
税
金
は
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

〜
も
う
一
度
、
納
め
忘
れ
が
な
い
か
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。
〜

皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
町
税
は
、

福
祉
・
医
療
・
教
育
・
ご
み
処
理
等
の
身
近

な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
使
わ
れ
る
大
切
な

財
源
と
し
て
役
立
っ
て
い
ま
す
。

県
と
町
で
は
、１２
月
を「
ス
ト
ッ
プ
滞

納
!!
強
化
月
間
」と
し
て
、税
の
公
平
な

負
担
の
観
点
か
ら
、一
斉
に
滞
納
整
理
を

強
化
し
ま
す
。

税
金
を
滞
納
す
る
と

ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う

町
税
に
は
納
付
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。期
限
後

２０
日
を
過
ぎ
て
も
納
付
が

な
い
と
督
促
状（
１
件
２
０
０
円
）が
発
行

さ
れ
、延
滞
金（
年
率

１４
．６
％
以
内
）が

課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。さ
ら
に

滞
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、財
産（
預
貯

金
・
給
与
・
不
動
産
等
）の
差
押
え
等
、滞

納
処
分
を
行
う
よ
う
法
律
で
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。平
成

２８
年
度
は
、９１
件 

１
４
，

８
３
８
，８
９
４
円
の
差
押
え
を
行
い
ま

し
た
。

ど
う
し
て
も
期
限
内
に

納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
…

病
気
や
失
業
、事
業
の
業
績
不
振
な
ど

の
や
む
を
得
な
い
理
由
や
多
重
債
務
な

ど
に
よ
り
、一
時
的
に
町
税
を
各
期
限
内

に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
に
つ
い
て

は
、一
人
で
悩
ま
ず
、放
置
せ
ず
に
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。税
務
課
に
て
納
付

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、虚
偽
の
申
し
出
や
納
付
計
画

を
守
ら
ず
不
履
行
に
な
っ
た
場
合
は
、滞

納
処
分
に
よ
り
強
制
徴
収
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

納
税
者
間
の
公
平
性
確
保
と

滞
納
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
ま
す

町
で
は
、税
の
公
平
性
と
安
定
的
な
財

源
の
確
保
の
た
め
、収
納
率
の
向
上
と
滞

納
額
の
縮
減
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ

て
い
ま
す
。ま
た
、県
と
県
内
市
町
で
は
、

「
滋
賀
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
」を
設
置

し
、連
携
・
協
働
し
て
県
税
と
市
町
税
の

滞
納
整
理
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先 
◆ 

税
務
課 

収
納
担
当 

☎
０
７
４
８-

５
２-

６
５
７
０

問
い
合
わ
せ
先 

◆ 

議
会
事
務
局 

☎
０
７
４
８-

５
２-

６
５
５
１

開
か
れ
た
議
会
を
め
ざ
し
て

『
議
会
報
告
会
』
を
開
催

日
野
町
議
会

で
は
議
会
改
革

の
取
り
組
み
と

し
て
、通
算
７
回

目
の
議
会
報
告

会
を
１０
月
１８
日

（
水
）に
鎌
掛
公

民
館
で
、翌
１９
日

（
木
）に
は
東
桜

谷
公
民
館
で
開

催
し
、計
４９
名
の

方
に
ご
参
加
い

た
だ
き
ま
し
た
。

始
め
に
、各
常
任
委
員
会
委
員
長
３
名

（
総
務
・
産
業
建
設
・
厚
生
）と
各
特
別
委

員
会
委
員
長
２
名（
人
口
減
少
対
策
・
地

域
経
済
対
策
）か
ら
現
在
の
行
政
課
題
に

つ
い
て
、議
会
活
動
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

次
に
、今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る﹃
人
口
減

少
対
策
﹄お
よ
び﹃
地
域
経
済
対
策
﹄、町
の

現
状
と
課
題
等
に
つ
い
て
、参
加
者
の
皆
さ

ん
と
議
員
が
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

道
路
整
備
や
雪
寒
対
策
を
は
じ
め
、企

業
誘
致
、市
街
化
調
整
区
域
で
の
住
宅
建

築
、旧
平
和
堂
の
跡
地
利
用
、町
の
活
性

化
や
現
在
の
日
野
の
特
徴
を
い
か
し
た
ま

ち
づ
く
り
、自
治
会
で
の
役
職
の
見
直
し
な

ど
、大
変
貴
重
な
意
見
や
提
案
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
意
見
や
提
案
な
ど
の
諸
課

題
に
つ
い
て
、議
会
と
し
て
ど
の
よ
う
に
取

り
組
ん
で
い
く
べ
き
か
、議
員
間
で
討
議
を

重
ね
、議
会
活
動
に
反
映
し
て
ま
い
り
た
い

と
思
い
ま
す
。　

今
後
も
町

民
の
皆
さ
ん
か

ら
の
ご
意
見
や

ご
要
望
を
お

聞
き
し
な
が

ら
、地
域
の
課

題
に
つ
い
て
話

し
合
え
る
機

会
を
設
け
、町

民
の
皆
さ
ん
に

信
頼
さ
れ
る

開
か
れ
た
議

会
に
努
め
て
い

き
ま
す
。

▲鎌掛公民館

▲東桜谷公民館

12広報ひの ● 2017.12　vol.689



近
江
日
野
商
人
ふ
る
さ
と
館 

旧
山
中
正
吉
邸

秋
季
企
画
展「
高
田
敬
輔-

墨
黒
自
在-

」１２
月
１０
日
ま
で
開
催
中

館
蔵
の
敬
輔
作
品
の
ほ
か
、町
内
の
旧
家
に
伝
来
し
た
作
品

や
、弟
子
の
島
﨑
雲
圃
が
描
い
た
敬
輔
の
肖
像
画
な
ど
を
展

示
。期
間
中
の
土
日
祝
日
は
、点
数
を
増
や
し
て
特
別
陳
列
し

て
い
ま
す
。こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ 

ふ
る
さ
と
館
☎
 ０
７
４
８-

５
２-

０
０
０
８

近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 ☎０７４８-５２-０００８ / 近江日野商人館 ☎０７４８-５２-０００７

日
野
画
壇
と
高
田
敬
輔

江
戸
時
代
中
期
以
降
、日
野
で
は
多
彩

な
絵
画
文
化
が
華
ひ
ら
き
、多
く
の
画が

じ
ん人

た
ち
が
活
躍
し
ま
し
た
。こ
れ
ら
画
人
た

ち
の
祖
と
な
っ
た
の
が
高た

か
だ田

敬け
い
ほ輔

で
す
。

高
田
敬
輔（
一
六
七
四
︱
一
七
五
五
）

は
日
野
大
窪
杉す

ぎ
の
が
み

野
神
町
の
生
ま
れ
で
、

は
じ
め
は
日
野
椀
や
合ご

う
や
く薬

を
商
う
日
野

商
人
で
し
た
が
、画
業
を
志
し
京き

ょ
う
が
の
う

狩
野

の
総そ

う
す
い帥

・
狩か

の野
永え

い
き
ょ
う敬

の
門
に
入
っ
て
画
道

に
励
み
ま
し
た
。師
の
没
後
は
仁に

ん
な
じ

和
寺

法ほ
う
し
ん
の
う

親
王
に
仕
え
、ま
た
華か

ち
ょ
う頂

の
義ぎ

ざ
ん山

に
し

た
が
っ
て
浄
土
宗
の
教
義
を
学
び
、画
事

を
つ
と
め
ま
し
た
。

あ
る
時
、飄ひ

ょ
う
い
つ逸

の
浄
土
宗
画
僧
・
古こ

か
ん礀

明め
い
よ誉

に
出
会
い
、「
君
の
筆
は
力
強
く
勢

い
が
あ
る
。ぜ
ひ
と
も
雪せ

っ
し
ゅ
う舟

に
な
ら
い
な
さ

い
」と
の
助
言
を
受
け
、雪
舟
の
画
風
を
学

ん
で
独
自
の
画
風
を
確
立
さ
せ
ま
し
た
。

敬
輔
は
、竹ち

く
い
ん
さ
い

隠
斎・眉み

け
ん
ご
う
お
う

間
毫
翁
を
号
し
、

会
得
し
た
画
技
と
人
脈
を
背
景
に
全
国

を
行
脚
し
、各
地
で
名
声
を
博
し
ま
し

た
。寛か

ん
ぽ
う保

～
延え

ん
き
ょ
う享

年
間
に
訪
れ
た
江
戸
に

お
い
て
は
、数
々
の
大
名
や
幕
府
要
人
か

ら
揮き

ご
う毫

を
求
め
ら
れ
、時
の
将
軍
徳
川
吉

宗
に
も
作
品
を
献
上
し
て
い
ま
す
。

江
戸
滞
在
後
、八
二
歳
で
亡
く
な
る

ま
で
の
晩
年
は
故
郷
日
野
で
過
ご
し
、画

業
に
励
む
か
た
わ
ら
、月つ

き
お
か岡

雪せ
っ
て
い鼎

・
島し

ま
ざ
き﨑

雲う
ん
ぽ圃

・
高た

か
だ田

敬け
い
と
く徳

を
は
じ
め
多
く
の
門
人

を
育
て
ま
し
た
。

画
事
多
彩
〜
仏
画
と
水
墨
画
〜

仁
和
寺
に
仕
え
、義
山
に
仏
法
を
学

ん
だ
敬
輔
は
、熱
心
な
仏
教
信
者
と
な

り
、多
く
の
仏
画
を
残
し
ま
し
た
。代
表

作
で
あ
る「
無む

り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

量
寿
経
曼ま

ん
だ
ら

荼
羅
」を
見
た

義
山
は
、「
仏
教
へ
の
信
仰
心
を
絵
画
で

表
現
で
き
る
真
な
る
人
物
で
あ
る
」と
評

し
て
い
ま
す
。こ
の
ほ
か
敬
輔
は
、「
選せ

ん
た
く択

十じ
ゅ
う
ろ
く
し
ょ
う
ず

六
章
図
」「
涅ね

は
ん
ず

槃
図
」な
ど
多
く
の
仏

画
を
日
野
に
残
し
て
お
り
、い
ず
れ
の
作

品
に
お
い
て
も
複
雑
な
表
現
と
宗
教
的
考

察
の
深
さ
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

京
狩
野
で
画
技
の
根
本
を
学
び
、雪
舟

の
作
風
を
会
得
し
た
敬
輔
は
、大
胆
な
筆

致
と
墨
の
濃
淡
を
自
在
に
操
る
水
墨
の

技
法
を
駆
使
し
て
、得
意
と
す
る
富
士
・

淡
水
魚
・
七
福
神
を
は
じ
め
、山
水
・
花

鳥
・
人
物
・
風
景
な
ど
多
彩
な
作
品
を
描

き
ま
し
た
。

仏
画
と
水
墨
画
と
い
う
二
つ
の
特
徴
を

兼
ね
備
え
、敬
輔
独
自
の
技
法
が
如
何
な

く
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
が
、日
野
村
井
の

信し
ん
ぎ
ょ
う
い
ん

楽
院
本
堂
に
描
か
れ
て
い
る
天
井
画
で

す
。寛
保
３（
１
７
４
３
）年
、敬
輔
が
７０
歳

の
と
き
に
揮
毫
し
た
本
作
は
、外げ

じ
ん陣

中
央

に
雲
龍
図
を
配
し
、右
間
に
八
大
龍
王
、左

間
に
韋い

だ
て
ん

駄
天
、内
陣
に
は
蓮れ

ん
げ華

・
連
弁
・
楽

器・瑞ず
い
ち
ょ
う鳥

、左
右
の
余よ

ま間
に
は
飛ひ

て
ん天

が
描
か

れ
て
お
り
、見
る
も
の
を
圧
倒
さ
せ
ま
す
。

信楽院天井画（韋駄天図）
蠢く雲の中、仏舎利を盗んだ鬼を仏教の神･韋駄天が追いかける。
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