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昭
和
五
十
二
年
度
は
四
・
五
％
の
増

低
く
な
っ
た
伸
び
率

昭
和
五
十
二
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

予
算
は
総
額
三
億
六
千
九
十
五
万
六
千
円
で
、

前
年
度
（

当
初
）
予
算
に
く
ら
べ
四
・
五
％
の

伸
び
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
医
療
費
や

給
付
費
の
改
善
、
さ
ら
に
は
受
診
率
の
増
加
な

ど
が
主
な
要
因
と
な
り
ま
す
。

高
い
と
い
わ
れ
る
国
保
税
、
だ
が
、
単
純
に

金
額
の
み
で
他
町
村
や
他
の
税
金
と
く
ら
べ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

今
月
は
、
国
保
会
計
予
算
は
ど
の
よ
う
に
使

わ
れ
る
の
か
。
国
保
税
の
し
く
み
な
ど
に
つ
い

て
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。

保
険

給
付

費

は

三
億
一
千
五
百
八
万
円

歳
出
総
額
の
八
七
・
二

％
に
あ
た
る

．こ
慂
｛

千
五
百
八
万
五
千
円
は
、
保
険

給
付
費

に
あ
て
ら
れ
ま
す
．．

こ
れ

は
、
国
ほ

に
仙
人
し
て
い
る
方

が
病
院
な
ど
の
窓
口
で
攴
払
を

こ
割
分

の
残

り
の
ヒ
割
分
と
、
乳
児
・
老
人
医

岷
の
全
額
負
担

分
．
鳥
額
摩
贇
費
な
ど

で
、
Ｈ
平
均
に
す
る
と
二
予

六
百
万
円

以
Ｅ
の
支
払
い
を
し
て

い
ま
↑

．ご

Ｊ
れ

を
一
世
帯
あ
た
り
に
す
る
と
年
聞
十
匕

万
八
や
円
、
一
人
あ
た
り
四
万
七
千
円

の
割
で
給
付
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
に

な
り
ま
す

。

な
お
、
こ
の
中
に
次
の
も
の
も
き
ま

れ
ま
す

。

助

産

費

…

四

万

円

１

１

よ

り
六
万

円

に
増
ｌ

、

葬

祭

賢

：

∴

万

円

箏

阿
よ

り
．一
万

円

に
崎
－

・

商

噸

療

葵

費

…

こ

の

制

度

は

医

一

費

の

Ｉ
カ

り

分

の

支

払

い

自

己

負

担

願

一
同

一

の

病

院

で

一

日

上

二
十

一

日

ま

で

）

が

三

万

九

千

円

を

越

え

た

分

を

支

払

い

す

る

も

の

で

、

佃

人

負

担

分

の

領

収

書

を

添

付

し

て

国

保

係

に

崎

求

を

し

後

日

、

国

保

で

負

担

す

る
も
の
で
す
。

五
十

。
年
度
は
五
百
八
十
倅
、

一
千
三
百
五
十
九
万
四
Ｆ
円
を
給

付
し
て
お
り
ま
ｔ
。

総

務

費

一
千
七
百
五
十
三
万
円

国
保
連
営
に
必
嬰
な
事
務
費
、
各
哺

負
担
金
な
ど
が
総
務
贄
と
し
て
計
上
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
み
な
さ
ん
の
健
康
を
守

る
た
め
の
保
健
施
設
費
と
し
て
九
百
四

十
六
万
三
予
円
、
基
金
碵
立
舎
、
諸
支

出
金
と
し
て
一
千
八
百
八
十
七
万
六
千

円
な
ど
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
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当
初
予
算
に
対
し

一
千

万

円

の

減

税

国
保
脱
は
、
他
の
健
康
保
険
な
ど
に

お
け
る
傑
険
科

に
あ
た
る
も
の
で
、
医

瞭
な
ど
保
険
給
付
の
財
源
に
な
り
ま
す

。

そ
れ
は
、
医

療
費
の
支
払
い
な
ど
国

保

遭
営
に
必
要

な
一
年
分
の
総
額
を
見
積

り
、
そ
の
頡

か
ら
国
庫
支
出
金
や
そ
の

他
の
収
入
を
差
引

い
た
残
り
が
国
保
税

と
し
て
加
人
者
の
み
な
さ
ん
に
負
担
し

て
い
た
だ
く
し
く
み
に
な
っ
て

お
り
ま

す
。
そ
れ
を
、
所
陽
割
と
資
産
割
と
で

五
〇
％

、
平
等
剤
と
均
等
割
と
で
瓦
○

％
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
、
分
け
た
金

額
を
課
税
の
対
匁
と
な
る
所
溽
金
額
、

資
纜
税
額
、
歐
帯
数
、
被
保
険
者
数
で

そ
れ
ぞ
れ
割
っ
て
税
率
が
決
ま
り
ま
す
。

た
だ
し
、
Ｅ
年
間
に
納
め
る
国
保
咬
の

最
商
は
十
刄
庁
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

国保税は毎年かわる

前年度の所摶 をもとに

昭和52年度国保税

一世帯当り　　64. 5円いjl初0. 5】F11J

一人当り　　ｰ ｱ . 9円◆ ｰ 8 864円）
一一千万円の減税により

二？ 昌　? ぷ 劭 減りました

病人がふえればみんなの負担（国保税）もふえる医
療
費
と
国
保
税

被
保
険
古
が
保
険
に
よ
る
診
療
を
受

け
た
と
き
の
医

療
費
は
、
砂
療
を
受
け

た
人
が
三
割
、
国

が
四
剤
、
残
り
の
一
二

割
を
国

保
税
で
負
拙

し
ま
す
。

か
り
に
、
医

療
費
が
一
万
円

か
か
っ

た
と
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
診
瞭
を
受

け
た
本
人
が
三
千
円
を
直
接
保
険
医
に

支
払

い
、
残
り
の
七
千
円

を
後
で
町
が

支
払

い
ま
す
。
こ
の
町
が
支
払
う
七
千

円
は
、
国
が
四
千
円
を
補
助
金
と
し
て

負
担
し
ま
す
が
残
り
三
千
円
は
国
保
税

で
賄
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
医
療
費
が
ふ
え
れ
ぱ
ふ

え
る
ほ
ど
国
保
税
が
鳥
く
な
り
、
ふ
だ

ん
か
ら
丈
夫
で
医
者
に
か
か
っ
た
こ
と

の
な
い
よ
う
な
人
ま
で
が
高
い
国
保
贓

を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
。
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
率

を
少
な
く
し
、
家
庭
そ
ろ
っ
て
健
康
で

あ
る
こ
と
が
国
保
税
を
安
く
す
る
最
良

の
方
法
の
よ
う
で
す
。

お
医
者
さ
ん
に

上
手
に
か
か
ろ
う

休
日
、
夜
間
に
診
療
を
受
け
た
鳩
合

は
加
算
別
増
料
金
が
か
か
り
ま
す
の
で

緊
急
の
場
合
を
除
き
、
普
通
診
療
時
間

内
に
診
療
を
受
け
る
よ
う
心
が
け
ま
し

お
医
者
さ
ん
も
、
み
な
さ
ん
の
健
康

保
持
の
た
め
日
夜
奮
闘
さ
れ
て
大
変
疲

れ
て
い
ま
す
。
無
理
の
な
い
診
療
体
制

が
で
き
る
よ
う
上
手
に
お
医
者
さ
ん
に

か
か
っ
て
早
く
な
お
す
よ
う
次
の
こ
と

に
注
意
し
ま
し
よ
う
。

○
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
、
早
期

発
見
、
早
期
治
燎
に
つ
と
め
ま
し
よ

Ｏ
二
重
受
診
は
や
め
、
お
医
者
さ
ん
の

指
示
を
守
っ
て
信
頼
し
て
か
か
り
ま

Ｏ
薬
を
あ
ま
り
あ
り
が
た
が
る
の
は
や

め
ま
し
ょ
う
。
病
気
を
治
す
の
は
体

の
持
っ
て
い
る
自
然
回
復
力
と
体
力

で
す
。

○
ふ
だ
ん
か
ら
、
か
か
り
つ
け
の
医
師

を
き
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す

れ
ば
、
か
ら
だ
の
状
態
を
よ
く
知
っ

て
い
て
く
れ
ま
す
し
、
気
軽
に
相
談

も
で
き
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
無
理

も
き
い
て
も
ら
え
ま
す
。

一人当りの医療費・国保税・受診回数



（
前

ペ
ー
ジ

か
ら
の
つ

づ
き
）

国
保
と
交
通
安
全

交

通
事
故
は
毎
日

、
か
か
さ
ず
起
き

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
に
尊

い
生
命
が

う
ば
わ
れ
た
り
、
大
ヶ

ガ
を
し
た
人
が

続
出
し
て

い
ま
す
。
人

ご
と
で
は
な
く

い
つ
。
私
た
ち
の
身
に
ふ
り

か
か
る
か

わ
か
り
ま
せ
ん
。

不

幸
に
し
て
交
通
事
故

に
あ

い
、
ヶ

ガ
を
し
た
ら
…
…

▽
け
が
の
治
療
は
国
保
で
も
で
き
る

後
に
も
述
べ
る
と
お
り
、
医
療
費
を

一
時
立
瞥
え
る
だ
け
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が

国
保
で
泊
療
を
受
け
る
こ

と
は
で
き
ま

す
。

▽
国
保
で
治
療
を
受
け
る
と
き
の
届
出

国

保
で
治
像
を
受

け
る
と
き
は
、
事

前
に
事
故
証
明
窿
を
添
え
て
届
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
届
出
は
直
接
国

保

係
へ
す
る
よ
う
に
し
て
下

さ
い
。

▽
擯
害
鷆
慵
金
の
睛
求

国
保
で
治
療
を
受
け
た
場
合

、
医
療

費
の
七
割
分
を
『
損
害
賠
償
金
』
と
し

て
被
書
者
に
か
わ
っ
て
。
保
険
者
（
町
）

が
加
害
者

に
請
求
し
な

け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
の
で
、
相
手
の
口
車
に
乗
せ
ら
れ

た
り
し
て
聊
手
に
示
岐
な
ど
は
し
な
い

よ
う

に
注
意
し
て
下
さ
い
。

保
険
古
（
町

）
に
相
談

も
し
な
い
で
示
談
を
し
て

し
ま

い
ま
す
と
、
あ
と
で

大
変
損
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

第
三
者
行
為

▽
第
三
者
の
行
為
に
よ
る

病
気
や
ケ

ガ
の
医
療
費

第
三
者
の
故
意
や
過

失

に
よ
っ
て
被
保
険
者
が
病

訊
や
ヶ
ガ
を
し
た
と
き
の

医
療
費
は
、
原
則
と
し
て
、

そ
の
第
三

古
で
あ

る
加
書

者

が
す
べ
て
を
負
担
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。。
し
か
し
加
害

者

に
支
払
能
力

が
な
か
っ
た
り
被
害
者

が
経
済
的
に
困

っ
て
い
る
場
合
に
は
、

庠
殃
者
（
町

）
に
そ
の
旨
を
申
し
出
れ

ば
保
険
給
付
を
賢
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
迺
だ
し
、
こ
の
場
合
、
保
険
者
が

負
担
し
た
分
を
換
で
加
害
者
に
返
し
て

も
ら
い
ま
す
。
で
ず
か
ら
、
保
険
者
は

医

療
費
の
七
割
分
を
一
時
立
替
え

る
だ

け
と
い
え
ま
す
。

交

通

事

故

に

あ

っ

た

時

の

心

得

▽
警
察

に
必
ず
届
出
る
こ
と

ど
ん
な
小
さ
な
事
故
で
も
、
警
察
に

届
出
て

お
か
な
い
と
、
接
で
損

害
賠
償

を
受
け
る
と
き
に
、
非
常
に
不
利

と
な

り
ま
す

。

▽
加
害
奮
を
よ
く
知
る
こ
と

免
許
証
や
車
検
証
な
ど
で
加
害
者
の

身
元
や
保
険
の
加
入
会
社
名
を
で

き
る

だ
け
よ
く
、
詞
べ
て
お
く
必
要

が
あ
り

ま
す
。

▽
車
の
ナ
ン
バ
ー
を

覚
え
る
こ
と

ひ
き
逃
げ
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で

ま
ず
杭
一

に
自
動
奉
の
ナ
ン
バ
ー
を

覚

え
、
で
き
れ
ば
自
動
車
の
型
や
色
な
ど

も
覚
え
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

▽
軽
率

な
行
動
を
さ
け
る
こ
と

相
手
か
ま
わ
ず
嶇
故
の
内
容
を
い
ろ

い
ろ
し
や
べ
っ
た
り
相
手
の
い
い
な
り

に
印
鑑
を
押
し
た
り
、
サ
イ
ン
を
す
る

と
思
わ
ぬ
損
を
し
ま
す
。

▽
信
用
あ
る
人
に
相
談

す
る
こ
と

自
分
の
刊
断
だ
け
で
行
助
し
な
い
で

ま
ず
信
用
の
お
け
る
人
、
た
と
え
ば
町

役
増
や
瞥
察
の
家
事
相
談
室
で
相
談
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

▽
保
険
証
を
提
出
で
き
な
い
と
き

緊
急
の
増
合
に
は
、
保
険
証
を
提
出

で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場

合
は
、
纔
で
提
出
す
る
こ
と
に
し
て
保

険
医
の
了
解
を
求
め
る
な
り
、
国
保
係

に
電
話
璋
絡
し
て
指
郡
を
受
け
る
よ
う

に
し
て
下
さ

い
。

年
金
額
の
引
き
上
げ
な
ど

国
民
年
金
制
度
の
改
正

国
民
年
金
制
度
は
、
昨
年
、
給
付
水

串
の
引
き
上

げ
な
ど
大
幡
な
改
聹
を
行

い
ま
し
た
が
、
そ
の
険
に
お
け
る
社
会

経
済
愉
勢
の
変
動
に
適
切
に
対
応
す
る

た
め
。
今
年
度
に
お
い
て
も
、
福
祉
年

金
の
内
容

が
更
に
充
実
さ
れ
ま
し
た
。

と
と
も
に
、
拠
出
年
金

に
つ

い
て
も
、

物
価
上
昇
に
吋
処
し
た
改
善
を
図
る
こ

と
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
改
正

さ
れ
ま

し
た
。

○
拠
出
年
金
の
給
付
額
が
、
ス
ラ
イ
ド

の
実
施
に
よ

り
、
七
月
か
ら
九
・
闖一

％
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

Ｏ
福
祉
年
金
の
給
付
韻
が
、
次
表
の
と

お
り
と
な
り
八
月
か
ら
引
き
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。

福

祉

年

金

の

支

払

い

期

日

が

変

更

さ

れ

ま

す

福
祉
年
金
の
支
払

い
期
日
は
今
ま
で

一
月
、
五
月
、
九
月
と
き
れ
て
ぃ
ま
し

た
が
、
盆
や
夥
れ
な
ど
に
間

に
合
う
よ

う
四
月

。
八
月
、
十
二
月
に
変
更
す
る

こ
と
に
な
り
、
今
年
の
十
二
月
の
支
払

い
分

か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
十
二
月
の
支
払
い
分
に
つ

い
て
は
十
一
月
か
ら
支
払
い
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
支
払
い
の
開
始

Ｂ

に
つ
い
て
も
今
ま
で
は
六
口

と
さ
れ

て

い
ま
し
た
が
、
今
後
は
十
一
日

に
変

史
さ
れ
る
兄
込
み
で
す
。

な
お
、
今
乍
の
九
月
支
払

い
分
に
つ

い
て
は
今
ま
で
と
同
様
。
九
月
六
日
以

降
に
受
け
と
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
変
更
さ
れ
た
最
初
の

支
払
い
期
月
で
あ
る
今
年
十
二
月
（
十

一
月

）
支
弘
い
分
に
つ
い
て
は
、
九
月

に
お
い
て
八
月
分
ま
で
の
年
金
を
支
払

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
九
Ｈ
‥
、

十
月
、
十
一
月
の
三
ヵ
月
分
の
年
金
を

支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

医療費は

加客者が負担

示談には
注意

f 続きをとれば
国限でも泊療が

できます



20年間花火大会を支えてきた

由井寛三さん

真
夏
の
夜
空
を
彩

る

国
見
町
の
花
火
大
会
は

。

こ
と
し
で
ま
る
二
十
年

を
迎
え
た
。
さ
ま
ざ
ま

な
紆
余
曲
折
（

う
よ

き

ょ
く
せ

つ
）
の
の
ち
、

今
で
は
す
っ
か
り
町
の

名
物
と
し
て
定
着
し

、

な
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
に
な
っ
て

い
る
が
。

そ
の
陰
に
は
、
町
商
工

会
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ

努
力
が
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

花
火
大
会
は
、
町
商

工
会
の
観
光
委
μ
会

が

中
心
と
な
っ
て
行
う
が
、

二
十
乍
間

”花
火
”
を
支
え
て

き
た
の

が
、
同
委
員
会
の
理
事
で
あ

る
由
井
寛

三
さ
ん
（
蒔
田
字
南
四
１
ニ

ー
由
井
時

計
店
）
で
あ

る
。

眼
鏡
の
奧
の
柔
和
な
目
、

お
た
や
か

な
物
腰
。
し
か
し
。
一
筋
に
心
を
尽
く

し
て
い
る
さ
ま
に
、
明
治
の
精
神
を
兇

る
思
い
が
す
る
。
「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
若

い
人
た
ら

に
引
き
つ
い
で
も
ら

い
た
い

の
だ
が
…
…
」
と
お
っ
し
や
る
が
、
由

外
さ
ん
の
果
た
し
て
き
た
役
別
の
鴦
さ

を
考
え
れ

ば
、
容
砧
で
は
な

い
。

花
火
人
会
の
財
源
は
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
を
寄
付
で
賄
う
。
ま
ず
、
四
人
の
理

事
が
4‐
四
人
の
方
部
委
員
を
選
出
し
、

理
嶇
は
福
鳥
市
な
ど
町
外
へ
、
方
部
委

員
は
町
内
へ
分
か
れ
て
、
寄
付
集
め
に

奔
走
（
ほ
ん
そ

う
）
す
る
。

ち
な
み
に
昨
年
度
の
支
出

総
額
は
、
百
六
十
三
万
円
。

花
火
大
会
を
無
事
終
え

る
ま
で
苦
労
は
絶
え
な
い

が
、
何

と
い
っ
て
も
心
配

な
の
は
天
候
。
そ
れ
が
。

こ
と
し
は
夕
方
に
な
っ
て

突
然
の
雷
雨
。
「
雨
で
延

期
に
な
っ
た
の
は
こ
の
二

十
年
来
、
初
め
て
の
こ
と
。

去
年
は
三
時
頃
ま
で
降
っ

て

い
て
。
や
る
か
や
ら
な

い
か
迷
っ
た
揚
句
、
夕
方

か
ら
回
復
し
て
成
功
し
た
が
、
こ
と
し

は

い
よ
い
よ
と
い
う
と
き

に
濡
ら
し
て

し
ま
っ
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ

た
。

遠
く
か
ら
來
て
待
っ
て

い
る
人
も
あ
り
、

本
当
に
申
し
訳
な
か
っ
た
Ｉ

』
。
空

を
仰
ぎ
な
が
ら
祈
る
訊
持
だ
と
い
う
そ

の

心
塊
、
察
ず
る
に
あ
ま
り
あ
る
。

夜
空
に
パ

″
と
咲
い
て
は
飮
る
美
し

く
も
は
か
な

い
花
火
に
は
、
昔
な
が
ら

の
日
本

の
夏
の
情
緒
が
あ
り
『

郷
愁
を

呼
ぴ
お
こ
す
。
し
か
し
、
花
火
は
常
に

危
険
を
伴
う
の
で
、
篏
し

い
監
攪
の
も

と
で
実
施
さ
れ
る
。
ま
た
、
す
ぐ
そ
ぱ

に
は
、
県
一

婪
文
化
財

の
旧
佐
藤
家
住

宅
が
あ
り
、
毎
年
、
鉄
骨
を
組
ん
で
お

お

い
を
す
る
。

町
商
工
会
は
、
会
員
数
三
百
名
。
歴

史
は
古

い
が
。
大
型
店
の
進
出
、
駐
嗔

塲
の
問
題
、
客
足
の
町
外
流
出
な
ど
驚

に
裳
し
い
課
題

に
取
り
紕
ん
で

い
る
。

だ
が
、
「
お
客
様
の
た
め
の
、
お
客
禅

に
嚢
さ
れ
る
商
工
会
で
あ
り
た
い
」
と

語
る
由
井
さ
ん
に
、
商
工
会

発
展
へ
の

ひ
た
す
ら
な
姿
が
う
か
が
わ
れ
る
。

若
い
頃
か
ら
然
狂
的
な
映
画

フ
ァ
ン

で
、
仙
台
や
東
京
ま
で
兒
に
出
か
け
る

と
い
う
由
井
さ
ん
、
今
擒
ま
す
ま
す
の

ご
活
躍
を
緜
う
。

明
治
四
十
四
年
十
月
十
七
日
生
ま
れ
。

家
族
は
長
男

夫
婦
と
孫
二
人
。

郵
便
貯
金
で
融
資
を

住
宅
金
融
公
庫

住
宅
金
融
公
庫
で
は
。
住
宅
積
立
郵

便
貯
金
の
預
金
者
へ
の
融
資
も
行
っ
て

い
ま
す
。

今
す
ぐ

に
は
マ
イ
ホ
ー
ム
を
つ
く
れ

な
い
が
、
二
年
と
か
三
年
さ
き
に
は
是

非
マ
イ

ホ
ー
ム
を
と
プ
ラ
ン
を
立
て
て

お
ら
れ
る
方
に
は
便
利
な
方
法
で
、
そ

の
特
色
は
抽
選
な
し
で
、
割
増
し
融
資

二

七
五
万
円
）
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
こ

と
で
す
。

で
は
、
そ
の
概
要

を
紹
介
し
ま
す
の

で
ご
利
用
下
さ
い
。

住

竃
禎
立
郵
便
貯
金
と

い
う
の
は
、

マ
イ
ホ
ー
ム
を
建
設
（

購
人

）
す
る
こ

と
を
目

的
に
、
毎
月
一
定
の
金
額
を
三

年
か
ら
五
年
に
わ
た
っ
て
四
十
三
万
二

干
円
（
三
年
コ
ー
ス
の
場
合
、
一
年
間

に
十
四
万
四
千
円
）
ほ
ど
郵
便
局
に
禎

み
立
て

る
と
、
郵
便
局

の
「
あ
っ
せ
ん
」

で
公

庫
の
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

積
立
期
間
は
、
三
年
、
四
年
お
よ
び

五

年
の
三
つ
の
コ
ー
ス

が
あ
り
ま
す
が

各
コ

ー
ス
と
も
最
終
的
に
四
十
三
万
二

千
円
椣
み
立
て
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。

こ

の
制
度
を
利
川

し
て
一
日
で
も
早

く
融
資
を
受
け
よ
う
と
お
毒
え
の
方
は
。

三

年
コ

ー
ス
を
選
ぷ
こ
と
で
す
。
三
年

コ
ー
ス
の
場
合
、
ま
る
二
年
経
過
す
る

と
公

雌
の
融
資
を
受
け
る
途
も
あ
り
ま

す
。

福　祉　年　金 （52 年８月から）

年 金 幢 別 等 改 正 前 改 正 後

老 齢 纒 柾 年 金
１

（

2 円

l劼
3 , 58円）

180,000円

（ 月細
15.000円）

障　 害

褊阯年金

１　縁
243,600円

( 月額
20,3(X)円)

270,000円
（ 月飢

22.  0円）

２　級

 ー62. 円

( 月額
13.500円)

1舶,000円

（ 月騙
15.000川）

毋　 子

準 毋r･

柚祉年金

r･ 等

１　人

２

（

2 円

7.68 円 )

四 4 . 円

( 月
19.54》t)円)

子 等

２　人

２

（

5.2 )円

1鄒
9.  期円)

2S

（1
2

.{XX)円

額
.!MX)川)

子 等
n

r･琴が３人以
上の場介は３
人目からｌ人
4,8卯 円（月
翻| 4 ( 裕円）加
算

|司 左

あ
の
人
こ
の
人



国見町 公民 館

電2  6 7 6

話 物 4 1 5 6

町
民
学
校

「
会
話
と
テ

ー
ブ
ル
ス
ピ

ー
チ
」
に
参
加
し
て

藤田

蛉木 ’俊栂

私
は
家
業
で
あ
る
洋
服
店
の
後
雛
者

と
し
て
、
東
京
で
七
年
聞
丁
稚
奉
公
を

し
て
こ
の
五
月
に
帰
っ
た
ば
か
り
で
す
。

東
京
で
は
よ
く
「
ス
ー
ス

ー
弁
」
が
出

て
み
ん
な
に
笑
わ
れ
た
も
の
で

し
た
。

帰
っ
て
す
ぐ
、
東
京
の
友
達
か
ら
電
話

が
あ
り
「
も
う
田
舎
の
背
葉
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
ネ

」
と
耆
わ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

こ
ん
な
呱
に
話
し
べ
夕
な
払
で
す
の

で
、
ワ
ラ
を
も
掴
（
つ
か

）
む
思

い
で

こ
の
教
室
に
飛
び
込
ん
だ
訳
で
す
。

町
の
雄
弁
家
の
方
々
が
大
勢
い
ら
っ

し

や
っ
た
の
で

、
私
な
ど
つ

い
て
行
け

る
の
か
不
安
で
し
た
が
(

 
zＨ

Ｋ
福
鳥
放
送
局
西
田
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
）

は
。
こ
ん
な
私
で
も
よ
く
わ
か
る
よ
う

に
、
懇
切
丁
寧

に
教
え
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

「
自
己
紹
介
の
時
は
、
最
初
と
最
後

に
自
分
の
名
前
を
瀘
う
」
、
聞

い
て
い

る
人

に
自
分
は
誰
な
の

か
を
碌
実
に
伝

え
ら
れ
る
方
法
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、

受
講
さ
れ
な
か
っ
た
方

も
実
行
で
き
る

こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た

。
「
括
を
す
る
時

に
ア

ガ
ル
の

は
カ
ッ
コ
良
く
兒
せ
よ

う
と
す
る
エ
ゴ

の
現
れ
で
す
」
と
も
埓

わ
れ
ま
し
た
。

一
瞬
、
自
分
の
こ
と
を
ａ

わ
れ
た
よ
う

で
ド
キ
ノ
と
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
に

も
話
し
濱
葉
と
齏
き
ａ

葉
の
違

い
な
ど

い
ろ

い
ろ
と
有
意
義
な
こ
と
を
軟
え
て

い
た
だ

き
ま
し
た
。
裂
子
で
参
加
さ
れ

た
方
も
あ
り
、
和
気

あ
い
あ

い
の
中
で

柊
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
歓
室
に
参
加

し
て
、
Ｍ

川
川
で

は
あ
り
ま
し
た
が
、
大

き
な
勇
訊
を
さ

ず
け
て

い
た
だ
き
。
今
度

か
ら
は
上

手

に
話
せ
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

鳥
校
野
球
の
放
送
で
毎
臼
お
疲
れ
の

と
こ
ろ
を
快
く
お
い
で

く
だ
さ

い
ま
し

た
西
山
光
生
。
そ
れ
に
公
民
館
各
位
の

み
な
さ
ま

に
厚
く
お
礼
巾
し
上
げ
ま
す
。

私
た
ち
躁
年
学
級
で
は

鹿
鳥
町
の
右
田
浜
に
て
キ

ャ
ン

プ
を
行

い
ま
し
た
。

七
月
三
十
日
、
略
れ
、
午

険
匸
時
出
発
総
勢
二
十

丿

名
。口

‥
的
地

に
着
く
と
、
す

ぐ
テ
ン
ト
を
六
つ
設
営
し

夕
食
の
仕
た
く
に
は
い
り

ま
し
た
。
メ
ニ
ュ

ー
は
、

一
一

む
ず
か
し

い
と
Ｉ
わ
れ
て
い
る
『

カ
レ
ー
ラ
イ
ス
』
な
の
で
す
。

日
頃

、
腕
に
自
信
の
あ
る

７

こ

女

性
た
ら
は
手
ぎ
わ
よ
く
阯
嘔
を
分
担
し
、

な
ん
な
く
出
来
ｋ

が
っ
た
の
で
す
が
、

ど
こ
を
ど
う
ま
ら
が
え
た
の

か
『
カ
レ

ー
シ
チ
ュ

ー
』
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。。‐。

時
間
半
の
齔
牛
の
末
、
よ
う
や
く

夕
食
に
な
り
ま
し
た
。
（
ま
わ
り
は
す

で

に
暗
か
っ
た
）
。
「
う
め
エ
ー
、
お

い
し

い
ワ
／

‘」
こ
の
顏
を
兄
て

く
だ
さ

い
。（
写
良
）
。
夕
食
も
終
わ
り
、
こ
の

あ
と
の
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
も
楽
し

い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

翌
日
も
大
候
に
恵
ま
れ
、
人
陽
の
下

で
海
水
浴
を
楽
し
み

。
ち
廴
っ
ひ
り
川

焼
け
し
て
、
夕
方
、
全
口
何
小
も
な
く

帰

っ
て
き
ま
し
た
。

新
着
図
書

あ
ん
な
い

○
私
の
．白
人

’
首
（
白
州
正
子

）
〇

作

歌
四
十
年
（
斎
藤
茂
古
）
○
文
明
と
夕

ブ
ー

一
酒
井
伝
六
）
○
自
然
農
泌
（
福

岡
正
信

）
○
日
本

の
父
へ

（
グ
ス

タ
フ

フ
オ
ス

）
○
ロ
ー
ラ
、
叫
ん
で
ご
ら
ん

｛

リ
チ
ャ
ー
ド

ー
ダ
ー／
ブ
ロ
ジ
オ

｝
○

東
海
大
地
震
の
秘
密
（
天
野
昌
紀
）
○

自
分
を
気
に
す
る
自
分
へ
（
水
上
勉
他
）

○
邪
馬
台
国
は
沈
ま
ず

『
蓚
沢
偉
作
』

○
頸
の
切
り
か
え
方
｛
多
湖
暉

｝
○
仏

教
思
想
の
遍
歴
｛
上

山
葬
平

｝
○
動
物

か
ら
推
利
す
る
邪
馬
台
国
｛
実
酋
達
郎
｝

○
箏
匏
な
る
宮
廷
才
女

一
円
地
文
子
監

ぺ明
治
学
級
｝

・
９
月
５
凵
～
６
日

析
潟
弥
産
方
而
へ
研
修
旅
行

六
中
央
婦
人
学
級
）

・
Ｆ
坏

加
日
｛

水
｝

料
理
実
習

ス
バ
ゲ
テ
イ
ー
ミ
ー
ト
ソ
ー
ス

グ
リ
ー
ン
サ
ラ

ダ

・
９
月
２
日
｛

盒
｝

日
帰
り
旅
行

厳
笑
渓

毛
越
寺

中
尊
寺

（
さ
く
ら
ん
ぽ
学
級
》

・
８
月
2
6
日

へ
金

）

健
康
驚
理
（
フ
イ
ル
ム
フ
ォ
ー
ラ
ム
）

・
９
月
９
日

（
金

）

啅
人
会

と
の
話
し
合

い

《
彎
年
学
級
》

・
８
月
2
5
R
（
木

）

話
し
合

い
（
胄
年
と
法
律
）

・
８
月
2
7日
～
2
8
日

宿
泊
研
修

７月の 利用者

センター
575人

体育館

5､119人

公
民
館
だ
よ
り



日

本

画

ク

ラ

ブ

瀬

上

・

国

見

交

歓

会

に

て

国
見
日
本
画
ク
ラ
ブ
会
長

佐

久

間

直

次

さ
る
七
月
十
四

日
、
高
山
の
野
草
を

探
勝
す
る
会
に
、
石
原

先
生

か
ら
誘
わ

れ
て
参
加
し
た
。
「
山
沿

い
は

に
わ
か

泪
」
の
予
報
に
屆
せ
ず
、
予
定
通
り
午

前
九
時
に
は
瀬
上
東
公
民
館

に
集
結
し

一
行
は
五
台
の
崋
を
逓
ら
ね
て
翦
‥
妻
連

峰
を
目
ざ
し
て
出
発
し

た
。

先
顫
は
瀬
上
公
民
館
長
と
野
草
研
究

で
有
名
な
湯
野
の
菱
沼
先
生
、
そ
し
て

総
指
揮
官
の
噸
ｈ
日
本
画

グ
ラ
ブ
会
畏

の
長
谷
川
さ
ん
で
あ
る
。。

高
湯
衡
道
を
過

ぎ
‘″
饗
山
麓
に
食

い

込
ん
だ
頃
か
ら
断
続
的
に
濃
罵
が
押
し

よ
せ
て
視
外
を

さ
え
ぎ
り
、
（

″
と
息

を
呑
む
瞬
聞
も
あ
っ
た
。
が
、
浄
土
平

に
着
い
た
頃
は
す
っ
か
り
崎
れ
て
各
々

歓
声
を
上

げ
な

が
・
ヴ
申
を
降
り
た
。
こ

こ
で
公
民
館
羨
さ
ん
か
ら
強

い
お
遠
し

が
出
た
。
「
一
木
一
草
は
も
ち
ろ
ん
、

小
石
た
り
と
も
私
有
し
な
い
こ
と
」
成

程
、
一
回

襟
を
正
し
て
目
指
す
方
向
へ

歩
を
進
め
た
。

息
は
ず
む
頃

ふ
と
ふ
り
返
っ
て
兇
る

と
、
吾
毒
小

富
士
の
背
が
目
’の
下

に
見

え
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
足

も
と
は
、
も
う
足
の
踏

み
塲
の
な

い
程
の
高
山
野
草
の
群
生
地

で
あ

る
。

山
肌

に
し
が
み
つ
い
て
ひ
っ
そ

り
と

各
々
そ
の
特
性
を
跨
る
か
の
よ
う
に
息

づ
く
千
々
の
草
々
、
そ
の
繊
り
な
す
横

様
は
、
ど
こ
か
南
方
民

族
の
手
織
り
じ

ゅ
う
た
ん
の
よ
う
だ
。
そ
の
大
昔
、
噴

火
に
よ
っ
て
飛
散
し
た
齡
玉
大
の
小
石

で
す
ら
Ｕ
‘嘔
な
苔
膜
様
に
色
ど
ら
れ
て

い
る
。
ひ
ょ
ろ
鳥

い
こ
十

七
ン
チ
陞
に

伸
び
た
彳
ワ
（

ゼ
は
、
先
増

に
十
ず
ら

ん
型
の
う
す
い
ピ
ン
ク
の
陀
、
さ
ら
に

目
を
近
づ
け
る
と
、
花
弁
に
は
濃

い
エ

ン
ジ
の
点
々
が
工
合
よ
く
敵
っ
て
嵐
情

を
添
え
て
い
る
。
な
ん
と
十
ぱ
ら
し

い

構
閥
で
あ
ろ
う
。
Ｍ

を
転
ず
れ
ば
、
賓

に
消
楚
な
ゴ
ゼ
ン
タ
チ
バ
ナ
が
、
正
確

に
卜
文
字
の
円

收
癨
と
純
白
の
花
弁
、

そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
品
行
方
正

な
た

た
ず
ま

い
で
あ
る
。

高
山
の
花
が
き
れ
い
だ
か
ら
と
て
国

兒
の
小
庭

に
碵
え
て
は
育
た
な
い
と
同

様
に
。
す

ば
ら
し

い
鮮
紅
の
葉
を
誇
る

高
山
植
物
は
、
高
山
の
峨
雪
に
耐
え
て

こ
そ
、
そ
の
兄
嘔
な
持
ち
昧
を
出
す
の

で
あ
る
。

数
々
の
思
い
出
と
感
動
を
脚
に
や
き

つ
け
て
、
一
行
は
下
山
し
た
の
で
あ
っ

た
。七

月
の
学
習
は
、
二
十
七
日
（
水
）

桑
折
警
察
署
の
山
田
部
長
さ
ん
を
招
い

て
。
第
二
回
交
通
安
全
大
学
爵
座
を
開

き
ま
し
た
。

ま
ず
、
交
通
女
全
の
映
画
（
正
し
い

自
転
眼
の
乗
り
力
）
を
兌
、
そ
し
て
、

講
鳩
を
受
け
ま
し
た
。

講
議
の
内
容
は

１
正
し
い
横
断
の
し
か
た

・
は
号
の
あ
る
横
断
歩
道
の
歩
き
方

・
踏
切
り
嗔
断
の
注
意
と
渡
り
方

２
一
般
歩
行
上
の
注
意

た
く
さ
ん
の
実
例
を
あ
げ
て
わ
か
り

易
い
お
話
で
、
畤
間
の
た
つ
の
も
忘

れ
た
よ
う
で
し
た
。

質
疑
応
答
も
活
発
に
行
わ
れ
、
そ

れ
ぞ
ぞ
れ
納
得
の
い
く
ご
指
導
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

明
治
学
級
、
一
泊
二
日
の
研
修
旅
行

来
た
る
九
月
五
日
・
六
日
、
新
潟
弥

彦
方
面
に
研
修
旅
行
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。

年
一
回
の
研
修
旅
行
で
、
広
く
社
会

を
見
聞
し
、
一
夜
を
弥
産
の
い
で
湯
に

つ
か
っ
で
日
頃
の
疲
れ
を
い
や
し
、
明

日
｀
の
鋭
気
を
贄
う
こ
と
を
目
的
と
し

て
お
り
ま
す
。

條
）
○
栄
光
の
女
帝

と
后
（
円
地
文
子

曇
　
）
　
０
沖
縄
と
私
と
媼
締
｛

佐
木
陸

三

｝
○
日
本
の
や
き
も
の
（
狄
売
新
聞

社
）（
）
未
来
へ
の
遺
廟
５
（
渡
辺
ひ
ろ

し
編
集

）
○
亰
郁
の
紀
録
冖
千
年
の
心

（
林
郎
辰
三
郎
）
○
京
都
の
記
録
口
町

の
か
た
ら
｛

森
谷
尅
久

｝
○
束
都
の
肥

録
日
春
観
る
（
依
田
義

賢
）
Ｏ
束
都
の

紀
録
肖
夏
つ
く
る
（
古
田
光
邦
）
○
京

郁
の
紀
９
四
秋
あ
そ
ぶ
（
赤
井
違
郎
）

○
束
都
の
紀
ほ
内
冬
住
ま
う
（
多
Ⅲ
道

太
郎
他
）
○
京
都
の
記
録
別
眷
閉
の
夜

明
け
の
物
繕
（
会
田
雄
次
他

）
○
山
と

凵
本
人
（
田
中
義
広
）
○
重
要
文
化
財
2
1
1

跡
典
籍
古
文
番
Ⅳ
（
文
部

省
文
化

庁

）
　０

文
化
財
2
6工

芸
品
Ⅲ
（
文

郎
衡
文
化
庁

）
○
台
湾
心
の
美
（
原
田

正

路
）

七
月
二
十
三
日

１
田
山
か
げ
れ
ば
黝
き
夏
到
る
　
　
　

奥
山

甲
二

撓
台
に
少
し
小
ぷ
り
の
四
葩
か
な
　
　

泰
雄
黄
鶴
峻

而
に
訪
う
て
友
の
門
辺
の
四
葩
か
な
　

熊
Ⅲ
　
一
階

厳
美
渓
岩
打
つ
音
や
沌
い
く
つ
　
　
　

野
付
た
か
し

杳
立
て
・
部
嗄
を
過
れ
り
黒
揚
羽
　
　

藤
田

勝
衛

出
の
中
を
吹
き
ぬ
け
て
ゆ
く
寿
い
風
　

川
藤

痴
仏

滴
り
の
林
恥
に
‐‐
斉
生
れ
け
り
　
　
　

奥
山

爾
田

空
港
や
タ
ラ
ッ
プ
上
る
夏
帽
子
　
　
　

小
野
寺
蔦
水

売
家
の
あ
じ
さ
い
輿
の
色
持
た
ぬ
　
　

佐
久
間
山
月

地
蔵
尊
参
る
人
あ
り
母
子
草
　
　
　
　

須
田

泰
山

炎
天
Ｆ
凪
よ
く
通
る
田
舎
寺
　
　
　
　

阿
郎
し
げ
を

本
に
受
け
て
滴
り
凛
と
飛
沫
あ
ぐ
　
　

阿
部

事
司

夕
凪
や
松
鳥
淡
き
赤
い
舟
　
　
　
　

佐
藤

国
礪

天
瓜
粉
た
ヽ
い
て
ひ
と
日
の
業
緊
て
ぬ
　
羽
賀

え
い

月
児
草
咲
く
と
き
ポ
ン
と
陀
し
か
り
　

赤
間
は
る
子

胄
田
中
自
転
車
で
行
く
母
子
か
な
　
　

膏
野
か
ね
子

あ
じ
さ
い
や
實
る
こ
と
な
き
吾
が
氏
名

森
田

栄
子

あ
つ
か
し
俳
句
会



戸
籍
を
つ

く
る
場
合
は
、
基
本
的
な

原
則
が
あ
り
ま
す
。

の

夲
籍
を
定
め
る
こ
と
。

＠

尸
晒
の
一
一

先
に
記
載
さ
れ
る
者
、

す
な
わ
ち
筆
頌
者
を
定
め
る
こ

と
。

こ
の
二
つ
の
原
則
は
、
い
か
な
る
一
戸

頴
に
も
欠
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
例

を
示
し
ま
す
と
｛
＊

籍
及
び
筆
頭
者
の

氏
名

｝
「
福
鳥
県
伊
達
郡
国
見
町
大
字

跡
田
字
一
丁
田
一
番
地
・
国
見
太
郎
」

を
、
戸
籍
の
表
示
と
い
っ
て

い
ま
す
。

－

「
戸
籍
謄
本
」
と
「
一
戸
籍
抄
本
」

と
は
ど
う
違
う
の
で
す
か
。

「
戸
籍
謄
本
」
と
は

。
戸
籍
の
全
部

を

謄
写
し
た
も
の
で
す

。

「
戸
籍
抄
本
」
と
は
、

必
要
と
す
る

人
だ
け
を
戸
籍
か
ら
軟
写
し
た
も
の
で

す
な
わ
ち
戸
籍
に
登
戟

ち
れ
て

い
る
人

の
一
部
ま
た
は
記

事
の
一
部
を
省
略
し

た
も
の
を
ご

尸
箱
抄
本

と
い
っ
て
い
ま

す
。
な
お
、
戸
籍
騰
本
や
戸
碍
抄
本
は

＊

碍
の
市
町
村
役
場
で
な
け
れ
ば
で

き

ま
せ
ん
。

手
数
科
は
、
戸
籍
謄
本

・
抄
本
と
も

一
枚
二
百
円
（
家
族
三
人

ま
で

）

－

戸
籍
の
こ
と
で

、
ど
う
し
た
ら

よ

い
か
わ
か
ら
な
い
複
雑
な
事

愉

が
あ
る
の
で
、
町
役
場
に
扣

該
に
行
き
た
い
の
で
す

が
・：

住
民
譚
戸
籍
係
へ
お
い
で
下
さ

い
。

身
分
上
の
こ
と
は
秘
密
を
厳
守
し
て
ご

相
鎬
に
応
じ
ま
す
か
ら
、
ご
遠
慮
な
く

ぉ
い
で
下

さ
る
よ
う
な
す
す
め
し
ま
す
。

扣
鴣
の
た
め
の
手
数
科
は
い
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
昨
年
十
二
月
か
ら
個
人
の

プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
た
め
、
戸
粫
の
公

開
が
制
限
さ
れ
ま
し
た
。
戸

籍
、
除
幕

の
閲
覧
は
で

き
な
く
な
り
、
謄
本
・
抄

夲
の
誚
求
も
、
他
人
の
も
の
は
「
使
用

目
的
」
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

〈
ふ

る
さ
と

の
歴

史

を
さ
ぐ

る
〉

伊
達
郡
の
阿
武
隈
川
沿

い
の
対
岸
に

は
、
こ
の
川
に
よ
っ
て
分
断

さ
れ
た
飛

地

が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
地
域

を
中
世
で
は
「

お
し
ぎ
り
」
と
呼
ん
で

い
る
。

国
兇
町
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
慂

江
村
は
対
岸
の
二
野
袋
村
・
向
川
原
村

寄
り
に
、
二
野
袋
村
は
徳
江
村
と
川
内

村
と
の
間
に
「
お
し
ぎ
り
」
地

が
あ
る
。

古
米
、
村
落
の
境
界
は
、
崖
に
で
も

識
別

さ
れ
や
す
い
、
山
の
陵

綴
や
河
川

に
設
定

さ
れ
る
の
が
蕃
通
で
あ
る
。
現

在
、
粟

野
と
二
野
袋
の
境
界
を
な
す
長

沼
に
し
ろ
、
ｈ

ほ
原

と
伏
黒
、
保
原

と

小
幡
の
境
界
で
あ
る
古
河
跡
に
し
ろ

。

阿
武
隈
川
の
旧
川
道
で
あ
り
、
こ
れ
ら

が
中
世
に
お
い
て
吋

境
と
さ
れ
て

い
た

こ
と
は
「
伊
遠
氏
段
找
古
松
」
な
ど
か

ら
推
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

天
文
．ｋ
年
、
伊
遼
柚
宗
に
よ
っ
て
制

定

さ
れ
た
「

塵
桴
集
」
の
九
十
条
に
は

『
川
の
ほ
と
り
の
所
帯
の
こ
と
、
押
切

は
本
地
に
つ
く
べ
し
。
川
崩
れ
は
押
付

次
第
た
る
べ
き
な
り
。（
以
下
略

）
」
と

あ
り

、
中
世

に
お
け
る
こ
の
地
方
の
武

士
遠

が
、
所
領
の
境
界
と
し

た
河
川
が

洪
水

に
よ

っ
て
川
筋
が
か
わ
っ
た
増
合

の
規
定
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。

こ

れ
を
客
約
す
れ
ば
「
川
の
流
れ

が

変
わ
り
、
所
頼

が
二
分
さ
れ
た
場
合
、

切
り
離

さ
れ
た
部
分
（

お
し
ぎ
り

）
は

も
と
の
所
輜
｛
本
地

｝
に
属
す
る
も
の

と
し
、
川
の
浸

蝕
に
よ
っ
て
削
り

と
ら

れ
た
部
分
｛
川
崩
れ
は
押
付
｝
は
糾
し

い
川
の
流
れ
を

も
っ
て
所
価
の
境
界

に

せ
よ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

吋
ｔ

頸
に
と
っ
て
所
領
は
命
を
か
け

て
守
る
地
と
さ
れ
。
所
領
の
境
界
を
め

ぐ
る
紛
争
防
止
の
た
め
に
「
塵
芥
集
」

に
成
文
化
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

川
内
村
に
は
。
延
宝
二
年

に
作
制
さ

れ
た
「
伊
達
郎
瞋
很
内
川
内
村
検
地
帳
」

が
あ

る
。
阿
武
隈
川
の
西

に
位
置
し
た

川
内
村
は
、
内
槻
に
所
属

ず
ぺ
き
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
検
地
帳
で
は
東
根

と
さ
れ
て

い
る
。
「
信
違
二
郡
村
誌
」

に
よ
れ
ば
、
川
内
村
は
上

杉
藩
支
配
の

末
期
、
万

治
二
年

に
東
横
の
緊
野
村
か

ら
分
離
し
て
一
村

を
な
し
た
と
紀
さ
れ

て

い
る
。

天

文
七
年
、
「
伊
達
氏
段
銭
古
帳
」

が
作
ら
れ
た
碩

。
阿
武

隈
川
は
、
粟
野
　

｛
川
内
村
を
含
む
｝
と
沼
袋
（
二
野
袋
）

の
境
界
に
沿
っ
て
西
大
技
の
築
館
の
下

に
達
し
、
そ
こ
で

流
れ
を
東
に
転
じ
東

大
岐
の
舘
の
山
か
ら
現
在
の
流

路
を
と

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
。
慶
長
七
年

に
書
か
れ
た
、

「
徳
江
材
観
音
富
並
寺
縁
起
Ｉ
」
に
よ

れ
ば
「
天
文
九
年
秋
古
今

舟
代
ノ
洪
水

増
来
リ
テ
、
観
音
ノ
本

堂
回
廊

鐘
桜
坊

内
三
ケ
寺

。
並
観
音
蛸
ノ
田
畑
一
時
二

流
失
ス
」
と
あ
り
、
こ
の
と
き
、
流
路

が
現
在
の
位
置
に
変
わ
り
、
川
内
の
地

城

は
、
本
村
粟
野
の
「
お
し

ぎ
り
」
地

と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

近
世
初
期
、
こ
の
地
の
耕
作
人
口
の

増
加
に
伴

い
、
粟
野
村
か
ら
分
立
し
て

川
内
村

と
な

る
が
、
裂
村
粟

野
の
羈
し

た
東
恨

を
踏

襲
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

「
お
し

ぎ
り
」
の
所
属
を

規
定
し
た

中
世
の
貫
臂
は
、
似
倒
時
代
。
伊
達
氏
の

分
国
法

「
塵
芥
梟
」
に
よ
っ
て
成
文
法

化
き
れ
、
そ
の
後
、
伊
達
氏
の
去
っ
た

磧
に
お
い
て

も
村
境
を
き
め
る
、
法
規

範
と
し
て
定
着
を
み
て
現
在
に
及
ん
で

い
る
。
　

（
石
毋
田

菊
池
利
雄
）

事
考
文
一

咄
Ｍ

町
史
幕
こ

Ｉ

・
第
四
・

一
封

誌
川
内
Ｈ

｝
．

岩
波
日
＊

思
Ｉ

大
弟

・
申
坎

取
治
杜

貪
蓴
舉

上
所
皿

「
塵

布
鳥
」
．

糲
大

史
幸
机
卜
凡
琴

中
喰
拿
閘

Ｉ
遁

世
切

期
伊
遣
一

に
お
け

る
蓐
吋
の
所

在
状
況

虞  川魂黯の を と 沿いの嘩封９･ｉＭ、驫!駿の娜l

ljls 遽氏段錢櫑lこよｰ,た．消貨ｕ 膾 ご／讌＆･I ｓをａ めた，.

 は 文  1  年 の嶋黝 ｓlj 櫚ａの魂鷦

戸
籍
の
話
　
下

窓口から
こんにちは

お
し
ぎ
り
地
と
川
内
村
の
成
立



現
代
の
若
者
達

藤
田
　
高
橋
光
子

現
代
の
若
者
建

と
い
っ
て
も
。
多
楝

多
楝
の
人
聞
が
お
り
、
個
人
く

に
ょ

っ
て
も
物
の
考
え
方
、
感
じ
方
は
違
う

の
で
、
私
白
身
の
感
情
も
ま
じ
ぇ

な
が

ら
、
白
分
の
今
持

っ
て

い
る
考
え
な
ど

を
少
し
書
き
あ
げ
て

い
っ
て
み
た
い
と

思

い
ま
す
。

現
代
の
若
書
違

に
は
、
よ
く
「
自
山
」

と
か
『
開
放
』
と
い
う
こ
と
が
さ
け
ば

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
こ

と
ば
の
近
辺

に
は
、
数
多
く
の
付
賦
的
な
こ

と
が
存

在
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
「
自
由
」

と
い
う
こ
と
ば
自
身
に
も
、
深

い
内
部

的
な
意
味
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
ふ
と
す
る
と
忘
れ
ら
れ
が

ち
で
、
か
つ
、
見
放
さ
れ
が
ら
な
も
の

で
す
。

先
日
、
私
が
友
の
家
に
行
っ
た
時
の

こ
と
で
す
。
学
生
生
活
も
今
年
一
年
で

終
り
で
、
就
暇
が
哮
ち
構
え
て

い
る
の

で
、
そ
の
友
の
お
父
さ
ん
か
ら
い
ろ

い

ろ

な
話
や
忠
告
を
聞
き
ま
し
た
。
こ
の

話
の
中
に
、
こ
ん
な
会
話
が
あ
り
ま
し

た
。
「
今
の
若
い
人
達
を
兒
て

い
る
と

ほ
ん
と
う
に
う
ら
や
ま
し
い
。
私
の
若

い
頃
は
戦
争
の
ま
っ
た
だ
中
で
あ
っ
た

た
め
に
、
学
生
と
は
名
ば
か
り
で
勉
強

も
ろ
く
ろ
く
で
き
ず
、
ま
し
て
自
由

な

ど
は
少
し
も
な
か
っ
た
。
今
の
あ
な
た

た
ち
が
遊
ん
だ
り
、
就
暇
口
を
決
め
る

の
は
ほ
ん
と
う
に
自
由
で
あ
る
。
親
が

つ
べ
こ

べ
口
う
る
さ
く
い
っ
た
と
こ
ろ

で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
決
定
す
る
の

は
自
分
自
身
の
憲
志
で
あ
り
、
自
分

に

し
っ
か
り
し
た
目
矇
と
信
念
が
あ
れ
ば

ど
λ
な
こ
と
を
し
て
も
よ

い
と
思

う
。

し
か
し
、
反
面
、
そ
こ

に
は
節
度
が
と

も
な
っ
て
お
り
、
は
っ
き
り
し
た
口
‥
樟

と
窟
志
も
な
い
の
に
、
あ
れ
を
し
た
い

こ
れ
を
し
た
い
と
い
っ
て
も
始
ま
ら
な

い
」
と
い
う
話
で
し

た
。

な
ん
と
な
く
、
こ
の
話
の
内
容

が
今

の
自
分
の
最
大
の
欠
点
と

い
う
も
の
を

き
つ
く
追
求
さ
れ
た
よ
う
で
、
私
の
胸

の
中

に
深

い
印
匁
を
残
し
ま
し
た
。

自
由
を
叫
ん
で

い
る
若
者
連
の
中

に

ど
れ
く
ら

い
の
人
が
こ
れ
ら
の
こ

と
を

わ
か
っ
て
行
動
を
と
っ
て

い
る
で
し

ょ

か
。
若
者
の
無
謀
な
行
動
に
よ
り
起
こ

る
犯
罪
。
無
意
味
な
行
勤
を
と
っ
た
り

死
を
急
ぐ
人
達
。
自
分
の
心
の
中
に
、

堅
固

な
意
志
と
強
い
信
念
が
あ
っ
た
な

ら
、
絶

対
に
そ
の
よ
う
な
行
勅
は
と
れ

な
い
し
。
ま
廴
て
は
と
ら
れ
る
は
ず
も

な
い
の
で
す
。

人
間
だ
れ
も
が
経
験
し
て
ゆ
く
胄
春

こ
の
胄
各
時
代
に
『

今
し
か
で

き
な

い

何
か
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
阿
か

が
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
を
自
分
な
り

に
感
じ
と
り
、
自
分
な
り
に
考
え
、
阡

動
し
て
ゆ
く
、
こ
れ
が
若
者

に
課
せ
ら

れ
た
義
務
で
あ
り
自
由
で
あ
る
と
思
う

の
で
す
。
こ

れ
ら
は
、
凵
で
言
う
こ
と

は
た
や
す
く
。
だ
れ
に
で
も
で

き
ま
す
。

し

か
し
、
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
実
現
し

て

い
く
か
が
問
題
で
す
。
ま
た
、
険
悔

の
な｛
い
行
動
と
い
っ
て
も
、
か
な
ら
ず

こ
れ
は
つ
き
も
の
で
あ
り
、
パ
ー
フ
ェ

ク
ト
と
い
う
こ
と
は
む
ず
か
し

い
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
自
分
の
目
標

の
半
分
で

も
い
い
、
十
分
の

Ｉ
で
も

い

い
、
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
の
満
足
感

が
昧
わ
え
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
と
思
い

ま
す
。

「
自
由
」
と
い
う
こ
と
ぱ
を
基
点

と

し
て
書
い
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
他
考

え
な
お
し
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
若

者
の
数
多
く
の
問
題
が
、
仏
遠
の
身
の

ま
わ
り
に
は
あ
る
は
ず
で
す
。

み
な
さ
ん
一
人
一
人
、
も
う
一
度
改

め
て
考
え
な
お
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
よ
う
か
。
　
　

（
ｓ
ａ

・
学
生
）

原
稿
募
集

あ
な
た
の
意
兄
、
考
え
、
感
じ
て
い

る
こ
と
な
ど
、
広
く
「
広
報
く
に
み
」

で
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
題
材

は
自
山
、
字
数
は
予
二
百
事
覆
度
で
す

企
画
課
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

８ 月　葉 月 （はづ き）

15 日 ・全国峨 没 古追悼式

18 日 ・家畜衛 生週 間始 まる

23 日 ・処暑

29 日 ・文化 財保 護法施行 記

念日 ・満 月

９月　 長 月（ ながつき）

１ 日・二 百 十日・防 災の日

８ 日・白 露･この頃ｔら秋飢が わ る )

９Ｈ ・重附の 節句

13 日 ・匱 界法 の日

イナズマ　漢字で柵妻と

昔は書きましたが、艨夬と

番くのが本当だという脱が

あります。秋になって鱸が

実るのは花粉･受精することと

小学生でも知っております。

しかし、科学的に物ごとを

説明することがで きなかっ

た普の人はこう考えました。

ｒ稲は実をはらむから女性

である。柵光の多い年は稲

の実入りがよいから、柵を

はらませているのは稲光で

それは男性にらがいない、

だから柵夫であるＪ。

心配ごと相談日

場所：役場嘸庫二階

時間：９畔～12畤

こまったことや心配ごとがろり

ましたらお気軽にご 相談'ﾄﾞきい。

秘略は絶村に守ります。

（相 該 員）

８月25 日 ( 岩　城 健　治

阿　部　キ　多

９月５凵（月）小野寺　 古　二

佐 藤 ハルヨ

９月14日（水）遠 藤　寥　市

佐 蘰　ち　か

９月24日（土）菅 野 成　古

安　藤　玉 井



ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
か
ら

現
在
、
ほ
塲
螯
臟
が
番
々
と
進
行

し

て

い
ま
す
が
、
町
巉
業
課
で
は
餓
備
地

域
を
対
象
と
し
て
、
今
険
の
農
翕
｛
水

稲
作
牋
械
化
一
Ｒ
体
系
を
主
と
し
た
第

二
次
農
業
構
造
改
粋
事
襄

｝
に
つ
い
て

農
事
の
意
向
を
調
吏
し
ま
し
た
、
そ
の

結
踝
、
各
項
目
の
内
容
は
次
の
と
お
り

と
な
り
ま
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。

第
二
次
農
楫
農
業
意
向
朗
査
結
果

祠
亶
対
取
部
落
　
2
2

部
落

調

査

対
象
数
　

剔

戸

山
経
営
農
地
の
拡
大
の
た
め
山
林
等
の

開
墾
造
成
に
つ

い
て

Ａ
造
成
し
た

い
　
1
0
0
人

云

％

）

内
訳

果
樹
園
一
7
2
人

桑

園
　
2
8人

Ｂ

考
え
は
な

い
　
2
6
8
人

ぺ
7
3％

）

叨
既
墾
地
か
ら
の
忙
換
造
碇
に
つ
い
て

Ａ
造
威
し
た

い
　
6
4

人
｛
1
7
％

｝

内
訳

野
菜
園
　
1
2
人

肌
’

咐
皿
4
9

人

桑

園
　
1
3
人

Ｂ
考
え
は
な

い
　

細
人
（
8
3
％

）

嵋
曩
寫
近
代
化
施
設
曁
孀
に
つ

い
て

Ａ
大
型
機
械
の
廊
入

に
つ
い
て

・
導
入
を
望
む
　

Ⅲ
人
（
5
8
％
）

・
必
要

が
な

い
　
1
5
6
人
（
4
2
％

）

Ｂ
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

・
設
置
し
て
ほ
し
い
1
8
5人（
5
0％

）

・
必
要
が
な
い
　
1
8
3
人
｛
5
0
％

｝

ｃ

畜
産
団
地
造
成
に
つ
い
て

・
や
り
た

い
　
　
2
3

人
（
６
％

）

・
考
え
は
な
い
　

一
卵
人
（
9
4
％

）

Ｄ
園
芸
団
地
造
成
に
つ
い
て

・
や
り
た
い
　
　
4
3

人
（
1
2
％

）

・
寿
え
は
な
い
　

一一一
人
（
8
8
％

）

Ｅ

養
蚕
団
地
造
碇
に
つ
い
て

・
や
り
た

い
　
　
3
3

人
（
９
％

）

・
考
え

は
な
い
　

一一一
人
（
9
1
％

）

Ⅲ
は
塲
螫

瞋
後
の
農
業
経
営
に
つ
い
て

Ａ
農
業
機
贓

に
つ
い
て

・
共
岡
で
や
り
た
い
2
1
2人（
5
8
％

）

・
個
人
で
や
る
　

旧
人
ａ

％

）

Ｂ
緋
作
に
つ
い
て

・
共
同
で

や
り
た
い
8
8
人
元

と

・
０
ｑ
ｎ
り
い
‥い１

３
人
一
３
％
）

・
１

ｎ

ａ

Ｅ
Ｍ

。
7
1人
５

％
）

・
佃
人
で
や
る
　

跏
人
（
5
4
％
）

ｃ

稲
作
を
機
械
化
し
た
場
合
、
余
剌

劣
働
力
｛
家
族
も
含
む

｝
が
生
じ

て
き
ま
す
が
、
そ
れ
を
何
に
向
け

て
吁

き
た

い
と
考
え
て

い
ま
す
か

‘
米
樹
の
生

産
向
ｋ

を
は
か
る

‘
施
般
園
芸
で
生
産
向
上
を
は
か
る

・
工
糾
な
ど
に
働
き
に
出

る

・
轟
嵯
経
営
で
収
人
増
加
を
は
か
る

・
養
蚕
を
拡
大
す
る

・
し
い
た
け
戦
培
を
す
る

・
安
定
し
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
る

・
出
稼
ぎ
｛
口
手
間
取
り
｝
に
行
く

・
緋
作
面

槓
が
少
な
い
の
だ
か
ら
機
械

化
は
過
剰
投
資
と
な
る
の
で
彖
剰
労
力

な
ど
は
生
じ
な
い

・
町
は
工
場
の
誘
致
な
ど
を
早
急
に
考

え
て
行
く
の
が
課
題
と
思
う

・
趣
味
を
生
か
し
て
楽
し
い
生
活
を
し

て
行
き
た
い

・
余
剰
労
力
が
出
れ

ば
、
一
部
を
余
暇

（
レ
ジ
ャ
ー
）
に
向

け
た
い

Ｄ
第
二
次
農
構
事
皷

に
つ
い
て
の
意

見

・
二
次
搆
の
早
期
実
施
完
碇
を
望
む

・
展
協
が
中
心
と
な
り
大
型
牋
械
化
に

よ
る
一
貫
体
釆
作
桑
を
す

べ
き
で
あ
る

・
個
人
の
所
有
権
を
尊
重
し
て
共
同

経

営
を
望
む

・
農
協
が
主
体
と
な
り
指
導

徹
底
は
も

ち
ろ
ん
で
あ

る
が
、
作
業
の
鴆
負
制
暖

を
確
立
し
て
ほ
し
い

・
特
産
物

の
栽
培
指
導
を
徹
底
す

べ
き

で
あ
る

・
専
業
農
家
と
蕈
業
農
家
と
の
協
爾
に

よ
り
受
託
梼
作

が
で
き
る
よ
う
な
指
導

が
必
要
で
あ
る

・
農
家
の
手
取

り
収
入

が
少
な
く
な
る

お
そ
れ
が
あ
る
の
で
彖
刺
労
力
の
配

分

の
指
導

が
大
切

・
現
在
あ
る
機
械
の
処
置
を
ど
う
す
る

か
、
そ
の
方
法
を
考
え

て
い
か
な
け
れ

ば
大
変
む
ず
か
し
い

・
大
型
機
械
導
入
に
よ
る
機
械
化
貧
乏

に
な
ら
ぬ
よ
う
共
同
化

、
協
業
を
は
か

久

ｎ
理
化

に
よ
っ
て
無

駄
の
な

い
鰹
ぎ

を
考
え
て
も
ら
い
た
い

・
補
助
金
や
制
度
資
金

の
有
効
な
活
用

で
経
営
規
隕
拡
大
と
農
家
の
経
営
の
安

定
を
は
か
ら
れ
る
よ
う
な
指
導
を
望
む

Ｏ

産
業
課
で

は
、
こ
れ
ら
の
帖
果
を
崎

ま
え
て
。
裙
二

農
業
棡
造
改
笄
事
業
を

禎
極
的
に
推
し
違

め
て
行
く
考
え
で
す

の
で
よ
ろ
し
く
ご
協
カ
ド
さ
る
よ
う
む

噸

い
し
ま
す
。

き
ぴ
し
い
情
匁
に
あ
る
農
業
問
題

電

線
に
注
意

電

線
の
近
く
で
作
業
を

す
る
と
き
は
、
お
近

く

の
東
北

電
力
へ

必
ず
ご

連
絡
下

さ
い
。

電
気
安
全
東
北
委
員
会
　

東
　
北
　
電
　
ヵ

補
助
事
業
は

事
前
に
相
談
を

産

業

謙

與

｛

農

林

商

工

｝

の

た

め

の

国

・

県

補

助

事

業

は

、

多

く

の

種

類

が

あ

り

ま

す

。

し

か

し

、

補

助

事

翕

を

癢

得

す

る

に

は

そ

の

畤

そ

の

川

で

は

間

に
へ
Ｕ
い

ま

せ

ん

。

气

二

年

前

に

事

業

計

画

を

樹

立

し

、

申

誚

、

隙

情

な

ど

を

し

て

行

か

な

け

れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
町

嶇
業
課
と
、
予
算
の
問
題
、
補
助
金
、

亊
業
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
よ
く
相
談

し
て
下
さ
い
。

産
業
踝
で
は
積
極
的
に
産
業
振
興
の

た
め
に
課
員
一
同
、
全
力
を
上
げ
て
み

な
き
ま
の
た
め
に
役
立
ち
た
い
と
期
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
遠
慮
し
な
い
で
相

談
に
來
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
切
に
望
ん

で
お
り
ま
す
。

今
後
の
農
業
を
考
え
る



着
々
す
す
む
鳥
取
林
道

森
林
資
源
の
開
発
に

公
共
事
業
の
一
般
林
道
闘
設
事
業
と

し
て
始
ま
っ
た
鳥
取
林
道
工
事
も
こ
と

し
で
三
年
目
を
迎
え
、

着
々
と
工
事
が
進
ん
で

お
り
ま
す
。

鳥
取
林
道
は
、
森
林

の
育
碇
と
管
理
、
農
山

村
地
城
社
会
の
振
興
を

口

的
と
し
て
、
昭
和
五

十
年
に
着
手
、
白
石
市

小
原

字
百
翦
山
を
起
点

と
し
、
鳥
取
・
内

谷
の

林
地
を
横
断
。
内
谷
字

胡
桃
作
｛
く
る
み

が
さ

く
）
地
内
の
県
道
赤
井
畑
国
見
繍

と
接

続
す
る
総
延
長
約
四
〇
〇
〇

メ
・
’
ト
ル

。

幅
員
四
メ
ー
ト
ル
の
砂
利
道
で

す
。

当
林
遺
事
桑

は
、
国
庫
補
効
率
四
五

％
、
県
費
補
助
率
二
七
・
五
％

、
町
負

担
と
し
て
こ
七
・
五
％
の
資
僉
構
成
で

あ
り
、
高
率
補
助
事
業
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
林
道
は
串
の
発

遠

に
よ
り
非
常

に
公
共

性
の
高

い
道
路

と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
い
皐
公
害

な
ど
の
副
産
物
が
出
て
い
ま
す
。
空
カ

ン
、
ク
ズ
が
散
乱
し
て
い
る
の
が
目
に

つ
き
、
タ
バ
コ
の
投
げ
捨
て
に
よ
る
山

火
事
も
新
聞
な
ど
で
報
道
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
大
切
な
緑
を
守
る
こ
と
は
。
引

い
て
は
大
地
の
荒
廃
を
招
く
の
を
防
ぎ

ま
す
。
山
地
災
書
、
が
け
崩
れ
、
輿
常

出
水
な
ど
は
森
林
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
く
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
、
林
道
な
ど
森
林
責
禅
の

開
発
に
林
道
は
大
切
な
役
創
を
果
た
し

て
い
る
の
で
す
。

福
島
県
「
放
送
の
歴
史
」

資
料
写
真
を
募
集

Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
は
、
昭
和
五
十
六
年
二
月

に
放
送
開
始
円
十
周
年
を
迎
え
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

、
こ
れ
ら
た
ど

つ
て
き
た
放
送
の
足

跡
を
写
裏
。
資
糾

と
し
て
ま

と
め
、
巉
世
に
伝
え
よ
う
と
、

次
の
要
領
で
放
送
に
閧
す

る
写
真
を
募

集
し
て

い
ま
す
。

○
募

集
期
間

八
月
一
日
Ｉ
九
月
十
Ｈ

ｏ

写
輿
受
付
窓
口

Ｎ
Ｈ
Ｋ

福
鳥
放
送
局

〒
9
6
0
福
島
市
北
五
老
内
町
一一

五

一
・
　
ｅ

福
鳥
三
五
一

一
一
九
一

〇
資
料
（
展
示
）
の
取
扱
い
他

県
内
Ｎ
Ｈ
Ｋ

各
放
送
局
兄
学
者
ロ
ピ

ー
に
展
示
す
る
ほ
か
、
福
鳥
市
制
七

〇
周
年
記

念
市
民
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

会
増
｛

福
鳥
市
市
民
福
祉
会
館

｝
催

し
物
会
増
に
掲
出

※
協
力
者

に
は
、
粗
品
で
は
ご
ざ

い
ま
す

が
記
念
品

を
さ
し
あ
げ

ま
す

。

善
意
の
窓

町
社
会
福
祉
協
誚
会
へ

＠
八
鳥
英
雄
さ
ん
　
　
　

十
万
円

（
山
崎
宇
小
林
八
）

乳
児
検
診
と
保
健
指
導

次
の
日
程
で
乳
児
検
診
を
実
施
い
た

し
ま
す
の
で
、
赤
ら
や
ん
の
発
育
観
察

と
正
し

い
養
宵
に
ぜ
ひ
受
け
て
Ｆ

さ
い

○
該
当
者

昭
和
5
1
年
８
月

～
5
2年
５
月

生
ま
れ

町民福祉センター｛ 老人子供童｝

午後１時加 分より２時 まで受付

こ
の
道
は

あ
す
に
向
か
っ
て
進
む
道

八
月
は
道
路
を
守
る
月
間

小
坂
峠
近

く
の
鳥
取
林
道
入
口

年度 施行ｉ 長 事業費（鱸助金）

M1

51

52

58E

398
8朷 １肖切）

1,2

1.425
2.8

5 )万円

033 )

2. 6 )
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お
知
ら
せ

自
衛
官
を
志
す

若
者
の
た
め
に

さ
わ
や
か
な
青
審
、
こ
の
時
代
を
大

切
に
自
分
の
た
め
、
将
来
の
た
め
、
析

し
い
技
術
を
身
に
つ
け
よ
う
Ｉ

防
衛
庁
で
は
随
時
、
自
衛
官
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

Ｏ
応
算
資
格

十
八
歳
以
上
。
二
十
五
歳
未
満
の
日

本
国
籍
を
有
す
る
男
女
子

○
試
　

験

筆
記
試
験
、
身
体
検
査
、
口
述
賦
験

Ｏ
合
格
発
表

合
格
者
に
は
賦
験
険
お
お
む
ね
一
ヵ

月
以
内
に
、
採
用
予
定
通
知
と
入
隊

案
内
を
送
り
ま
す
。

○
初
任
給

七
万
八
千
五
百
円
。
十
ヵ
月
陵
、
八

万
五
干
円
と
な
り
。
そ
の
後
年
一
回

昇
給
。
衣
・
食
・
住
は
無
科
で
す
。

○
賞
　

与

年
三
回
、
五
ヵ
月
分
、
そ
の
他
符
別

退
職
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

く

わ

し

く

は

、

自

衛

限

福

鳥

募

集

事

務

所

（

眥
四

六
一

一

九

二

〇

）

ま

で

お

気

軽

に

お

た

ず

ね

く

だ

さ

い

。

三

種

混

合

、

予

防

接

種

《
百

日

せ

き

、

ジ

フ

テ

リ

ア

、

破

傷

風

》

予

防

接

槞

法

の

規

定

に

基

づ

き

次

に

よ

り

実

施

し

ま

す

の

で

、
‘
該

当

者

は

記

人

し

た

問

診

票

と

母

子

手

帳

を

持

参

し

て

受

け

て

下

さ

い

。

該

当

奮

第

一

期

…

昭

和
4
9
年

４

月

２

日

～
5
0
　

年

４

月

１

日

生

第

二

期

・
：

昭

和
4
8
年

４

月

２

日

～
4
9
　

年

４

月

１

日

生

な
お
、
一
期
の
該

当
は
３
回
接
種
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
あ
と
は

十
月

と
十
一
月
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

結

核

検

診

の

サ

ー

ビ

ス

先
に
地
区

ご
と
に
実
施
し

た
結
核
健

曝
診
断
の
際
に
。
郎
合
で
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
方
々
の
た
め
、
次
の
日
程
に
よ

り
サ
ー
ビ
ス
検
診
を
実
施

い
た
し
ま
す
。

ご
存

知
の
よ
う
に
こ
の
検
診
は
、
結

核
予
防
法
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年

一
回

必
ず
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

。
自

己

の
健
康
管
理
の
た
め
に
愚
非
受
け
て

く
だ
さ

い
。

な
お
、
当
日
は
先
に
お
渡
し
し
た
個

人
禁

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｏ
日

時
八
月
二

十
七
日
（
土
）

午
後
一
時
か
ら
四

時
三
十
分
ま
で

○
場

所
国
兇
町
役
場
玄
関
前

※
次
の
方

は
除
か
れ
ま
す
の
で
通
知

の
届

い
た
方
は
保
健
課
（
有
４
１

６
５
）
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

学
生
、
長
期
寮
費
者
、
歩
行
困

髓
者
、
堙
美
容
裏
古
、

グ
リ
ー

ニ
ン

グ
業
者
、
職
場
で
受
診
す

る
人
、

妊
婦

編

集

日

記

狄
釆
ぬ
と

目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も

風
の
會
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る

夏
は

い
ま
曜
り
と
い
う
の
に
、
朝
夕

の
風

に
し
の
ぴ
よ
る
秋
の
訊
配
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。
ふ
と
見
上
げ
る
空
に
は
、

お
し
ろ

い
ぱ
け
で
サ

ッ
と
は
。い
た
よ
う

な
絹
雲
が
現
わ
れ
始
め
ま
し
た
。

Ｏ
五
十
二
年

度
の
国

保
税
の
税
率
が
決

ま
り
、
八
月
に
納
め
て
も
ら
う
国

保
税

は
今
年
度
の
確
定
課
税
で
す
。
わ
が
町

は
、
国
保
税

は
高

い
方
で
す
が
。
そ
れ

だ
け
吠
者
に
か
か
っ
て
お
り
、
ま
た
、

か
か
り
や
す
い
と
い
う
恩
恵
に
欲
し
て

い
る
わ
け
で
す
。

○
花
火
大
会

が
二
十
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

花
火
と
と
も

に
。
遇
ぎ
ゆ
く
友
の
名
残

を
惜
し
み
ま
し
よ
う
。

町
県
民
税

国

保

税

第
二
期

お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す

’
七

り

中

に

騷

ｌ

ら

れ

た

力

｝
｛

欷

毎

略

｝

一
父
の
氏
・
｀
’
　

一
子
の
″
｀
｝

［
郎
一

・

中

村

洋

平

浩

之

小

舘

佐

藤

孝

一
　

奈

峨

美
　

石
毋

田
東

野

村

忠

造

正

勝

板

檎

大

友

文

］
　

裕

子

大

町

北

佐

藤

消

二

真

紀

子

内

谷

家

高

僑

仁

一
　

美

紀
　

・

‘
池

谷

由

明

憲

由

光

明

寺

佐

藤

驚

夫

和

弘

栴

七

佐

藤

昭

夫

洋
　

一
　

町

東

松

田

富

男

幸

岐

貝

田

斎

雌

正

昭

由

美

子

錦

町

僅

藤

英

雄

大

輔
　
　

・

お
く
や
み
申
し
あ
げ
ま
す

ｉ

ｎ

巾
に
届

け
ら
れ

た
方
こ

喰
棒
略

｝

松
浦（

ツ
ヨ
　
7
2
　

本

町

阿
部

庄
三
　
5
8
　

富

家

高
檎

ミ
キ
　
7
4
　
山
崎
北

石
川
は
る
み
　
2
5
　
第

四

古
川

ヨ
ウ
　
6
2
　
大
町
南

羽
横
田
忠
男
　
5
0
　
　
・

古
田
　
ユ
キ
　
8
2
　
駅

加

鈴
木

貞
助
　
7
5
　
小

坂

八
鳥

好
雄
　
5
1
　
滝

山

各地区とも午後１時15分から45分まで

別区地 日月 所鳩

田藤 ％ ｀心学Ｅ藤

坂小 ％ 館″″ｄＪＪ

″皿森 ％ ｀″作Ｊ森

戸木大 ％ 館…叫″

今
月
の
納
税
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