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す が た を えがく

昭和29年３月1  聞 4 刀杓が合併して国見町が麗生し早くも22年．

その問．数多くの困 難な問題はあり享したが．住民福祉の向上と地裁発展

のための新町建設が順澗に進めら れてきました．

しかしながら 現在．わが汪Dも最近の不安定な社会情勢，経済の急激な変助

に揺れ助き．さらに東北自動車遊の開通や東北新幹線などの高速時代を迎え

て大きく変ぽうしようとしていま覃．

このような情况にあつて．時代の妥鴣を的確に把握（はあく）し総合愬 ．

かつ長期的な展輿にたつての計面が迫ら れました．

そして生まれたのが．「国 見 町 振 興 計 画」で覃．

「
国
見
町
振
興
計
両
」
は
、

。￥

前
か
ら
、
町
の
各
分

野
の
代
書
者
で
鴣
成
さ
れ
た

’
振
興
計
画
布
議
会
』
で
審

議
険
討
さ
れ
、
さ
る
Ｊ
二
月
の
定
例
町
濃
会
で
議
決
さ
れ
ま

し
た
。
二
の
針
画
は
、
住
民
福
祉
の
向
ｈ
と
産
震
開
兒
、

生
活
環
塊
の
改
鮗
、
社
会
福
祉
、
教
育
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分

對
か
ら
兒
た
、
輿
期
的
な
計
画
で
、
わ
が
町
の
遨
む
方
向

が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

琵
画
の
構
成
は
次
の
．．．部
門
に
分
か
れ
て
い
ま
す
．

小
姑
夲
構
想

昭
扣
六
卜
缶
」を
目
應
と
し
、
国
兒
町
の
到
建
す
べ
き
将

来
像
と
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的
施
策

を
明
ら
か
に
し
て

い
ま
す
．

閙
基
本
叶
画

昭
和
丘
ト

ー
年
か
ら
丘
卜
丘
年
ま
で
を
前
期
。
五
十
六

年
か
ら
六
卜
年
ま
で
を
後
期
と
し
て
、
今
回
の
基
本
計
画

は
前
期
に
つ
い
て
定
め
て
あ
り
ま
す
。

０
実
施
計
画

基
本
叶
画
に
定
め
ら
れ
た
施
策
の
天
網
を
、
現
在
の
町

の
行
財
政
の
ベ
ー
ス
の
上
に
ど
の
よ
う
に
実
施
す
ぺ
き
か

を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
刈
間
は
昭
和
丘
ト

ー
年
度
を

切
年
度
と
し
て
向
う
ミ
カ
年
と
す
る
ロ
ー
リ
ン
グ
方
式
に

よ
り
策
定
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
基
本
構
忽
に
つ
い
て
取
り
上
げ

ま
し
た
。

基

本

構

想

（
総
　

論
》

昭
和
六
卜
年
を
月
標
と
し
た
「
国
見
町
振
興
計
画
」
は

ぶ
明
る
く
皀
か
で
住
み
よ
い
町
』
を
実
呪
す
る
た
め
の
指

升
で
す
。
こ
の
目
嗄
を
達
成
す
る
た
め
に
『
健
全
な
人
づ

く
り
。
明
る
く
し
あ
わ
せ
な
く
ら
し
づ
く
り
、
調
和
の
と

れ
た
産
業
開
発
』
を
重
点
的
施
策
と
考
え
て
い
ま
す
。

わ
が
町
に
お
か
れ
て
い
る
地
形
、
情
勢
、
立
地
条
件
を

再
確
認
し
、
持
殊
性
を
充
分
生
か
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

風
見
イ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
て
関
連
道
路
網
を
螯
蠑
し
、

北
海
道
や
京
浜
地
区
へ
斷
俳
な
米
実
や
農
作
物
の
供
給
基

地
を
め
ざ
し
た
首
都
圏
農
業
を
確
立
し
ま
す
。
ま
た
農
業

と
と
も
に
栄
え
る
’亠

業
開
発
、
商
業
振
興
施
策
を
遣
め
る

ほ
か
、
教
育
文
化
の
娠
興
に
陳
極
的
に
つ
と
め
ま
す
。

《
人
口
お
よ
び
就
業
構
造
の
展
望
〉

人
口

は
一
万
五
千
人

に

わ
が
町
の
人
口
は
、
進
出
Ｉ
場
の
繰
夐
な
ど
に
よ
り
人

口
流
出
を

防
ぎ

、
昭

和
丘
1‐
八
年

に
は

‐１
万

五
干

人

に
違

す
る
で
し

ょ
う

。
就
業
構

造
は

、
第
一
次

産
霎

は
、
饑

醵

化

な
ど
か

ら
有
力
化

が
違
ん

で
減

少
し
、

第

。一
次

、
第

。二

次
産
裏

が
伸

び
を
示

し
ま
十

。

《
土

地

利

用

と
基

盤

整

備

》

限
ら
れ
た
土
地
を
有
効
に

現
在

匸
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
る
市
街
化
区
城
の
拡
大
を

検
肘
し
、
ま
た
イ
ン
タ
ー
周
辺
を
開
発
す
る
た
め
市
街
化

区
域
に
緬
入
、
’上

業
団
地
の
開
発
を
推
進
し
ま
す
。
巾
街

化
調
豊
区
域
の
優
良
農
用
地
に
つ
い
て
は
、
ほ
場
整
庸
や

農
業
構
造
改
善
事
業
な
ど
で
農
案
の
振
興
を
は
か
り
ま
す

《
交

通

通

信
体

系

の
整

備

〉

道
路
の
改
良
翻
装
を
全
面
早
期
実
現

東
北
縦
軻
自
動
車
道
や
東
北
新
幹
線
鉄
道
を
は
じ
め
と

す
る
全
国
恭
盤
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
有
瞻
的
な
結
合

を
は
か
り
、
鄒
市
街
路
、
道
路
網
の
整
備
を
行
い
ま
す
。

ま
た
遅
れ
て

い
る
町
道
改
良
舗
装
の
令
面
的
な
早
期
実
現

を
め
ざ
し
ま
十
。
電
話
架
設
に
つ
い
て
は

Ｉ
瞹
帯
一
台
の

普
及
と
な
る
で
し
ょ
う
。



大きく 伸びる

国見町の見町屋の

《
産
業

の

振

興

〉

農
　

業
…
…
…
首
都
圏

農
業
の
確
立

昭
和
四
十
七
年
度
の
農
業
粗
生
産
額
は
ｔ
ヒ
億
円
で
す

が
、
六
ｔ
年
度
に
は
一
ニ
ト
億
円
台
を
目
標
と
し
ま
十
。
そ

れ
に
は
土
地
幕
盤
の
髄
備
が
必
要
で
あ
り
果
実
、
野
菜
、

畜
産
の
市
増
占
有
率
を
ぞ
に
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

工
　

業
…
…
…
工
業
団
地
の
開
発

地
。兀
と
の
産
襄
と
調
和
が
と
れ
て
、
生
活
環
境
の
保
全

が
で
き
る
よ
う
な
企
業
の
誘
悼
を
積
樺
的
に
進
め
ま
す
。

そ
し
て
、
中
小
企
裏
の
肓
成
と
あ
わ
せ
て
ｆ
亠
業
川
地
の
造

成
を
は
か
り
ま
Ｉ
。。

商
　

集
…
…
近
代
的
な
経
営
意
識
を
も
っ
て

わ
が
町
は
古
く
か
ら
宿
鳩
町
と
し
て
繁
栄
し
て
き
た
が
、

人
口
の
流
出
や
行
動
範
囲
が
拡
が
っ
た
こ
と
で
商
裏
は
停

滞
し
て
い
ま
す
Ｉい
商
業
の
振
奥
を
は
か
る
ど
が
に
は
、
涜

通
界
の
現
況
を
認
漉
し
、
近
代
的
な
経
営
意
畿
と
、
消
費

考
瞬
買
行
動
に
応
じ
た
経
営
感
覚
を
備
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
人
。
さ
ら
に
中
小
企
業
の
専
門
化
、
協
業
化
の
促
進

が
必
饗
で
す
。

《
生
活

環

境

の

整

備

》

し
あ
わ
せ
な
暮
ら
し

づ
く
り

健
康
で
快
適
な
生
活
を
営
む
た
め
に
生
活
環
境
は
住
民

の
一
番
身
近
な
悶
題
な
の
で
特
に
重
視
し
な
日
れ
ぱ
な
り

ま
せ
ん
。
一
世
帯
一
住
宅
、
‐。
人
一
部
屋
を
目
標
と
し
、

公
営
住
宅
の
建
設
と
宅
地
の
造
成
分
譲
砥
を
検
討
し
て
い

き
ま
す
。
ま
た
、
福
祉
対
策
の
充
実
、
公
園
や
施
設
の
整

備
、
下
水
道
の
完
備
。
広
域
的
な
ご
み
処
理
体
制
な
ど
、

文
化
的
な
生
活
環
境
の
実
現
に
努
力
し
ま
す
。

《
教

育

の

振

興
》

健
全
な
人
づ
く
り

次
の
世
代
を
に
な
う
肓
少
竿
の
健
全
宵
成
、
現
代
社
会

に
お
け
る
ふ
さ
わ
し
い
人
づ
く
り
を
め
ざ
し
ま
す
・

老
朽

化
し
た
校
舎
の
改
築
、
施
攻
設
備
の
充
実
に
つ
と
め
、
ま

た
辛
校
機
器
の
尤
実
に
よ
り
一
層
学
腎
の
向
上
を
は
か
り

ま
す
。

《
国
見
イ
ン

タ
ー
周
辺
開
発
》

県
北
地
方
の
流
通
の
か
な
め
と
し
て

ｆ
ン
タ
ー
川
辺
を
ど
の
よ
う
に
開
発
整
傭
す
る
か
は
非

鴬
に
泰
要
な
輿
題
で
す
が
。
去
る
四
↓
卜
九
年
安
定
経
済
成

艮
を
主
眼
と
し
た
計
画
の
策
定
を
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
株
式

会
社
地
域
計
画
連
合
に
委
託
、
硫
実
な
イ
ン
タ
ー
周
辺
開

発
整
臟
計
画
を
咐
を
し
ま
し
た
。
そ
の
嵎
想
の
主
要
施
設

を
あ
げ
て
み
ま
十
と
、
①
広
川
　

②
買
物
衝
、
娯
楽
衡

③
青
少
年
セ
ン
タ
ー
　
④
農
寰
七
ン
タ
ー
　
⑤
観
光
農
村

園

⑥
公
園
緑
地

⑦
各
橦
流
通
食
泳
が
あ
り
、
年
次
計

画
を
も
っ
て
整
鑚
促
進
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

《
覲
　
　

光

》

自
然
を
生
か
し
た
開
発
を

わ
が
町
の
観
光
資
源
は
少
な
い
が
、
ゆ
た
か
な
自
然
と

と
か
く
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
歴
史
的
文
化
資
産
の

価
畩
を
再
発
見
し
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ク
ノ
活
助
に
輻
と
意

議
を
持
た
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

へ
行

財

政

の

指

針

》

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と

、
行
政
の
広
域
処
理

町
政
を
と
り
ま
く
生
活
環
塊
の
変
化
産
業
構
造
の
高
度

化
に
対
応
し
た
行
政
機
構
の
合
理
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、

機
械
化
導
人
に
よ
る
事
務
処
理
の
能
率
化
を
す
す
め
ま
す
。

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
つ
と
め
る
一
方
、
行
政
の
広
域

的
処
理
を
さ
ら
に
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
財
政
面
は
、
地

方
交
付
税
や
国
庫
支
出
金
の
依
存
が
高
い
の
で
、
町
擬
興

計
両
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
国
、
県
の
施
策
の
方
向
、

経
済
の
勤
行
を
兒
き
わ
め
な
が
ら
進
め
て
い
く
も
の
で
す
。



あ
す
を
に
な
う
子
ど
も
た
ち

五
月
は
「
児
童
福
祉
月
間
」

五
月
は
「
児
童
柵
祉
月
間

」
で
す
。

明
日
の
日
本

の
担

い
手
で
あ
る
子
ど
も

の
軟
膏
の
大
切

さ
は

い
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
日
本
国
憲
法
で
は
子
ど
も
が

心
身
と
も
に
健
や
か
に
成

長
で
き
る
こ

と
を
期
陦
し
て

い
ま
す
が
。
こ
の
憲
法

の
精
神
に
の
っ
と
っ
て
昭
和
二
十
五
年

に
児
童
憲
章

が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
の
健
全
な
青
成
は

。
保
護
者

と
国
や
地
方
公
共
団
体
の
責
任
で
す
。

正
し
い
理
解

と
暖
か
い
愛
情
を
も
っ
て

接
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

な
お
町
で
は
五
日
の
『
子
ど
も
の
日
』

に
、
交
通
遺
児
に
激
励
金

と
し
て
県
と

タ
イ
ア
ッ
プ
で
一
万
三
千
円
を
、
ま
た

町
独
内
で
片
親
だ
け
の
児
童

に
就
学
遺

児
激
励
金

と
し
て
五
千
円
を
贈
り
ま
し

た
。

～
児
童
憲
章

～

児
童
は
人
と
し
て
尊
ば
れ
る

児
童
は
社
会
の
一
員
と
し
て

重
ん

ぜ
ら
れ
る

児
童
は
よ
い
環
境
の
な
か
で

育
て
ら
れ
る

カ
ミ
カ
ミ

瓦
う
は
か
り
て
は
…

…

こ

と

し
の

臨

み

に

日

を

む
日

廴
丶募集作品発表

町
を
明
る
く
す
る

藤田小・ 五年

三品　 隆志

ぼ
く
た
ら
の
僅
ん
で

い
る
国
兄
町
は

と
て
も
よ
い
町
で
す

。
な
ぜ
か
と
い
う

と
、
ぼ
く
た
ら
の
遊

ぶ
公
園
や
広
場
な

ど
が
二
、
三

か
し

よ
あ
る
し
、
Ⅲ
ん
ぽ

や
畑
や
果

じ
ゅ
圍
が
た
く
さ
ん
あ
り
、

ま
た
道
の
わ
き
な
ど
に
は
．
た
ん
ぽ
ぼ

や
ク
ロ
ー
バ
ー
の
草
花
が
あ
っ
て
．
そ

う
い
っ
た
緑
の
自
然

に
め
ぐ
ま
れ
て
い

る
か
ら
で
す
．
そ
れ
に
山
に
行
け
ば
も

っ
と
い
ろ
い
ろ
な
植
物
も
あ
り
ま
す
、

山
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
．
か
ぶ
と

む
し
の
な
か
ま
．
ち
ょ
う
の
な
か
ま
、

と
ん
ぼ
の
な
か
ま
な
ど
の

い
ろ
い
ろ
な

虫
も
た
く
さ
ん
い
ま
す

し
か
し
、
こ
ん
な
に
緑

に
か
こ
ま
れ
、

自
然
に
め
ぐ
ま
れ
た
国
兒
町
に
も
わ
る

い
と
こ
ろ

は
あ
り
ま
す
．．．．
そ
れ
は
ど
ん

な
こ
と
か
と

い
う
と
工
場
の
ス
モ

″
グ

と
か
、
飛
行
機
、
あ
る
い
は
単
の
騒
音

な
ど
の
大
き
な
公
害
で
は
あ
り
ま
せ
ん
．

こ
の
町
の
公
害
と
い
う
の
は
、
川
な
ど

が
よ
ご
れ
、
ゴ
ミ
が
町
の
中

に
ら
ら
か

っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
で
す
．

大
き
な
公
害
で

は
な
い
け
れ

ど
、
で
も

公

害
に
は
か
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
．
ぽ
く

は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
．

も
っ
と
も
っ
と
こ
の
町
を
よ
く
す
る

に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
．

ぽ
く
は
．
こ
の
縁
の
町

に
ゴ
ミ
を
す
て

た
り
し
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
と
思

い
ま
す
．
そ
し
て
、
む
し
ゴ
ミ
を
十
て

る
よ
う
な
人
が
い
た
ら
、
お
と
な
で
も

子
ど
む
で
も
み
ん
な
注
意
し
て
や
れ
ば

よ
い
と
思
い
ま
す
．

そ
の
よ
う
に
し
な
い
と
そ
の
う
ち
に

緑
や
白
然
が
な
く
な
っ
て
、
人
が

い
な

く
な
っ
て
さ
び
し
い
町
に
な
っ
て
し
ま

う
と
思

い
ま
す
．．

国見史 跡めぐり
27題字は佐藤町長

東越山の城跡

柬
越
山
の
城

跡
と
い
っ
て
も

あ
ま
り
な
じ
み

の
な
い
所
で
あ

り
、
ど
こ
に
あ

る
の
か
き
え
わ

か
ら
な
い
方
が

多
い
と
思
わ
れ

る
。
大
字
光
明

寺
に
あ
り
、
現

在
は
「
ア
ツ
コ

シ
山
」
と
呼
ん

で
い
る
じ
か
し

明
治
一
円
年
の

村

誌

に

に

は

「

ア

ツ

カ

シ

山

」

と

あ

り

、

元

禄

頃

茣
（

フ

ー壱

一
）
天

明

頃
（
一
穴

７

Ｓ

に

も

『
ア

シ

カ

シ

山

』

と

呼

ば

れ

て

い

た

。

そ

の

頃

、

現

在

の

厚

樫

山

は

ｉ

見

山

』

ま

た

は

『

大

木

戸

山

』

と

呼

ば

れ

て

い
る

。
村

地

は

、

柬

越

山

の

歴

史

に

つ

い
て

『
阿

倍

貞

任

築

キ

テ

以

テ

源

覃

ヲ

禦

キ

シ

処

ド

ーム
伝

フ

』

と

の

べ

、

ま

た
二

重

二

三

重

の

石

塁

が

あ

る

と

も

の

べ
て

い

る

が

。

現

在

も

山

の
川

面

に

そ

れ

ら

が

兇

ら

れ

る

。

石

塁

の

高

さ

は

一

‥
い
前

騰

、

岨

二

Ｕ

ほ

ど

の

も

の

が

冫

（

了

な

ど

達

ら

な

り

、
隍

の

輜

は

ニ
ヱ

Ｆ

で

あ

る

。

ま

た

石

塁

も

陪

段

状

に
兇

ら

れ

、
一
丁

一一
二

い
の

高

さ

で

石

塁

と

と

も

に

ご
７

四

段

み

ら

れ

る

ご

』
れ

ら

は

自

然

石

で

あ

る

が

か

な

り
人

き

な

石

を

積

み

上

げ

て

造

り

で

い
る

。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
山
城
が
、
何

時
、
朧
に
よ
っ
て
遣
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
伝
え
て
い

う
康
平
年
聞
（
言
哭
亠

目

　

当

築

造
説
は
全
く
と
る
に
た
ら
ぬ
も
の
で
『

阿
倍
氏
の
勢
力
が
陸
奥
国
府
多
賀
城
の

陶
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
と
は
考
え
が

た
く
、
そ
の
外
力
の
中
心
地
は
奥
六
部

と
い
わ
れ
た
平
泉
辺
で
あ
っ
た
。
現
段

階
で
し
い
て
推
定
す
る
と
す
る
な
ら
ば

阿
津
賀
志
山
合
戦
の
際
に
東
郎
地
Ｋ
の

と
り
で
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
柬

越
城
の
歴
史
を
求
明
す
る
に
は
考
古
学

的
な
調
龠
を
行
っ
て
は
じ
め
て
川
ら
か

に
な
る
も
の
で
あ
り
。
今
俊
は
そ
の
調

査
が
時
た
れ
る
。

北
側
の
石
が
き
跡



内谷の太 々神楽
内
谷
の
春
日
神
社
に
は
、
普
か
ら
伝

わ
っ
て
き
た
「
太
々
神
楽

一
’だ
い
だ

い

か
ぐ
ら
ご
が
あ
り
ま
す
．

４
年
、
秋
の
例
祭

に
は
神
加
で
奉
納

し
て
き
た
そ
う
で
す
が
、
十
一
年
加

に

．
度
公
聞
さ
れ
た
き
り
中
止
さ
れ
で

い

ま
し
夕

し
か
し
こ
の
ま
ま
で
は
絶
滅

す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
ぜ
ひ
記
録

に
と

ど
め
て
お
こ
う
と
今
年
の
呑
の
例
祭

に
、

昔
日
い
こ
を
し
た
方
々
が
集
ま
っ
て
そ

の
隕
様

が
再
呪

さ
れ
ま
し
た

た
い
こ
や
笛
に
あ
わ
せ
て
き
ま
さ
ま

な
舞
が
披
露
さ
れ
．
そ
の
背
が
し
の
ば

れ
ま
し
た
が
、
こ
の
貪
重
な
文
化
財
を

町
ぐ
る
み
で
、
守
り
、
残
廴
で
い
っ
て

は
し
い
と
、
内
谷
東
・
熊
坂
部
落
長
さ

ん
は
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
・
．

５ 月　 皐月 （さつ き）

1811 ・ lil陬善意 デー

24 日・第 一 営 - 牧野 間段

26 日 ・成 人l詞･龠蘆参

27［l・　　 ●

28 Li・町 農桑 員 会・明 油

学 級

６ 月　 水無月 （み なつ き）IEI

・ 飢象記念|」・写真 の|ﾖ|　

・竃1皮の|］・こ ろもが え

４ Ｈ・ むし歯予防 デ ー

Ｓ 日・環 境週間 始 まる

７ Ｈ・升 量記念||

10H ・時 の紀念11

１メ モ〕

畤 のI己念 日　 ６７ １年jl

月 25 日に天廿天 象が初め て

水l考計を 使用 され．その|亅

を太 陽暦 に直す と6  村 一 0日

に 当た るそうで、 人jE9 年

に 「畤 の 記念 臼」 と制定 さ

れました．|哮の 剣み方 も水

時at ・日叫 計など 力･ら最 近l

よ水鳳 に1髦飢を通 し発振 さ

せ ると その間隔 が 一定で あ

るこ と を刊用 廴た水鵬1時蠢1･

に 至る まで 高度 な発達 を遂

げ て きました..

いなん
あん

ない

国
民
年
金

保
険
料
免
除
の
手
続
き
を

ご
存
知
で
す
か

国
民
年
忿
に
加
人
し
た
が
、
ぼ
険
料

が
納
め
ら
れ
な
い
と
い
う
方

は
あ
り
ま

せ
ん
か

国
民
年
ｔ

も
社
会
保
険
制
度
で
す
か

ら
、
き
め
ら
ね
た
保
険
外
を
納

め
て

い

ま
せ
ん
と
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
年
金

が
支
給
さ
れ
な
い
鳩
く 
ｺ

り
ま
す
。

し
か
し
、
納
め
ら
れ
な
い
む
の

は
阯
方

か
な
い
と
あ
き
ら
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。。

そ
う
い
う
人
の
た
め

に
、
保
険
料
の
『

免
除

』
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。

い
ろ

い
ろ
な
理
由
で
、
塊
金
収
入
が

な
く
な
・つ
た
な
ど
と
い
う
人
は
免
除
の

申
脯
干
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
免
除

が
認
め
ら
れ
ま
す
と
、
そ
の
間
保
険
料

を
納
め
て
い
な
く
と
も
￥

臉
は
支
給
さ

れ
ま
す

こ
の
場
滌
。
年
金
の
涌
ぼ
傑
険
料
を

納
め
た
人
よ
り
も
少
な
く
な
り
ま
す
が
、

免
除
を
認
め
ら
ね
た
あ
と
で
、
生
活
に

余
裕

が
で
き
た
と
き
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

ほ
険
料
を
納

め
て

い
け
ば
、
″ｔ
金
が
支

給

さ
れ
る
と
き
に
、
貧
通
に
納
め
た
人

と
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

免
除
の
手
続
き
な
ど
、
く
わ
し
い
こ

と
は
役
場
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

明
治
学
級

す
が
す
が
し

い
初
夏
を
迎
え
た
と
こ

ろ
で
今
回
は
少
々
趣
向
を
替
え
、「
奥
の

細
道
」
の

べ
ん
き
ょ
う
を
い
た
し
ま
す
。

今
か
ら
お
よ
そ
三
〇
〇
壓
的
、
俳
聖
松

尾
芭
蔦
ら
に
よ
り
天
ド
に
紹
介
さ
れ
た

「
奥
の
細
道
」
と
は
い
っ
た
い
ど
人
な

も
の
で
あ
っ
た
か
、
白
河
か
ら
伊

達
の

大
木
戸

に
至
る
名
所
旧
跡
の
状
況

な
ど

こ
の
道
の
研
究
家
、
秋
山
政
一
先
生
の

お
話
を
お
聞
き
い
た
し
ま
す
。
な
ね
午

後
に
は
久
し
ぷ
り
に
み
ん
な
で
話
し
合

い
を
い
た
し
ま
す
。

記

い

日
時

紅
月
。
不

八
日
（
色

午
前
九
時

ふ
ｔ
後
三

時

囗

会

堋

町
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

ロ

”
師

秋
山
政
一
光
生

ｉ

鳥
市
史
榻
さ
ん
室
Ｓ
托
）

叫

テ
ー
マ
　

旅
と
人
生

山

内
容

午
前
は
秋
山
先
生
か
ら
奥
の

細
道
に
つ
い
て
お
話
を
聞
き
、

光
日
行
っ
た
畩
学
旅
行
に
つ

い
て
み

ん
な
で
晒
り
合

う
。

午
後
は
お
も
し
ろ
い
映
画
を

兇
で
話
し
合
う
。
題
名
『
人

生
。白
年
丿

内

凖
歯

昼
食
、
学
習
の
し
お
り
纈
り

グ
ル
ー
プ
紹
介
は
休
ま
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

文化 財 を 守ろう



地
方
税
法
が
一
部
改
正

町
税
の
税
率
な
ど

今
回
の
地
方
税
法
の
一
部
改
正

に
伴

い
、
昭
和
五
十
一
年
度
よ
り
町
税
（
住

民
税
、
圃
定
資
産
税
、
軽
自
助
車
税

な
ど
）
が
次
の
よ
う
に
改
正

さ
れ
ま
し
た

の
で
そ
の
主

な
点
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

往

民

税

個
人
町
県
民
税

所
得
控
除
額
の
引
き
上
げ

白
色
専
従
者
控
除
額
が
二
十
七
万
五

千
円
よ
り
四
〇
万
円

に
な
り
、
医

療
費

控
除
の
定
額
基
準
が
、
十
万
円
よ
り
五

万
円

に
引
き
下

げ
る
と
と
も
に
、
控
除

限
度
麟
を
百
万
円
よ
り
二
百
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
昭
和
五
十
年
度
所
得
脱

法
改
正

に
伴

い
、
給
与
所
得
控
除
甑
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

障
害
者
な
ど
の
非
課
税
限
度
額
の
引

き
上
げ

六
〇
万
円
か
ら
七
〇
万
円
に

璋
害
者
、
未
成
年
者
、
老
年
古
及
び

寡
婦
の
方
は
、
所
得
が
七
〇
万
円
ま
で

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

均
等
割
　
　
　
　
　
　
　

。

三
百
円
か
ら
千
円
に

昭
和
二
十
九
年
に
町
民
税
二
百
円
。

県
民
税
百
円
合
せ
て
三
百
円
に
な
っ
て

か
ら
、
二
十
三
年
ぶ
り
に
今
回
改
正
さ

れ
、
町
民
税
七
〇
〇
円
、
県
民
税
三
百

円
合
せ
て
千
円
に
な
り
ま
し
た
。

法
人
町
民
税

均
等
割
の
引
き
上
げ

今
回
の
改
正

で
昭
和
四
ｔ
二
年
度
よ

り
据
え
置
か
れ
て
い
た
法
人
の
均
等
剤

が
個
人
の
均
等
割
と
の
均
衡
を
考
慮
し

て
三

倍
に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。

又
資
本
金
一
億
円
を
超
え
て
、
町
内

の
事
務
所
や
工

場
の
従
裏
員
が
百
人
を

超
え
る
大
企
業
に
は
、
六
腑
の
二
万
四

千

と
な
り
ま
す
。｛
下

畿
参
照

｝

固
定
資

産
税

固
定
資
産
税
は
、
土
地
な
ど
の
価
格

を
一
二
年
毎
に
見
直
し
を
し
適
正
な
解
価

額

と
す
る
た
め
の
評
価
替
え

が
行
わ
れ

ま
す
が
、
昭
和
五
十
一
年
慶

は
そ
の
評

価
替
え
の
年
に
あ
た
り
ま
す

。

こ
の
内
容
の
主
な
る
も
の
は
次
の
と

お
り
で
す
。

農
　
　
　
地

前
年
の

Ｉ
・
二
侑
に

‘二
年
毎
に
行
わ
れ
る
解
価
替
え
に
よ

り
評
価
額
そ
の
も
の
は
昭
和
三
十
九
年

度
以
来
上
昇
さ
れ
て
き
た
が
、
圃
定
資

産
税
の
基
礎
と
な
る
課
税
標
準
釦
と
税

頡

は
、
農
窺
政
策
上
の
配
慮
等
な
ど
か

ら
昭
和
三
十
八
年
度
の
税
甑

に
据
え
置

か
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
宅
地
等

の
間
にヽ
菁
し
い
不
均
衡
を
生
じ
て
き
て

お
り
、
一
方
、
十
三
年
間
農
地
の
攪
噸

が
据
え
置
か
れ
て

い
る
間

に
、
田
畑
の

売
買
格
や
農
業
所
得
は
大
幅
な
上
昇
を

示
し
て
お
り
ま
す
。

こ

れ
ら
の
観
点
か
ら
農
地
の
税
額
を

昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
昭
和
五
十
三
年

度
ま
で
毎
年

万

一
～
一

二
一
倍
の
割

で
上
界
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

農

地
以

外

（
宅
地
、
山
林
等
）

前
年
の

丁

一

’‘
丁

三
倍
に

宅
地
等
の
評
価
替
に
つ
い
て
は
最
近

の
地
価
が
鎮
肝
化
の
傾

向
に
あ
る
こ

と

等
か
ら
、
評
価
額
は
昭
和
四
十
八
年
度

の

Ｉ
・
一

～
一
・
三

倍
程
度
の
上
昇
率

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

昭
和
五
十
一
年
度
か
ｉ

」
ち
に
斬
評

価
顧
に
基

づ
く
課
税
を
抒
う
こ

と
は
、

負
担

が
一
度
に
増
大
す
る
た
め
、
今
回

も
毎
年
一
・
一

～
一
・
三
倍
の
上
昇
率

で
昭
和
五
十
三
年
度
に
評
価
額
に
基

づ

く
課
税
と
す
る
も
の
で
す
。

軽
自
動
車
税

三
〇
％

程
度
引
き
上
げ

昭
和
四
十
年
度
以
来
据
え
置
か
れ
て

い
た
軽
自
勅
嶼
税
の
税
率
が
道
路
椎
持

管
理
の
経
費
が
増
大
し
て
い
る
こ

と
な

ど
を
勘
案
し
て
今
回
改
正

さ
れ
、
お
お

む
ね
三
〇
％
程
度
引
き
上

げ
ら
れ
ま
し

た
。（
左

表
参
照

）

こ
輸
の
小

型
自
鈴
皐

� 軽
自
勤
奉

及
び
小
型

衿
殊
自
負

皐�
�
�

原
動
鑞
付

自
転
嗔
　

’・
１

�
�
� 輊

　
自
　
勅

恥
　
専
　
の
　
区
　
分

二
五
〇
Ｃ
Ｃ
を
超
え
る
も
の

� 四
仙
以
上
の
も
の
　

羲
用
の
も
の
　
　

営
裏
用
　
　

自
案
用
　

貨
勧
用
の
も
の
　
　

営
業
用
　
　

自
牽
用

� 三
輪
の
も
の

� ｊ一
輪
の
も
の

’側
車
忖
の
も
の
を
含
む
Ｊ

� 総
擣
気
量
が
九
〇
Ｃ
Ｃ
を
閣
え
、

匸
一
丘
Ｃ
Ｃ
以
Ｆ
の
も
の

�
総
俳
飢
廬
が
五
〇
Ｃ
Ｃ
を
超
え
、

九
〇
Ｃ
Ｃ
以
Ｆ
の
む
の

�
総
排
気
量
が
五
〇
Ｃ
Ｃ
以
下
の
も
の

一
二
、
三
〇
〇
円

� 瓦
、
二
〇
〇
円

瓦
、
九
〇
〇
円

二
．
九
〇
〇
円

一
二
ご
二
○
○
円

� 二
、
六
〇
〇
円

� 一
ド
 
0
0
0円

�
一

、

．
’一
〇

〇

円

� 一
、
〇
〇
〇
円

�

六
五
〇
円

�

改

正

後

�

税
　
　
　

牢
（
年
額
）

二
、
五
〇
〇
円

� 四
、
五
〇
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

� 二
、
〇
〇
〇
円

� 一
、
五
〇
〇
円

� 一
、
〇
〇
〇
円

�

八
〇
〇
円

�

五
〇
〇
円

�

改

正

前

資
本
金
麟
又
は
出
資
金
額
が
ー
、（
）（
）
○
万
円

以
下
で
あ
る
法
人
等

� 資
本
の
金
額
又
は
出
資
金
額
が
一
傳
円
を
赭
え
る

法
人
等
で
、
市
町
村
内
の
事
務
所
等
の
促
業
古
數

が
百
人
以
下
で
あ
る
も
の
及
び
資
本
の
金
額
又
は

出
資
金
額
が
『

○
○
○
万
円
を
超
え
一
吃
円
以

下
で
あ
る
法
人

�
寶
本
の
金
額
又
は
出
資
金
額
が
一
億
円
を
超
え
る

法
人
等
で
、
市
町
村
内
の
搴
務
所
専
の
隧
裏
書
歙

が
百
人
を
超
え
る
も
の

�

区
　
　
　
　
　
　
　
　

分

纐
準
税
率
　

七
、
二
〇
〇
円

�
嬋
準
艇
率

匸
一
、
〇
〇
〇
円

�
標
準
礎
皋

二
四
．
０
０
０
円

�
改
正
纔
一
年
額
一

標
準
税
率
　

二
、
四
〇
〇
円

� 團
準
鰔
畢
　

川
、
〇
〇
〇
円

�
� 改

正
前
（
年
額
｝



こ
の
美
し
い
郷
土
を
守
ろ
う

６
月
５
日
か
ら
環
境
週
間

六
月
五
口

か
ら
十
一
日

ま
で
を
環
塊

週
間
と
し
て
全
国
的
な
遭
助

が
行
わ
れ

ま
す
。
美
し

い
自
然
は
、
私
た
ら
が
咀

先
か
ら
受
け
皺
い
だ
尊
い
財
産
で
す
。

今
、
町
内
の
山
林
や
各
河
川
を
歩

い

て
み
ま
す
と
、
川

に
は
木
片
、
紙
く
ず

空

カ
ン
。
空
ピ
ン
、
ビ
ニ
ー
ル

な
ど
の

ゴ
ミ

が
橋
脚
に
魯
き
つ
き
、
推
磧
し
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
山
沿

い
の
県
道
、

林
道
に
は
家
哩
を
こ
わ
し

た
後
に
で
き

る
ゴ
ミ
や
、
寥
奠
活
助
に
よ
っ
て
出
る

ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
が
目
立
ち
ま
す
。
こ

れ
ら
の
ゴ
ミ
は
思
奥
を
放
ち
、
蚊
、
は

え
の
発
生
す
る
原
因
に
な
り
、
ま
た
大

雨
の
豚
は
下
水
を
ふ
さ
ぎ
洪
水
の
原
因

と
な
り
ま
す
。

ゴ
ミ
処
理
は
責
任
を
も
っ
て

よ
い
環
境
を
つ
く
り
、
そ
し
て
守
る

に
は
地
域
に
住
む
み
な
さ
ん
の
ご
協
力

な
く
し
て
は
実
現
不
可
能
な
こ
と
で
す

特
に
次
の
四
項
目
に
つ
い
て
ご
協
力
下

さ
る
よ
う
お
驤

い
い
た
し
ま
す
。

・
木
片
。
紙
く
ず
、
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
の

ゴ
ミ
は
川
に
捨
て
な
い

・
ガ
ラ
ス
、
セ
ト
モ
ノ
、
ピ
ン
類
な
ど

の
危
険
物
を
捨
て
な
い

・
牛
、
豚
な
ど
、
家
畜
の
汚
物
を
川

に

流
さ
な
い

・
家
屋
の
取
り
こ
わ
し
の
豚
の
歴
很
瓦

コ
・ノ
ク
リ

ー
ト
、
土
砂
は
自
分
の
土

地
に
穴
を
掘
る
な
り
、
自
畜
処
理
す

る
。

・
苗
代
や
（

ウ
ス
の

ビ
ニ
ー
ル
は
収
集

場
所
に
ヒ
モ
で
結
び
整
理
し
て
出
寸

二

度
に
大
量
に
出
ま
す
と
収
集
計

鹵
に
支
障
が
あ
り
ま
す
の
で
ニ

ー
Ξ

回
に
分
け
て
出
し
て
下

さ
い
｝

町
で
は
、
僅
み
よ
い
生
活
環
境
づ
く

り
の
た
め
針
画
を
定
め
、
ご
み
収
″
｀
を

行

っ
て
お
り
ま
す
。
も
し
不
法
投
奮
を

し
て

い
る
の
を
目
撃
し
た
な
ら
、
す
ぐ

に
役
場
や
駐
在
所
に
ご
建
絡
下

さ
い
。

う
じ
殺
し
乳
剤
の
無
料
配
付

蚊
と
は
え
の
季
節
に
向
か
い
、
町
費

に
よ
る
、
う
じ
殿
し
孔
剤
を
無
科
配
付

し
ま
す
の
で
、
一
升
ビ
ン
二
本
を
持
参

し
、
地
区

保
健
委
員
さ
ん
よ
り
配
付
を

受
け
て
下

さ
い
。（
く
わ
し

い
こ
と
は
か

い
ら
ん
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）

こ
れ
は
ひ
ど
い
／・

山
に
捨
て
ら
れ
た
ゴ
ミ

善
意
の
窓

町
社
会
福
祉
協
議
会
へ

・
‥・
佐
久
間
菊
太
郎
さ
ん

｛
塚
野
目
字
北
塚
｝

五
万
円

・
‥亠
（
戸
市
郎
さ
ん

（
徳
江
字
親
郷
）

一
万
円

カ
ッ
プ
ル
誕
生

長
谷
川
敏
朗

高

城

阿
部
美
智
子

山

很

渋
谷

福
重

光
明
寺

村
上

美
子

福
鳥
市

安
藤

信
男

太
田
川

佐
藤

幸
江

並

柳

村
田

義
欹

第

八

徳
江

束
子

第

七

古
田

吉
夫

第

四

菅
野

息
子

山
崎
舘

実
沢

孝
広

第

九

氏
家

壽
子

桑
折
町

大
沼

三
郎

只

田

三
浦
フ
ヨ
子

錦
‘
町

寺
鳥

徳
夫

大
町
北

松
禰

ヨ
ツ

伊
達
町

渋
谷

博
雄

第
十
二

高
橋
多
美
子

山
崎
北

岸
浪

忠
行

福
鳥
市

佐
藤
三
起
子

富
町
北

亦
井
畑
重
岫

駅

帥

手
塚
み
ど
り

東
京
都
中
野
区

佐
藤

武
夫

第

二

佐
蒔
み
え
子

桑
折
町

武
田

勝
義

泉
田
下

佐
久
間
ミ
ッ
子
第

二

佐
簾

英
雄

岩
瀬
郡
長
沼
町

佐
藤

勝
子

錦

町

わが町の人口５年間で16･ 人の減少
前回の昭和4s年ｌ 略調査によるわｶ●Iの総 人口はｰ

 2.093Åであったから、今191のｎ.927 人と比ぺる
とこの５年間で166 人､ｕ.4 ％）減少しました。

この減少廖は昭和30 年ｕ 梭では最低です。 ちなみ

に30 ～3s年は減少平が れ 3 %｡35  ~ 40￥は3.4  %40

～45 年は4.6  % とな-Jていま･ｈ ５年綾には 人r

］の増劍|が予憩 されます。

わが町の世帯数97 世帯の増加
世帯 叙は人口と反 対に増･l を綾11 ており ました

が、今回 が最高の9? 朧●4 3.7 ％）増えて2.  ? 第
世帝 になりました。 また１世帯 当たりの人μは鴟

同の･1.6Åから ４．４人に減少廴ました。

全国の総 人口 は１餾1.193 万人世界で６毒め

ｈ が諞の総 人1.1は し 今 33. 制人と発表されま

した。 大・ ９年の 冪｜回国 碑調査では5.5  %万人
であり。このs5 年岡に ちょうど ２倍となり ました。

世界各国と比べ ると。中国｛ ａ.2噫人l. インド

！5.9  億人｝、ソビエト(  2.5 人｝、フメ･j カ｛z,1

穗 人｝。インド ネシア(  1 .3 億 人 に次いでわが

国は6 番目で。次のブラジル4 1. ０繪人までが１

噫を佃 えてい ます。

また わが暄の 人口密璞は１甼カキロメートJ191

たり297 人で、 わが国はバングラデシュ!525 人i

韓国(  0 人 ) オランダｰ  ｰ 32人｝ベ ルギー1321
人） についで 世界でも人口密度の商い国の 一つ

となっています。世帯の増加率.4  %　1 世● 当

たりÅ輿3.48Å

地区別人口世帯数

���一世帯�】世●
叫りＡＩ

B町村刄
�lt �5 793　6 134　2 727

 ′2
374　2 536　1 213
887　973　436

m

8s8　893　378 ��

４４亠計 �い 927人4
910 ���4.0固

l豕司1 ���

�4.3
�倔-

���5.0

����4.6�】.751　
881 ���４．６大 技11
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お
知
ら
せ

戸
籍
謄
抄
本
や
住
民
票
な
ど

役
場
窓
口
が
駅
前
に

６

月
１
日
よ

り

通
助
、
通
学
者
の
利
便
を
は
か
る
た

め
、
駅
前
に
役
場
の
事
務
連
絡
所
が
開

設
さ
れ
ま
す
。
ど
う

ぞ
ご
利
用
下

さ
い
。

・
鳩
所藤

田
字
観
月
台
一
―
地

み
よ
し
商
店
（

‘`
2
4
2
4

）

・
取
扱
者

奥
山
高
助
さ
ん
、
幸
さ
ん

・
取
り
扱
う
事
務

○
戸

籍
騰
本
、
抄
本
の
申
請
交
付

○
住
民
攀
写
し
の
巾
請
交
付

○
印
鑑
登
録
証
明
の
申

請
交
付

｛
印
鑑
登
録
証
持
参
者
の
み
｝

○
役
増
宛
俄
告
文
書
の
送
達

・
取
扱
時
間
　
　
　
　
　

。

午
的
六
時
三
十
念
　
～

　
ミ

時

・
要
領

巾
毎
日
｛

祝
日
、
日
曜
日
、
休
日
を

除
く

｝
午
加
十
時
ま
で
に
受
付
し

た
も
の
を
取
扱
者
が
役
場
に
持
つ

て
き
ま
す
。

叨
役
鳩
で
は
そ
れ
を
午
後
三
時
ま
で

に
作
成
し
、
取
扱
者
に
渡
し
ま
す

の
で
、
申
拷
考
は
午
後
三
時
以
降

に
受
け
取

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

９
し
た
が

ク
て
午
険
に
申

請
受
付
し

た
も
の
は
、
翌
日
の
午
後
］二
時
以

降
に
受
け
取
る
こ
と
に
な
り
ま
十
。

Ⅲ
手
数
料
（
役
鳩
窓
口
と
同
じ

）
は

申
請
番
に
添
え
て
駅
加
事
務
連
絡

所
に
払
っ
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
も
応
募
し
て
ネ

１

計
量
記
念
日
ク
イ
ズ

問

．

コ
　
壘
　
円
白
Ｕ
で
す
。

問
二

体
温
針
や
（

カ
リ
。
ガ
ス
、
水

道
、
タ
ク
シ
ー
の
各
メ
ー
タ
ー

な
ど
に
付

さ
れ
て
い
る
検
定
印

は
ど
れ
で
す
か
。

Ｊ…
ｌ

ｔ

‐

四

啝

応

問
一
こ

次
の
う
ち
『
も
ん
め
』
の
計
験

単
位
で
収
り
引
き
が
認
め
ら
れ

る
の
は
ど
れ
で
す
か

甬
真
珠

口
生
糸

冖

ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド

（
応
募
方
法
）

は
が
き
に
、
Ｌ
Ｘ
ｔ
’の

順

に
答
を
魯

き
6
H
3
0
日
（
当
川
消
印
有
き

ま
で

に
次
の
と
こ
ろ
に
お
送
り
ド
さ
い
。

あ
て
先

昜
９
６
０

福

鳥
市
杉
妻
町
２
の
1
6

福
鳥
県
針
量
検
定
所

発
表７

Ｈ
ド
句
。
正
解
者
多
数
の
場
合
は

抽
せ
ん
で
当
選
者
を
決
定
し
、
賞
品

の
送
付
を
も
り
て
発
去
に
か
え
ま
す
。

賞
品一

邪
　

ヘ
ル
ス
メ
ー
タ
ー
　

６
名

二
等

キ
ッ
チ
ン
ス
ケ
ー
ル
　
1
2
名

三
等
　

コ
ン
ベ
ッ
ク
ス
ス
ヶ
Ｉ
ル
1
8名

－

計
量

標
語

の
募

集

今
年
は
計
量
法
公
布
二
十
五
周
年
記

倉
に
あ
た
り
、
計
量
思
想
の
向
上
を
は

か
る
た
め
広
く
標
語
を
募
集
し
ま
す
。

期
日

昭
和
5
1
年
６
月
2
0
日
ま
で

内
容

計
量
を
通
じ
明
る
く
快
適
な
生

活
を
は
か
れ
る
標
晒

資
格

県
内
在
住
者

注
意
　

Ⅲ
本
人
の
創
作

に
し
て
未
発
表

の
も
の

叨
用
紙
は
官
吸
は
が
き
を
使
用
　

し
．
標
晒
の
数
は
問
わ
な
い

即
住
所
、
氏
名
、
￥

鱆
を
明
紀
　

の
こ
と

送
付
先

ヽ

福
鳥
市
杉
妻
町
２
の
1
6

福
鳥
県
計
皿

検
定
所
、標
語
募
集
係

人
選
者

に
は
賞
品
を
送
り
ま
す

お

め

で

と

う

ご

ざ

い

ま

す

｛

躅
月
中
に
鑪

け
ら
れ
た
方
一

’一

峰

鴫
’

一
父

の

氏
名

一
　

一
ｆ

の

れ

｝

一
価
４

ｙ

小

林

喜

博

百

合

子

宮

前

違

酥

次

夫

里

．
美

大

町

北

佐

藤
　

力
　
　

拓

裙
　

一

小

林

成

三

峰

子

並

柳

制

野

照

男

智

子

第

八

険

薐

正

勝

留

美

子

川

内

高

檎

哲

．夫

．

竜

也

町

東

八

巻

英

男

裕

志

徳

江

北

岡

田

洋

夫

友

喜

貝

川

吉

田

貞

男

智

史

富

町

北

太

田

繁

叶

妙

子

滝

山

ｍ

付

幸

司

知

佳

子

源

寒

山

岐

辺

疎

四

郎
　
　

忍

宮

前

渋

谷

正

志

正

池

光

明

寺

お

く

や

み

申

し

あ

げ

ま

す

｛
一

回
中

に
縅
Ｈ
ら

れ
た
み

｛

鉢
略

’
　

″
ｙ`
　
　

一
蓼
舎
ｔ
　

一
一
一
－

佐

藤

儀

助
　
7
6
　

第

四

佐

藤

チ

ョ
　
8
4
　

第

七

渋

谷

定

吉
　
8
8
　

光

明

寺

八

鳥

兼

藏
　

Ｍ

石

母

田

西

佐

藤

慶

治
　
8
5
　

並

柳

佐

藤
　

（

ナ
　
6
8
　

喙

江

北

佐

鱗
　

正
　
6
3

石

毋

出

東

大

沼

六

郎
　
7
6
　

貝

田

後

藤

ゆ

ん
　
8
0
　

鳥

取

市

川

武

雄
　
7
3
　

第

二

佐

藤

ア

ヤ
　
6
5
　

錦

町

編

集

日

記

○
抜
け
る
よ
う
な
青
空
、
さ
ん
さ
ん
と

降
り
そ
そ
ぐ
日
の
光
、
頬
を
な
で
る
か

ぐ
わ
し

い
阻
。
ど
れ
を
と
っ
て
も
明

る

い
五
月
。
新
芽
も
い
っ
せ
い
に
出
そ
ろ

い
、
大
自
然
の
衣

が
え
が
始
ま
り
ま
し

た
。
○
し
か
し
、
一
郎
の
心
な
い
人
た

ち
に
よ
っ
て
山
や
川
が
汚
れ
て
い
き
ま

す
。
半
月
ほ
ど
前
、
ト
ラ
ッ
ク
で
阿
台

分
か
の
ゴ
ミ
が
小
坂
峠
の
山
は
だ
一
面

に
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
ん
な
愚
質
な
行
為
は
許
す
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
み
ん
な
で
監
視
の

Ｕ

を
広
げ
て
追
放
し
ま
し
ょ
う
。
○
今

日

は
ご
二
月
定
例
議
会
で
鳩
決
さ
れ
た

「
国
見
町
扱
興
針
画
」
の

”
基
本
構
想

‘

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
こ
基

本

針
画

”
と

”実
施
計
画
”
な
ど
も
っ

と
く
わ
し
く
知
り
た
い
方
は
企
画
課
ま

で
お
い
出
く
だ
さ
い
。

（
お
わ
び

）

先
月
号
の
三

ペ
ー
ジ
で
、
円
グ
ラ

フ

中

の
歳
出
総
噸
は
、
十
億
二
千

六
百
三

卜
万
円
の
以
り
で
し
た
。
お
わ
び
し
て

町
正

い
た
し
ま
す

。

今
月
の
納
税

固

定
資

産
税

（
第
一
期

）

軽
自
動

車
税
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