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『
な
ん
で
群
馬
県
？
な
ん
で
南
牧
村
を
選
ん
で
く
れ
た
の
？
本
当

に
こ
こ
で
よ
か
っ
た
？
』

　

こ
れ
は
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
県
ま
で
、
全
国
の
自
治
体
が
集
ま

る
地
域
お
こ
し
協
力
隊
募
集
相
談
会
で
、
南
牧
村
に
興
味
を
示
し
、

選
ん
で
く
れ
た
方
達
に
私
が
抱
い
た
思
い
で
す
。

　

私
自
身
で
す
ら
生
ま
れ
も
育
ち
も
群
馬
の
せ
い
か
「
海
が
あ
る

と
こ
ろ
っ
て
い
い
な
ぁ
」
な
ど
と
自
分
が
イ
ン
ド
ア
派
で
あ
る
こ

と
を
棚
に
あ
げ
て
、
他
の
地
域
の
募
集
内
容
に
目
移
り
し
、
南
牧

村
が
劣
っ
て
い
る
様
に
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

な
ぜ
な
ら
、
南
牧
村
は
、
高
齢
化
率
・
少
子
化
率
共
に
全
国
一

位
で
あ
り
、
世
界
の
中
で
課
題
先
進
国
で
あ
る
日
本
そ
の
中
で
も

先
頭
に
立
つ
「
課
題
先
進
村
」
の
た
め
、
全
国
的
に
有
名
に
な
り
、

注
目
を
浴
び
た
か
ら
で
す
。

　

そ
ん
な
「
課
題
先
進
村
」
南
牧
へ
夢
を
持
っ
て
移
住
し
て
く
る

方
達
の
中
に
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」
が
い
ま
す
。

　

南
牧
村
を
希
望
し
て
き
た
隊
員
の
中
に
「
農
業
を
や
り
た
い
」

と
い
う
若
者
が
い
ま
し
た
。「
南
牧
村
は
、農
業
盛
ん
じ
ゃ
な
い
よ
」

「
急
峻
な
地
形
だ
か
ら
平
ら
な
農
地
が
少
な
い
よ
」
ち
ゃ
ん
と
説
明

し
ま
し
た
が
、
若
者
は
南
牧
村
で
農
業
が
や
り
た
い
ら
し
い
。
若

者
曰
く
、「
自
然
農
法
で
少
量
多
品
目
の
農
業
を
や
り
た
い
自
分
に

と
っ
て
、
小
さ
な
耕
作
放
棄
地
は
、
農
薬
が
抜
け
た
状
態
の
良
い

畑
と
な
り
得
る
。」
な
る
ほ
ど
！
勉
強
に
な
り
ま
す
。

　

事
業
開
始
当
初
か
ら
南
牧
村
で
は
、
協
力
隊
任
用
期
間
の
最
長

３
年
間
の
う
ち
に
、
地
域
に
定
住
し
、
自
ら
生
活
し
て
い
く
術
を

見
つ
け
て
く
だ
さ
い
、と
隊
員
の
将
来
に
目
を
向
け
た
重
要
な
ミ
ッ

シ
ョ
ン
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
卒
業
隊
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
農
業
や
民
間
企
業
へ
の
就
職
、

ま
た
起
業
準
備
を
し
て
い
る
者
な
ど
様
々
で
、
生
活
は
厳
し
い
も

の
の
、
南
牧
村
へ
定
住
し
、
自
分
の
や
り
た
か
っ
た
事
が
で
き
て

い
る
よ
う
で
す
。

　

現
在
は
、
４
人
の
隊
員
が
活
動
中
で
あ
り
、
私
の
気
付
い
て
い

な
い
南
牧
村
の
魅
力
を
感
じ
な
が
ら
、
今
後
ど
の
よ
う
な
形
で
南

牧
村
の
生
活
を
満
喫
し
て
い
く
の
か
、
行
政
と
し
て
精
一
杯
寄
り

添
い
な
が
ら
、
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

　
　
　
　
　（
南
牧
村
　
村
づ
く
り
・
雇
用
推
進
課
　
今
井 

和
則
）

近
す
ぎ
て
見
え
な
い
魅
力

榛
東
村
／
真
塩　　

卓　

村
長

町
村
ト
ッ
プ
通
信

片
品
村
／
星
野　
栄
二　

議
会
議
長

議
長
随
想

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
農
山
村
の
価
値
を
い
か
に
高
め
る
か

早
稲
田
大
学
名
誉
教
授　

宮
口　
侗
廸
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町村トップ通信
  

子
ど
も
に
夢
を

  

　
み
ん
な
に
福
祉
と
安
心
を

榛
東
村
長
　
真
　
塩
　
　
　
卓

特産品のぶどう

毎週末にぎわいを見せるキャンプ場

黄金色に輝く田園風景

　

榛
東
村
は
、
群
馬
県
の
ほ
ぼ
中
央

に
位
置
し
、東
に
関
東
平
野
を
望
み
、

西
に
榛
名
・
伊
香
保
の
観
光
地
を
擁

す
る
自
然
豊
か
な
都
市
近
郊
農
村
で

す
。
北
関
東
有
数
の
栽
培
面
積
を
誇

る
榛
東
村
ぶ
ど
う
郷
が
あ
り
、
八
月

か
ら
九
月
に
か
け
て
は
、
村
の
特
産

品
で
あ
る
ぶ
ど
う
を
求
め
、
多
く
の

方
が
来
村
さ
れ
ま
す
。
今
年
も
多
く

の
方
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
大
変
う

れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ぶ
ど
う

の
収
穫
が
終
わ
る
と
、
黄
金
色
に
輝

く
田
園
風
景
が
広
が
り
、
自
慢
の
美

味
し
い
お
米
が
収
穫
を
迎
え
ま
す
。

冬
に
な
る
と
富
士
見
峠
か
ら
関
東
平

野
の
き
ら
め
く
夜
景
を
望
む
こ
と
が

で
き
、
春
に
は
陸
上
自
衛
隊
相
馬
原

駐
屯
地
の
桜
が
咲
き
誇
り
ま
す
。
四

季
折
々
の
風
景
が
楽
し
め
る
風
光
明

媚
な
こ
の
村
を
多
く
の
方
に
訪
れ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

六
十
周
年
を
迎
え
た
村

　

榛
東
村
は
、
桃
井
村
と
相
馬
村
の

合
併
を
経
て
、
昭
和
三
十
四
年
に
誕

生
し
て
か
ら
、
本
年
八
月
で
六
十
年

の
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。
創
造
の
森

キ
ャ
ン
プ
場
や
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
等

の
整
備
、
陸
上
自
衛
隊
の
駐
屯
、
昭

和
天
皇
の
行
幸
啓
、秋
篠
宮
御
夫
妻・

ベ
ト
ナ
ム
の
国
家
主
席
の
御
来
村
な

ど
、
こ
の
六
十
年
で
様
々
な
事
柄
が

起
き
ま
し
た
。
ま
た
、
高
崎
・
前
橋

と
い
っ
た
中
核
市
に
隣
接
し
東
京
へ

の
ア
ク
セ
ス
が
良
い
こ
と
、
地
盤
が

強
固
で
地
震
や
自
然
災
害
に
強
い
土

地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
精
密
機
械
の

工
場
や
通
信
衛
星
の
基
地
局
な
ど
が

所
在
し
て
い
ま
す
。
立
村
当
時
、
約

八
〇
〇
〇
人
だ
っ
た
人
口
は
増
加
を

続
け
、
現
在
で
は
約
一
万
五
〇
〇
〇

人
と
な
り
、
緩
や
か
な
が
ら
も
着
実

に
発
展
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
村
政
で
は
、「
子
ど

も
を
育
て
る
な
ら
榛
東
村
」
と
い
う

言
葉
を
体
現
す
る
た
め
に
、
給
食
費

の
引
き
下
げ
や
オ
ン
ラ
イ
ン
英
会
話

授
業
の
導
入
、
幼
稚
園
に
養
護
教
諭

の
配
置
・
保
育
園
の
病
後
児
保
育
へ

の
助
成
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。ま
た
、

群
馬
県
立
健
康
科
学
大
学
と
の
健
康

づ
く
り
推
進
の
協
定
締
結
や
国
保
税

の
引
き
下
げ
、
介
護
予
防
教
室
の
実

施
や
地
域
全
体
が
参
加
す
る
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、福
祉・

医
療
・
介
護
の
充
実
に
努
め
て
き
ま

し
た
。
県
外
で
は
、茨
城
県
大
洗
町
、

神
奈
川
県
大
井
町
、
東
京
都
葛
飾
区

と
友
好
や
防
災
の
協
定
を
締
結
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と
納
税
制

度
で
は
、
早
い
段
階
か
ら
積
極
的
に

活
用
し
て
、
榛
東
村
の
地
域
経
済
の

発
展
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

 

次
世
代
へ
つ
な
げ
る

　

現
在
は
、
更
な
る
村
の
発
展
を
思

い
、
次
世
代
へ
の
か
け
橋
と
な
る
よ

う
、
次
の
施
策
に
重
点
を
置
い
て
い

ま
す
。

　

ま
ず
、
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
と
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
を
複
合

し
た
防
災
拠
点
施
設
の
整
備
で
す
。

平
時
は
、
地
域
の
憩
い
の
場
と
な
る

集
会
施
設
と
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
型
の

給
食
セ
ン
タ
ー
と
し
て
使
用
し
、
災

害
が
あ
っ
た
際
は
、
村
の
防
災
拠
点

と
し
て
使
用
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
長

く
共
存
共
栄
で
や
っ
て
き
た
自
衛
隊

の
基
地
所
在
村
と
し
て
、
防
衛
省
か

ら
の
補
助
金
を
活
用
し
て
実
施
し
ま

す
。

　

次
に
、
子
ど
も
の
医
療
費
無
料
化

の
拡
充
で
す
。
子
育
て
世
帯
の
負
担

を
軽
減
す
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
た

ち
が
安
心
し
て
必
要
な
医
療
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
、
高
校
卒
業
程
度
ま

で
を
対
象
に
医
療
費
無
料
化
に
取
り

組
み
ま
す
。

　

最
後
に
、
上
毛
大
橋
か
ら
役
場
ま

で
の
延
伸
道
路
の
早
期
実
現
と
そ
の

ア
ク
セ
ス
道
の
整
備
で
す
。
現
在
、

高
崎
渋
川
線
バ
イ
パ
ス
が
開
通
し
、

人
や
モ
ノ
の
流
れ
が
大
き
く
変
化
し

始
め
て
い
ま
す
。
更
に
、
こ
の
道
路

の
完
成
に
よ
り
大
幅
に
流
れ
が
変
わ

り
、
路
線
周
辺
地
域
の
発
展
や
活
性

化
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

本
村
は
、
道
路
は
も
と
よ
り
、
公

共
下
水
道
、福
祉
施
設
の
整
備
な
ど
、

住
民
福
祉
の
向
上
の
た
め
に
様
々
な

福
祉
施
策
に
つ
い
て
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。
少
子
化
に
よ
る

人
口
減
少
の
進
行
、
厳
し
い
財
政
状

況
な
ど
多
く
の
課
題
を
抱
え
た
全
国

の
市
町
村
が
合
併
を
進
め
る
な
か
、

本
村
は
、
自
主
自
立
の
村
づ
く
り
を

選
択
し
ま
し
た
。
現
在
は
、
平
成

二
十
七
年
度
に
策
定
し
た
第
六
次
榛

東
村
総
合
計
画
に
掲
げ
た
村
の
将
来

像
「
子
ど
も
に
夢
を　

み
ん
な
に
福

祉
と
安
心
を
」
の
実
現
に
向
け
て
各

施
策
を
推
進
し
、
村
民
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
、
心
地
よ
い
、
住
み
よ
い

村
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。
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時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
農
山
村
の

　
　
　
　
価
値
を
い
か
に
高
め
る
か

早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
　
宮
　
口
　
侗
　
廸

　

わ
が
国
の
地
方
の
町
村
は
、
通
常

か
な
り
広
大
な
農
山
村
地
域
を
抱
え

て
い
て
、
全
体
と
し
て
も
過
疎
地
域

に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

し
か
し
群
馬
県
の
二
十
三
町
村
の
う

ち
過
疎
指
定
は
九
町
村
し
か
な
く
、

逆
に
工
業
地
域
と
し
て
、
人
口
四
万

人
を
超
え
る
大
泉
町
の
よ
う
な
存
在

も
あ
る
。
一
方
で
上
野
村
の
よ
う
な

奥
地
山
村
や
高
原
キ
ャ
ベ
ツ
で
有
名

な
嬬
恋
村
、
わ
が
国
の
温
泉
文
化
を

代
表
す
る
草
津
町
の
よ
う
な
存
在
も

あ
る
。
そ
う
い
う
点
で
群
馬
県
は
、

新
幹
線
や
東
武
線
で
首
都
に
直
結
す

る
地
域
と
、
周
辺
の
地
域
資
源
に
恵

　

筆
者
が
座
長
を
務
め
る
総
務
省
の

過
疎
問
題
懇
談
会
で
は
、
令
和
三
年

三
月
に
現
行
過
疎
法
が
期
限
を
迎
え

る
こ
と
を
見
据
え
て
、
特
に
昨
年
度

か
ら
今
後
の
過
疎
対
策
の
あ
り
方
に

つ
い
て
議
論
を
重
ね
、
今
年
の
四
月

に
中
間
報
告
を
公
表
し
た
。
こ
れ
に

は
「
持
続
可
能
な
低
密
度
社
会
の
実

現
」と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
る
が
、

そ
の
背
景
に
は
、
過
疎
地
域
の
豊
か

ま
れ
た
農
山
村
地
域
が
、
極
め
て
バ

ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
形
で
存
在
す
る

県
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
地
域

の
個
性
は
他
と
比
較
し
な
け
れ
ば
見

え
て
こ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
町
村
は
、
広
い
世
間
を
知
る
識

者
の
指
摘
も
受
け
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
個
性
と
自
ら
の
価
値
を
さ
ら
に

高
め
る
よ
う
、
地
域
オ
リ
ジ
ナ
ル
に

戦
略
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿

は
、
そ
の
う
ち
主
と
し
て
農
山
村
地

域
に
存
在
す
る
、
人
口
規
模
も
小
さ

な
自
治
体
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
記
述
を

展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
自
然
の
も
と
で
の
少
数
の
人
口
に

よ
る
暮
ら
し
に
、
高
密
な
都
市
社
会

と
は
違
っ
た
価
値
が
あ
る
と
い
う
認

識
が
あ
る
。

　

こ
の
議
論
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
た
の

は
、
過
疎
地
域
は
人
口
減
少
を
嘆
く

の
で
は
な
く
、
よ
り
少
数
の
人
口
で

豊
か
に
暮
ら
す
仕
組
み
を
創
造
す
る

こ
と
に
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
い

う
、
積
年
の
筆
者
の
主
張
で
あ
る
。

過
疎
農
山
村
の
暮
ら
し
の
し
く
み

は
、
多
数
の
人
の
存
在
を
前
提
に
す

る
都
市
と
は
違
う
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
か
つ
て
は
そ
れ
を
格
差

と
考
え
る
人
が
少
な
か
ら
ず
い
た
。

大
き
な
都
市
に
ど
の
程
度
接
近
し
て

い
る
か
に
よ
っ
て
人
口
の
増
減
が
決

ま
る
時
代
が
続
い
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。か
つ
て
の
群
馬
県
に
お
い
て
も
、

北
部
・
西
部
の
県
境
地
域
の
過
疎
化

に
対
し
て
、
東
京
に
直
結
す
る
地
域

の
人
口
は
か
な
り
増
加
し
た
。
そ
う

い
う
動
き
を
大
き
な
発
展
と
捉
え
、

過
疎
農
山
村
地
域
を
単
純
な
も
の
さ

し
で
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
劣
る
地
域

の
よ
う
に
考
え
て
き
た
人
が
、
地
域

住
民
を
含
め
て
多
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
す
で
に
そ
の
認
識
は
改
ま
り
つ

つ
あ
る
が
、
農
山
村
と
く
に
過
疎
地

域
の
当
事
者
は
そ
の
発
想
か
ら
あ
ら

た
め
て
脱
皮
し
、
こ
れ
か
ら
は
「
違

い
を
格
差
か
ら
価
値
に
変
え
る
」
を

過
疎
地
域
の
合
言
葉
に
し
て
も
ら
い

た
い
と
思
う
。

　

過
疎
農
山
村
地
域
に
は
、
山
々
と

田
畑
が
織
り
な
す
わ
が
国
の
伝
統
的

な
風
格
あ
る
風
景
が
残
さ
れ
て
い

る
。
大
都
市
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
が

相
当
増
え
た
今
の
時
代
、
大
都
市
で

育
っ
た
人
に
と
っ
て
は
こ
の
風
景
と

そ
こ
で
の
暮
ら
し
は
、
大
げ
さ
に
言

う
と
魅
力
あ
る
異
国
の
よ
う
な
感
覚

で
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
近
年
の
地
域
お
こ

し
協
力
隊
へ
の
応
募
の
増
加
に
象
徴

さ
れ
る
都
市
の
若
者
の
農
山
村
へ
の

関
心
の
高
ま
り
は
、
彼
ら
が
、
そ
こ

に
都
市
に
は
な
い
価
値
が
あ
る
と
感

じ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
し
か

考
え
ら
れ
な
い
。
都
市
か
ら
入
っ
て

き
た
若
者
が
、
農
林
業
の
ワ
ザ
や
、

人
々
の
暖
か
な
支
え
合
い
と
い
う
地

域
の
人
の
生
き
ざ
ま
に
感
動
す
る
話

は
、
ほ
と
ん
ど
の
農
山
村
で
聞
く
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
地

域
の
人
た
ち
が
自
ら
の
価
値
に
改
め

て
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
が
、
長
年
続

く
緑
の
ふ
る
さ
と
協
力
隊
や
最
近
急

激
に
拡
大
し
て
い
る
地
域
お
こ
し
協

力
隊
が
、
地
域
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク

ト
で
あ
る
。

　

今
か
ら
二
十
年
ぐ
ら
い
前
ま
で

は
、
地
方
の
農
山
村
を
訪
れ
て
、
地

元
の
人
に
「
こ
こ
は
い
い
と
こ
ろ
で

す
ね
」
と
言
う
と
、「
あ
な
た
は
都

会
に
い
て
た
ま
に
こ
う
い
う
と
こ
ろ

に
来
る
か
ら
そ
う
思
う
の
で
、
何
に

も
な
い
つ
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す

よ
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
今
は
違

う
。
多
く
の
人
が
「
本
当
に
い
い
と

こ
ろ
な
ん
で
す
よ
」
と
反
応
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
交
流
の
鏡

効
果
と
い
わ
れ
る
反
応
で
あ
り
、
訪

れ
る
人
の
地
域
に
対
す
る
感
想
の
影

響
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
近
年
で

は
、
行
政
が
か
か
わ
る
地
域
づ
く
り

と
い
う
取
組
み
が
一
般
化
し
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
地
域
の
価
値
を

語
り
合
う
機
会
が
増
え
た
こ
と
や
、

テ
レ
ビ
な
ど
で
田
舎
の
良
さ
を
伝
え

る
番
組
も
増
え
て
い
る
こ
と
な
ど
も

影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
い
い
流
れ
の
中
で
、
都
市
か

ら
遠
い
農
山
村
の
行
政
は
、
本
来
価

値
あ
る
地
域
の
価
値
を
さ
ら
に
高
め

る
人
材
の
育
成
と
受
け
入
れ
に
、
正

面
か
ら
挑
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

１
．
は
じ
め
に

２
．
豊
か
な
低
密
度
社
会
と
い
う
主
張
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勤
め
を
リ
タ
イ
ア
し
た
兼
業
農
家

で
あ
れ
ば
、
余
生
を
小
規
模
な
農
業

で
充
実
し
た
暮
ら
し
が
可
能
で
あ

る
。
中
山
間
地
で
あ
れ
ば
手
仕
事
の

ワ
ザ
で
守
っ
て
き
た
農
地
で
、
お
い

し
い
米
や
野
菜
を
自
ら
の
工
夫
で
つ

く
り
、
直
売
施
設
に
出
荷
し
て
そ
れ

な
り
の
所
得
を
得
る
こ
と
も
で
き

る
。
統
計
上
の
把
握
は
難
し
い
が
、

実
際
に
は
か
な
り
の
数
の
過
疎
農
山

村
地
域
に
住
む
人
が
、
こ
の
よ
う
な

あ
る
意
味
で
豊
か
な
暮
ら
し
を
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
人
口
減
少
率
や

高
齢
化
率
と
い
う
数
値
だ
け
見
れ
ば

悲
惨
な
地
域
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な

い
農
山
村
地
域
で
も
、
実
際
は
お
年

寄
り
が
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
地
域
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。

　

し
か
し
こ
の
落
ち
着
い
た
状
況
が

二
十
年
続
く
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ

れ
は
む
ず
か
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
都
市
へ
の
通
勤
が
困
難
な
山

間
地
域
へ
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
一
人

暮
ら
し
を
含
め
て
高
齢
者
だ
け
の
家

庭
が
増
え
る
か
ら
で
あ
る
。
次
世
代

が
リ
タ
イ
ア
し
て
Ｕ
タ
ー
ン
す
る

ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ

は
必
ず
し
も
多
い
と
は
言
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
地
域
が
住
み
継
が
れ

る
た
め
に
は
、
新
た
な
人
の
参
入
が

ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、
四
半
世
紀
以
上
に

わ
た
っ
て
地
道
に
続
け
ら
れ
て
き
た

緑
の
ふ
る
さ
と
協
力
隊
の
意
義
は
極

め
て
大
き
く
、
さ
ら
に
国
が
主
導
し

て
創
設
し
た
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の

制
度
は
ま
さ
に
画
期
的
な
も
の
と
言

え
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
の
活
動
も
、

そ
の
後
の
定
住
者
を
か
な
り
生
ん
で

い
る
こ
と
は
、
関
係
者
に
は
周
知

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
若
者
が

地
域
で
生
き
て
い
く
の
は
そ
う
簡
単

で
は
な
い
。
高
齢
者
の
小
規
模
な
農

業
に
価
値
が
あ
る
の
は
、
過
去
か
ら

の
資
産
と
い
う
基
盤
が
あ
る
か
ら
で

あ
っ
て
、
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
で
長
期

的
な
暮
ら
し
を
成
り
立
た
せ
る
に
は

別
の
展
開
が
必
要
に
な
る
。

　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
は
三
年
間
の

暮
ら
し
を
つ
く
る
準
備
期
間
が
あ
る

が
、
そ
の
後
の
長
期
的
な
生
活
が
可

能
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
本
人
の
力

量
と
共
に
、
そ
の
間
地
域
の
人
が
い

か
に
寄
り
添
う
か
に
か
か
っ
て
い
る

と
思
う
。
地
元
の
農
林
業
と
か
か

わ
っ
て
、
都
市
で
育
っ
た
若
者
が
持

つ
情
報
系
や
デ
ザ
イ
ン
系
な
ど
の
ス

キ
ル
を
活
か
す
場
の
育
成
が
で
き
れ

ば
理
想
で
あ
る
。
地
元
の
情
報
を
発

信
す
る
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
挑
戦
し

て
い
る
例
も
あ
る
が
、
大
い
に
支
援

し
て
ほ
し
い
。
必
ず
し
も
若
者
で
な

く
と
も
、
移
住
者
に
よ
る
古
民
家
の

カ
フ
ェ
、
ラ
ン
チ
の
店
、
ソ
バ
屋
さ

ん
な
ど
も
全
国
の
農
山
村
に
数
多
く

誕
生
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ

て
農
山
村
に
と
っ
て
は
新
し
い
生
き

る
ワ
ザ
だ
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
存
在

が
い
い
形
で
の
地
域
社
会
の
存
続
に

つ
な
が
る
た
め
に
は
、
地
元
の
人
が

そ
の
価
値
を
大
い
に
評
価
し
、
し
っ

か
り
し
た
交
流
が
生
ま
れ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
農
林
業

が
単
な
る
相
続
を
超
え
て
、
何
ら
か

の
形
で
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
、
地
域

存
続
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
い
け
な
い
。

　

そ
し
て
小
さ
な
自
治
体
ほ
ど
人
の

距
離
が
近
く
、
職
員
を
含
め
て
い
ろ

ん
な
立
場
の
人
が
つ
な
が
り
や
す

い
。
大
き
な
自
治
体
ほ
ど
、
様
々
な

作
業
が
分
業
・
縦
割
り
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
小
さ
な
自

治
体
で
は
新
し
い
ワ
ザ
を
持
つ
人
も

ま
わ
り
か
ら
見
え
や
す
く
、
そ
れ
を

活
か
す
た
め
に
ど
の
よ
う
な
力
を
結

集
す
れ
ば
い
い
か
、
考
え
る
こ
と
が

そ
う
困
難
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

町
村
行
政
関
係
者
は
、
小
さ
い
が
故

の
価
値
を
常
に
思
い
浮
か
べ
る
必
要

　

若
者
な
ら
ず
と
も
大
都
市
の
生
活

者
の
中
に
は
、
農
山
村
を
訪
れ
て
都

市
に
は
な
い
価
値
に
感
動
し
、
そ
の

地
に
移
住
す
る
人
が
か
な
り
あ
ら
わ

れ
て
き
た
。
過
疎
化
の
進
ん
だ
農
山

村
を
訪
れ
て
も
、
か
な
り
の
確
率
で

移
住
者
が
い
る
。
最
近
訪
れ
た
農
山

村
集
落
の
中
に
、
約
百
世
帯
の
三
割

を
移
住
世
帯
が
占
め
る
地
区
が
あ
っ

た
の
で
、
感
じ
た
こ
と
を
紹
介
し
て

お
き
た
い
。

　

和
歌
山
県
か
つ
ら
ぎ
町
天
野
地
区

は
和
歌
山
市
か
ら
紀
の
川
を
百
キ
ロ

ほ
ど
の
ぼ
り
、
南
の
山
あ
い
に
入
っ

た
場
所
に
あ
る
旧
小
学
校
区
で
、
な

だ
ら
か
な
山
々
と
水
田
の
織
り
な
す

穏
や
か
な
風
景
を
持
つ
地
域
で
、
旧

小
学
校
区
で
あ
る
。
地
区
に
は
世
界

遺
産「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
」

の
中
の
丹
生
都
比
売
（
に
ゅ
う
つ
ひ

め
）神
社
と
参
詣
道
の
一
部
が
あ
る
。

年
始
の
参
詣
客
は
多
い
が
普
段
は
比

較
的
静
か
な
地
域
で
、
過
疎
化
の
流

れ
は
続
き
、
こ
れ
を
憂
え
た
地
区
の

が
あ
ろ
う
。

３
．
新
し
い
ワ
ザ
の
必
要
性
と
そ
の
価
値

４
．
地
域
社
会
の
新
し
い
ワ
ザ
―
移
住
を
考
え
る
人
に

 
 

と
っ
て
の
魅
力
づ
く
り
―

和歌山県かつらぎ町天野地区の風景

4令和元年10月１日発行 ⃞
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有
志
が
、
平
成
十
八
年
に
「
天
野
の

里
づ
く
り
の
会
」
を
立
ち
上
げ
た
。

た
だ
、
そ
れ
以
前
に
も
す
で
に
、
陶

芸
家
や
養
鶏
、
カ
フ
ェ
経
営
な
ど
の

移
住
者
が
入
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
こ
の
地
区
の
農
村
風
景

に
魅
せ
ら
れ
て
の
こ
と
だ
と
い
う
。

会
の
発
足
に
あ
た
り
、
農
村
景
観
を

活
用
し
た
む
ら
づ
く
り
が
謳
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
、
地
元
の
人
が
地
域
の

価
値
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る
こ

と
を
感
じ
る
が
、
こ
れ
に
も
移
住
者

の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

会
は
大
阪
で
の
移
住
フ
ェ
ア
に
四

年
出
か
け
、
地
区
の
農
村
風
景
の
価

値
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
と
も
に
、「
お

金
は
要
る
」「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
無

い
と
思
え
」
な
ど
リ
ア
リ
テ
ィ
に
富

ん
だ
「
田
舎
暮
ら
し
の
七
ヶ
条
」
を

配
布
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
脅
し

の
よ
う
に
見
え
て
、
筆
者
に
は
、
実

は
田
舎
の
価
値
を
む
し
ろ
ア
ピ
ー
ル

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。「
参
加

を
求
め
ら
れ
る
地
域
行
事
の
多
さ
を

覚
悟
せ
よ
」「
今
ま
で
の
自
分
の
価

値
観
は
通
用
し
な
い
と
思
え
」
な
ど

は
、
大
都
市
の
生
活
で
孤
独
感
を
感

じ
て
い
た
人
に
は
、
む
し
ろ
嬉
し
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
テ
レ
ビ
番

組
で
も
、「
都
会
の
人
混
み
が
嫌
で

田
舎
の
一
軒
家
に
移
住
し
た
が
、
田

舎
の
人
付
き
合
い
は
予
想
外
に
楽
し

い
」
と
い
う
発
言
を
最
近
聞
い
た
。

　

里
づ
く
り
の
会
は
空
家
の
確
保
等

で
も
移
住
者
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、

会
の
取
り
組
み
に
参
加
す
る
こ
と
を

勧
め
、
今
ほ
と
ん
ど
の
移
住
者
が
正

会
員
で
あ
る
。
会
は
県
の
「
企
業
の

ふ
る
さ
と
」
事
業
で
伊
藤
忠
商
事
と

の
交
流
に
調
印
し
、
社
員
の
農
村
体

験
と
し
て
の
田
植
え
と
稲
刈
り
に
は

会
員
総
出
で
食
事
な
ど
も
提
供
す
る

よ
う
に
な
り
、
企
業
の
縁
で
ク
ボ

タ
や
ヤ
ン
マ
ー
の
機
械
を
提
供
し
て

も
ら
っ
て
ソ
バ
畑
を
広
げ
、
ソ
バ
打

ち
の
イ
ベ
ン
ト
も
行
う
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
総
務
省
の
過
疎
地
域
の
交

付
金
を
活
用
し
て
竹
パ
ウ
ダ
ー
製
造

の
機
械
を
購
入
し
、
米
ぬ
か
と
混
ぜ

て
「
楽
チ
ン
ぬ
か
床
」
と
し
て
販
売

を
開
始
し
た
。
作
業
へ
の
参
加
に
つ

い
て
は
す
べ
て
時
給
五
百
円
で
対
応

し
て
い
る
。

　

会
の
収
入
源
と
し
て
は
、
行
政
か

ら
の
委
託
の
世
界
遺
産
ゾ
ー
ン
の
参

詣
道
の
見
回
り
と
風
倒
木
な
ど
の
処

理
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
男
性

会
員
が
割
り
振
り
に
基
づ
い
て
対
応

す
る
。
旧
小
学
校
舎
は
簡
易
宿
泊
施

設
と
し
て
整
備
さ
れ
て
お
り
、
大
学

生
と
の
交
流
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
農
産
物
直
売
所
、
九
戸
の

農
家
民
宿
、
Ｉ
タ
ー
ン
の
ソ
バ
屋
さ

ん
、
孫
タ
ー
ン
の
女
性
が
経
営
す
る
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教育・総合科学学術院長を歴任。2017年名誉
教授。
国土審議会専門委員、大学設置審議会専門委
員、自治大学校講師、富山県景観審議会会長
等を歴任。現在総務省過疎問題懇談会座長、
富山市都市計画審議会長を務め、地方の発展
のあり方について発言を続ける。1985年から
富山市在住。主著に『新・地域を活かす－一
地理学者の地域づくり論』（原書房）。

古
民
家
カ
フ
ェ
な
ど
が
あ
る
が
、
関

係
者
は
す
べ
て
会
員
で
あ
る
。
さ
ら

に
こ
の
地
区
に
は
未
就
学
児
の
母
の

会
の
「
な
か
よ
し
会
」、
小
中
学
生

の
親
の
会
の「
天
野
子
ど
も
育
成
会
」

が
あ
る
。
筆
者
は
、
人
々
が
相
談
し

支
え
合
う
機
会
が
、
こ
の
地
区
で
は

き
わ
め
て
重
層
的
に
出
来
上
が
っ
て

い
る
こ
と
を
知
り
、
こ
の
こ
と
に
最

も
感
動
し
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
こ
の

地
区
に
移
住
者
が
増
え
た
理
由
で
あ

り
、
地
域
社
会
の
社
会
論
的
な
価
値

だ
と
考
え
る
。

　

実
際
に
竹
パ
ウ
ダ
ー
の
ぬ
か
床
の

作
業
を
し
て
い
る
若
い
母
親
か
ら
話

を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
が
、
暮
ら
し

の
中
の
安
心
感
が
何
よ
り
も
大
き
い

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
に
新
し

い
ワ
ザ
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
が
、

こ
の
地
区
で
展
開
し
て
い
る
し
く
み

づ
く
り
こ
そ
、
過
去
の
集
落
か
ら
脱

皮
し
て
新
し
く
生
み
出
さ
れ
た
社
会

論
的
な
ワ
ザ
だ
と
主
張
し
た
い
。

　

過
疎
問
題
懇
談
会
で
は
、
従
来
の

集
落
単
位
の
支
え
合
い
が
世
帯
数
減

少
と
高
齢
化
の
中
で
困
難
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
旧
小
学
校

区
程
度
の
大
き
さ
で
集
落
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
地
域
運

営
組
織
と
い
う
新
た
な
支
え
合
い
の

し
く
み
を
つ
く
る
提
言
を
行
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
も
社
会
論
的
な
新
し
い

ワ
ザ
の
育
成
と
考
え
て
い
た
だ
き
た

い
。

５
．
お
わ
り
に

　

今
や
名
を
と
ど
ろ
か
せ
て
い
る
川

場
村
の
成
功
は
、
世
田
谷
区
と
い
う

東
京
の
中
で
も
都
市
的
セ
ン
ス
に
あ

ふ
れ
た
地
域
と
の
交
流
の
中
で
、
都

市
に
は
な
い
農
山
村
の
価
値
を
発
揮

し
、
さ
ら
に
高
め
て
き
た
結
果
に
他

な
ら
な
い
。
奥
地
山
村
の
上
野
村
も

積
極
的
な
移
住
政
策
の
展
開
で
、
移

住
者
は
人
口
の
二
割
近
く
に
増
え
た

と
聞
く
。
上
野
村
で
は
村
営
住
宅
を

積
極
的
に
建
設
し
て
い
る
が
、
そ
れ

を
ま
と
め
な
い
で
各
地
区
に
ば
ら
し

て
建
て
、
地
域
と
の
つ
き
あ
い
が
円

滑
に
な
る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
と
伝

え
聞
い
た
が
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ

と
思
う
。
こ
れ
も
新
た
な
社
会
論
的

な
ワ
ザ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
町
村
の
個
性

は
千
差
万
別
で
あ
り
、
広
い
世
間
を

知
る
識
者
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
、

地
域
の
価
値
を
さ
ら
に
高
め
る
地
域

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
政
策
を
工
夫
す
る
こ

と
が
何
よ
り
も
肝
要
と
思
う
。
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関
東
八
都
県
か
ら
百
二
十
六
名
が
参
加

なぜ女子はいま地域に
� 向かうのか
〜移住女子が拓く都市・農村共生社会〜

AIで変わる自治体業務

不良長寿のすすめ

ローカルジャーナリスト

田 中　輝 美 氏

早稲田大学政治経済学術院 教授

稲 継　裕 昭 氏

順天堂大学医学部 免疫学特任教授

奥 村　　 康 氏

平成30年度群馬県市町村総合事務組合一般会計決算概要
　８月27日開催された群馬県市町村総合事務組合議会令和元年第２回定例会において、平成30
年度一般会計歳入歳出決算が認定されました。

歳　
　
　

入

款 収入済額（円）
分担金及び負担金 5,585,238,451
消防共済基金支出金 232,513,159
県支出金 0
財産収入 112,281,448
寄附金 0
繰入金 830,000,000
繰越金 36,296,183
諸収入 36,899,891
組合債 0

歳入合計 6,833,229,132

歳　
　
　

出

款・項 支出済額（円）
議会費 91,929
総務費 80,254,800
事業費 5,437,178,942
　退職手当給付費 5,111,759,312
　消防公務災害補償等費 232,663,308
　消防賞じゅつ金給付費 81,624,680
　自然災害救助費 0
　非常勤職員公務災害補償費 11,131,642
　学校医等公務災害補償費 0
消防共済基金掛金 274,664,902
公債費 0
積立金 112,278,000
予備費 0

歳出合計 5,904,468,573

歳入歳出差引残額 928,760,559円
財政調整基金等繰入額
　うち退職手当基金繰入額
　　　消防補償等基金繰入額
　　　消防賞じゅつ金基金繰入額
　　　自然災害救助基金繰入額
　　　非常勤職員公務災害補償基金繰入額

900,184,000円
897,013,000円
1,965,000円
305,000円
901,000円

0円
　令和元年度繰越額 28,576,559円

　��

関
東
町
村
会
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
開
催

　

関
東
町
村
会
（
関
東
八
都
県
町
村

会
で
構
成
。
会
長
は
東
京
都
河
村
会

長
）
は
、
町
村
が
直
面
す
る
課
題
と

問
題
解
決
を
図
る
た
め
、副
町
村
長
、

総
務
課
長
と
し
て
分
権
時
代
に
相
応

し
い
必
要
な
知
識
や
管
理
監
督
技
術

を
習
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と

と
も
に
、
研
修
の
効
率
化
並
び
に
県

境
を
越
え
た
町
村
相
互
の
情
報
・
意

見
交
換
及
び
連
携
強
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
「
関
東
町
村
会
ト
ッ
プ
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し

た
。

　

今
年
は
東
京
都
町
村
会
の
設
営
に

よ
り
、
七
月
二
十
二
日
～
二
十
三
日

の
二
日
間
、
東
京
都
・
全
国
町
村
会

館
に
お
い
て
、本
県
並
び
に
茨
城
県
、

栃
木
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京

都
、
神
奈
川
県
及
び
山
梨
県
の
関
東

八
都
県
の
町
村
会
か
ら
副
町
村
長
・

総
務
担
当
課
長
等
一
二
六
名
が
参
加

し
、
熱
心
に
セ
ミ
ナ
ー
に
臨
ん
だ
。
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全
国
過
疎
地
域
自
立
促
進
連
盟
群

馬
県
支
部
（
支
部
長
は
熊
川
嬬
恋
村

長
。
事
務
局
は
群
馬
県
町
村
会
）は
、

令
和
三
年
三
月
に
失
効
す
る
過
疎
地

域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
新
法
制

定
を
国
及
び
関
係
機
関
へ
働
き
か
け

る
た
め
、
群
馬
県
議
会
に
お
い
て
も

同
趣
旨
の
意
見
書
を
提
出
す
る
よ
う

要
請
し
た
。

　

八
月
十
九
日
、
熊
川
支
部
長
が
県

議
会
議
長
室
を
訪
れ
、
狩
野
群
馬
県

議
会
議
長
と
直
接
面
会
し
、
今
後
開

催
さ
れ
る
群
馬
県
議
会
に
お
い
て

「
新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定
に
関

す
る
意
見
書
」
の
提
出
に
つ
い
て
協

力
を
願
っ
た
。

狩野県議会議長に面会する熊川支部長

新たな過疎対策法の制定に関する
意見書の提出を県議会に要請
熊川支部長が狩野県議会議長と面会

　

県
町
村
議
会
議
長
会
は
、
六
月

二
十
四
日
（
月
）、
前
橋
市
・
群
馬

県
市
町
村
会
館
に
お
い
て
、
こ
の
一

年
間
の
町
村
議
会
議
員
初
当
選
者
を

対
象
と
し
た
新
議
員
研
修
会
を
開
催

し
た
。

　

こ
の
研
修
会
は
、
毎
年
こ
の
時
期

に
開
催
し
て
お
り
、
本
年
は
五
十
人

の
新
議
員
及
び
十
九
人
の
議
会
事
務

局
職
員
が
参
加
し
、
本
会
峯
岸
次
長

が
地
方
自
治
法
や
会
議
規
則
な
ど
、

議
会
議
員
に
と
っ
て
必
要
な
法
令
等

に
つ
い
て
説
明
し
た
。

【
研
修
科
目
】

「
地
方
議
会
の
制
度
と

　
　
　
　
　
　
　

運
営
に
つ
い
て
」

　

群
馬
県
町
村
議
会
議
長
会

　
　
　
　
　
　

次
長　

峯
岸　

茂
己

邑
楽
郡
明
和
町　
　
　

田
口　

晴
美

　
　
　
　
　
　
　

八
月
九
日　

当
選

甘
楽
郡
下
仁
田
町　
　

島
﨑　

紘
一

　
　
　
　
　
　

九
月
十
一
日　

当
選

当
選
議
長
の
紹
介

新議員研修会開催
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議 長 随 想

小
さ
く
て
も
輝
く
尾
瀬
の
郷
・

　
　
　
　
　
か
た
し
な
の
実
現
へ

片
品
村
議
会
議
長
　
星
　
野
　
栄
　
二尾瀬国立公園「尾瀬ヶ原」

全日本マスターズスキー選手権大会

を
村
民
に
委
ね
た
こ
と
で
、
片
品
村

の
将
来
を
村
民
と
協
働
で
推
進
し
て

い
く
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
、議
会
は
、民
意
を
反
映
し
、

当
時
か
ら
四
名
減
員
し
て
、
十
二
名

体
制
と
な
り
ま
し
た
。

　

減
員
し
た
こ
と
に
よ
り
議
会
活
動

が
低
下
し
な
い
よ
う
、
議
員
個
々
の

資
質
向
上
の
た
め
、
定
期
的
な
勉
強

会
を
取
り
入
れ
、
議
員
懇
談
会
等
を

多
く
開
催
し
、
本
年
は
、
議
会
改
革

特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
、
住
民
か

ら
必
要
と
さ
れ
、
信
頼
さ
れ
る
議
会

を
目
指
し
、
一
丸
と
な
っ
て
活
動
し

て
い
ま
す
。

　

今
後
、
片
品
村
議
会
と
し
て
、
村

の
第
四
次
総
合
計
画
の
目
標
で
あ
る

「
小
さ
く
て
も
輝
く
尾
瀬
の
郷
・
か

た
し
な
の
実
現
へ
～
世
界
を
視
野
に

～
」
の
達
成
の
た
め
、
多
く
の
地
方

の
共
通
課
題
で
も
あ
る
、「
少
子
高

齢
化
」「
高
度
情
報
化
」「
国
際
化
」

の
問
題
を
最
も
優
先
さ
れ
る
政
策
課

題
と
捉
え
、
若
者
の
定
住
・
移
住
を

促
進
す
る
た
め
、
出
産
・
育
児
な
ど

の
子
育
て
支
援
環
境
の
整
備
、
友
好

交
流
の
協
定
を
締
結
し
て
い
る
台

湾
（
彰
化
県
埔
心
郷
）
を
は
じ
め
、

国
内
数
カ
所
と
の
都
市
交
流
を
活
用

す
る
な
ど
の
政
策
提
言
を
積
極
的
に

行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

片
品
村
は
、
群
馬
県
の
北
東
に
位

置
し
、
北
は
新
潟
・
福
島
、
東
は
栃

木
の
各
県
に
接
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
十
七
年
に
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約

に
登
録
さ
れ
、
平
成
十
九
年
に
は
単

独
の
国
立
公
園
に
な
っ
た
尾
瀬
を
始

め
、
上
州
武
尊
山
、
日
光
白
根
山
、

至
仏
山
な
ど
の
二
〇
〇
〇
㍍
級
の

山
々
に
囲
ま
れ
た
山
地
で
、
村
の
北

東
部
は
丸
沼
、
菅
沼
の
神
秘
的
な
湖

沼
を
有
す
る
素
晴
ら
し
い
自
然
環
境

が
、日
光
国
立
公
園
に
含
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
ス
キ
ー
場
五
カ
所
、
温
泉

地
九
カ
所
、
平
成
の
名
水
百
選
の
認

定
を
記
念
し
た
湧
水
の
水
場
が
九
カ

所
あ
り
、
四
季
を
通
し
て
観
光
客
が

絶
え
ま
せ
ん
。

　

明
治
二
十
一
年
の
町
村
制
公
布
に

伴
い
、
明
治
二
十
二
年
に
十
三
カ
村

が
合
併
し
片
品
村
と
命
名
し
、
本
年

で
百
三
十
年
を
迎
え
ま
し
た
が
、
そ

の
間
、
合
併
も
改
称
も
な
く
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。

　

村
の
産
業
と
し
て
、
農
林
業
を

基
盤
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和

三
十
七
年
以
降
ス
キ
ー
場
開
発
が
進

み
、ス
キ
ー
ブ
ー
ム
の
影
響
も
あ
り
、

昭
和
五
十
年
代
ま
で
に
ス
キ
ー
観
光

が
形
成
さ
れ
て
以
来
、
農
業
と
観
光

を
二
枚
看
板
と
し
て
い
ま
す
。

　

農
業
で
は
、
高
原
の
冷
涼
な
気
候

を
活
か
し
て
、
大
根
・
ト
マ
ト
・
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
の
野
菜
を
中
心
に

栽
培
さ
れ
て
お
り
、
観
光
地
の
特
性

を
活
か
し
た
観
光
農
園
の
育
成
や
グ

リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
推
進
し
て
い

ま
す
。

　

観
光
面
で
は
、
ス
キ
ー
関
係
の
イ

ベ
ン
ト
を
積
極
的
に
展
開
し
て
お

り
、
昭
和
六
〇
国
体
を
始
め
、
三
度

の
ス
キ
ー
国
体
を
開
催
し
、
大
会
の

成
功
を
収
め
た
ほ
か
、
全
国
高
校
総

体
な
ど
の
各
種
ス
キ
ー
大
会
を
誘
致

し
、
多
く
の
宿
泊
客
に
来
村
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

　

片
品
村
に
は
、
多
彩
な
自
然
を
求

め
る
観
光
客
が
年
間
を
通
し
て
訪
れ

ま
す
。

　

温
泉
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
や
自
然
環

境
の
整
備
を
進
め
る
な
ど
し
て
、
こ

れ
か
ら
も
多
く
の
お
客
様
に
来
村
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
さ
ら
な
る
誘

客
を
図
っ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

他
の
産
業
で
は
、
村
内
の
雇
用
促

進
の
た
め
誘
致
し
た
、
ボ
タ
ン
の
製

造
工
場
や
精
密
機
器
工
場
の
ほ
か
、

最
近
で
は
、
片
品
村
ゆ
か
り
の
方
が

開
設
し
た
水
工
場
が
好
調
に
営
業
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
製
造
業
に
限
ら
ず
、
老
人

ホ
ー
ム
等
の
福
祉
施
設
の
充
実
な

ど
、
高
齢
者
福
祉
に
も
力
を
入
れ
て

い
ま
す
。

　

さ
て
、
首
長
と
議
員
は
、
そ
れ
ぞ

れ
別
に
住
民
か
ら
選
ば
れ
る
二
元
代

表
制
と
な
っ
て
お
り
、
時
に
車
の
両

輪
に
例
え
ら
れ
ま
す
が
、
首
長
の
権

限
は
大
き
く
、同
じ
土
俵
で
対
峙
し
、

議
会
の
意
思
を
村
政
に
反
映
さ
せ
る

の
は
難
し
い
の
が
現
状
で
す
。

　

し
か
し
、
平
成
の
大
合
併
の
事
案

で
は
、
当
局
と
意
見
の
整
合
が
と
れ

ず
、
議
員
発
議
の
住
民
投
票
条
例
案

を
可
決
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

住
民
投
票
の
結
果
は
、
僅
か
に
合

併
反
対
が
多
く
、
明
確
に
村
民
の
意

思
が
掌
握
で
き
た
こ
と
は
、
多
少
の

経
費
に
は
代
え
が
た
い
提
案
だ
っ
た

と
自
負
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
当
局
も
、
議
会
も

ぶ
れ
な
い
対
応
で
合
併
問
題
を
乗
り

切
れ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　

事
前
の
風
評
で
は
、
民
意
は
半
々

の
意
見
で
し
た
の
で
、
合
併
か
否
か
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群馬県町村会関係 日　程 会　　場
町村長行政視察 10月８日（火）～９日（水） 茨城県常総市・栃木県茂木町
町村税務担当課長研修会 10月30日（水）又は11月1日（金）のいずれか 市町村会館　501研修室
理事会 11月６日（水） 市町村会館　町村会役員室
町村総務、財政及び企画担当課長研修会 11月22日（金） 市町村会館　501研修室
県関係国会議員との意見交換会 11月26日（火） 東京都　グランドアーク半蔵門
町村長研修会 11月27日（水） 東京都　グランドアーク半蔵門
全国町村長大会 11月27日（水） 東京都　NHKホール
群馬県町村会創立100周年記念式典 11月28日（木） 前橋市　ホテルラシーネ新前橋
理事会 令和２年１月15日（水） 市町村会館　町村会役員室
定期総会 ２月14日（金） 市町村会館　大会議室
会計管理者研修会 ２月25日（火） 市町村会館　501研修室

群馬県町村議会議長会関係 日　程 会　　場
理事会 10月23日（水）～24日（木） 上野村　道の駅上野
議員研修会 10月25日（金） 吉岡町文化センター
監査委員全国研修会 10月31日（木）～11月１日（金） 東京都　メルパルクホール
役員視察研修 11月７日（木）～８日（金） 千葉県　長生村議会・鋸南町
県関係国会議員との意見交換会 11月12日（火） 東京都　グランドアーク半蔵門
町村議会議長研修会 11月13日（水） 東京都　グランドアーク半蔵門
町村議会議長全国大会 11月13日（水） 東京都　NHKホール
議会広報研修会 11月18日（月） 市町村会館　大研修室
県知事・県議会議長と町村議会議長との意見交換会 11月19日（火） 前橋市　ホテルラシーネ新前橋

これからの主な行事予定これからの主な行事予定これからの主な行事予定

　

来
月
一
日
に
沖
縄
「
群
馬
の
塔
」

慰
霊
祭
が
催
さ
れ
、
仲
澤
会
長
（
上

野
村
議
会
議
長
）
と
角
田
理
事
（
玉

村
町
長
）が
参
列
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　
「
群
馬
の
塔
」
は
、
先
の
大
戦
で

国
内
唯
一
の
地
上
戦
が
展
開
さ
れ
、

凄
絶
な
戦
場
と
な
っ
た
沖
縄
県
に
同

県
や
南
方
諸
地
域
等
で
戦
死
さ
れ
た

本
県
出
身
の
戦
没
者
を
慰
霊
し
、
併

せ
て
世
界
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
昭

和
三
十
八
（
一
九
六
三
）
年
に
建
立

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

現
在
の
我
が
国
の
発
展
と
豊
か
な

生
活
、
国
際
社
会
の
中
で
確
固
た
る

地
位
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
の
も
、

大
戦
で
の
数
多
く
の
尊
い
犠
牲
に
よ

る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
数

多
く
の
想
い
も
私
た
ち
に
託
さ
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
想
い
に
少
し
で
も
触
れ
ら
れ

る
と
思
う
の
が
、
今
回
の
お
す
す
め

の
一
冊
【「
原
爆　

広
島
を
復
興
さ

せ
た
人
び
と
」・
石
井
光
太
著
・
集

英
社
刊
・
千
六
百
円
＋
税
】
で
す
。

　

昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
八
月

六
日
、
Ｂ
29
か
ら
投
下
さ
れ
た
原
爆

に
よ
り
、
広
島
は
死
の
町
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　

後
に
広
島
平
和
記
念
資
料
館
初
代

館
長
と
な
る
長
岡
省
吾
氏
は
、
残
留

放
射
能
に
満
ち
た
市
内
に
通
い
、
原

爆
症
に
な
り
な
が
ら
も
、
そ
の
悲
劇

を
記
録
し
、
後
世
に
残
そ
う
と
し
ま

し
た
。

　

被
爆
直
後
の
広
島
に
は
、
原
爆
市

長
と
称
さ
れ
た
浜
井
信
三
氏
、
世
界

的
建
築
家
の
丹
下
健
三
氏
な
ど
様
々

な
人
た
ち
が
集
ま
り
、
命
を
懸
け
て

「
七
十
五
年
は
草
木
も
生
え
ぬ
」
と

囁
か
れ
た
広
島
を
平
和
都
市
へ
と
蘇

ら
せ
ま
し
た
。

　

世
界
平
和
を
願
い
つ
つ
、
奇
跡
の

復
興
を
も
た
ら
し
た
広
島
の
歴
史
に

迫
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、

「
原
爆
投
下
を
思
い
出
す
か
ら
、
早

く
壊
し
て
し
ま
え
！
」
と
言
わ
れ
た

原
爆
ド
ー
ム
が
、
今
で
も
当
時
の
ま

ま
、
あ
の
場
所
に
遺
さ
れ
て
い
る
こ

と
の
意
味
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
当

時
の
人
々
の
次
世
代
に
託
し
た
想
い

に
も
触
れ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

戦
後
も
七
十
四
年
と
い
う
歳
月
が

経
ち
、
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
が
総

人
口
の
八
割
を
超
え
、
惨
禍
の
記
憶

が
風
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
私
た

ち
に
託
さ
れ
た
世
界
平
和
実
現
の
た

め
に
も
、過
去
を
謙
虚
に
振
り
返
り
、

戦
争
の
悲
惨
さ
と
尊
い
犠
牲
が
あ
っ

た
こ
と
を
語
り
継
ぎ
、
戦
争
の
記
憶

を
風
化
さ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
の
世
代

が
、
戦
争
の
本
当
の
恐
ろ
し
さ
を
次

の
世
代
へ
伝
え
る
の
は
非
常
に
難
し

い
こ
と
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
広
島

の
街
並
み
に
託
さ
れ
た
想
い
を
感

じ
、
そ
の
想
い
を
ず
っ
と
繋
い
で
い

け
れ
ば
と
思
わ
せ
て
く
れ
る
一
冊
で

す
。�

（
Ｉ
）

集英社刊・石井光太著

原爆　広島を
復興させた人びと

10令和元年10月１日発行 ⃞


