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小
諸
市
の
ふ
る
さ
と
納
税
に
は
東

京
小
諸
会
と
し
て
も
協
力

・
推
進

し
て
お
り
ま
す
。
税
法
上
の
特
典

の
外
、
小
諸
の
魅
力
あ
る
特
産
物

の
返
戻
が
あ
り
、
実
質
的
な
負
担

が
な
く
、
ふ
る
さ
と
の
特
産
品
を

味
わ
い
、
ふ
る
さ
と
小
諸
へ
の
貢
献

に
も
な
り
ま
す
。
ま
た
、
納
税
額

䠍䠌
万
円
以
上
の
会
員
の
集
ま
り
で

あ
る
東
京
小
諸
会
独
自
の

「ふ
る

さ
と
納
税 

O
N
E 

H
U
N
D
R
E
D 

C
L
U
B
」
の
会
員
募
集
し
て
お
り

ま
す
。
多
数
の
参
加
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

編
集
後
記

　

♪
水
の
流
れ
に
花
び
ら
を　

そ
っ
と
浮
か
べ

て
泣
い
た
人
♬　

山
口
洋
子
作
詞
、
五
木

ひ
ろ
し
が
歌
い
上
げ
た
、
言
わ
ず
と
知
れ
た

名
曲

「
千
曲
川
」
で
あ
る
。
甲
武
信
ヶ
岳

山
頂
付
近
の
水
源
地
の
一
滴
か
ら
始
ま
り
、

新
潟
に
入
る
と
信
濃
川
と
名
前
を
変
え
滔

滔
と
日
本
海
に
注
ぐ
日
本
一
の
大
河
で
、

全
長
三
六
七
キ
ロ 

、
源
流
か
ら
約
八
五
キ

ロ
付
近
に
あ
る
小
諸
に
と
っ
て
も
誇
れ
る
大

自
然
で
あ
る
。
山
口
洋
子
は
女
優

・
作
詞

家
・
直
木
賞
作
家
・
銀
座
高
級
ク
ラ
ブ

「
姫
」

の
マ
マ
と
異
色
の
経
歴
を
も
ち
、
特
異
な
恋

愛
も
し
た
女
性
で
あ
る
が
、
小
諸
で
千
曲

川
を
詠
っ
た
明
治
の
文
豪
島
崎
藤
村
の

「
千

曲
川
旅
情
の
歌
」
に
感
銘
を
受
け
、
こ
れ

を

「
千
曲
川
」
に
改
題
し
、
敢
え
て
現
地

に
は
赴
か
ず
、
東
京
に
居
な
が
ら
現
地
の

情
景
を
憧
憬
に
も
似
た
想
い
で
詞
を
紡
い
だ

と
い
う
。
歌
碑
は
戸
倉
上
山
田
温
泉
に
あ

る
が
、
現
地
に
赴
い
て
い
な
い
の
だ
か
ら
私

は
小
諸
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
紅
白
の
大
ト

リ
と
な
っ
た
こ
の
歌
を
聴
い
て
い
る
。

　

多
く
の
ヒ
ッ
ト
曲
を
生
ん
だ
山
口
は
晩
年
、

自
身
の
作
品
の
中
で
千
曲
川
が
一
番
好
き

と
述
懐
し
て
い
た
。
風
光
明
媚
で
ど
こ
か
哀

愁
漂
う
千
曲
川
、
歴
史
を
創
り
歴
史
に
造

ら
れ
た
。
小
諸
の
街
を
流
れ
、
灯
り
の
数

だ
け
人
々
の
暮
ら
し
を
今
も
そ
っ
と
見
守
り

続
け
て
い
る
。

　

東
京
小
諸
会
現
会
長
の
カ
ラ
オ
ケ
十
八
番

が
千
曲
川
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

　

      

原
口
慎
二
＝
小
諸
ふ
る
さ
と
市
民

                                

九
州
出
身

　
令
和
3
年
䠍䠍
月
䠍䠌
日
、
小
諸
こ

ど
も
ふ
る
さ
と
市
民
の
代
表
䠍䠎
名

が
小
諸
市
役
所
に
小
泉
俊
博
市
長

を
表
敬
訪
問
し
ま
し
た
。
小
泉
市

長
よ
り
小
諸
市
の
魅
力
を
ビ
デ
オ

で
説
明
を
受
け
、
小
諸
市
の
魅
力

を
体
験
し
ま
し
た
。
こ
ど
も
ふ
る

さ
と
市
民
を
代
表
し
て
高
校
3
年

生
の
須
賀
真
之
介
君
が
小
諸
市
の

魅
力
を
発
見
し
て
多
く
の
人
に
発

信
し
て
い
く
よ
う
な
活
動
を
し
て
行

き
ま
す
と
の
宣
言
が
あ
り
ま
し
た
。

若
い
人
の
目
で
新
た
な
小
諸
の
情
報

発
信
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
訪
問
は
、
高
峰
高
原
、

高
原
美
術
館
、
ス
ー
パ
ー
つ
る
や
、

　

令
和
４
年
の
新
た
な
年
を
迎
え
、

東
京
小
諸
会
の
会
員
の
皆
様
、
小

諸
市
関
係
の
皆
様
、
関
連
団
体
の

皆
様
、
協
賛
企
業
の
皆
様
の
ご
健

康
と
ご
繁
栄
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。

　

令

和

２
年
、
３
年

と
続

い
た       

前
代
未
聞
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
世
界
的
蔓
延
に
よ
り
、
日
常
の

生
活
や
企
業
や
社
会
の
活
動
が
未

知
の
状
況
の
中
で
2
年
と
い
う
長

期
に
わ
た
り
筆
舌
に
は
尽
き
せ
ぬ

苦
渋
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
東
京

　

昭
和
䠏䠔
年

（
１
９
６
３
年
）
に
東

京
小
諸
会
が
発
足
し
て
今
年
令
和

4
年

（
２
０
２
２
年
）
で
䠒䠌
年
と
な

り
ま
す
。
今
年
度
は
䠒䠌
年
目
の
年

に
な
り
ま
す
。
先
人
の
残
し
た
こ
の

輝
か
し
い
歴
史
に
敬
意
を
表
し
、

現
在
の
よ
す
が
と
し
、
未
来
へ
の
架

け
橋
と
し
て
何
ら
か
の
形
で
記
録
に

留
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
䠒䠌
周
年

記
念
事
業
案
と
し
て

（
１
）
準
備

委
員
会
・
実
行
委
員
会
の
設
置
（
２
）

記
念
誌
の
作
成

（
３
）
永
六
輔

（
上

を
向
い
て
歩
こ
う
）
等
の
記
念
碑

等
の
建
立

（
４
）
記
念
式
典
等
の

実
施
等
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
計
画
は
、
東
京
小
諸

会
会
員
、
小
諸
市
役
所
、
こ
も
ろ

小
諸
会
の
活
動
も
従
来
の
活
動
が

全
面
的
に
制
限
さ
れ
、
会
員
の
皆

様
と
の
ふ
れ
あ
い
も
会
報
や
四
季

報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
い
う
媒
体
に

よ
っ
て
の
み
の
活
動
に
な
っ
た
こ
と
は

残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
今
年
度
は

例
年
通
り
の
総
会
や
各
種
事
業
が

対
面
に
よ
り
実
施
で
き
る
こ
と
を

強
く
願
っ
て
い
ま
す
。
令
和
２
年
４

月
に
会
長
に
就
任
以
来
事
業
計
画

を
提
示
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

今
年
度
も
継
続
し
て
実
施
し
て
行

き
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
ご
支
援
の
程

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

東
京
小
諸
会

　
　
　
　
　

重
点
事
業
計
画

　
　
　
　

（
６
項
目
の
重
点
方
針
）

①
会
員
の
増
員
を
図
る
。
現
会
員

の
子
世
代
、
孫
世
代
の
会
員
増
員

に
よ
り
、
会
の
若
返
り
と
東
京
小

諸
会
の
継
続
的
な
発
展
を
図
る
。

②
小
諸
ふ
る
さ
と
市
民
、
小
諸
こ

ど
も
ふ
る
さ
と
市
民
の
積
極
的
な

登
録
を
推
進
し
、
若
い
世
代
層
に

小
諸
市
を
認
識
し
て
も
ら
う
③
ふ

る
さ
と
納
税
の
具
体
的
推
進
を
図

り
小
諸
市
の
産
業

・
観
光
に
貢
献

す
る
④
東
京
小
諸
会
総
会
へ
の
参

加
者
の
増
加
を
図
る
⑤
東
京
小
諸

会
創
立
六
十
周
年
記
念
事
業
の
実

施
計
画
⑥
会
報
、
四
季
報
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
の
媒
体
に
よ
る
東
京
小

諸
会
の
情
報
発
信
を
図
る
。

　
　
　
　
　
　

会
長　

松
井
石
根
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観
光
局
、
小
諸
商
工
会
議
所
、

小
諸
市
の
各
種
団
体
、
関
係
す
る

個
人
等
多
く
の
皆
様
の
ご
理
解
と

ご
協
力
が
な
け
れ
ば
実
現
が
困
難

で
あ
り
ま
す
。
特
に
記
念
碑
の
建

立
に
つ
い
て
は
、
小
諸
市
関
係
者

に
主
体
を
お
願
い
し
、
東
京
小
諸

会
も
共
同
し
て
推
進
で
き
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ご
理
解
を
い
た
だ

き
、
ご
協
力
を
賜
れ
ば
幸
い
で
す
。

䠆四季報➨䠑ྕ 䠄䠅 䛿䚸 ➨ 㻡ྕ 䠄⛅䠅 䛾ㄗ䜚䛷す

懐
古
園
、
市
役
所
、
小
諸
市
内

巡
回

「こ
む
こ
む
」
で
し
た
。　

果
実
ま
る
ご
と
ジ
ャ
ム
詰
め
合
わ
せ

ᖹ成䠎䠕年度䚷䚷䚷㻡㻢㻣㻝 ௳㻌㻌㻌䚷 㻌㻥㻜㻥㻜 万円䚷䚷

ᖹ成䠏䠌年度䚷䚷㻌㻝㻣㻠㻝㻜 ௳㻌㻌䚷㻌㻞㻞㻥㻜㻣 万円

ᖹ成䠏䠍年度㻌㻌㻌㻌㻌 㻞㻤㻞㻢㻞 ௳㻌㻌䚷㻌㻟㻢㻣㻝㻤 万円䚷䚷

令和䚷䠎年度䚷㻌㻌 㻌㻞㻞㻡㻝㻡 ௳䚷㻌㻌㻌㻟㻥㻞㻜㻟 万円

小諸市のふるさと納税の実績

　
　
問
い
合
わ
せ
先…

　
　
東
京
小
諸
会
事
務
局
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私
が
東
京
の
蒲
田
で
生
ま
れ
、
４

歳
の
時
、
戦
争
末
期
の
東
京
大
空

襲
で
我
が
家
を
焼
失
、
家
族
は
皆
、

小
諸
の
御
幸
町

（
現
在
の
小
海
線
、

東
小
諸
駅
前
）
の
農
家
の
大
き
な

物
置
を
改
造
し
た
４
軒
長
屋
の
１
室

に
避
難
、
終
戦
後
の
貧
し
い
６
年

間
を
過
ご
し
た
。
母
は
家
族
の
食
べ

物
に
腐
心
、
ヤ
ミ
米
を
東
京
に
運

ぶ
担
ぎ
屋
を
手
伝
い
、
毎
日
、
米

袋
を
背
負
っ
て
駅
舎
も
な
い
ホ
ー
ム

だ
け
の
平
原
駅
迄
運
び
わ
ず
か
な

運
び
賃
を
稼
ぎ
、
我
々
子
供
は
達

は
野
原
や
畑
の
あ
ぜ
道
で
セ
リ
や
ナ

ズ
ナ
を
摘
ん
で
お
か
ず
の
足
し
に
し

た
。
２
年
後
、
平
原
駅
で
待
ち
伏

せ
し
て
た
警
官
達
の
担
ぎ
屋
一
斉

検
挙
で
担
ぎ
屋
か
ら
手
伝
い
の
母

達
ま
で
全
員
が
逮
捕
、
米
も
没
収

さ
れ
母
達
は
そ
の
仕
事
か
ら
足
を

洗
い
、
農
家
の
仕
事
を
手
伝
っ
た
。

　

父
の
会
社
も
業
績
が
悪
く
、
給

料
も
時
々
遅
配
と
な
り
、
兄
は
小

学
校
６
年
の
新
潟

・
鯨
波
へ
の
修
学

旅
行
の
参
加
費
二
百
円
が
ど
う
し

「は
っ
け
よ
い
。
の
こ
っ
た　

の
こ
っ
た
」

回
し
に
手
を
か
け
、
相
手
を
投
げ

よ
う
と
す
る
も
、
逆
に
跳
ね
飛
ば

さ
れ
、
悔
し
い
。

　

野
岸
小
学
校
に
入
学
し
た
の
は
１

９
５
３
年

（
昭
和
䠎䠔
年
）
。
私
の
自

宅
は
乙
女
で
、
唐
松
、
御
幸
町
、

荒
堀
、
加
増
そ
し
て
与
良
町
を
通
っ

て
、
学
校
ま
で
お
よ
そ
２
㌔
㍍
。

子
供
の
足
で
䠐䠌
分
ほ
ど
か
か
っ
た
。

当
時
の
道
路
は
未
舗
装
の
た
め
、

ク
ル
マ
が
通
れ
ば
砂
埃
が
舞
い
上
が

る
。
た
だ
ク
ル
マ
の
数
が
少
な
か
っ

た
の
で
、
今
の
よ
う
に
あ
ま
り
気
に

な
ら
な
か
っ
た
。

　

さ
て
冒
頭
の
「は
っ
け
よ
い
」
だ
が
、

学
校
の
隣
に
位
置
す
る
八
幡
神
社

生
ま
れ
も
育
ち
も
小
諸
で
、
あ
る

事
情
で
故
郷
を
離
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
二
十
年
近
く

経
ち
ま
す
が
、
時
々
ふ
と
小
諸
で

の
生
活
や
友
人
の
事
を
思
い
出
し
た

り
し
ま
す
。

　

子
ど
も
の
頃
、
片
道
四
十
分
か

け
て
歩
い
た
野
岸
小
学
校
。
学
校

の
帰
り
道
ト
ン
ボ
を
捕
ま
え
た
り
、

シ
ロ
ツ
メ
ク
サ
で
冠
や
首
飾
り
を

作
っ
た
り
し
た
も
の
で
す
。
時
期
に

な
る
と
木
の
実
が
な
り
、
友
達
と

　

全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
と
い
う
歴
史

イ
ベ
ン
ト
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

　

藩
校
サ
ミ
ッ
ト
と
は
、
江
戸
時
代

の
高
い
教
育
水
準
が
日
本
の
近
代

化
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
か
ら
、

藩
校
の
理
念
や
伝
統
を
現
代
に
活

か
そ
う
と
い
う
催
し
で
、
毎
年
各

地
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
䠍䠍
月
に
は
第
䠍䠔
回
サ
ミ
ッ
ト
が

栃
木
県
壬
生
町
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

壬
生
町
で
は
藩
校
学
習
館
の
儒
学

　
　

小
諸
の
名
を
知
っ
て
い
る
年
代

層
は
高
齢
者
は
䠔䠌
％
、
高
校
生

で
５
％
と
の
こ
と
を
聞
い
た
。
こ

の
ま
ま
だ
と
い
ず
れ
小
諸
の
名
は

地
元
民
の
み
に
な
る
懸
念
が
あ

る
。
小
諸
ふ
る
さ
と
市
民
、
小

諸
こ
ど
も
ふ
る
さ
と
市
民
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
将
来
の
小

諸
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
ど
の

様
な
方
法
が
新
た
な
ふ
る
さ
と

市
民
を
増
や
す
切
っ
掛
け
と
な

る
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
提
言
を

期
待
し
た
い
。
今
回
初
め
て
小

諸
こ
ど
も
ふ
る
さ
と
市
民
の
䠍䠎
名

の
一
行
を
小
諸
に
送
っ
た
。
東

京
小
諸
会
と
し
て
は
小
さ
な
一

歩
を
踏
み
出
し
た
。
こ
の
小
さ

な
一
歩
が
未
来
へ
の
大
き
な
一
歩

に
繋
が
っ
て
欲
し
い
。
子
ど
も
た

ち
の
新
鮮
な
目
線
で
小
諸
の
新
た

な
発
見
を
期
待
し
た
い
。
会
員

の
皆
さ
ん
も
お
子
様
や
お
孫
様

を
お
連
れ
し
て
小
諸
を
訪
問
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
小
諸
の
名
を
歴

史
に
埋
も
れ
さ
せ
な
い
た
め
に

も
。

                      

三
楽
与
太
郎

一
緒
に
食
べ
た
り
し
た
事
を
思
い
出

し
ま
す
。
今
考
え
る
と
そ
れ
は

チ
ョ
ッ
ト…

　

十
年
以
上
前
に
な
る
で
し
ょ
う

か
。
数
十
年
ぶ
り
に
小
学
校
の
同

窓
会
？
あ
の
頃
は
一
年
生
～
六
年

生
ま
で
ク
ラ
ス
替
え
が
無
か
っ
た
の

で
同
級
会
と
言
っ
た
方
が
し
っ
く
り

き
ま
す
。
殆
ど
の
人
が
子
ど
も
の

頃
会
っ
て
以
来
な
の
で
わ
か
ら
な
い

人
も
。
私
も
含
め
て
で
す
が
。

　

仲
の
良
か
っ
た
友
達
と
昔
の
話
に

な
り
、
小
諸
懐
古
園
へ
行
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
特
別
珍
し
い
も
の
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
小
諸

城
跡
が
あ
り
、
日
本
の
さ
く
ら
名

所
、
日
本
の
歴
史
公
園
百
選
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
頃
は
頻
繁
に
訪
れ
て
い

た
懐
古
園
も
、
大
人
に
な
っ
て
訪

れ
る
と
子
供
の
目
線
と
は
違
っ
た
角

度
か
ら
見
る
事
が
で
き
る
ん
で
す

ね
。
あ
い
に
く
桜
の
時
期
で
も
な

く
、
紅
葉
の
時
期
で
も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が…

何
故
か
穏
や
か
に
な

れ
る
と
い
う
か
、
心
が
落
ち
着
き

ま
す
。
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
だ
か

ら
で
し
ょ
う
か
。
今
は
小
諸
を
離

れ
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
が
、
里
帰

り
を
す
る
度
に
帰
っ
て
き
た
く
な
り

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
も
よ
う
や
く

手
が
か
か
ら
な
く
な
っ
て
き
て
、
自

分
の
た
め
に
時
間
を
使
っ
て
も
い
い

の
か
な
と
思
え
る
様
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
二
十
年
近
く
な
か
な
か
小

諸
に
帰
る
事
が
出
来
ず
今
日
ま
で

き
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら

は
出
来
る
限
り
帰
郷
し
よ
う
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

友
達
と
昔
の
話
で
盛
り
上
が
る
中

名
残
惜
し
い
気
持
ち
を
抑
え
て
次

に
会
う
時
は
、
地
元
の
温
泉
へ
行

く
約
束
を
し
て
お
別
れ
を
し
ま
し

た
。

　

故
郷
を
後
に
思
う
こ
と
は…

豊
か

な
自
然
、
お
い
し
い
空
気
、
お
い

し
い
水
、
そ
し
て
人
の
温
か
さ…

こ

の
様
な
素
晴
ら
し
い
環
境
の
中
で

て
も
払
え
ず
、
兄
一
人
だ
け
が
ク

ラ
ス
内
で
不
参
加
に
な
っ
た
。
そ
の

旅
行
の
日
、
生
徒
達
が
皆
、
鯨
波

の
海
辺
で
燥
い
で
い
る
頃
、
家
に
帰

る
と
丘
の
上
の
石
碑
の
台
座
に
座
っ

た
ま
ま
ボ
ー
ッ
と
遠
く
を
見
乍
ら
、

涙
を
浮
か
べ
て
い
る
兄
の
姿
を
見
る

と
、
姉
も
私
も
兄
に
声
を
か
け
ら

れ
ず
涙
が
溢
れ
た
。
今
に
し
て
思

え
ば
、
我
々
の
世
代
は
皆
、
終
戦

後
の
ど
ん
底
の
貧
し
さ
を
強
い
ら

れ
、
し
か
し
、
そ
の
ど
ん
底
の
貧

し
さ
を
踏
み
台
に
し
て
そ
の
後
の
人

生
を
生
き
抜
い
て
来
れ
た
の
か
も
？

と
思
う
と
、
今
は
む
し
ろ
、
そ
の

貧
し
さ
の
思
い
出
が
ぬ
く
も
り
す
ら

を
含
ん
で
、
う
れ
し
い
思
い
出
と

な
っ
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た
。

　

      　

青
木　

淳

（
御
幸
町
出
身
）

で
は
毎
年
秋
の
お
祭
り
に
相
撲
大

会
が
あ
っ
た
。
（
今
も
続
い
て
い
ま

す
か
？
）
。
大
人
か
ら
子
供
ま
で

そ
れ
ぞ
れ
の
部
で
行
わ
れ
、
観
客

が
周
り
を
取
り
囲
み
、
大
い
に
盛

り
上
が
っ
た
も
の
だ
。

　

私
は
幼
児
の
頃
か
ら
痩
せ
ぎ
す

だ
っ
た
。
相
撲
を
す
る
に
も
何
し
ろ

軽
い
か
ら
、
す
ぐ
に
投
げ
ら
れ
た

り
、
寄
り
切
ら
れ
た
り
で
、
確
か

一
勝
も
で
き
な
か
っ
た
と
記
憶
し
て

い
る
。
毎
日
の
通
学
で
足
腰
は
鍛

え
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
残
念
無

念
。

　

そ
れ
で
も
八
幡
様
相
撲
は
私
の
小

学
校
時
代
に
と
っ
て
、
忘
れ
ら
れ

な
い
一
幕
だ
。

　
　
　
　

柏
木
慶
永

（
乙
女
出
身
）

小諸の懐古園で、美しい清水百合子先生前から
2列目の中央、前列左から 6番目に座っている
体の大きな児童が筆者

野岸小学校

八幡宮八朔相撲

教
育
の
伝
統
を
汲
ん
で
、
現
在
、

論
語
を
教
育
に
取
り
入
れ
る
試
み

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
町
内
の
小

学
生
は
論
語
の
語
句
を
抜
粋
し
纏

め
た

『
壬
生
論
語
古
義
抄
』
の
素

読
を
実
践
し
、
ほ
と
ん
ど
の
子
供

た
ち
は
暗
唱
で
き
る
ま
で
に
な
っ
て

い
ま
す
。

素
読
と
は
、
意
味
内
容
は
後
回
し

で
、
音
読
し
暗
唱
す
る
こ
と
か
ら

学
び
始
め
る
方
法
で
す
。
成
長
と

と
も
に
意
味
内
容
を
理
解
す
る
よ

う
に
な
る
素
読
教
育
は
、
時
代
を

問
わ
ず
通
用
す
る
優
れ
た
教
育
方

法
で
す
。

　

さ
て
、
江
戸
期
の
小
諸
藩
で
は
、

学
問
好
き
で
知
ら
れ
た
第
６
代
藩

主
牧
野
康
長
公
に
よ
っ
て
藩
政
に
役

立
つ
有
用
な
人
間
の
養
成
を
目
的

に
、
享
和
２
年

（
１
８
０
２
）
に
藩

校
明
倫
堂
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

明
倫
堂
で
は
８
歳
よ
り
䠍䠑
，
６
歳

ま
で
の
藩
士
の
子
弟
が
漢
学
、
国

学
の
他
諸
般
の
武
芸
を
学
び
、
文

武
両
道
に
い
そ
し
ん
だ
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

小
諸
城
址
で
あ
る
懐
古
園
を
有

す
る
小
諸
市
で
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
を
開

催
し
、
藩
校
明
倫
堂䡠

そ
し
て
明
治

期
の
小
諸
義
塾
と
い
う
好
学
の
気

風
を
今
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
藤
徹
雄　

　
　
　
　

＝
元
共
栄
大
学
副
学
長

育
っ
た
こ
と
に
感
謝
で
す
。
幸
せ
を

感
じ
ま
す
。

　

不
思
議
な
も
の
で
す
。
若
い
頃
は

県
外
で
の
生
活
に
強
く
憧
れ
を
持
っ

た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は

人
生
の
最
後
に
は
長
野
に
い
ら
れ
た

ら
い
い
な
と
思
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ

い
で
す
。

　
　

西
澤
志
信

（
御
幸
町
出
身
）

八幡様相撲の思い出


