
は)

ー嚢蓬菫書

生

の
宿

・
下

宿

屋

（
１

）

林

　

　

　

順

　

信

回

北
関
東
出
身
者
の
多
い
下
宿
室

前
回
で
ご
紹
介
し
た
本
郷
区
の
中
の
下
宿
屋
に
あ

っ

て
、
多
く
の
文
化
人
が
寄
宿
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
菊

坂
の
菊
富
士
ホ
テ
ル
や
　
現
在
も
森
川
町
に

，
容
を
誇

っ
て
い
る
本
造
三
階
建
て
の
本
郷
館
な
ど
は
、
何
れ
も

岐
阜
県
１１１
身
の
人
た
ち
に
よ

っ
て
創
業
さ
れ
た
下
宿
屋

だ

っ
た
が
、
わ
が
蓬
秦
町
の
場
合
は
、
茨
城
県
や
栃
木

県
の
北
関
東
―――
身
の
経
営
者
が
目
立

っ
た
。

第

一
初
青
館
の
広
瀬
な
か

ｏ
第
二
初
音
館
の
大
野
貞

子

・
第

八
初
音
館
の
平
間
と
し
、
第

一
東
洋
館
の
間
”

好
三

（
本
郷
区
会
議
員
を
つ
と
め
た
）
は
何
れ
も
茨
城

県
出
身

の
人
た
ち
で
、
初
音
館
と
い
う
チ
ェ
ー
ン
下
宿

屋
は
、
茨
城
県
出
身
の
山
中
と
い
う
人
が
　
逐
次
故
郷

の
後
輩
に
仕
事
の
紹
介
と
奨
励
に
こ
れ
つ
と
め
た
も
の

で
、
昭
和
二
十
年
二
月
十
日
の
大
空
襲
で
蓬
来
町
が
灰

儘
と
帰
す
ま
で
は
、
蓬
泰
町
七
番
地
に
山
中
さ
ん
の
御

宅
は
あ

っ
た
。

本
造
二
階
建
て
の
第
二
初
音
館
の
菊
地
蔵
吉
は
栃
木

県
の
出
身
だ

っ
た
。
現
在
は
フ
ナ
バ
シ
Ｋ
Ｋ
の
工
場
の

位
置
　
口
中
歯
科
医
院
の
向
か
い
の
東
北
角
地
に
　
実

に
堂
々
た
る
木
造
三
階
建
て
の
下
宿
屋
と
し
て
、
こ
の

界
隈
の
天
空
を
圧
し
て
い
た
。

第
二
初
音
館
の
お
や
じ
さ
ん
は
　
な
ぜ
か

「
菊
地
の

サ
イ
さ
ん
」
と
皆
か
ら
呼
ば
れ
て
い
た
。
昭
和
十
年
頃
、

私
は
こ
の

「
サ
イ
さ
ん
」
に
江
戸
角
凧
の
大
ま
い
の
を

こ
し
ら
え
て
も
ら
い
、
う
な
り
ま
で
町
暉
に
こ
し
ら
え

て
く
れ
た
の
に
は
、
大
喜
び
も
し
、
ま
た
そ
の
技
術
の

す
ば
ら
し
さ
に
驚
嘆
し
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る

同
じ
く
驚
共
町
六
番
地
で
は
、
現
在
の
恩
田
十
雄
さ

ん
の
お
宅
の
西
側
の
路
地
の
突
き
当
た
り
に
第
八
初
音

館
が
あ
り
、
そ
の
手
前
左
側
に
十
歳
館
が
あ

っ
た
。
道

は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
捕
装
な
ど
で
は
な
く
　
石
炭
ガ
ラ
を

敦
き

つ
め
た
泥
の
道
で
あ

っ
た
。
石
炭
ガ
ラ
は
蓬
案
町

内
の
草
津
湯
か
ら
出
た
石
炭
ガ
ラ
を
応
急
に
勲
き

つ
め

て
い
た
と
思
う
。

千
歳
館
の
梅
干
し
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
は
、
い
つ
も
白
い

割
烹
着
を
着
て
、
我
々
悪
童
ど
も
を
に
ら
め

つ
け
て
い

た
の
で
　
お

ぅ
か
な
い
お
ば
あ
さ
ん
と
い
う
印
象
だ

っ

た
。
十
歳
館
の
玄
関
わ
き
に
は
大
き
な
ゆ
す
の
木
が

実
を
た
く
さ
ん
な
ら
し
て
い
た
の
で
、
悪
寛
ど
も
か
気

に
な

っ
て
仕
様
の
な
い
な
り
も
の
だ

っ
た
。
千
歳
館
の

真
前
に
、
比
較
的
広
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
た
た
き
場
を

持

つ
井
戸
が
あ

っ
た
。
井
戸
水
は
比
較
的
う
ま
か

っ
た
。

お
か
み
さ
ん
連
が
よ
く
丼
戸
端
会
議
を
し
て
い
た
。
井

●
端
の
水
を
よ
く
蜂
か
飲
み
に
来
る
の
で
、
何
度
か
追

い
か
け
ら
れ
た
こ
と
を
想
い
出
す
。

突
き
当
た
り
の
と
こ
ろ
を
　
先
年
私
か
ぶ
ら
ぶ
ら
し

て
い
た
ら
　
不
審
そ
う
に
町
内
の
人
か
ら
声
を
か
け
ら

れ
た
の
で
　
苦
は
こ
こ
に
第
八
初
青
館
が
あ

っ
て
、
共

同
の
洗
場
が
あ

っ
た
な
ど
と
話
を
し
た
ら
　
そ
の
時
代

の
タ
イ
ル
が
現
在
も
あ

っ
て
、
な
ぜ
あ
ん
な
に
広
い
タ

イ
ル
が
あ
る
の
か
が
、
そ
れ
で
わ
か

っ
た
と
言
わ
れ
た
。

現
在
　
郁
文
館
の
前
の
町
内
の
横
丁
に
、
西
側
に
頑

丈
な
石
塀
の
数
メ
ー
ト
ル
と
、
比
較
的
広
い
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
た
た
き
が
成

っ
て
い
る
。
あ
の
石
塀
こ
そ
　
第

一
初
書
館
の
勝
手
口
近
く
の
生
き
残
り
で
あ
り
　
石
の

タ
タ
キ
は
　
第

．
初
音
館
と
、
小
池
と
い
う
家
の
間
に

あ

っ
た
井

Ｆ
の
名
残
り
で
あ
る
。
第

一
初
音
館
の
広
瀬

な
か
さ
ん
は
　
前
歯
に
輸
金
を
は
め
た
や
さ
し
い
お
ば

さ
ん
だ

っ
た
。
か
な
り
き

つ
い
近
眼
鏡
を
か
け
た
息
子

さ
ん
は
、
当
時
の
鉄
道
省
に
勤
め
て
い
た
。
時
た
ま
制

服
制
帽
で
帰
宅
す
る
の
で
、
町
内
で
は
人
日
に
つ
い
た

も
の
だ

っ
た
。
あ
の
激
し
い
人
●
襲
の
戦
火
の
な
か
で

当
時
の
石
塀
が
よ
く
も
ま
あ
そ
の
ま
ま
今
日
ま
で
生
き

残

っ
て
い
る
の
は
、
そ
ば
に
水
場
と
い
う
井
戸
が
あ

っ

た
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。

七
番
地
の
第

一
東
洋
館
そ
の
も
の
は
、
現
在
の
拡
巾

さ
れ
た
日
本
医
大
上
か
ら
本
郷
通
り
に
出
る
道
路
の
南

側
中
ほ
ど
に
あ

っ
た
。
戦
前
ま
で
な
ら
、
そ
の
東
洋
館

手
前
の
細
い
細

い
路
地
を
カ
ギ
の
手
に
山

っ
て
、
追
分

米
来
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町
の
方
に
出
て
行
け
る
間
道
が
あ

っ
た
。
現
在
で
い
え

ば
モ
ー
ド
Ｆ
と
写
真
店
の
あ
た
り
だ
ろ
う
か
。

―
八
番
地
の
消
光
館
　
昇
盛
館
と
第
二
初
青
館
は

真
浄
寺
の
西
わ
き
の
長
い

一
直
線
の
横
丁
に
、
玄
関
を

違
ね
て
い
た
。
根
津
権
現
祭
の
と
き
、
町
内
神
輿
は
こ

こ
を
か

つ
か
れ
て
渡
卿
し
た
も
の
だ

っ
た
。

敷
鳥
館
は
二
十
五
番
地
に
あ
り
　
郁
文
館
と
恩
日
さ

ん
や
倉
田
さ
ん
の
間
の
細
い
横
丁
の
突
き
当
た
り
の
ド

ブ
板
を
渡

っ
て
玄
関
が
あ

っ
た
。

こ
の
細
い
横
丁
の
左
側
に
は

，
野
と
い
う
　
炭
だ
が

あ

っ
た
。
●
野
炭
屋
に
は
　
そ
れ
こ
そ
童
画
に
出
て
来

そ
う
な
れ
い
”
ぺ
た
の
か
わ
い
ら
し
い
男
の
子
と
女
の

子
が
い
た
。
お
か
み
さ
ん
は
、
い
つ
も
手
拭
い
を
姉
さ

ん
か
ぶ
り
に
し
て
　
か
す
り
の
青
物
を
着
て
い
た
。

賄
付
て
一
十
円
前
後
の
ド
宿
代

日
当
時
の
ド
宿
屋
の
玄
関
は
　
現
在
ご
く
ま
れ
に
東
大

前
に
■

っ
て
い
る
の
と
同
じ
く
　
膚
破
風
の
屋
根
を
持

ち
、
軒
先
に
は
　
白
い
球
形
の
ガ
ラ
ス
に
蔽
わ
れ
た
門

灯
が
あ
る
の
が
特
徴
的
だ

っ
た
。
玄
関
の
硝
子

月
に
は
、

大
き
な
漠
字
で
千
歳
館
だ
と
か
豊
鳥
館
だ
と
か
文
字
が

す
か
し
彫
り
で
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
玄
間
に
は
部
屋
の

数
だ
け
通
し
番
号
て
下
駄
箱
が
あ
り
、
玄
閲
の
１１
側
は

経
営
者
の
い
る
帳
場
の
部
屋
が
で
ん
と
構
え
て
い
て

正
面
に
は
、
階
上
に
登
る
階
段
が
あ

っ
た
。

湾
来
町
の
下
宿
屋
で
は
　
東
大
■
を
中
心
に
　
中
央

・
明
治
　
日
本
医
大
の
学
生
の
ほ
か
　
若
い
独
身
の
月

給
取
り
が
寄
宿
し
て
い
た
。
部
屋
は
四
員
半
か
六
畳
が

■
で
　
中
に
は
三
畳
な
ど
と
い
う
の
も
あ

っ
た
。

第
〓
初
音
館
な
ど
の
様
に
三
階
建
て
の
下
宿
屋
で
は

七
十
も
の
部
屋
数
が
あ

´
た
が
、
普
通
の
二
階
建
て
で

は
三
十
■
前
後
が
多
か

っ
た
。
ド
宿
屋
は
　
大
低
　
中

庭
を
中
心
に
、
周
囲
に
廻
廊
式
に
部
屋
が
続
い
て
い
て

下
宿
ド
は
　
二
十
七
　
八
円
か
ら

一十
円
　
十
五
円
く

ら
い
と
段
階
か
あ

っ
た
。
下
宿
代
は
二
階
の
方
か

一
階

よ
り
高
く
　
南
向
き
の
部
屋
が
最
も
高
か

っ
た
。

朝
食
と
夕
食
の
賄
付
で
こ
の
値
段
で
　
現
在
の
様
に

礼
敷
金
な
ど
は
な
か

っ
た
が
、
大
学
出
の
初
任
給
か
五

十
円
の
時
代
に
こ
の
下
宿
料
は
決
し
て
安
い
と
は
言
え

な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。

細
か
い
下
宿
屋
内
部
の
生
活
に
つ
い
て
は
　
次
■
に

述

べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

役
員
の

一
部
交
代
に
つ
い
て

南
部
　
退
任

翁
　
松
夫
氏
　
新
任

里
見
正

一
氏

北
部
　
退
任

中
川
三
郎
氏
　
新
任

士
口
田
孝
治
氏

口
日
間
□

４
月
６
日
ヽ
４
月
も
日
　
春
の
上
国
交
通
安
全
週
間

当
町
会
に
お
い
て
も
行
事
の
趣
旨
に
協
力
す
る
た
め

こ
の
期
間
中
に
は
交
通
部
及
び
婦
人
部
が
連
日
交
代

て
参
加
し
、
街
頭
に
お
い
て
歩
″
者
並
び
に
車
両
に

対
し
て
交
通
安
全
の
普
及
に
努
め
ま
し
た
。

□

目

関

□

か
ね
て
よ
り
懸
案
に
な

っ
て
お
り
ま
し
た
、
防
災
用

品
倉
車
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
箇
所
に
設
置
さ
れ
る
こ

と
か
決
ま
り
ま
し
た
。

設
置
場
所
　
向
Ｆ
二
Ｉ
日
児
童
遊
円
地
内

（
７
月
中
旬
完
成
予
定
）

な
お
　
同
所
内
に
は
防
災
情
報
を
伝
え
る
放
送
塔
も

同
時
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

４
月
２９
日
　
根
津
神
■

つ
つ
し
祭
り
の
甘
酒
茶
屋
手
伝
い

５
月
∞
日
　
日
本
ホ
十
宇
募
金

こ
の
た
０
の
募
令
に
つ
き
ま
し
て
も
町
内
皆
様
の
ご

厚
志
に
よ
り
ま
し
て
次
の
企
額
を
納
付
致
し
ま
し
た
。

こ
脇
力
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

一
金
　
一
一
二
四

〓
一
三

円

平
成
元
年
４
月
か
ら
６
月
中
旬
ま
で

６
月

‐５
日

　

「
町
会

広
報
と
普
及

に
つ
い
て
」
文
京
区

役
所
主
催

に
よ
り
研
修
会
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

６
月
加
曰
　

こ
の
た
び
広
告
会
社

の
協
力
を
得
ま
し

て

無
償

に
よ
り

「
町
会
掲
示
板

一
を
６
か
所

に
設
置
致

し
ま
し
た
。

６
月
２４
Ｈ
　
平
成

元
年
度
蓬
泰
町
会
総
会
　
開
催

い
た

し
ま
し
た
。
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固
日
日
四

本
年
は
８
月
に
恒
例
に
な
り
ま
し
た

「
盆
お
ど
り
」

を
行
い
ま
す
。
そ
の
節
に
は
多
数
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

川
方
樹
先
■
が
有
名
で
あ
る
。

文

ヽ

Ｋ

Ｘ

又

又

穴

埋

漫

筆

『
郁
文
館

』
校
名

の
出
来

本
年
二
月
に
刊
●
さ
れ
た

「郁
文
館
学
園
百
年
史
」

に
依
れ
ば
　
郁
文
館
の
命
名
は
創
立
者
　
棚
橋

一
郎

初
代
校
長

の
父
君
　
棚
橋
大
件
で
あ
る
．
論
語
に

「
子

日
ク
　
ロ

ハ
ニ
代
に
監
ミ
テ
　
郁
郁
乎
ト
ン
テ
文
ナ
ル

哉
．
吾
は
月
に
従

ハ
ン
」
と
あ
り
、
孔
子
は
月
公
の
定

め
た
礼
楽
制
度
、
そ
の
文
化
の
盛
ん
な
よ
う
す

「
郁
郁

」
を
讃
美
し
た
。
こ
れ
よ
り
取

っ
た
の
が

「
郁
文
」
で

あ
る
。

当
町
会
に
お
住
ま
い
の
方
で
　
４
月
か
ら
７
月
中
旬

ま
で
の
間
に
ご
逝
去
さ
れ
た
方
々
の
お
名
前
は
左
記
の

と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
．

謹
ん
で
お
悔
や
み
を
申
し
上
げ
、
ご
冥
福
を
お
祈
り

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

加
藤
サ
サ
エ
様
　
赤
木
い
ち
様
　
恩
田
む
め
様

現
在
向
丘
二
Ｔ
Ｈ
交
差
点
　
吉
の
名
で
本
郷
肴
町
の

十
字
路
か
ら
南

へ
五
＋
米
程
の
左
手
に
大
き
な
石
柱
の

あ
る
寺
が
、
浄
上
宗
卜
方
寺
で
あ
る
。

開
山
は
円
誉
霊
円
上
人
で
着
長
九
年

（
一
六
●
四
）

徳
川
家
康
よ
り
湯
島
に
＋
地
を

，
領
し
源
空
寺
を
創
建
、

そ
の
後
　
根
津
に
十
方
寺
を
建
立
し
　
寛
文
二
年

（
一

人
六
二
）
に
現
在
地
に
移
転
し
た
と
い
う
。

江

Ｐ
文
化
の
幸
や
い
た
文
化
文
政
年
間
の
頃
こ
の
寺

の
住
職
特
止
上
人
は
余
技
に
楽
焼
を
造
り
、
そ
の
道
で

は
現
在
の
陶
器
全
集

に
も
載
る

，
の
名
人
で
、
当
時

文
人
墨
客
が
こ
の
寺
に
集
ま
り
南
方
流
の
茶
道
も
当
寺

で
行
わ
れ
た
と
い
う
。

一
昨
年
急
逝
さ
れ
た
第
十
九
世
薫
誉
良
■
■
人
も

僧
侶
と
し
て
は
め
ず
ら
し
く
長
唄
の
三
味
線
の
名
手
て

時
と
し
て
そ
の
音
色
を
間
か
れ
た
方
も
お
ら
れ
る
と
思

う
。
こ
の
良
美
上
人
に
よ

っ
て
昭
和
三
十

一
年
に
本
堂

か
再
建
さ
れ
続
い
て
庫
裡
が
新
築
さ
れ
た
。
当
時
と
し

て
は
斬
新
な
設
計
で
特
に
１１
本
寺
院
で
は
め
づ
ら
し
く

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
取
り
入
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
で

あ
る
。
こ
の
寺
の
檀
家
に
は
代
々
知
識
人
が
多
く
、
江

戸
時
代
に
は
、

「
昌
平
志
」

「
武
蔵
志
料
」
等
を
書
き

残
し
た
大
塚
印
南
先
生
　
現
代
で
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
湯

川
秀
樹
博
士
の
令
兄
で
東
大
教
授
を
し
て
お
ら
れ
た
小

人 地 天

九
年
六
月
二
十
六
日

綿
湿
じ
種
置
き
て
み
る
今
日
亡
種
　
　
　
す
え

あ
じ
さ
い
の
雨
に
ふ
く
る
る
袋
露
地
　
　
連
木

鉛
空
割
れ
て
日
差
し
て
か
げ
る
２
●
　
　
向
雪

岳
々
の
こ
だ
ま
乗
せ
く
る
青
栞
風
　
　
　

夭́
子

あ
ら
草
に
自
卜
宇
為
す
し
ぶ
き
草
　
　
　
千
重

お
六
櫛
な
ら
べ
し
店
の
七
変
化
　
　
　
　
帰
蝶

桜
挑
忌
無
頼
の
徒
に
は
染
み
さ
れ
ず
　
市
雨
亭

平
成
元
年
度
蓬
栞
町
会
総
会
を
６
月
２４
日
に
開
催
し

昭
和
６３
年
度
決
算
並
び
平
成
元
年
度
予
算
に
つ
い
て
審

議
を
諮
り
、
可
決
い
た
し
ま
し
た
の
で
報
告
致
し
ま
す
。

な
お
、
昭
和
“
年
度
決
算
書
並
び
に
平
成
元
年
度
予
算

書
は
次
の
ベ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ご
高

覧
下
さ
い
。

編
集
委
員

小
林
　
上
皇
口
、
　

竹
中

　

一
ヽ
　
　
高
橋
　

一
郎
、

猪
熊
　
良
晃
、
　

池
日
　
　
暉

そ

の



昭和 63年 4月 1日 ～平成1年 3月 31日

責
金
企
人
息

会
助
付
収
「

町
袖
寄
雑
銀

51110
1280600
167430
25000

345651
770

会 議 費
総 養 H'
渉 外 資

備 品 費
事 務 責
回言・交通費
電 気 代
防火防災部
lJ 犯 部
交 通 部
衛 生 .f

文 イヒ 部 |

婦 人 部
青 年 部
慶 弔 費
′肖耗 品費
返   金

117070
44708

356940
11345o
253800
100040
800oo
44352
54726
4741o
28190
4000

123580
141450
200000
36000
20530
100ooo

3721繰 越 全

合    計 1870567

役員会々場費茶東子代
部会研究等に
関係団体等
維持及購入費

防lE灯 維持費含む
部の活動費
部の活動費
部の活動査
部のi=動費
部の活動費
部の活動費
部の活動費

1 8 70567

(4)

平成元年 6月 24口
収支決算上記の道り報告します。
上記の決節 違なき事を証明します。
防災積立金¥1107713(平 成元年 6月 241現在高 )

昭和 63年度 決 算 報 告 書

平 成 元 年度  予   算
平成 1年 4月 1日 ヽ平成 2年 3月 31日

町 会 長 高

会  計 ,
全計監査 須

書

島 正 姜0

'1 
正 造0

藤 正四郎0

位 殴各

金
費
企
入
息

越
会
助
収

繰

町
裕
雑
利

会 議 費
総 務 部
渉 外 費
備 品 費
事 務 責
蹴 ‐麺 費
電 気 ヘ
防火防災.|

防  犯  .|`

交 通 部
衛 `L 部
文 化 割,

婦 人 部
青 年 部
慶 弔 費
消 耗 品費
予 備 企
返   金

150000
8000o

350000
200つ oo
6oooo

100000
80000
60000
60,000
6oooo
80000
10000

18oつ oo
200000
2300oo
39p00
30000
62851

役員会々場費茶菓子代
部会及研究等に
関係団体等
維持 購入費

防犯灯維持責含む
ヨ陳賀他
夜警等に
安全運動費他

蓬業口Tたよ似成人 続,‐|:

敬老費他
部 費

2o31851 2031851
日∫

平成 1年 6月
蓬 栞 ll会


