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糊
度
会
計
決
算
を
承
認

　
　
　
松
之
山
小
屋
体
建
築
な
ど
請
願
三
件
を
採
決

町の議会

　
町
議
会
十
二
月
崇
例
会
け
莫
の
二
÷
n
牟
繭
＋
時
が
ら
町
恐
鳩
弔
閏
労
れ

ま
し
た
。

　
席
上
、
昭
和
四
＋
年
度
、
一
般
ム
計
、
旧
倶
A
計
の
輔
丁
．
第
質
費
以
が
じ
昭

和
三
十
九
年
度
会
計
決
算
身
審
議
、
原
案
ど
お
り
承
認
し
ま
し
た
。

　
ま
た
松
之
山
小
学
校
犀
伝
旗
篁
伊
推
ほ
か
竺
件
の
陣
惜
が
あ
h
靖
．
函
ぐ

採
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
定
例
議
会
に
お
け
る
主
な
審

議
事
項
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
め

り
ま
す
。

ω
昭
和
匹
十
年
度
一
般
会
計
お

　
よ
び
国
保
会
計
補
正
予
算
承

　
認
。

図
松
之
山
温
泉
使
用
条
例
の
一

　
部
改
正
お
よ
び
、
使
用
権
の

　
契
約
締
結
に
つ
い
て
別
、
項
の

　
と
お
り
．
承
認
c

③
津
南
清
掃
セ
ソ
タ
ー
一
部
事

　
務
組
合
の
設
立
に
つ
い
て
別

　
項
の
と
お
り
承
認
。

ω
昭
和
三
十
九
年
度
一
般
、
国

　
保
会
計
決
算
に
つ
い
て
別
項

　
の
と
お
り
承
認
。

　
ω
の
補
正
予
算
の
内
容
は
、

一
般
会
計
で
は
、
歳
入
に
地
方

交
付
税
の
増
額
を
見
込
み
，
歳

出
面
で
は
、
松
之
山
中
学
校
屋

体
建
築
に
百
四
十
八
万
円
、
農

地
災
害
復
旧
に
二
百
五
万
円
な

ど
総
額
五
百
二
十
六
万
円
の
追

年頭の挨拶

加
既
榮
磯
，
禦
付
一
獣
魏
癖
訓
藤

建
青
六
＋
吾
を
棄
ヒ
召
の
追
加
と
な
つ
て
い
ヰ

請
願
を
松
之
山
小
屋
体

採
決
　
　
　
　
給
食
婦
の
賃
金

　
二
十
日
の
定
例
議
会
．
で
採
決

さ
れ
た
請
願
事
項
は
つ
き
の
三

件
で
あ
り
ま
す
。

ω
松
之
山
小
学
校
の
屋
体
を
昭

　
和
四
十
一
年
の
八
月
ま
で
に

　
建
築
し
て
ほ
し
い
。

　
　
敷
地
は
裏
の
山
林
を
整
地

　
し
て
、
現
在
の
校
舎
と
㎜
本

　
に
併
列
す
る
よ
う
に
t
て
も

　
ら
い
た
い
。
こ
の
請
願
は
松

　
之
山
小
学
校
後
援
会
、
P
T

　
A
、
関
係
部
落
代
表
か
ら
、
提

　
出
さ
れ
、
滝
沢
正
二
、
樋
日

　
藤
夫
議
賛
か
ら
要
旨
説
明
が

　
あ
り
ま
し
た
o

ω
一
字
校
給
へ
獲
婦
の
賃
金
を
町
費

け
わ
し
い
峠
路

　
　
町
民
各
位
の

　
　
　
　
一
層
の
御
支
援
を

！

漣　
再
〆
5
薄
［
藍
睾
、
一

町
民
の
皆
さ
ん
新
年
お
め
で

と
う
、
こ
ざ
い
ま
す
o

　
昨
年
は
陶
政
一
7
1
般
に
つ
　
て

惜
し
み
な
い
御
協
力
御
支
援
を

賜
わ
り
ま
し
で
、
、
ま
こ
と
に
有

鍛
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
か
げ

様
で
地
す
べ
り
災
害
復
田
事
業

を
は
じ
め
、
そ
の
他
公
共
事
業

も
大
体
、
独
、
望
の
線
に
沿
つ
て
実

　
で
み
て
も
ら
い
た
い
。

　
こ
の
請
．
願
は
、
全
町
内
の
学
・

　
校
後
援
会
、
P
T
A
、
給
食

　
推
進
委
員
会
連
署
で
提
出
さ

　
れ
、
高
沢
奥
治
郎
議
員
か
ら

　
要
旨
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

③
教
職
員
給
与
費
等
の
国
庫
負

　
担
を
今
ま
で
ど
お
り
と
し
て

　
も
ら
い
た
い
o

　
こ
の
請
願
は
八
名
の
議
員
連

名
で
提
出
さ
れ
小
野
塚
吉
三
郎

副
議
長
か
ら
要
旨
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。
な
お
こ
の
事
は
非
常

に
．
電
要
な
問
題
で
も
あ
り
ま
す

の
弔
＼
同
日
の
議
会
で
は
別
項

の
意
見
書
を
決
議
し
て
内
閣
総

理
大
臣
ほ
か
、
関
係
』
↓
人
臣
に

提
出
す
る
こ
と
な
り
ま
し
た
。

現
し
つ
つ
あ
り
、
ま
こ
と
に
喜

び
に
纏
え
ま
せ
ん
o

　
し
か
し
災
害
の
痛
手
は
大
き

く
、
他
町
村
に
伍
し
て
足
な
み

を
そ
ろ
え
て
行
く
こ
と
は
容
易

で
あ
り
ま
せ
ん
。

　
新
し
い
年
を
迎
え
て
史
に
緊

こ
ん
一
番
の
決
意
の
も
と
に
、

が
ん
張
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
つ
て
お
り
ま
す
、
、

　
復
旧
事
業
（
道
路
、
耕
地
）

の
早
期
完
成
、
松
之
由
小
学
校

屋
体
の
整
備
、
水
道
施
設
、
清

掃
施
設
、
役
場
庁
舎
の
改
築
、

町
道
、
橋
り
、
よ
う
改
良
整
僻
等

や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
牙
業
の
文
・

教
職
員
給
与
費
等
国
庫
震
盤
難
撫
離
難
鴎

縫鮨

詮
嘉
絡
客
碧
暑
除
外
茎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
措
置
を
と
ら
れ
た
e
で
あ
り
ま
一

諸
学
校
の
教
職
員
給
与
費
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
が
、
山
間
へ
き
地
等
に
小
規

　
　
な
が
に
つ
い
て
ヤ
を
　
の

実
情
節
し
た
定
勢
も
と
に
嶺
校
、
疹
く
彗
舞
掌
、
b

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
に
ま
め
る
け
と
の
だ
　

そ
の
実
畜
額
璽
分
の
星
謹
を
必
要
と
す
る
本
部
・
本

国
豪
負
担
す
る
い
わ
宏
選
是
つ
い
て
、
単
に
県
財
政
を

員
実
額
負
担
制
の
堅
拍
に
つ
い
π
過
迫
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、

て
、
昭
和
一
。
子
九
年
士
万
の
頁
育
森
の
馨
向
上
を
享

県
議
会
議
誉
れ
た
内
容
を
一
享
困
讐
す
る
あ
で
誠
匹

支
持
し
、
た
び
た
び
要
岨
．
し
て
遺
憾
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
ー

き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
　
　
よ
つ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て

　
し
か
る
に
、
政
府
は
、
従
来
［
は
、
こ
れ
が
実
情
を
認
識
せ
ら

地
方
交
付
団
体
に
適
川
し
て
い
れ
従
来
通
り
、
各
地
方
公
共
団

た
「
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
体
の
実
情
に
即
し
た
教
職
員
給

第
二
条
但
書
の
規
定
に
某
づ
く
与
費
等
実
支
出
額
の
二
分
の
一

教
職
員
の
給
与
費
等
の
国
庫
負
を
国
庫
負
担
と
す
る
措
置
を
講

担
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
ず
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
も
の

」
を
改
正
し
、
こ
れ
を
地
方
交
で
あ
り
ま
す
。

付
税
の
交
付
団
体
に
も
適
用
す
　
　
以
上
の
通
り
地
方
自
治
法
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
驚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
濾
譲
、

灘
萎

癖
柳
灘
難
雛

ご
指
導
に
あ
ず
か
ら
ね
ば
期
し

得
な
い
所
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
た
め
に
は
物
心
両
、
勲
か
ら
．
の

｝
受
け
入
れ
態
勢
が
必
要
で
あ
り

『ま
た
要
求
さ
れ
る
所
で
あ
り
ま

す
Q
　
　
　
　
　
，

　
特
に
庁
含
改
築
に
つ
い
て
は

国
、
環
か
ら
の
補
助
、
助
成
の

措
羅
は
全
く
と
ら
れ
て
お
り
ま

せ
ん
。
　
一
部
起
債
の
外
は
町
費

で
ま
か
な
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん

　
従
い
ま
し
て
町
民
の
皆
さ
ん

か
レ
の
鱈
別
○
．
．
、
援
助
ご
協
力

、
－

　
　
か
ロ

　
　
育

糞
　
　
　
“

　
　
之

　
　
松

　
　
む

　
　
す

　
　
築

　
　
建

を
お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
つ
て
居
る
次
第
で
あ
り

ま
す
が
、
け
わ
し
い
峠
路
に
さ

し
か
か
つ
て
い
る
松
之
山
町
の

姿
で
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
峠
を
こ
す
た
め
，
に
ど
う
か

．
史
に
倍
し
た
積
極
的
な
町
民
の

皆
さ
ん
の
ご
協
力
、
ご
援
助
を

衷
心
よ
り
唯
・
ね
て
紅
．
願
い
申
し

上
け
ま
す
Q
・

　
終
り
に
町
篤
の
皆
さ
ん
の
ご

健
勝
と
、
無
災
害
0
年
で
あ
り
ま

．
す
よ
う
ひ
た
ず
ら
ご
祈
念
申
し

上
げ
ま
し
て
年
賦
の
ご
あ
い
さ

つ
と
い
た
し
ま
．
す
。

　
　
　
町
長
　
佐
藤
－
重
孝

九
九
条
第
二
項
の
疑
定
に
よ
り
新
潟
県
東
．
頸
城
郡
松
之
山
町
、
識

意
見
妻
措
し
享
．
　
下
聲
村
鐵
光

　
昭
和
四
十
年
十
二
月
二
十
日
一

　
松
之
山
中
体
育
舘
の
建
築
進
む

　
　
　
総
工
費
三
千
五
百
五
十
万
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
h
」
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
＼
．

　
地
す
べ
り
の
た
め
湯
山
地
内

に
移
転
し
た
松
之
山
中
学
校
衣

校
の
体
育
舘
が
新
年
一
月
未
完

工あ予

定
で
詩
負
者
猪
股
雑
賦

の
労
働
者
に
よ
つ
て
、
降
．
雪
中
・

急
ヒ
ツ
チ
に
建
築
工
事
が
す
エ

め
ら
れ
て
い
ま
す
＠

　
こ
の
体
育
舘
は
一
階
一
．
百
九

坪
が
四
教
室
と
な
つ
て
お
り
二

階
二
百
十
坪
が
ス
テ
ー
ジ
付
俸

育
舘
と
い
う
珍
ら
し
い
構
造
に

な
つ
て
い
ま
す
．
、

　
校
舎
か
・
り
は
渡
り
廊
下
で
二

階
の
体
育
舘
へ
通
じ
て
い
ま
す

　
総
工
事
費
は
三
千
五
百
五
十

万
円
で
こ
の
ほ
か
基
磯
づ
く
り

の
た
め
に
わ
打
．
工
百
プ
十
・
ノ
万

『
円
を
要
し
で
、
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
費
用
に
対
し
て
国

か
ら
の
補
助
金
と
し
て
千
四
百

荒
十
五
万
円
及
び
起
債
八
百
万

．
円
が
既
に
決
定
し
て
お
り
ま
す

な
お
、
体
育
舘
が
鉄
筋
造
り
な

の
で
鉄
筋
に
よ
る
補
助
単
価
の

引
き
上
げ
を
h
下
、
、
国
、
に
対
し

要
請
中
で
あ
り
ま
す
。

　
町
議
会
で
は
松
之
山
中
学
校
一

建
築
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

滝
沢
正
二
委
員
長
以
下
九
名
が

購
造
、
現
場
，
監
督
な
ど
各
『
般
の

指
揮
に
あ
た
つ
て
い
ま
す
。

　（．

写
真
は
建
築
中
の
体
育
舘
）

0
0
5
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1
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国民健康保険の決算から

嚢五、

五
・
然

39年

　　　　　　昭和39年度に実旋した主な事業

　　事　業　名　灘哩膿起債1その他1・舳1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　！
松之山小学校新築3363万円15801　7901　230 　763

黒倉分校新築　892　191　500　35il66
町道松之出浦田線抗打］： 　75　　一　　一 　… 　75

　〃松ri橋修繕　5・　唱　』　一 50

　〃　湯本仙1橋暗梁　　40　　一 　一一　　’　　40

　“東川、1鎗、天水越線改修1365　－i350　－　15
　〃　天水、i2ノ地内石積1　萄　　一　　一　　一一L　40

失業対策・拝裳1374　193i一一 　・一一・1181

失対用”ツ硬新 81　20 冒　一　60
　　〃クラシヤ購入146　231－r　…23
大厳糎牧場1樋改良　肩〆　7臥 　141　　“　畜　舎　設　置　148　10i 　一一　一 i　4～

公団造林一L池、月池　2㌃　62i　一　一一1

松、”lll，、腺第21川掘さく 290　・一・ 　…　一1290
11・i防ポソプ3台 105　14 　 30　61
映写機16ミ　リ1　21　5 　－ 　－　16
地すべり農地復旧l　 　　
千　　法　　地　1矧　232　165 　56i　　　ll
水　頭　地　区，230 176 40 　…14
1曾　　則　　地　区 　44　10 　14 　 　20
湯　山　地　区！312 215160 　l37松、と山地すべ｝）ll、宅榊擁転補助 362 2421　1　，120

保険税1世
帯当額

患者1人当り

診療費
受診率

町税徽収の大別

町税の課税額と収入済額

　税　　　目　収入済額 収税率

ヨ．市町村民税5499千円　　99％

2．固定資産税、12，482　　100

3．軽自動車税　　　838　　100
4。たばこ消費税　　3858 　100
5．電気ガス税　　14田　　　鴇0

6．木材引取税　　　263　　100

7．入湯税　750卜　100

国保会計決算

歳・入5044万円
歳　出　4772
差引噸2272｛鋳葵錨入ll

　直営診療所会計決算

　松之山診療所　　浦田診療所

歳入2976万円　505万円
歳出2700　　　711
差引　276　　▲20δ

観
光
業
者
の
進
出
を
期
待

　
　
　
温
泉
使
用
権
利
金
は
一
ロ
＋
万
円

　
松
之
由
温
泉
の
使
用
権
な
ら

び
に
使
用
料
に
つ
い
て
、
去
も

十
二
月
二
卜
日
の
議
会
で
、
つ

ぎ
の
と
お
り
議
決
さ
、
れ
、
本
年
．

度
か
ら
実
施
さ
れ
る
c

ω
使
用
権
利
金
は
一
口
十
万
田

　
と
し
、
契
約
期
間
は
向
う
十

　
力
年
と
す
る
。

ω
使
用
料
は
一
口
に
つ
き
年
額

三
、
方
六
千
円
と
す
る
。

一
口
の
基
準
は
毎
分
の
湯
量

を
十
リ
ツ
ト
ル
と
し
、
摂
氏
．

五
十
．
五
度
以
上
の
温
度
を
保

持
す
る
も
の
と
す
る
。

霧
遡
淵
磁
鷲
難

ど
新
規
観
光
業
者
の
進
出
を
つ

よ
く
期
待
し
て
い
ま
す
。

一63一
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水

稻
丘
ハ
済

れ
・
か
れ
た
越
ひ
び
き
、

　
水
稲
の
共
済
金
四
百
六
十
二

万
円
が
、
暮
の
二
十
七
日
各
農

協
の
口
産
を
通
じ
て
支
払
わ
れ

ま
し
た
。

　
今
年
の
稲
作
は
、
七
月
に
一

時
低
温
か
訪
れ
た
ほ
か
は
、
順

調
な
気
象
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

過
去
六
力
年
間
の
う
ち
昭
和
三

十
八
年
に
つ
い
で
被
害
が
多
く

出
ま
し
た
。

　
被
害
の
多
か
つ
た
稲
の
被
害

り
つ
を
み
る
と
、
初
祝
が
四
十

二
％
、
越
ひ
び
ぎ
三
十
六
・
六

％
、
千
秋
楽
十
八
％
な
ど
と
な

つ
て
お
り
ま
す
。
又
一
部
地
域

に
冷
害
も
み
ら
れ
ま
し
た
。

　
共
済
金
の
農
協
別
内
訳
は
つ

ぎ
の
と
お
り
で
す
。

　
名
称
　
　
件
数

松
之
山
農
協
薯
一

松
里
農
協
　
　
五
ハ

布
川
農
協
　
　
宍
五

浦
田
農
協
　
　
三
究

　
　
計
　
　
　
九
四
一

単
位
（
万
）

一
〇
七

一
三

七
〇一

話
四
杢

こ
と
し
の
被
害
に
つ
い
て
樋
口

農
業
改
良
普
及
員
は
、
　
「
初
祝

い
、
越
ひ
び
き
、
千
秋
栄
と
い

う
品
種
は
支
那
系
の
品
種
で
す

こ
と
し
の
い
も
ち
菌
は
と
く
に

こ
れ
ら
の
品
種
に
広
く
は
び
こ

つ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
菌
の

望
が
、
今
ま
で
よ
り
変
つ
て
き
．

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
と
く
に
越
ひ
び
き
は
色
の
浅

い
稲
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
追
肥

が
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
も
原
囚
．

で
す
。
し
か
し
個
人
差
も
多
く

出
て
い
る
か
ら
問
題
は
や
は
り

稲
の
特
性
を
良
く
掴
ん
で
、
適
．

期
防
除
な
ド
．
G
．
手
廻
し
よ
く
等
旨
理

を
す
る
以
外
に
な
い
。

　
正
直
な
と
こ
ろ
、
賃
取
り
も

し
な
け
れ
は
な
ら
．
二
．
生
い
、
出
稼

期
間
も
．
長
く
な
つ
た
と
い
う
こ

と
で
、
管
理
も
行
き
届
か
ず
防

初
祝
な
ど

除
の
時
期
も
逸
し
て
し
ま
つ
た

と
い
う
よ
う
に
悪
条
件
が
重
な

り
合
つ
て
被
筈
を
大
き
く
し
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
よ

う
か
」
と
語
つ
て
い
ま
す
。

伸
び
て
い
る
浦
田
の
和
牛
肥
育

　
　
　
　
出
荷
総
数
二
百
、
三
千
万
円
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
、

最
近
、
和
牛
飼
養
頭
数
の
激

減
に
対
し
そ
の
増
殖
対
策
の
必

要
性
か
い
ろ
い
ろ
論
じ
ら
れ
て

い
る
の
を
よ
そ
に
、
こ
こ
浦
田

だ
け
は
飼
養
農
家
数
、
頭
数
と

も
に
維
持
し
な
が
ら
、
こ
と
に

肥
育
こ
お
い
て
は
他
に
類
を
み

な
い
ほ
ど
大
き
く
伸
び
つ
」
あ

る
。
っ
い
二
、
三
年
前
ま
で
は

四
〇
頭
程
度
．
の
出
荷
頭
数
で
あ

つ
た
も
の
が
、
三
十
九
年
に
は

一
．
五
一
頭
、
約
一
へ
〇
六
万
円

の
売
上
げ
を
記
録
し
、
四
十
年

に
は
一
九
五
頭
（
対
前
年
比
二

九
％
増
）
約
二
九
四
四
万
円
（

対
払
削
年
比
六
一
．
一
％
［
．
増
”
）
　
に
Ψ
建
し

た
。

　
今
年
の
伸
び
の
大
き
な
理
由

は
①
肉
牛
相
場
が
好
況
だ
つ
た

こ
と
②
肥
育
農
家
と
一
戸
当
り

飼
、
資
頭
数
お
よ
び
出
荷
頭
数
が

増
え
な
こ
と
③
肥
育
技
術
が
向

上
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

一
る
が
、
素
牛
導
入
か
ら
出
荷
ま

で
一
貫
し
た
農
協
の
指
導
体
制

が
こ
の
伸
び
を
支
え
て
い
る
こ

と
は
見
の
が
せ
な
く
、
肥
育
農

家
の
信
頼
を
集
め
て
い
る
Q
ま
¶

改
良
増
殖
に
手
を
打
つ
べ
き
で
も
十
分
採
算
の
合
う
経
営
を
営

す
・
今
後
の
肥
育
経
営
も
、
若
む
こ
と
が
さ
し
あ
た
つ
て
の
目

令
肥
育
で
八
万
円
の
素
牛
代
で
標
で
す
」
と
語
つ
て
い
る
。

お
正
月
ム
ー
ド
を
こ
の
人
達
に
も

　
　
　
　
　
　
　
社
会
福
祉
協
で
歳
末
慰
問

添
　
子
牛
生
産
と
若
令
肥
育
の

一
経
営
体
的
あ
る
い
ば
地
域
的

一
貫
経
営
の
形
を
と
つ
て
お
り

山
林
地
帯
の
肥
育
の
あ
り
方
と

し
て
有
望
視
さ
れ
、
こ
の
こ
と

が
ま
た
浦
出
の
肥
育
を
特
徴
づ

け
て
い
る
と
い
え
よ
う
、
、

　
直
接
、
肥
育
農
家
の
指
導
と

相
談
に
活
躍
し
て
い
る
浦
出
農

．
協
の
久
保
田
技
帥
は
「
和
牛
の

先
進
地
、
兵
庫
、
鳥
取
の
牛
に

劣
ら
な
い
特
色
を
具
備
し
た
く

び
き
牛
を
造
り
上
げ
る
こ
と
が

生
産
地
帯
の
将
来
を
考
え
る
と

き
常
に
忘
れ
ら
れ
て
な
ら
な
い

こ
と
で
す
。
県
内
の
肥
育
地
帯

に
お
い
て
素
牛
の
ほ
と
ん
ど
を

県
外
に
依
存
し
て
い
る
現
状
で

は
生
一
産
も
肥
育
も
安
定
し
た
経

営
は
成
立
し
な
い
で
し
よ
う
。

先
進
県
に
勝
る
早
熟
性
と
資
質

を
持
つ
た
牛
が
こ
の
地
方
で
得
．

．
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
何
も
経
費

を
か
け
て
導
入
し
な
く
て
も
演

む
し
、
逆
に
素
牛
を
求
め
に
県

外
か
ら
購
買
に
来
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
c
一
日
も
早
く
そ

の
よ
う
な
状
態
に
な
る
よ
う
に

楽
し
い
お
正
月
の
ム
ー
ド
を

町
外
の
厚
生
施
設
に
は
い
つ
て

・
い
る
人
に
も
分
け
あ
お
う
と
、

町
婦
人
会
と
社
会
福
祉
協
議
会

が
中
心
と
な
つ
て
．
揺
米
ひ
と
握

り
．
連
動
が
行
わ
れ
、
三
百
十
五

キ
ロ
の
儒
木
が
集
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
配
分

し
、
十
二
月
六
日
に
発
送
さ
れ

ま
し
た
。
皆
様
の
ご
協
力
に
感

謝
し
、
報
告
し
ま
す
。

　
妻
有
老
人
ホ
ー
ム
四
五
、
長

岡
・
ー
学
校
六
〇
、
高
田
盲
学

校
六
〇
、
に
し
き
学
園
六
〇
．

五
智
老
人
ホ
！
ム
三
〇
、
新
発

田
緑
風
園
三
〇
、
若
竹
寮
三
〇

キ
P
グ
ラ
ム

　
又
十
二
月
十
五
田
、
十
六
日

の
．
一
日
問
に
は
、
町
外
で
長
期

療
養
の
た
め
入
院
し
て
い
る
者

や
、
施
設
入
所
者
に
対
し
、
町
．

社
協
か
ら
の
慰
問
品
が
竹
内
厚

生
主
任
か
ら
手
渡
さ
れ
ま
し
た

　
　
高
令
者
に
慰
問
品

　
満
八
十
才
以
上
の
老
人
百
三

十
五
人
に
暮
の
二
十
日
町
社
協
．

か
ら
年
末
慰
問
と
し
て
安
眠
枕

が
贈
ら
れ
た
。

出荷される肥育牛　　（浦田で写す）

訂
債
と
は

　
町
が
い
ろ
い
ろ
と
大
き
な
事

業
を
行
う
た
め
に
は
、
多
額
の

資
金
を
必
要
と
し
ま
す
。
こ
の

場
合
補
助
金
や
町
の
税
収
入
だ

昭看“40年12月現在町債の現在高

整茎尭利腿騨馨産盤
　万円1　　万Fll　　年分厘
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1・37 　22i　471〃
　211　11 　4U“
4，801　36163 ．

1．tOI　　8 　63 “

け
で
は
不
足
す
る
の
で
、
国
か

ら
資
金
を
借
入
れ
長
期
間
に
わ

　た

つ
て
返
済
し
て
ゆ
く
「
借
金

　
」
を
町
債
と
い
い
ま
す
。

　
　
こ
れ
は
県
知
事
の
許
再
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

〃
“
愈
翫
“
翫
“
ヶ
〃

3
8
9
4
5
6
0
7
7

5
4
5
5
5
5
4
5
4

い
と
借
り
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
し
、
使
途
に
つ
い
て
も
い
ろ
’

い
ろ
な
条
件
や
制
限
が
あ
つ
て

簡
単
に
借
り
る
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
4
　
　
5

〃
　
〃
　
〃
　
．
　
．
　
〃
　
〃
　
〃
　
〃

　
　
　
　
7
　
　
6

1
3
3
4
3
8
9
9
5

4
6
6
4
6
4
5
4
4

　
な
お
起
債
の
う
ち
…
災
害
復
旧

．
債
に
九
十
五
％
、
へ
ん
地
事
業

債
五
十
七
％
、
町
税
減
収
補
て

ん
債
に
全
額
、
そ
れ
ぞ
れ
国
か

ら
、
兀
利
補
給
が
あ
り
ま
す
。

2，40

111，20

　1，10

6，00

2，50
11，00

16，9・

13・5・

i2・4・

66，26

入
度
、
年
0

借
製
3
30

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
。

　
　
　
　
　
　
今
年
十
月
一
　
総
人
口
が
、
一
万
人
台
を
割

　
　
　
　
つ
日
で
実
施
さ
れ
つ
た
こ
と
は
、
大
正
九
年
国
勢

　
　
る
立
た
国
勢
調
査
の
調
査
驚
ま
2
貞
来
警
め

　
　
減
目
結
果
概
要
が
発
て
の
こ
と
で
す
。

査
跳
表
簿
盤
。
鴛
軽
麓
影

調
0
老
千
百
九
人
で
昭
一
番
多
く
減
つ
て
お
り
・
つ
い

勢
1
4
の
和
三
＋
五
年
よ

国
こ
・
－
千
四
百
二
＋
奮
結
鍵
歎
惣
で

陶
人
翫
輔
都
崇
合
の
肇
、
青
年
層

　
年
五
±
高
期
の
都
心
へ
の
流
崇
象
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
Q

　
　
5
髭
べ
七
＋
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
口
構
成
全
体
と
し
て
嵐
三

　
　
　
　
　
世
帯
減
り
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
才
か
ら
年
令
を
増
す
ご
と
に

初
額
円
o
o

　
入
万
・
亀

当
借

2，00

1，30、3Z

3・80i33

2，00133

1．0034

4，00134

4，3035

3，00i36

　　70136
　　　　
1，50，37

　　　　　
1・50 37

　　3013γ
　　　　

4，80t37
　　　　1

1，10188

2，40i38

η，20139

1，10i39
　　　　　

6，00139
　　　　

2，50 40

1，00i40

6，90140
　　　　

3，50［40

2，40140
　　　　1
72．38

名
「

業灘

町道整備　　　　　（松之山浦田線）

六三制中学校整備　　　（松甲分校）

屋体整備　（“）
危険校舎改築　　　（二三省小）

新ib町村建設　　　（松之山浦田線）

湯す、論易水道事業

危険核含改築　　　（中之山分杉）

公立中学核整楠　　（浦田中）
公
、 記文教宛設整備　　　（浦田中屋体、松野分校増築）

減税補てん債

公、Z文教範設整欝　　（松，≧山中、阿本・∫・分核増築）

辺地対策事業　　（道路）

減税補てん債

松之山地区簡易水道事業

義務教育施設整備　　　（松之山中敷地）

　　〃　　　　　　　（　“　）

現主発生補助災《、1で（文教施設）復旧事業　　（松之山中）

　　〃　　（土木）　　〃　　（杢坂水頭松之山松口線）

義務教育施設整備事業　　（松之山小、同里倉分校敷地）

辺地対策事業　　　（町道東川藤倉天水越線）

県辺地公共的施設整備　　　（　〃　）

過唯発生補助災害文教施設復旧（松之山小建物、　L地復旧）

布町村民税、臨時減税補てん債

過屯発生補助災害（農地田）復旧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lll9

好
評
の
患
者
用
バ
ス

　
町
の
国
民
健
康
保
険
で
は
、

町
内
患
者
輸
送
用
と
し
て
、
昨

年
ヒ
月
十
二
日
か
ら
、
上
、
下

布
川
地
域
か
ら
湯
本
診
療
所
間
．

人口指数　　　　　 メノ

　（大正九年二mO）　　　　　　　　　　w渉

　　　　　　　　　　　　　　へ■
　　　　　　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　　　　輩■
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　　　　　　　　虞ノ〆新潟県

　　　　ノ〆’／

　　　軍　　　　　　　　 ，

　　　ノ　　　　　 プグ
　　　も　　　　　　　グ
　　／　’一一一■
　／ナ！
／か，’　　　　　　　　　松之山町

づド

10　15　22　25　30　35　40

雁！…雪…＝塑壬3…鍵至

大正　　　　昭葦

9　14　5

そ
の
比
車
が
大
き
く
な
つ
て
お

り
、
人
口
構
成
の
老
令
化
が
顕
…

告
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。

　
小
谷
、
太
梨
の
減
員
目
立
つ

　
部
落
別
に
は
小
谷
が
十
年
前

・
に
比
べ
三
十
五
％
、
水
梨
が
十

九
％
減
つ
て
お
り
ま
す
。

　
全
体
に
は
、
三
省
，
松
之
山
朔

．
地
域
の
減
退
が
目
立
つ
て
お
り

・
他
の
地
域
で
は
大
体
同
じ
傾
向

を
た
ど
つ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
町
議
員
定
数
は
二
十
二
人
に

　
東
頸
城
郡
内
の
各
町
村
人
口

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
つ
て
お
り

松
之
山
は
郡
内
で
第
二
位
の
人

口
規
模
に
、
叉
L
越
で
は
第
十

二
位
に
な
り
ま
し
た
。

　
人
口
が
一
万
人
以
下
の
町
村

に
な
る
と
地
方
自
治
法
に
よ
り

議
会
議
員
の
定
数
は
二
十
二
名

（
現
在
は
二
十
六
名
）
と
な
り
．

ま
す
。
写
真
は
町
役
場
で
発
行
．

し
た
国
勢
調
査
報
告
書
。

4

に
マ
仁
ケ
艮
差
繧
し
圭
発
沿
い
こ
の
地
域
の
今

盤
臨
藩
駝
嘘
経
農
毬
ぼ
献
際
騨
響

地
元
の
人
々
の
よ
ろ

こ
び
ょ
う
は
格
別
、

山
岸
正
男
運
転
手
も

張
り
あ
い
の
あ
る
毎

日
だ
と
い
つ
て
い
ま

す
。
こ
の
バ
ス
は
百

三
十
万
円
で
購
入
し

国
か
ら
六
十
万
円
の

補
助
金
が
あ
つ
た
も

の
で
す
Q

患
者
を
送

る
バ
ス
）

家
庭
用
ブ
ド
ー

　
酒
に
つ
い
て

　
「
ブ
ド
ー
酒
を
作
・

つ
て
底
、
爪
し
も
う
」
と

ブ
ド
ー
酒
の
つ
く
り

方
の
紹
介
記
事
が
新

聞
や
雑
誌
に
掲
載
さ

れ
た
こ
と
か
ら
家
庭

用
ブ
ド
i
酒
は
つ
く

つ
て
も
差
支
え
な
い

と
ゆ
う
よ
う
に
誤
り

と
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
心
配
し
て
い
ま
す

家
庭
用
ブ
ド
ー
酒
と

酒
税
法
の
関
係
に
触
れ
て
み
ま

す
と
次
の
と
お
り
で
す
。

　
酒
税
法
関
係
の
改
正
に
よ
り

一
般
的
に
製
造
が
許
さ
れ
て
い

・
る
も
の
は
梅
の
ほ
か
、
み
か
ん

す
も
↓
、
、
か
り
ん
、
い
ち
ご
、

一
に
ん
に
－
、
く
こ
、
し
そ
、
ぐ

一
わ
、
ま
た
た
び
、
さ
る
な
し
、

｝
と
ち
、
ぐ
み
の
十
三
種
類
の
物

品
を
原
料
と
し
た
酒
類
に
限
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
原
料
の

種
類
は
ア
ル
コ
ー
ル
分
二
十
度

耳
み
ア
告
ル
叉
は
し
よ

一
う
ち
う
等
で
納
税
済
の
も
の
で

あ
り
、
酒
類
に
果
実
酒
を
投
入

後
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
一
度
以
上

の
発
酵
を
起
さ
な
く
、
し
か
も

自
家
用
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

一
ん
。
こ
れ
ら
の
許
さ
れ
た
物
品

一
に
は
ブ
ド
ー
、
り
ん
ご
、
な
し

｝
等
の
果
実
類
は
含
ま
れ
て
い
ま

一｝

碗
募
鎧
欝
凝
翻
欝

違
反
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
　
　
　
　
（
税
務
課
）

一
』
存
知
で
す
か

　
自
動
車
税
に
つ
い
て

◎
県
内
に
お
い
て
自
動
車
の
所

有
者
が
変
つ
た
場
合
は
、
変
つ

た
日
の
属
す
る
期
（
第
一
期
は

四
月
か
ら
九
月
ま
で
、
第
二
期

は
十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
）

の
分
の
税
金
は
前
の
所
有
者
が

結
め
、
新
し
い
所
有
者
は
次
の

　
か
ら
　
め
る
こ
と
に
な
り
ま

蕊
駅
騨
麟
獣
籍

口
に
所
有
者
の
変
．
吏
が
あ
つ
た

も
の
と
み
な
し
て
、
月
割
り
で

課
税
さ
れ
ま
す
。
）

　
謹
　
賀
　
新
　
年

議
会
議
長
　
　
　
村
山
政
光

副
議
長
　
　
　
小
野
塚
吉
三
郎

　
総
務
文
教
委
員
会

－
、
委
員
長
　
　
　
　
久
保
出
政
治

副
’
．
委
員
．
長
　
　
　
佐
藤
幸
栄

　
　
　
　
　
　
　
田
辺
一
失

　
　
　
　
　
　
　
山
岸
定
佐
久

　
　
　
　
　
　
　
樋
口
藤
夫

　
　
　
　
　
　
　
小
野
塚
輝
夫

　
土
木
委
員
会

委
員
長
　
　
　
　
依
藤
大
治

副
委
員
長
　
　
　
高
橋
初
己

　
　
　
　
　
　
　
滝
沢
正
二

　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
彦
．
平

　
産
業
委
員
会

委
員
長
　
　
　
　
高
沢
奥
治
郎

副
委
員
、
長
　
　
　
村
山
二
一

　
　
　
　
　
　
　
村
山
　
清

　
　
　
　
　
　
　
村
山
庚
造

　
　
　
　
　
　
　
布
施
源
一

　
社
会
厚
生
委
員
会

委
員
長
　
　
　
　
本
山
林
一

副
委
員
長
　
　
　
佐
藤
五
郎
次
・

　
　
　
　
　
　
　
小
野
塚
光
男

　
　
　
　
　
　
　
早
川
数
市

　
　
　
　
　
　
　
高
橋
佐
平

　
　
　
　
　
　
　
志
賀
武
一

　
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
　
　
小
野
塚
長
治

副
委
員
長
　
　
　
貝
沢
つ
と
む

　
　
　
　
　
　
高
橋
忠
正

　
　
　
　
　
　
　
田
辺
　
博

教
育
長
　
　
　
　
南
雲
藤
九
郎
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酒
男
、
起
床
の
つ
ら
さ
も
わ
す
れ

　
　
　
　
　
昼
休
み
は
里
の
話
で
花
が
嘆
き

　
こ
こ
は
午
前
五
時
起
床
、
昼

食
十
二
時
、
午
後
五
時
作
業
止

で
す
。
午
前
と
午
後
に
三
十
分

づ
つ
休
み
、
昼
休
は
十
二
時
か

ら
一
時
半
ま
で
。
私
の
仕
事
は

仕
込
期
間
中
は
精
米
で
す
・

　
今
年
度
、
玄
米
俵
数
モ
チ
米

共
に
二
千
俵
。
朝
五
時
起
床
は

ち
よ
つ
と
つ
ら
い
が
、
社
長
、

店
員
、
倉
人
み
な
新
潟
県
人
で

毎
日
の
作
業
は
楽
し
く
、
休
み

時
間
は
ふ
る
さ
と
の
話
で
花
が

咲
ぎ
ま
す
。

　
給
料
は
ま
あ
ま
あ
と
い
う
と

こ
ろ
で
す
。
特
別
手
当
も
出
ま

す
。
春
と
夏
に
温
泉
一
泊
招
待

が
あ
り
ま
す
。
入
倉
後
春
帰
る

ま
で
雨
、
風
に
あ
た
ら
ず
、
よ

い
職
場
で
す
。

　
高
崎
市
酒
井
酒
造
K
K

　
　
　
高
　
橋
　
弘
　
孝

ほ
し
い
の
は
や
は
り
郷
里
の
友

　
松
之
山
の
皆
様
お
元
気
で
良

い
お
正
月
を
お
迎
え
の
事
と
存

じ
ま
す
。

　
私
達
も
元
気
で
な
れ
な
い
手

つ
き
な
が
ら
も
一
生
懸
命
に
働

い
て
が
ん
ば
つ
て
お
り
ま
す
。

　
不
景
気
と
言
わ
れ
な
が
ら
も

当
社
で
は
な
か
な
か
忙
し
い
毎

日
が
続
い
て
仕
事
に
追
わ
れ
て

い
る
く
ら
い
で
す
G
一
週
間
交

替
で
夜
勤
を
や
つ
て
い
ま
す
。

　
夜
勤
は
や
つ
ば
り
夜
明
け
は

眠
む
い
な
あ
。
賃
金
も
昨
年
よ

り
少
し
、
．
へ
ー
ス
。
ア
ツ
プ
し
て

い
た
だ
き
、
ま
あ
ま
あ
と
言
う

所
で
す
。

　
冬
期
バ
ス
臨
時
列
車
の
時
刻

表
を
送
つ
て
い
た
だ
き
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
正

月
に
は
帰
え
ろ
う
と
思
い
ま
す

の
で
早
速
利
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
な
ん
≧
一
一
．
・
つ
て
も
残
念
な
事

は
今
年
は
こ
こ
へ
来
た
の
は
僕

一
人
し
か
な
く
ま
つ
た
く
淋
し

い
気
持
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
冬
期
の
バ
ス
と
臨

時
列
車
の
時
刻
表
を
送
つ
て
い

た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
正
月
に
は
帰
え
ろ
う
と
思
い

ま
す
の
で
早
速
利
川
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
「
勇
が
と
け
て
、

あ
つ
た
か
い
春
が
来
る
ま
で
…

…
」
お
一
兀
気
で
。

　
名
古
屋
市
八
木
製
作
所

　
　
　
　
佐
　
藤
　
文
　
和

や
は
リ
思
い
出
す
の
は

翻
鯵
膿
髪

名
程
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
新

潟
県
で
す
。
寮
も
季
節
工
員
ば

区
分
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
…
轡
．
・

葉
も
家
に
い
た
時
と
少
し
も
変
一

り
は
な
く
「
今
日
の
風
は
馬
鹿

げ
に
寒
い
の
う
。
こ
れ
じ
や
、

お
ら
た
り
や
又
雪
ぢ
や
ん
め
か

の
う
。
げ
え
に
降
ら
な
け
り
や

い
い
が
の
う
」
と
言
い
交
わ
さ

れ
ま
ナ
・
。

　
仕
事
は
粗
材
（
丸
太
）
の
製

材
か
ら
立
派
な
製
品
に
造
り
上

げ
ら
れ
発
送
ま
で
で
す
。

　
も
ち
．
ろ
ん
職
場
は
数
多
く
区

分
さ
れ
す
べ
て
が
流
れ
作
業
で

す
の
ハ
ロ
の
　
　
お
も
の
　
　

籔
鞍
猟
魔
鐙

さ
れ
る
の
で
す
。
　
　
　
　
　
一

　
細
か
い
仕
事
は
女
工
さ
ん
が

坦
当
し
て
い
ま
す
。
私
達
．
季
節
一

工
も
寮
は
同
じ
で
も
職
場
は
各

々
ち
が
い
ま
す
。
工
員
さ
ん
も

み
ん
な
親
切
で
、
こ
ん
せ
つ
な

指
示
を
受
げ
て
愉
快
に
毎
日
働

い
て
お
り
ま
す
。

　
私
達
働
く
者
に
は
一
番
待
っ

の
は
、
や
は
り
何
と
云
つ
て
も

終
業
の
サ
イ
レ
ン
で
す
。

　
サ
イ
レ
ン
と
同
時
に
終
業
し

憲
ぎ
足
で
出
勤
カ
ー
ド
を
お
し

そ
寮
に
帰
り
、
し
好
の
友
（
焼

酎
）
を
一
杯
こ
の
み
、
ぽ
つ
と

ほ
ほ
を
赤
ら
め
目
を
細
め
思
わ

ず
、
す
べ
り
出
す
軽
い
口
調
で

故
里
に
残
す
愛
妻
の
事
な
ど
話

‘
し
合
い
な
が
ら
、
夢
に
入
る
一

時
は
出
か
せ
ぎ
な
ら
で
は
味
わ

え
ぬ
楽
し
み
の
二
つ
で
す
。

　
岩
井
工
業
　
水
梨
相
沢
春
永

正
月
帰
省
の
一
第
陣

　
　
　
　
を
迎
え
て

　
お
正
月
に
は
せ
め
て
家
族
そ
曲

ろ
つ
て
よ
い
お
年
を
迎
え
た
い
（

と
い
う
の
が
、
出
稼
者
を
出
し

て
い
る
ど
こ
の
家
庭
で
も
共
通
｛

の
願
い
で
あ
る
。

　
町
で
も
、
異
常
な
友
雪
で
も
．
円

疲
れ
の
あ
と
の
一
杯

　
　
　
　
　
こ
れ
が
第
一
の
た
の
し
み

　
寒
い
と
思
わ
れ
た
本
年
も
毎

日
暖
い
目
が
続
い
て
お
り
、
本

年
も
ま
た
雪
の
無
い
正
月
が
迎

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
喜

ん
で
お
り
ま
す
が
、
蝿
工
場
と

し
て
は
寒
け
れ
ば
寒
い
ほ
ど
忙

し
い
の
で
す
か
ら
暖
い
の
は
困

る
の
で
す
が
…
…
…
…
e

　
一
同
一
兀
気
で
毎
日
六
此
吋
Ψ
干
か

『
ら
七
時
頃
ま
で
や
つ
て
お
り
夜

一
杯
や
る
の
を
何
よ
り
の
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。

　
や
が
て
．
出
月
で
す
が
、
休
が

三
日
し
か
な
い
の
で
帰
る
事
も

出
来
ま
せ
ん
。

　
横
浜
市
丸
寿
練
炭
K
k

春
ま
で
ど
う
ぞ
お
元
気
で

　
郷
里
の
皆
様
は
じ
め
出
か
せ

ぎ
に
従
事
し
て
お
ら
れ
る
各
職

場
の
皆
様
、
寒
さ
の
折
り
ま
す

ま
す
御
健
勝
の
事
と
拝
、
察
い
た

し
ま
す
。

　
ま
た
郷
里
の
皆
様
に
は
出
か

せ
ぎ
者
出
発
以
後
は
何
か
と
不

自
由
も
あ
り
負
担
も
重
く
な
る

事
と
思
い
ま
す
が
留
守
中
寒
さ

に
耐
え
元
気
で
豪
雪
地
松
之
山

難
儀
を
乗
り
切
つ
て
無
事
に
良

い
春
を
迎
え
ら
れ
ま
す
事
を
希

望
い
た
し
ま
す
。

　
当
会
社
で
は
酒
造
人
員
十
五

名
内
十
三
名
は
蔵
の
酒
造
係
の

方
に
私
達
二
人
は
精
米
に
従
事

し
て
お
り
ま
す
。

石
塚

寅
度

熱
薪
訓
灘
糠
、
｝

栃
木
、
埼
玉
が
お
も
で
、
こ
の
一

原
料
米
を
約
七
十
五
％
に
精
自

し
酒
造
係
に
渡
す
ま
で
が
私
達

の
責
任
で
す
。
時
間
的
に
は
長

い
事
も
あ
り
ま
す
が
、
家
の
中

の
仕
事
よ
り
つ
ら
い
と
は
思
い
一

ま
せ
ん
e

　
当
地
も
武
甲
山
の
真
向
い
で

と
き
ど
き
は
雪
も
ち
ら
つ
き
、

外
気
は
朝
夕
大
変
身
に
し
む
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
皆
様
の
御
健
康
を
お
祈
り
い

た
し
ま
す
。

埼
玉
県
秩
父
市
　
高
橋
政
義

　
矢
尾
商
店
　
　
高
橋
忠
夫

小正月のムコの技上げ天水越で

』な
い
限
り
、
ブ
ル
ト
ー
ザ
で
除

雪
を
行
い
、
こ
の
人
々
を
お
迎

一
え
し
た
い
と
今
年
も
一
月
十
日

τ
で
車
道
を
礫
し
た
い
と
懸

一
命
に
な
つ
て
い
ま
す
。

露
蕪
雑
墾

鹿
渡
・
直
隷
方
面
と
も
バ
乙

が
開
通
、
二
十
九
日
D
午
前
に
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塗

は
早
く
も
ざ
つ
と
五
十
人
の
郷

省
第
一
陣
を
迎
え
る
こ
と
が
出

来
た
。
写
真
は
迎
え
の
．
シ
ー
プ

に
乗
る
帰
省
者
鹿
渡
駅
で
。

こ
つ
と
う
品
は
大
切
に

　
さ
い
き
ん
文
化
財
ブ
ー
ム
で

「
何
で
も
い
い
か
ら
古
い
も
の
一

が
あ
つ
た
ら
由
冗
つ
て
く
れ
」
と

言
っ
て
、
古
い
も
の
を
集
め
て

い
る
人
が
皆
さ
ん
の
家
を
た
ず

ね
て
い
ま
す
が
、
町
で
は
、
古

い
も
の
が
ど
こ
か
へ
行
つ
て
し

ま
わ
な
い
よ
う
に
皆
さ
ん
に
お

ね
が
い
し
ま
す
。

　
先
祖
か
ら
つ
た
つ
て
来
た
古

い
む
の
は
、
食
器
類
、
布
類
、

用
具
、
な
ど
は
古
文
書
と
同
じ

よ
う
に
大
切
に
保
存
し
て
下
さ

い
。
町
の
文
化
財
委
員
会
は
皆

さ
ん
の
御
協
力
に
よ
つ
て
町
内

の
各
交
化
財
を
整
理
し
無
く
な

ら
な
い
よ
う
に
す
る
方
針
で
す

　
　
出
か
せ
ぎ
と
父

　
と
り
入
れ
も
す
み
　
　
　
　
　
正
月
も
す
ぎ
る
と

す
つ
か
り
落
ち
／
、
、

一
し
ま
う
こ
ろ

　
父
は
出
か
せ
ぎ
に
出
て
ゆ
く

　
せ
か
せ
か
と
パ
ス
に
の
り
こ

凹
み
幾
度
も
ノ
父
バ
ス
の
中
か

・
ら
頭
を
さ
げ
る

肖
な
み
だ
ぐ
み
な
が
ら

甲
私
達
は
い
つ
ま
で
も
手
な
ふ

　
り

　泣ぎ

そ
う
な
顔
を
L
て

　弟は見

送
る

　
そ
し
．
て
一
ヵ
月
も
た
つ
と

　
父
か
ら
の
お
金
が
と
ど
・
（
、

　
凍
え
る
土
と
兜
．
』
気
の
中
で

　
父
の
か
せ
い
だ
お
金
を

　
マ
ス
に
人
れ
神
だ
な
に
上
げ

　
て
母
は
お
、
か
む

一

私
達
の
と
こ
ろ
は
す
つ
か
り

雪
に
う
ず
も
れ

私
た
ち
の
生
活
は
父
の
便
だ

け
を
あ
て
に
す
る

や
．
が
で
、
立
春
も
す
ぎ
る
と
父
、

の
帰
り
を
ま
ち
わ
び
て

弟
が
コ
ヨ
ミ
を
め
く
り
つ
づ
。

け
る

桧
之
山
中
「
み
つ
ば
ち
「
，
よ
り
・

第
3
回
職
業
訓
練
所
入
所
式

　
一
月
十
二
日
上
越
職
業
訓
練

所
松
之
山
短
期
訓
練
所
の
第
荘

期
生
入
所
式
が
行
わ
れ
ま
す
．

　
こ
の
訓
練
所
は
松
之
山
地
す

べ
り
被
災
者
の
転
職
指
導
の
一

つ
と
し
て
中
高
年
令
者
を
対
象

に
一
昨
年
か
ら
開
所
さ
れ
た
も

の
で
本
年
で
第
三
回
目
に
な
り

ま
す
。

　
今
年
の
入
所
生
は
十
二
名
で

こ
の
う
ち
松
代
町
か
ら
二
名
が

参
加
し
て
い
ま
す
。

　
訓
練
期
間
は
三
ヵ
月
で
木
工

科
の
速
成
訓
練
を
う
け
、
三
月

末
日
卒
業
す
る
こ
と
に
な
つ
て

い
ま
す
。

　
講
師
は
松
之
山
み
の
屋
，
小

口
和
男
氏
で
す
。

ジープで正月帰省第一陣を迎えて鹿渡駅で写す

（40・11日）東頸城郡内の人口

1昭和36年 昭和35年に

1人　　口 対する増減
！　　　　1

「1

計

8・789110・17gi△1・390

6，41g 　7，142 ▽　723

1』332い3，0761▽1，744
　　　　　1　　　1
9，109　10，531▽1，422

5・964i6，804 ▽840
6，72817，652 ▽924

　　女

4，444

3，305

5，679

4，684

3，052

3，433

　　人

　　男

4，345

39114
5，653

4，425

2，912

3．295

町村名11“二帯数

安塚村11，883
浦川原村口，288

松代町、2，361
松之山町　 1，951
大　、lllノ　村　1，218

牧　　村 　l，350

48，35月55，3841▽7，04324，59723，74410，051計〈
口

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　
　
　
　
免
除
に
つ
い
て

国
民
年
金
の
被
保
険
者
は
、

長
い
期
間
の
こ
と
で
す
か
ら
住

所
、
が
変
つ
た
り
、
保
険
料
納
付

困
難
に
な
る
こ
と
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

◇
失
職
、
そ
の
他
収
入
少
な
く

納
付
困
難
な
被
保
険
者
、
又
は

、
将
来
困
つ
た
と
き
な
ど
、
一
定

毎月第3日曜日は

家庭の日
　青少年を健全に育てるために

■家族全員での話し合い
■子どもといつしよに遊んでやる

期
間
、
保
険
料
の
納
付
を
免
除

さ
れ
ま
す
。

◇
こ
の
期
間
は
、
国
民
年
金
加

入
者
と
し
て
の
資
格
を
失
う
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
加
入
は

継
続
し
て
い
る
が
、
保
険
料
納

付
だ
け
免
除
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
　
　
　
き

■　　一

ノ

タ
ー
鯉

◇
こ
の
申
請
は
い
つ
で
も
受
付

で
き
ま
す
が
ー
期
間
は
、
　
一

年
間
づ
つ
所
得
審
査
の
上
、
県

で
承
認
さ
れ
ま
す
の
で
引
ぎ
つ

づ
き
免
除
希
望
す
る
人
は
、
毎

年
年
度
は
じ
め
に
申
請
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
Q

　
　
　
　
日
　
　
、
農
地
に
み

　
　
　
　
五
だ
り
に
木
を

　
　
　
　
十
　
植
・
え
る
こ
と

　
　
に
二
や
、
宅
地
に

　
　
切
臥
し
て
建
物
を

　
　
大
五
　
建
る
と
ぎ
は

り
を
＋
知
事
の
許
可

守
地
附
鍍
髪
肋

藤
農
糊
鑛

農
農
命
令
の
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
れ
る
事
が
あ
・

　
り
ま
す
。
叉
勝
手
に
農
地
を

　
荒
す
こ
と
も
農
地
法
違
反
と

　
な
り
ま
す
。

二
、
農
地
法
に
よ
り
小
作
契
約

　
を
交
し
て
あ
る
小
作
地
は
昭

　
和
四
十
一
年
一
月
一
日
で
契

　
約
の
更
新
を
し
な
く
て
は
な

　
り
ま
せ
ん
、
契
約
更
新
に
あ

　
た
つ
て
は
近
く
農
業
委
員
会

　
か
ら
連
絡
し
ま
す
。
勝
手
に

　
解
約
す
る
こ
と
は
違
法
で
す

　
又
契
約
を
し
て
な
い
小
作
地

　
も
、
新
た
に
契
約
を
し
て
も

　
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら

　
届
出
て
必
ず
契
約
を
し
て
下

　
さ
い
。
農
業
委
員
会
に
届
出

　
の
な
い
小
作
地
は
農
地
法
違

　
反
と
な
り
ま
す
。

三
、
農
地
の
こ
と
に
つ
い
て
は

　
農
業
委
員
会
に
相
談
し
て
下

　
さ
い
、
農
地
相
談
日
は
定
め

　
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。

　
毎
月
十
五
日
は

　
　
松
之
山
地
域
は
役
易
で

　
　
浦
田
地
域
は
浦
田
支
所
で

　
毎
月
二
十
目

　
　
松
塁
地
域
は
松
塁
農
協
で

　
　
布
川
地
域
は
布
川
農
協
で

　
相
談
を
受
け
る
者
は
権
利
一
．
証

　
（
古
証
文
）
と
印
か
ん
を
持

　
つ
て
来
て
下
さ
い
。

　
　
　
農
業
委
員
会
事
務
局

創

一65一
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今年度の稲作

　　　を反省して
　農業改良普及員

　樋　口　重　雄

、
豪
雪
と
己
年
困
躬
の
不
安
の

中
で
始
繁
つ
た
今
年
の
稲
作
も

茗
異
常
気
象
」
の
看
板
⑳
も
と

に
，
一
喜
一
憂
し
な
が
ら
も
政
府

．
売
り
渡
し
も
殆
ん
ど
済
ん
で
、

そ
⑳
結
果
が
明
ら
か
に
な
つ
た

鰹
そ
れ
．
に
ょ
る
と
新
潟
県
で
は

史
上
第
二
位
の
成
績
で
反
収
四

五
三
冠
を
記
録
し
て
い
る
が
、

当
松
之
山
町
で
は
ど
う
い
う
作

緬
で
方
つ
た
ろ
う
か
。

飯
十
二
月
末
現
在
の
売
り
渡
し

米
量
は
三
二
》
一
＝
七
俵
で
、

前
年
度
産
米
に
比
べ
る
と
二
、

九
Q
四
俵
も
少
な
い
。

　
予
約
量
に
対
し
て
は
約
一
〇

五
％
で
あ
る
が
予
約
農
家
一
、

二
七
九
戸
の
二
三
％
に
当
る
二

九
四
戸
が
不
作
の
た
め
に
減
額

補
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

第
一
表
で
も
わ
か
る
よ
う
に
二

割
の
部
落
が
予
約
達
成
が
で
き

ず
に
お
り
更
に
近
年
の
所
得
較

差
と
同
様
に
個
人
差
、
地
域
差

が
は
つ
き
り
出
て
い
る
こ
と
な

ど
問
題
点
か
大
き
く
、
農
家
個

　
　
　
　
　
／
0
　
　
、
・

　
　
　
　
　
　
　
7
　
　
ρ
U
　
4
。

第1表米売リ渡し状況の変化（40・12末現在）

で約末達成の部落

落　名 予約に対する％

110％以上の売り渡し部落1

部落名序約に対する％1部
　　　　1　　　　1

73

90
倉
島

料
を
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

の
で
新
L
い
年
の
稲
作
設
計
に

一
役
立
た
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
幸

い
と
思
う
．
、

苗
代
作
リ
が
お
く
れ
た

『
　
四
月
二
十
目
と
い
え
ば
苗
代

｝
の
種
ま
き
の
時
期
で
あ
る
が
、

厩
講
酬
鰭
難

で
苗
代
用
地
の
散
土
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
ソ
リ
で
苗
代
の
営
を

一
運
び
出
玄
い
羨
書
と

心
努
力
の
果
き
漸
く
五
月
十
日
～

二
十
日
頃
に
か
け
で
．
苗
代
の
種

ま
き
が
始
ま
り
、
い
つ
も
よ
り

一
半
月
の
遅
れ
の
出
発
で
し
た
。

　
苗
代
期
問
は
比
較
的
良
い
天

候
に
恵
ま
れ
た
も
の
の
、
近
年

［
の
苗
代
作
り
の
粗
雑
さ
が
目
立

ξ
特
に
厚
播
に
よ
り
、
あ
る
い

は
黄
代
の
遅
れ
を
取
戻
そ
ウ
と

保
温
紙
の
除
紙
お
く
れ
に
よ
り

苗
質
を
悪
く
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
中
て
中
坪
蔀
．
洛
で

7
　
　
つ
Q
　
2
　
　
3
　
ら
」
　
4

93

93

餌
9
6
9
9
9
3
9
9

山
原
赦
野
中
前
ロ

34・3i赤

30．OI天水
18・9陣

21・8沖

17。5 天水
　17・O 坪

16．9 坂
　
12，0 酉之
u．1擁

山
原
山
池
島
倉

之
　
　
　
鮫
之

松
藤
新
下
湯
黒

々
で
は
そ
れ
ぞ
れ
昨
年
と
比
較

し
今
ま
で
の
米
の
穫
れ
高
と
比

べ
て
今
年
を
反
省
し
て
い
る
こ

と
と
思
う
が
、
こ
こ
に
反
省
資

池
山
手

暇
之
川

上
上
下

ひ　び　きi　53　　第2表
　7　　号　1　　48　　松之山匿
路　早　生 　45＿シ旨カリ…　§6！順位占、1、

　　∠　　号i　　o4

曹詑ぎ蝶l　ll1ラ
　和　　田　　27　2銀
篭29／3茗！鴇3壬
代早劃　164初

一
六
〇
箱
を
見
實
に
成
功
さ
せ

し
か
も
部
落
の
苗
代
作
り
の
ト

ヴ
フ
を
切
る
な
ど
早
播
早
埴
の

健
全
稲
作
へ
の
常
道
を
身
を
持

つ
て
体
験
し
た
。
こ
う
し
た
協

同
意
欲
の
向
上
は
本
年
は
．
吏
に

倍
加
発
展
す
る
と
聞
い
て
い
る

品
種
は
ど
の
よ
う
に
し

ぞ
決
定
し
た
か

　
品
種
を
決
定
す
る
ま
で
に
は

種
ヂ
の
確
保
か
ら
播
籾
当
日
ま

で
幾
多
の
屈
折
を
経
て
漸
く
決

一
ま
る
為
で
中
簾
・
百
も

亘
く
萎
川
喜
よ
2
芋

一
ル
、
カ
ニ
合
戦
の
銚
な
ら
ぬ
熱

い
風
呂
に
種
籾
を
漬
け
て
煮
て

し
ま
い
急
遠
品
種
の
変
．
史
を
せ

ざ
る
を
得
な
か
つ
た
と
い
う
人

で
い
る
・

一
ど
の
よ
う
な
品
種
が

㎜
作
ら
れ
た
か

『『
町
内
で
作
付
さ
れ
た
．
…
種
の

一
主
な
る
も
の
を
拾
つ
て
見
る
と

「第
二
表
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ

　
　
兄

　
　
　
　
　
な

　
　
　
　
マ
ヘ

　
　
　
　
き

　
　
も
ロ
ず

　
　
　
　
雌
み
9
9
8
2
釧

　
　
献

　
　
　
　
ー
　
　
　
　
「
P
J

　
　
付

「
作

　
　
種

　
　
　
　
　
　
リ
河
楽
も

　
　
品

　
　
　
　
名

　
　
　
る

　
　
　
　
　
　
ノ
‘

㎜
紺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寸
b

　
　
　
　
種
　
ミ
　
　
秋

　
　
に

　
　
町

き
ナ
生
リ
ロ
ゲ
生
き
田
号
石
生

　
　
　
　
」
　
評
　
　
3
　
　
　
一

　
　
　
の
ノ
　
　
　
ぢ

　
　
　
ゾ
ン
ひ
和
町
』

　
　
路
シ
ぎ
篭
代
一

　
　
　
　
　
　
「

．
越
遽
薪
由
＋
窒
互

5
6
7
8
9
U
1
2
3
4
5

れ
ら
の
品
種
も
年
に
よ
り
作
付

に
変
化
が
見
ら
れ
、
例
え
ば
前
［

は
耕
作
面
積
の
少
な
い
主
婦
農
．

家
を
特
に
共
同
苗
代
で
良
い
苗

の
生
産
を
計
ろ
う
と
保
温
苗
代

一
〇
ハ
）
坪
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
一
く

も
ち
病
で
と
も
に
著
し
く
人
気

を
落
と
し
減
反
さ
れ
て
い
る
。

　
前
年
よ
り
増
え
た
も
の
は
「

は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
こ
の
品
第
6
表
S
～
4
0

種
は
葉
色
が
淡
い
の
で
過
肥
の
一
水
稲
被
害
の
多
い
部
落

程
度
が
わ
か
り
に
く
い
し
一
旦
『

期フ第3表地帯別の水穏品種分布状況
待ジ　　　　　　　　＿一＿一一
硲駆名i品種部樋・陵
1笠…iへ　…千 秋楽141hα
付　　　　　1
脊墾松之山1新　7　号i　　34

茎1・一降．ノ響隠1

灘松里1臨，i，生iτ。
1一二7　　　i銀　　河t　旧

　
ジ
ミ
ノ
リ
、

㎝
掬
待
さ
れ
作
付
さ
れ
た

で
こ
の
み
で
脅
、
ま
た
地

一
域
に
ょ
り
品
種
の
取
入
れ
に
特

薇
が
見
ら
れ
る
。

　
第
三
表
に
掲
げ
た
も
の
は
地

帯
別
の
三
傑
を
抜
ぎ
出
し
た
も

の
で
あ
る
が
浦
田
地
区
の
「
フ

『
ジ
ミ
ノ
リ
」
が
特
に
作
付
が
伸

一
び
て
い
る
こ
と
と
「
銀
河
」
が

ど
の
地
区
に
お
い
て
も
優
位
を

占
め
て
い
る
こ
と
が
注
n
さ
れ

る
。

　
県
で
は
［
う
ま
い
米
作
り
運

軸
一
」
を
准
｝
め
て
五
■
年
目
を
迎
・
え

る
が
今
迄
は
と
か
丈
作
付
品
種

や
良
質
米
の
み
に
と
ら
わ
れ
「

増
収
」
を
無
視
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
現
今
の
食
糧
事
情
、

か
ら
も
つ
と
積
極
的
に
増
産
を

呼
び
か
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
た
め
に
は
県
の
奨
励

品
種
の
み
に
頼
ら
ず
地
域
の
実

態
に
即
し
た
品
種
の
選
択
が
必

要
で
あ
ろ
ラ
Q

ど
の
よ
う
な
品
種
に

被
害
が
多
か
つ
た
か

　
「
穂
い
も
ち
」
は
稲
の
致
命

病
で
あ
り
、
そ
の
程
度
に
も
よ
．

る
が
増
収
と
逆
行
す
る
こ
と
は

疑
い
な
い
。
も
と
も
と
品
種
に

　
　
傑
．
6
7
5
0
3

　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
8
2
7
6
7
2

　
　
劇
㎜
率

20

18

17

河
楽
き

　
　
　
び

　
秋

　
　
　
ひ

銀
千
越

布

03

40

22

リ
河
牛

ノ
［
　
　
　
　
毛

　
　
　
』
ド

ジ
　
　
　
ノ
』

フ
魁
豊

　
f浦

害　率
39．6％

　　24．5

　　24．2

　　23．3

　　21．1

　　20．5

　　20．3

　　20．1

　　18，8

　　18．6

マ
い
塵
に
讐
れ
る
と

㎜
急
に
漫
延
す
る
よ
う
な
性
質
も

見
ら
れ
、
こ
う
し
た
こ
と
に
加

え
て
ブ
ラ
エ
ス
M
剤
を
散
布
す

［
る
こ
と
に
よ
り
「
治
療
的
効
果

＝
が
現
わ
れ
「
い
も
ち
極
」
が

『
た
ち
ど
こ
ろ
に
退
治
出
来
る
と

｝轟
象
薩
農
薬
の
効
羅

簾
働
霧
繍
傭
礁
魏

一
第
五
表
は
水
稲
の
減
収
が
三

』
割
以
上
を
占
め
る
被
害
面
積
が

τ
9一

全
体
の
何
％
あ
る
か
を
表
し
た

も
の
で
あ
る
が
被
害
の
多
か

　第5表S～40いもち病の品種別被害程度

ロロ　　　　　　　　いリ　　　　　　　ハ　　、＝多壷一ゴ2ゴも墨辺＿iL少亟丞2た．至の

謙急鷺傷警，瓢
　　　　　l　　　　　　 I

鷺翻ll：ll際　墨1：1
　　　　　　　　11
日本海18・5槌州錦　4・2
越栄i1ア・7 i中i31120号4・9
こがねもち 　I6．3「rl・一ネン早！‡：　5．3

　　　　　　　　 1
五百万石 　14・71万代早生！　5・5

　　　　　　　　ヨlilひびき 13・8桝噺203号　5・5
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千秋楽i13，4，i新7号i　6。7
（注）3割以上の被害面積を対象に被害率を算

　　出した。

第4表
S～40奨励呈種普及率1αi

順位部落名 普及率％

1嘩倉 　82・7
　2 東山　　 76・5

　31赤倉　　72．0
4 中尾　　63・3

　5 東川　　　61．1
　6 下鍛池　　　　56．8

　7、新山　　　56．7

8i上鍛池　　55・2
　9 下川手　　　　53．6

10 坪野　　　53，0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
「
い
も
ち
病
抵
抗
性
」
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
が
、
過
信
し
て
は
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
越
ひ

年
は
「
千
秋
楽
」
が
最
も
多
く
び
き
」
が
非
常
に
期
待
瀞
．
」
れ
な

蝦
羅
馨
恕
融
歎
購
紹
職
袴
謙

り
、
ま
た
「
初
祝
も
ち
」
は
い
る
の
も
抵
抗
性
の
過
信
か
ら
、
ヤ

つ
た
も
の
を
見
る
と
奨
励
品
種

の
う
ち
作
付
の
多
い
「
初
祝
も

ち
」
　
「
越
ひ
び
き
」
が
飽
を
凌

い
で
お
り
奨
励
品
種
の
普
及
率

の
高
い
部
落
に
お
い
て
比
較
的

多
い
被
害
を
出
し
て
い
る
こ
と

”
が
第
四
表
及
び
第
六
表
に
よ
つ

籍．
名
倉
平
山
倉
坪
間
島
川
田
池

　
　
ヂ

落
　
　
　
　
　
水
　
　
籔

　
　
十

’
部
赤
五
新
藤
中
光
天
東
新
下

｝
　
し

一
て
．
ん
え
る
Q

一
　
「
い
も
ち
」
の
型

　
が
変
つ
て
き
た

　
近
年
「
初
祝
も
ち
、
越
ひ
び

き
、
千
秋
楽
」
な
ど
の
奨
励
品

扉
箆
「
い
妻
病
」
褄

さ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
が
「

い
も
ち
病
菌
」
に
も
型
（
レ
ー

ス
と
い
う
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら

の
品
種
は
支
那
の
血
を
受
継
い

一
で
作
り
繊
さ
れ
た
も
の
で
本
年

一
度
発
生
を
見
た
「
い
も
ち
病
菌

」
の
多
く
は
「
C
型
」
だ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
こ
の
「
C
型
菌
」

は
好
ん
で
支
那
系
の
品
種
を
侵

す
と
い
わ
れ
、
こ
れ
か
ら
の
品

種
選
択
上
、
　
一
つ
の
指
標
と
な

㎜
る
c

　
3
5
5
8
7
　
算

　
5
　
　
【
」
　
5
　
　
5
　
　
貧
U

「
農
業
労
召
章
質
毒
に

［
低
下
し
て
い
る
現
在
、
省
力
で

生
産
量
を
伸
ば
す
た
め
に
は
「

い
も
ち
病
」
に
か
け
な
い
こ
と

『
が
優
先
さ
れ
抜
本
的
技
術
改
善

一
が
必
要
と
思
う
o

㎜
　
以
下
栽
培
技
術
の
反
省
を
試

万
が
ら
新
年
度
の
参
考
と
し

一
た
い
。
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）

e

若
牛
の
発
育
と

オ
ス
牛
の
繁
殖
に
好
影
響

，
姦
鞍
矯
綱
果
か
L
搬
認
繊
璽
ω
第

　
昭
和
三
十
七
年
に
和
牛
生
産
、
タ
ー
ん
の
自
然
林
野
を
合
せ
て

改
良
基
地
と
し
て
県
の
指
定
を
…
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
放
牧
地
に

受
け
翌
三
十
八
年
に
は
増
殖
基
和
牛
四
一
頭
お
よ
び
め
ん
羊
四

地
と
し
て
国
の
指
定
を
受
け
た
｝
二
頭
が
放
牧
さ
れ
た
が
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

松
之
山
町
の
和
牛
は
、
三
十
八
．
結
果
か
ら
若
牛
の
発
育
と
低
受

年
に
九
二
八
頭
の
飼
養
頭
数
と

胎
牛
の
受
胎
性
向
上
に
き
わ
め

三
五
一
頭
（
三
十
七
年
）
の
子
・
て
有
効
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
つ

歪
議
警
巽
し
た
が
、
短
禁
今
年
の
放
繁
ら

一最
近
の
農
業
を
と
り
ま
く
情
勢
明
ら
か
に
な
つ
た
こ
と
の
主
な

の
変
化
か
ら
、
四
十
年
に
は
飯
．
点
を
ひ
ろ
つ
て
み
る
と
、

、
養
嚢
に
お
い
て
七
〇
〇
頭
台
．
一
・
輩
の
蕃
麓
れ
て
い

　
（
ピ
ー
ク
時
の
二
五
％
減
）
に
た
1
放
牧
日
数
一
二
〇
日
問

滅
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
山
　
（
六
月
十
五
日
か
ら
十
月
十
二

村
農
業
の
立
地
条
件
を
決
定
す
日
ま
で
）
に
ほ
と
ん
ど
の
牛
が

る
も
の
は
最
少
犠
牲
の
原
則
で
増
体
し
て
お
り
、
最
も
大
き
な

あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
　
増
体
を
示
し
た
も
の
で
は
期
間

で原芋厳大

和
牛
飼
養
に
対
す
る
期
待
に
は
中
八
ニ
キ
・
、
一
日
平
均
増
体

な
お
根
強
い
も
の
が
あ
る
と
い
量
六
八
三
グ
ラ
ム
の
成
績
で
あ

え
る
。
和
牛
飼
養
の
生
産
性
を
つ
た
。
こ
れ
は
普
通
の
舎
飼
い

高
め
る
た
め
に
は
価
格
対
策
と
牛
が
正
常
発
育
し
た
と
ぎ
の
発

労
働
対
策
と
飼
料
対
策
が
同
時
育
を
は
る
か
に
上
四
る
も
の
で

に
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
あ
る
。
と
く
に
月
令
一
ニ
ヵ
月

が
、
こ
れ
ら
の
命
題
が
生
度
農
・
ま
で
の
若
牛
の
発
育
に
、
放
牧

豫
繰
せ
ら
れ
る
の
段
、
山
癸
き
な
効
果
を
及
ぽ
し
た
。

一
拳
の
現
状
か
ら
限
度
が
あ
る
こ
　
一
、
繁
殖
障
害
牛
の
受
胎
性
向

と
と
か
ら
、
そ
の
対
策
の
『
環
上
に
有
効
－
1
舎
飼
い
牛
の
う

と
し
て
大
厳
寺
原
牧
場
の
造
成
ら
何
同
種
付
し
て
も
受
胎
し
な

が
行
わ
れ
て
き
た
。
　
　
　
　
　
い
よ
う
な
繁
殖
障
害
牛
一
〇
頭

』　
三
十
六
年
か
ら
三
十
九
年
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
放
牧
し
、
放
牧
中
に
人
［
授

で
に
造
成
さ
れ
た
二
〇
ヘ
ク
タ
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粘
を
施
し
た
結
果
、
六
頭
が
巫
又

胎
し
た
、
そ
の
う
ち
の
四
獄
は

．
回
の
授
精
で
他
の
．
．
頭
は
．
↓

図
の
授
精
で
受
胎
し
た
。

一
、
放
牧
か
ら
舎
飼
い
に
移
行

し
て
か
ら
の
成
績
が
よ
か
つ
た

『
1
』
．
十
八
年
に
放
牧
し
た
牛

を
舎
飼
い
に
移
し
て
か
ら
の
成

績
で
は
飼
料
の
利
用
性
、
体
躯

の
充
実
な
ど
に
好
結
果
が
得
ら

れ
た
。

　
そ
の
他
に
も
、
農
繁
期
の
飼

養
労
働
の
軽
減
と
夏
季
に
お
け

る
冬
期
貯
蔵
飼
料
の
調
整
．
確
保

を
可
能
に
し
た
こ
と
な
ど
、
和

牛
飼
食
農
家
の
受
け
た
利
点
が

あ
る
が
、
　
一
頭
飼
養
と
．
．
一
、
四

頭
飼
養
と
で
は
、
放
牧
の
持
つ

意
義
に
差
が
生
じ
る
こ
と
、
収

容
能
力
に
限
度
が
あ
る
こ
と
、

放
牧
管
理
に
は
か
な
り
の
労
力

と
経
費
を
要
す
る
こ
と
な
ど
、

公
共
性
と
企
業
性
の
両
面
を
帯

び
て
い
る
施
設
だ
け
に
、
今
後

の
放
場
運
営
に
は
い
く
つ
か
の

問
題
点
が
あ
る
よ
う
だ
。

優
良
マ
ー
ク
で

　
　
　
模
範
運
転
を

　
「
優
良
マ
ー
ク
」
の
交
付
を

受
け
る
資
格
の
あ
る
人
は
、

①
　
過
去
五
年
以
上
故
意
叉
は

　
過
失
に
よ
つ
て
、
交
通
事
故

　
を
起
し
た
こ
と
の
な
い
者
及

　
び
、
変
通
違
反
を
し
た
こ
と

　
の
な
い
者
で
、
そ
の
他
区
の

　
交
通
安
全
協
会
長
か
そ
れ
以

　
上
の
表
彰
を
、
受
け
た
こ
と

　
が
あ
る
者

②
　
警
察
署
長
が
①
と
同
等
以

　
上
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
た

　
煮
。
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

　
交
付
は
、
優
良
連
転
者
が
、

　
警
察
署
に
備
え
付
け
て
あ
る

　
申
請
書
に
、
右
の
①
②
に
該

　
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

　
明
す
る
、
書
類
等
を
添
え
て

　
警
察
署
長
に
申
請
し
、
警
察

　
署
長
が
直
接
本
人
に
、
交
付

に
な
つ
て
お
り
ま

す
。

し
尿
の
共
同
処
理
セ

　
ン
タ
ー
建
設
き
ま
る

　
最
近
町
内
で
も
、
し
尿
（
糞

・
便
の
こ
と
）
の
処
理
に
困
つ
て

一
い
る
話
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
ま

π
招
叢
と
つ
た
振
を
極

め
て
不
衛
生
的
に
捨
て
て
い
る

事
実
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
態
は
松
之
相

『
町
だ
け
叢
く
ど
こ
で
も
悩
の

種
と
な
つ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
去
る
ト
ニ
月
九
日
、
中
魚
沼

の
津
南
町
、
中
里
村
、
長
野
県

の
栄
村
、
そ
れ
に
松
之
山
の
四

町
村
長
さ
ん
が
集
つ
て
、
し
尿

の
共
同
処
理
セ
ソ
ダ
ー
を
作
る

こ
と
が
決
り
ま
し
た
。

　
そ
の
構
想
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
・

な
つ
て
い
ま
す
。

　
名
称
津
南
町
清
掃
セ
ン
タ
ー
、

零
約
五
千
万
円
で
し
尿
消

化
槽
を
津
南
町
に
、
昭
和
四
十
一

↓
年
、
四
十
二
年
の
ニ
カ
年
計
．

画
で
建
設
す
る
。
管
理
者
は
津
・

南
町
長
と
す
る
。

　
没
み
取
り
は
今
ま
で
の
よ
う

に
清
掃
業
者
が
行
い
ま
す
が
、
一

共
同
処
理
セ
ン
タ
ー
の
加
八
に
冒

よ
つ
て
松
之
山
町
で
は
約
三
分
．

の
一
の
し
尿
が
消
化
さ
れ
る
こ
｝

と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
…
…

一

一
次
号
予
告

一
広
報
松
之
山
第
二
十
四
号
は

三
月
は
じ
め
に
発
行
い
た
し
ま

す
。主

な
記
裏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
企

画
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
一
、
出
稼
者
を
も
つ
妻
だ
け
の

　
座
談
会
悩
み
と
気
楽
さ
を
語

　
る
十
七
人
の
婦
人
、
浦
田
で

二
、
こ
と
し
の
タ
バ
コ
作
を
ふ

　
り
か
え
つ
て

三
、
昭
和
四
十
一
年
度
町
の
予

　
算
と
事
業
計
画

　
役
場
庁
舎
の
改
築
と
そ
の
位

　
置
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
。
殊

　
　
　
　
．
辮オ
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