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「きれいな街づくりの心」忘れずに！
（クリーンアップふくい大作戦：気比の松原）



土
器
は
、
古
代
人
が
あ
ら

ゆ
る
生
活
の
場
面
で
最
も
多

く
作
り
、
使
用
し
た
道
具
で

し
た
。
そ
れ
ら
の
土
器
は
時

代
や
地
域
に
よ
っ
て
形
や

紋
様
、
作
り
方
な
ど
に
そ
れ

ぞ
れ
特
徴
が
見
ら
れ
ま
す
。

専
門
の
技
術
職
に
よ
っ

て
作
ら
れ
て
い
た
鉄
器
な
ど

と
は
違
い
、
土
器
は
身
近
に

あ
る
粘
土
を
こ
ね
て
作
る
と

い
う
作
り
や
す
さ
が
あ
り
、

ど
こ
で
も
誰
で
も
行
う
こ
と

の
で
き
た
作
業
で
す
。

一
家
に
一
人
は
作
れ
る
人

が
い
て
、
例
え
ば
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
の
作
っ
た
土
器
を
お

父
さ
ん
が
受
け
継
ぎ
、
そ
れ

を
子
ど
も
が
ま
ね
て
作
る
、

こ
ん
な
作
業
が
繰
り
返
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
た
め
、
昔
な
が
ら
の
土
器
の
形
を
守

ろ
う
と
し
て
も
、
わ
り
と
短
い
周
期
で
そ
の

形
や
紋
様
が
微
妙
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

作
り
手
が
変
わ
れ
ば
形
や
紋
様
が
変
わ
り
、

地
域
が
変
わ
れ
ば
粘
土
も
変
わ
る
と
い
う
わ

け
で
す
。

ま
た
、
大
陸
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
技
術
が
も
た
ら
さ

れ
、
つ
な
が
り
の
深
い
ム

ラ
ど
う
し
が
ク
ニ
を
形
成

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
弥
生
人
の
生
活

形
態
も
変
化
し
、
そ
れ
が

土
器
の
形
に
も
現
わ
れ
て

き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
遺
跡
な
ど

か
ら
出
土
し
た
土
器
は
、

そ
の
形
や
紋
様
の
違
い
、

粘
土
な
ど
を
見
比
べ
る
こ

と
で
、
作
ら
れ
た
場
所
や

遺
跡
の
年
代

を
決
定
し
た

り
、
文
化
の

交
流
や
ム

ラ
、
ク
ニ
の

つ
な
が
り
を

知
る
こ
と
の

で
き
る
最
も

重
要
な
手
が

か
り
と
な
る

の
で
す
。
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こ
の
ほ
ど
教
育
委
員
会
が
舞
崎
遺
跡
発
掘
調

査
の
成
果
発
表
を
行
い
、
県
内
最
古
、
規
模
で

は
県
内
最
大
の
高
地
性
集
落
跡
（
弥
生
時
代
）

が
発
見
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
近
江
や
畿
内

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
重
要
な
手
が
か
り
を

得
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

一
辺
の
土
器
片
が
語
る
「
古
代
人
の
ロ
マ

ン
」。
敦
賀
に
お
け
る
古
代
史
に
新
た
な
１
ペ

ー
ジ
が
加
え
ら
れ
た
瞬
間
で
し
た
。

今
回
の
調
査
は
、
開
発
計
画
に
伴
う
緊
急
発

掘
調
査
と
し
て
、
天
筒
山
系
南
端
に
あ
る
通

称
・
舞
崎
山
（
標
高
95
ｍ
）
で
、
昨
年
８
月
か

ら
舞
崎
古
墳
お
よ
び
舞
崎
遺
跡
の
調
査
を
行
っ

た
も
の
で
す
。

舞
崎
古
墳
は
、
そ
の
存
在
が
以
前
か
ら
知
ら

れ
て
お
り
、
昨
年
９
月
に
調
査
を
終
了
し
、
現

地
説
明
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

舞
崎
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
調
査
が
進
む
な
か

様
々
な
出
土
遺
物
か
ら
い
く
つ
も
の
時
代
（
弥

生
時
代
中
期
末
〜
室
町
時
代
）
に
わ
た
っ
た

「
複
合
遺
跡
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
降
雪

で
一
時
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
が
５
月

末
を
目
処
に
調
査
を
進
め
、
そ
の
成
果
を
こ
の

ほ
ど
発
表
し
ま
し
た
。

遺跡の年代を決め
ムラのつながりを示してくれる

畿内産（生駒山中河内）の土器片が出土

近江産の土器片が出土（受け口状口縁）

舞崎遺跡発掘調査現場から西方を望む（２号墳と２号経塚）
舞
崎
遺
跡
発
掘
調
査
担
当
　
学
芸
員
　
中
野
　
拓
郎

舞
崎
遺
跡
の
調
査
に
よ
っ
て
、
２，

０
０
０
年
前
の
敦
賀
の
様
子
や
、

当
時
の
文
化
交
流
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

戦
争
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
見
張
り
や
通
信
の
た
め
の
高
地
性
集
落

が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
敦
賀
と
い
う
地
域
は
、
は
る
か
昔
か
ら

交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
示
さ
れ
た
の
で
す
。

舞
崎
遺
跡
で
は
、
ほ
か
に
も
約
１，

４
０
０
年
前
か
ら
５
０
０
年
間
以

上
に
わ
た
っ
て
、
断
続
的
に
な
ん
ら
か
の
祭
祀
、
お
供
え
物
が
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
敦
賀
の
人
々
の
過
去
か
ら
現
在
へ
と
つ
な
が
る
天
筒
山
へ
の

「
い
の
り
」
の
想
い
が
し
の
ば
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
２，

０
０
０
年
以
上
前
の
は
る
か

昔
に
人
間
が
行
っ
て
き
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、「
地
面
に
穴
を
掘
る
」
な
ど
と
い
っ
た
ほ
ん
の

さ
さ
い
な
こ
と
で
も
、
い

っ
た
ん
自
然
に
手
を
加
え

る
と
２，

０
０
０
年
以
上

た
っ
て
も
元
に
は
戻
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。そ

の
一
方
で
、
今
と
な

っ
て
は
ど
ん
な
人
か
、
性

格
は
お
ろ
か
名
前
す
ら
も

も
わ
か
ら
な
い
は
る
か
昔

の
人
で
も
、
そ
の
人
が
い

な
け
れ
ば
今
こ
の
場
所
に

穴
が
あ
る
こ
と
は
な
い
わ

け
で
す
。

こ
の
穴
は
、
そ
の
「
名

も
な
き
人
」
が
当
時
生
き

て
い
た
と
い
う
「
あ
か
し
」

で
も
あ
る
の
で
す
。

復元作業中の弥生土器（舞崎遺跡出土）
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今
回
の
舞
崎
遺
跡
発
掘
調
査
一
番
の
成
果

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
な
ん
と
言
っ
て

も
弥
生
時
代
中
期
末
（
お
よ
そ
２，

０
０
０
年

前
）
の
高
地
性
集
落
跡
で
、
竪
穴
式
住
居
跡

（
４
〜
５
棟
）
や
焼
土
坑
（
火
を
焚
い
た
穴
）

が
確
認
さ
れ
、
県
内
最
古
、
規
模
的
に
は
県
内

最
大
の
遺
跡
で
し
た
。

高
地
性
集
落
と
は
、
弥
生
時
代
中
期
末
か
ら

後
期
に
か
け
て
、
生
活
し
や
す
い
平
野
で
は
な

く
、
あ
え
て
不
便
な
丘
陵
上
や
段
丘
上
に
営
ま

れ
た
集
落
の
こ
と
で
す
。

そ
の
形
態
に
は
、「
１．

見
晴
ら
し
の
良
い

丘
陵
、
山
頂
に
小
規
模
な
ム
ラ
を
作
る
」、「
２．

丘
陵
、
段
丘
上
に
溝
を
め
ぐ
ら
せ
て
大
規
模
な

ム
ラ
を
作
る
」
の
２
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

舞
崎
遺
跡
は
、
１
の
タ
イ
プ
で
、
そ
の
機
能

も
外
敵
か
ら
ム
ラ
を
守
る
と
か
、
戦
争
の
際
の

拠
点
と
い
う
よ
り
、
見
張
り
、
も
し
く
は
通
信

の
た
め
の
集
落
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
は
、
遺

跡
周
辺
に
防
御
跡
と
い
っ
た
溝
が
見
当
た
ら
な

い
こ
と
。
そ
し
て
、
近
江
や
畿
内
か
ら
運
び
込

ま
れ
た
土
器
な
ど
が
数
多
く
出
土
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
琵
琶
湖
の
西
岸
に
数
キ
ロ
お
き
に
分

布
す
る
高
地
性
集
落
（
見
張
り
や
通
信
の
機
能

（
の
ろ
し
）
を
持
っ
た
集
落
）
と
の
関
連
が
強

く
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
住
居
跡
の
周
辺
に
焼
土
坑
（
火
を

焚
い
た
穴
）
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
敦

賀
が
「
近
江
ー
日
本
海
側
ル
ー
ト
」
を
経
由
し

て
、
畿
内
の
北
端
と
し
て
様
々
な
情
報
の
発
信

源
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

住
居
跡
に
は
、
食
べ
物
を
煮
炊
き
し
た
跡
や

壊
れ
た
土
器
を
捨
て
た
跡
が
は
っ
き
り
残
っ
て

い
て
、
そ
れ
ら
の
土
器
片
か
ら
、
お
よ
そ
１
０

０
年
間
に
わ
た
っ
て
古
代
人
が
生
活
し
て
い
た

こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

私
た
ち
の
祖
先
は
、
見
晴
ら
し
の
い
い
舞
崎

山
に
住
み
、
木
の
芽
峠
越
え
の
北
陸
道
に
に
ら

み
を
利
か
せ
な
が
ら
、
大
陸
や
日
本
海
沿
岸
か

ら
敦
賀
湾
に
船
荷
が
入
っ
て
き
た
こ
と
を
「
の

ろ
し
」
を
揚
げ
て
、
都
に
知
ら
せ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
？

※
畿
　
内

都
周
辺
を
い
い
、
大
和
・
摂
津
・
河

内
・
和
泉
・
山
城
の
５
か
国
の
こ
と
、
五
畿
と
も
言

う
。（
現
在
の
奈
良
、
大
阪
、
京
都
）

※

近
　
江

現
在
の
滋
賀
県
。

※
北
陸
道

官
道
・
五
畿
七
道
の
一
つ
に
数
え
ら

れ
、
都
に
通
ず
る
道
と
し
て
栄
え
た
。（
木
の
芽
峠

越
え
の
道
）

高
地
性
集
落
跡
に
見
る

畿き

内
な

い

の
北
端
？

つ
る
が

竪穴式住居跡

土器片が山積している

煮炊きした跡が伺える

弥
生
時
代
中
期
末
〜
室
町
時
代

舞
崎
遺
跡
の
調
査
を
進
め
る
中
、
弥
生
時
代

の
竪
穴
式
住
居
跡
や
焼
土
坑
な
ど
高
地
性
集
落

跡
、
４
基
の
古
墳
、
平
安
時
代
の
経
塚
、
さ
ら

に
は
室
町
時
代
の
灯
明
皿
な
ど
が
発
見
さ
れ
、

複
合
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

西
は
敦
賀
湾
を
望
み
、
東
は
北
陸
道
を
見
下

ろ
す
舞
崎
遺
跡
。
情
報
の
発
信
源
と
し
て
、
ま

た
、
信
仰
の
場
と
し
て
、
さ
ら
に
は
天
筒
山
城

の
見
張
り
台
と
し
て
２，

０
０
０
年
も
前
か
ら

様
々
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

今
回
の
調
査
を
通
し
て
、
私
た
ち
の
祖
先
の

営
み
や
周
り
と
の
つ
な
が
り
な

ど
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

わ
け
で
す
。
市
内
に
は
ま
だ
多

く
の
遺
跡
が
点
在
し
ま
す
。
今

後
の
成
果
に
期
待
し
ま
し
ょ
う
。

焼土坑（のろしの跡？）

列石を施した３号墳（古墳時代）

石斧（弥生時代中期）

鏡が出土した１号経塚（平安時代） 写真中央付近の薄黒い
土の層が弥生時代の地
面。その弥生時代の遺
跡の上に明らかに土を
盛って古墳を築いた様
子が伺える

時
代
が
移
り
変
わ
る
ご
と
に
、
そ
こ
に
住
む
人
達
の
生
活
形

態
も
変
化
し
て
い
く
。
あ
る
と
き
は
住
居
と
し
て
、
そ
し
て
、

あ
る
と
き
は
信
仰
の
場
と
し
て
、
こ
の
舞
崎
山
は
、
人
々
に
利

用
さ
れ
続
け
ま
し
た
。

不
便
な
山
の
頂
上
。
し
か
し
、
営
み
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は

何
か
そ
こ
に
地
の
利
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
す
。

そ
れ
は
、
何
と
い
っ
て
も
周
囲
を
一
望
で
き
る
見
晴
ら
し
の

良
さ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
生
活
面
が
掘
り
出
さ
れ
る
と
き
、
時
を

経
て
古
代
人
の
ロ
マ
ン
が
甦
っ
て
き
ま
す
。
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予
算
の

執
行
状
況

一

般

会

計

一
般
会
計
と
は
、
市
の
中
心
に
な
る
会
計
で
、
そ
の
歳
入
や
歳

出
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

歳入（収入）

歳入の約62％は、市税で支えられています。

続いて、国庫支出金、県支出金、諸収入の順になっています。

特

別

会

計

特
別
会
計
と
は
、
特
定
の

事
業
に
つ
い
て
設
け
ら
れ
た

会
計
で
、
事
業
ご
と
の
予
算

に
な
っ
て
い
ま
す
。

企

業

会

計

企
業
会

計

と
は
、

会
社
の
形

で
運
営
さ

れ
て
い
る

会

計
で
、

病
院
や
上

水
道
が
あ

り
ま
す
。

完成間近のきらめきスタジアム

予 算 額 ２９１億　 ５７９万円
収入済額　２６６億　 ９７５万円（収入割合　91.4％）

平 成 1 1 年 度 　 財政事情の公表

問 合 せ 　 総 務 部 財 政 課 　 1 ２ ２ ー ８ １ ０ ４

▲市　　税 個人や事業所にかかる税金で、市に

納められるもの。

▲国庫支出金 国からの負担金や補助金など。

▲県支出金 県からの負担金や補助金など。

▲諸 収 入 預金の利子や貸付金の元利収入など。

▲市　　債 市が借り入れたお金。

市
の
財
政
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
い

た
市
税
や
、
国
か
ら
の
補
助
金
な
ど
の
収
入
で
成
り
立
ち
、

よ
り
よ
い
市
民
生
活
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
歳
入
（
収
入
）
と
歳
出
（
支
出
）
な
ど
の
状
況
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

歳
入
と
歳
出
は
、
５
月
31
日
に
締
め
切
ら
れ
ま
す
の
で
、

各
会
計
と
も
未
収
、
未
払
い
を
残
し
て
い
ま
す
。

（
平
成
12
年
３
月
31
日
現
在
）

歳出（支出）

歳出は、民生費が最も多く、続いて土木費、総務費、教育費

の順になっています。

予 算 額 ２９１億　 ５７９万円
支出済額　２４５億７,６００万円（支出割合　84.4％）

▲民生費 お年寄りや障害者、子

どもたちを支えました。

▲土木費 道路や住宅、公園など

を整備しました。

▲総務費 防災やまちづくりなど

を幅広く進めました。

▲教育費 学校教育や生涯学習、

文化・スポーツを振興し

ました。

▲衛生費 みなさんの健康を支え、

環境美化を推進しました。

▲公債費 市が借り入れたお金を

返しました。

《
用
語
解
説
》

（予）：予算額　（収）：収入済額　（支）：支出済額

《費目の内容》
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6 月の市民ギャラリー　日本画　＜南
なん

涛
とう

会
かい

＞

「 残
ざん

雪
せつ

」 「 冬
ふゆ

木
こ

立
だち

」 中村
な か む ら

義三
よ し ぞ う

6月１日 E ～　市 役 所 市 民 ホ ー ル

7月の市民ギャラリー 書 田中
た な か

桂邑
け い は

＜生
せい

蛙
あ

会
かい

＞

心が和むひと時　５月１４日

柏レイソルサッカースクール

のコーチを招き、サッカー教室

が行われました。参加した子ど

も達は、一流コーチ陣のユーモ

アを交えた指導で、のびのびと

練習していました。この教室は、

全国のトップレベルの技術を学

び、敦賀市のスポーツ競技力の

向上を目指すもので、毎年競技

種目を変えて行われています。

各流野立茶会が、今年は場所を西福寺に移して行われ

ました。名勝の書院庭園を眺めながら、また、御影堂で

いただくお茶に、訪れた人は至福のひと時を過しました。

境内には琴や尺八、大正琴の音色が響き、優雅な雰囲気

を一層盛り上げていました。

第１５回全国選抜ゲートボール大会に「敦賀ひまわり」が、

第２２回東日本軟式野球大会に「敦賀ライガース」が、それ

ぞれ福井県の代表として出場。壮行式では、敦賀ひまわりの

宮本美智枝監督が「励ましの言葉を心の支えにがんばります。」

と健闘を誓いました。
五月晴れに恵まれた子どもの日、こどもの国で春まつ

りが行われ、多くの親子連れで賑わいました。工作体験

の「ゆめいろ工房」では七宝焼やお皿の絵付け、屋外で

はミニ動物園やポニーの試乗など多彩な催し物が用意さ

れ、快晴の空と同様、子ども達の笑顔がまぶしい一日で

した。

おはなしと紙芝居の会
と　き ７月15日 g 14時～

ところ 市立図書館　幼児コーナー

朗読の勉強会

あなたも声を出して、身近な本を楽しく

読んでみませんか？

と　き ６月23日 f 10時～12時

ところ 市立図書館　研修室

講　師　舞台俳優　人村
 ひとむら

朱美
あ け み

氏

内　容　エッセイや小説などを朗読し、講

師よりアドバイスしていただきま

す。

新着図書のご案内

平成1 2 年４月、５月に入った図書の中から

紹介します。

○リンボウ先生の書物探偵帖
○どんなときでも、なんとかなる
○中国医師の娘が見た文革
○福祉、癒しの仕事がしたい
○ふたつの死からひとつの生命を
○バリアフリーの家
○少ないモノでゆたかに暮らす
○彼女がくれたマウンド
○義元謀殺　上、下
○舞踏会へ向かう三人の農夫
○滅びゆくアフリカの大自然
○ねんリんピック‘99福井
○福井県のすぐれた自然
○素龍本おくのほそ道
○山の子里の子海辺の子

（一般書1377冊・児童書313冊）

なお、新着図書案内一覧表は、図書館・公

民館等にあリます。

７月の休館のお知らせ

◆ 毎週月曜日

◆ 13日（第３木曜日振替）

◆ 20日（海の日)

問合せ　1２２・１８６８

まぶしい笑顔！　５月５日

夢はＪリーガー　５月１３～１４日

一戦一戦を大事に　５月２３日

大
き
く
な
っ
て
ね
　
５
月
24
日

市内の保育園児と市老人クラブ、和幸園のお年寄りおよそ3 0 0人

が、高野の健康農園で、さつまいも苗の植付けを行いました。園児

たちはお年寄りから手ほどきを受けながら、「大きくなってね。」と

秋のいも掘りを楽しみに、小さい手を土まみれにして懸命に頑張っ

ていました。

東 海 市 か ら
こ ん に ち は ！

敦賀ー東海　職員相互派遣

東海市役所総務課主任

辛
シン

徳承
ト ク ス ン

さん


