
心

し
て
気
持
よ
く
税
金
を
納
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
（
横
上
K
）

　

〔
答
〕
昭
和
三
十
年
八
月
、
税
法
の

改
正
に
よ
り
特
別
徴
収
制
度
が
で
き

給
与
所
得
者
の
市
民
税
は
、
昨
年
の

六
月
か
ら
今
年
の
三
月
ま
で
、
毎
月

十
分
の
一
の
額
を
こ
れ
か
ら
毎
年
給

料
の
支
払
日
に
天
引
さ
れ
、
そ
の
税

金
は
雇
主
（
特
別
徴
収
義
務
者
）
が

翌
月
の
十
日
ま
で
に
市
役
所
へ
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
t
た
。
こ
の
よ
う

な
関
係
か
ら
給
与
所
得
者
に
は
市
役

所
か
ら
市
民
税
の
徴
税
令
1
を
だ
さ

な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

母
子
家
庭
の
中

卒
児
童
を
激
励

父
親
の
な

い
母
子
家

庭
が
市
内

に
五
百
三
十
世
帯
あ
り
ま
す
。
こ
の

母
子
家
庭
か
ら
今
春
二
百
二
名
が
義

務
教
育
を
終
え
て
、
あ
る
者
は
社
会

に
、
あ
る
者
は
進
学
し
て
行
き
ま
す

そ
こ
で
こ
の
児
童
の
前
途
を
祝
福
し

激
励
す
る
た
め
市
役
所
や
社
会
福
祉

協
議
会
、
そ
れ
に
未
亡
人
連
合
会
ら

が
I
し
よ
に
な
つ
で
三
月
十
七
日
午

後
一
時
か
ら
大
野
公
民
館
で
激
励
会

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

間
伐
を
し
ま
L
よ
う

間
伐
は
現
在
あ
る
立

木
を
最
も
有
利
に
仕

立
て
る
た
め
に
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
方

法
で
す
。

▽
間
伐
は
短
期
間
に
多
く
の
優
良
な

木
材
を
収
か
く
ず
る
こ
と
が
で
き
る

▽
間
伐
は
適
期
を
逃
せ
ば
逃
す
ほ
ど

効
果
が
少
い
。

▽
間
伐
は
樹
木
の
優
劣
の
差
が
、
ひ

ど
く
な
ら
な
い
う
ち
に
行
う
の
が
よ

い
。

▽
間
伐
は
あ
く
ま
で
、
残
存
木
の
生

長
を
目
標
と
し
て
行
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

▽
間
伐
は
林
地
の
状
況
を
判
断
し
て

あ
ま
り
強
過
ぎ
て
は
よ
く
な
い
。

▽
間
伐
は
春
の
お
彼
岸
前
後
な
ら
、

間
伐
し
た
木
の
樹
皮
が
利
用
で
き
て

よ
い
。
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