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人 口 と 世 帯

s4.8.1現在
（前月比 ）

男5.792 人(  十 IO)

女6  靆 4 】人(  十 14)

al】し 933人(  十 24 )
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おもな内容

○国民健康保険のあらまし……２～５

０あの人この人…………………４～５

一 佐久間脯雄さんー

○公民館だより…………………６～７

０ゴミの処理に一言…………………９

０おしらせ……………………………10

父・娘
中　 山　　 隆 さん(  54 )

長女 恭　 子 さん(31)

（光明寺字鹿野山３の３）

中山さ んがこの地で養鶏を始めたのは昭和
35年。最初は100 羽から。それが現在約８万

羽 。一日４万3000 個の卵を生溲する大養鶏囓

を作り上げた。r 娘に喜んで家を 継いでもら

うにはどう すればよい かと考え てー。やはり

麗力ある 仕事でなく ては」。恭子さんはもち

ろんお父さんの愚志を 継ぎ 。期紬にこたえて
いる。

しぱら＜卵価の低落が綫いて同養者の倒産

もあったが。その中を生き残ってきたのは中
山さんのすぐれた経営能力にほかならない。

規榎の大きいところはもっとあるが中山 曩鶏

場の経営内容は日本一だそう である。



病
気
や
ケ
ガ
は
、
あ
る
日
突
然
に

わ
た
し
た
ち
を
お
そ
う
こ
と
が
多
い
も
の
で

す
。
そ
ん
な
時
、
お
金
が
な
く
て
か
か
れ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
ら
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
。
肉
体
的
。

精
神
的
苦
痛
だ
け
で
な
く
、
経
済
的
苦
痛
ま
で
を
も
背
負
い

こ
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

幸
い
、
現
在
わ
が
国
に
は
「
国
民
皆
保
険
」
と
い
う
制
度
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
ふ
だ
ん
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
に
応
じ

て
お
金
を
出
し
合
い
、
病
気
や
ヶ

ガ
に
あ
っ
た
時
の
医
療
贄
に
あ

て
よ
う
と
い
う
、
相
互
扶
助
を
目
的
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
。

さ
て
、
町
民
の
半
数
以
上
が
加
入
し
て
い
る
国
民
健
康
保

険
は
、
農
業
や
自
営
業
な
ど
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し

な
い
す
べ
て
の
人
を
対
象
に
し
て
い
る
保
険
で
、
七

月
の
臨
時
議
会
に
お
い
て
五
十
四
年
度
の
税

率
が
決
ま
り
ま
し
た
。
　
今
月
は
、

こ
の
国
保
の
し
く
み
な
ど
に
つ
い

て
取
り
上
げ
ま
し
た
。

適
正
受
診
の
現
れ

少
な
く
な
っ
た
医
療
費

昭
和
五
十
四
年
度
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
予
算
総
額
は
四
億
七
百
四
十
七

万
円
で
、
前
年
同
期
に
比
べ
三
千
七
十

九
万
円
（
約
七
％
）
少
な
い
、
九
十
三

％
の
予
算
規
模
と
４

つ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
。
五
十
三
年
度
に
お
い
で
加

入
者
の
み
な
さ
ん
が
健
康
管
理
に
注
意

し
。
適
正
受
診
に
心
が
け
た
結
果
で
、

五
十
四
年
度
も
こ
の
傾
向
が
続
く
も
の

と
し
て
予
算
を
推
肝
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
国
保
は
み
な
さ
ん
の
家

針
と
岡
じ
で
、
医
療
費
が
少
な
く
な
れ

ば
み
な
さ
ん
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
国

保
税
も
少
な
く
な
り
ま
す
。

国

保

税

率

決

ま

る

当
初
予
算
に
対
し

二
千
万
円
の
減
税

国
保
税
は
他
の
健
康
保
険
な
ど
の
保

険
科
に
あ
た
る
も
の
で
、
医
療
費
な
ど

保
険
給
付
の
財
源

に
な
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
医
療
費
が
増
え

る
ほ
ど
国
保
税

は
高
く
な
る
し
く
み
で
す
。

と
こ
ろ
が
わ
が
町
は
、
五
十
三
年
度

の
医
療
費
の
実
績
の
伸
び
率
は
六
・
六

％
増
と
例
年
の
半
分
だ

っ
た
こ
と
、
ま

た
、
今
度
の
二
千
万
円
の
減
税
に
よ
り
、

五
十
四
年
度
の
国

保
税
予
算
顔
は
一
億

二
干
三
百
六
十
五
万
八
千
円
と
町
年
度

の
九

丁

三
％

の
予

算
税
額
と
な
り
ま

す
。

国 見 町 の54 年 度 の 国 保 税 率

の所得割2.  %　(i) 資産割.52  %

(豐 が'7.328 ｓ　4  等 割 1L497･|

たとえば町の平均は

所得別課税標準　　990,00()円

固定資産税韻　　　30,000 円

一世帯当り被保険者　　4 Å

① 98  ,  1×-1!fを-  .314 円

(i)30,000 ×.52 7.6 円　
合 計

.7 円

仭　４人×7.328 円-29.312 円

ｇ)一 ｔ 帯　　　 】1.497円

国保決定年税額 閥 諸 閥円

※最高限度額は22万円となります。

7％の減
特別会計予算



出ずるを制す

国民健康保険

,86歳 で病気知らずの佐藤繁三さん

､ポクもとても丈夫だよ一永井淳志 クン

健康優良家庭紹介

（55 世麕）○ 印 ２年 連続の案 庭 ｕI 世帯）

譚 田 地 区｛23 家庭｝波辺フジ．鰰 正岨、阿部文子

村 上桂子．山田芳弘 、秦 禎 三、大森忠 治郎 ．鈴木食治

鳶藤 賻．狆砂みさを、銅賀アキ、峨滷セ･冫、1竭口信 斃
○浅野幸次邸、ｏ伊 東 正、武Ⅲ ハツ４、宍戸 晢
弁砂のりえ、涓田忠三郎、平沢.  蘢 ﾖ･嵐ユキノ

○伊東‐ 永、永井義次
小 坂 旭 区｛11 家庭｝○野村伍平、○ 長谷川昭寿、実沢

愎藍 高橋鐔泊、僅藤只之、僅雌聯男、宍戸平助、高野

久古 鴨囲‐ 男．０ 菅野秋錐．佐久間喜三郎
轟江野地区｛７家庭｝隍藤善藏、大液フ キ．菊地利市
八巻 正.  踐 藤 彦 衛、菊地審樹、和象さい予

大木戸地区（９家庭）○佐藤繁Ξ ．渋谷吉夫、佐藤 広

○長谷川芳男、○遠雌マツエ、志村謙三、〇吉川弥古

長谷川多寡夫、吉田 タカ
大 枝 釶 区（５家庭）新井玄 關．瀬戸周蔵．鈴木佐次郎

○鈴木三好、鈴木政治

国 見町と隣接町の税率一覧表 （予定）

;l項 目国見I 】桑折●1伊達町俣原町梁川町霊山町月舘町川俣町飯野･「

S4

年

度

所得割 2.j 3.98 3.31 3.79 3. 4.20 436 5.24 3.S8

資産割 25j 36.5143.2132.3C31. .85 3L52 41.5032. 的

均等割
●卜・

7,3ぶ 8.Xy78.3668,3SC7,S008.a338,Z432.28 8. 9

平等割
.49
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,
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53
年
度

世帯数 i.73f 1,975l.  加 4 3,1953. 4 1､997 986
2. 圏 3 ｜,049

搬 保 険

63 6.4 3. 6 11,38S14.X507,7353 2.497 3. 四 5

五
十
五
世
帯
が
健
康
優
良
家
庭
に

さ
る
七
月
十
八
日

に
行
わ
れ
た
国
保

運
営
協
議
会
に
お
い
て
、
こ
の
一
年
間

に
一
度
も
医
者
に
か
か
ら
な
か
っ
た
鯉

眼
優
良
家
庭
を
表
彰
、
佐
藤
町
長
か
ら

表
彰
状

と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
制
度
は
昨
年
か
ら
始
め
ら
れ
、

今
年
は
五
十
五
既
帯
が
該
当
。
し
か
も

二
年
迎
続
の
家
庭
が
十
一
世
帯
あ
り
ま

す
。わ

が
町
は
医
療
機
関

が
発
建
し
て
医

者
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
と
は

い
え
健
康

は
何
も
の

に
も
代
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ふ

だ
ん
体
に
気
を
つ
け
、
毎
年
こ
の
よ
う

な
家
庭
が
増
え
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。

さ
て
、
今
年
の
健
康
優
良
家
庭
の
中

で
特
に
、
お
年
寄
り
を
赤
ち
や
人
の
い

る
二
つ
の
家
庭
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

○

佐

藤

繁

三

さ

ん

｛

家

族
‘
｝人

）

ＮＲ
Ⅲ
事
大
師
一
‘四

繁
三

さ
ん
は
今
年
八
十
六
歳
。
も
う

向
十
年
も
医
者

に
か
か
っ
た
こ
と
が
な

く
、
も
ち
ろ
ん
今
も
ど
こ
も
悪

い
と
こ

ろ

が
な
い
と
い
う
幸
せ
な
お
じ

い
さ
ん

で
す
。
健
康
の
秘
け
つ
は
規
則
正

し
い

生
活
を
守
り
、
悲
観
し
た
り
く
よ
く
よ

し
な
い
こ
と
。

昼
は
田
畑

に
出
て
働
き
。
夜
は
一
合

の
晩
酌
と
テ
レ
ビ
が
楽
し
み
と
か
。
今

後
も
体
を
大
切
に
し
、
ま
す
ま
す
元
気

で
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

〇
永

井
義

次
さ

ん

（
家
簪
こ
人
）

山
崎
字
北
古
鯨
八

永
井
さ
ん
の
お
宅
は
。
去
年
の
六
月

に
生
ま
れ
た
淳
志
ち
ゃ
ん
を
含
む
三
人

家
族
。
淳
志
ち
ゃ
ん
は
生
ま
れ
て
か
ら

約
一
年
間
、
カ
ゼ
ひ
と
つ
ひ
か
ず
元
気

に
育
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
孔

児
が
い
る
家
庭
で
医
者
に
か
か
ら
な
い

こ
と
は
本
当
に
め
ず
ら
し
い
こ
と
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

お
母
さ
ん
の
美
江
子
さ
ん
は
「
と
く

に
無
理
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
。
ご

く
普
通
に
育
て
て
い
ま
す
。
あ
ま
り
神

経
質
に
な
ら
な
い
の
が
い
い
の
で
し
ょ

う
か
」
と
躇
っ
で
く
れ
ま
し
た
。

医

療

に

か

か

っ

た

お

金

三

僮

六

千

八

百

二

十

万

円

歳
出
総
飯
の
九
〇

・
四
％
に
あ
た
る

三
池
六
千
八
百
二
十
万
円
は
保
険
給
付

賢
に
あ
て
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
国
保
に
加
入
し
て

い
る
方

が
病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払
う
三
割
分

の
残
り
の
七
割
分
と
、
乳
児
・
老
人
医

鍛
費
の
十
割
負
担
分
、
そ
れ

に
高
額
医

療
費
な
ど
の
医
僚
福
祉
制
度

に
要
す
る

費
用
で

。
月
平
均
に
す
る
と
三
千
六
十

八
万
円
以
上
の
給
付
額
と
な
り
ま
す
。

（

次
ペ

ー
ジ
ヘ

続
く

）



医 者 さ ん を 信 頼しよう

国民医療費10兆円
医療費が年々増加しているのはなぜなのでしょうか。
物価や人件費の上 蹂に伴う診療費引き上げの影響、鷁学の進歩な

どがありますが、恋者の方はどうでしょうか。

現在は腐気になっ て診療を受けても窓口で払うのは吸用の三割で
すみます。このように国保に加 入していると多献の治療費を支払 わ

ないですみますが、ともすると安 易に医者 にかかるとい うことはな

いでしょうか。
医療賢は川える一方で、【Ｓ保の台所は苦しくなるば かりです｡’注

射をしてほしいJI 薬 がはしいＪ とねだったり、医 院を次々と代 え

たり、降合室をサロ ンがわりにするなどといったことのないように
医師を信頼し、指示 をよく守ることこそ病気 を早く戚 ずい ちぱ んの

近道なのです。

時間外診療 は慎重に
急に倒れたり漱痛におそわれたなど やむにやまれぬとき!よ別にし

て、深夜や休日など診療時間外の受診1よできるだけひかえましょう。
時間外に診摩を受けた場合は加算利増料金がかかります。また。

お医者 さんもわたしたらの健康保持のためにたいへん疲れています。
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り ましょ
う。

一 服 の 薬 も

尊 い み ん な の 負 担

服用時閥を守り水でのむ

最
近
の
薬
は
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
が
し

て
あ
り
、
胄
で
と
け
る
薬
。
膓
で
と
け

る
薬
、
ま
た
、
徐
々
に
長
時
間
効
果
の

あ
る
よ
う
に
し
た
薬
も
あ
り
ま
す
。
お

茶
や
コ
ー
ヒ
ー
で
鉄
剤
を
の
み
ま
す
と

吸
収
を
悪
く
し
ま
す
。

ま
た
、
あ
る
種
の
抗
生
物
質
は
。
牛

乳
や
制
酸
剤
と
の
み
ま
す
と
吸
収
が
悪

く
な
り
ま
す
。
ま
た
。
精
神
安
定
剤
や

催
眠
剤
は
ア
ル
コ
ー
ル
性
飲
料
で
の
ま

な
い
で
く
だ
さ
い
。
よ
く
水
な
し
で
薬

を
の
む
方
が
あ
り
ま
す
が
、
藁
が
と
け

医療費はこのように
負担されています

病院で治療 を受け 、

窓口で支払うの は３割

です が、あとは国 が4.5

割 、残りの2.5割は､ 皆

さんが納められる保険

税 でまかなわれます。

ず
効
果
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
ア
ス
ピ

リ
ン
の
鳩
合
で
す
と
、
空
腹
時
に
水
な

し
で
の
む
の
と
、
食
後
に
多
量
の
水
で

の
む
の
と
、
ま
た
、
ア
ル
コ
ー
ル
性
飲

料
で
の
む
の
と
で
は
冐
帖
膜
に
篥
大
な

彫
響
差
が
み
ら
れ
ま
す
。
（
食
後
に
多

皿
の
水
）
で
の
む
こ
と
で
す
。

貪　 前

冐の中に戴物がは

い５ぐいない瓶Ｓ

です．

食事は壜噂後加分

以ましてからにし

ます．

盒　 後

霖の中に食物があ

る駛悠です．

貪事皿から胯分ぐ

らいに瑕痢し泰す．

食　 閠

食事と次の食事と

の鵜とａう霖練？

食糧２叶間ぐらい

です．

４蒔閨ごと

６畤閾ごと

いつも体円にその

驫が一定11あって

幼淤がつづいてあ

らりａるよう|こす

４Ｕ的で食事には

関係がありません．

靈黷畸

夜ねる痾か，鵯旱

くのことで繼扁皿

少なくとt,一叫関

以上は食事をしな

いこと．

あ
の
人
こ
の
人

国
兇
町

の
学
校
給
食

が
、
み
そ
汁
だ

け
の
補
食
か
ら
主
食
と
お
か
ず
の

い
わ

ゆ
る
完
全
給
食
へ
移
行
し
た
の
は
昭
和

三
十
九
年
で
あ

る
。
そ
の
主
食
は

い
う

ま
で
も
な
く
パ
ン
で
、
現
在
は
一
部
米

飯
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在

も
パ
ン
が
主
役
に
変
り
は
な
い
。
小
学

校
入
学
か
ら
中
学
校
卒
業

ま
で
の
九
年

間
、
毎
日
学
校
で
食
べ
る
こ
の

パ
ン
が

お
い
し
く
な
か
っ
た
ら
子
ど
も
た
ら
は

か
わ
い
そ
う
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
町

の
児
童
生

徙
た
ち
が
食
べ
て
い
る
給
食
パ
ン
は
県

下
で
も
品
質
の
よ

さ
で
折
り
紙
つ
き
の

バ
ン
で
あ
る
。

佐
久
間
バ
ン
店
、
佐
久
間
勝
雄
さ
ん
　

（
藤
田
字
町
尻
二
、
７
）
は
こ
の
学
校

給
食
パ
ン
を
つ
く
り
続
け
て

も
う
十
五

年

。
今
で
は
お
い
し

い
バ
ン
づ
く
り
で

実
績
の
あ
る
こ
の
業
界
の
第

一
人
者
だ
。

毎
年
二
回
。
県
教
育
委
員
会

と
学
校

給
食
会

が
学
校
給
食
パ
ン
の
品
質
批
判

会
を
聞

き
、
専
門
家
に
よ
る
判
定
結
果

が
発
表

さ
れ
る
。
娩
き
ぐ
あ
い
な
ど
の

外
観
か
ら
触
感

番
り
、
昧
な
ど

の
中
味
ま
で
細

部
に
わ
た
っ
て

判
定
さ
れ
る
。

佐
久
間
さ
ん
の

パ
ン
は
古
く
か

ら
故
あ
る
業
者

の
中
で
い
つ
も

優
秀
な
成
績
を

学校給食パンづくり一筋

佐久間勝雄さん



跨
っ
て
き
た
。

百
点
満
点
で
常
に
九
十
点
台
を
維
持

し
他
を
断
然
圧
し
て
、
県
の
表
彰
も
受

け
て

い
る
。

「
抜
き
取
り
検
責
な
の
で
、
製
造
側

に
は
い
つ
、
ど
の
パ
ン
が
検
査
を
受
け

る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
毎
日
毎
日
精
一

抔
つ
く
っ
て
い
る
だ
け
で
す
」
。
常
に

高
い
水
準
で
品
質
が
安
定
し
て

い
る
秘

け
つ
は
、「
パ
ン
づ
く
り
は
生
き
も
の
を

扱
う
の
と
同
じ
で
す
。
粉
の
仕
込
み
か

ら
焼
き
ま
で
家
内
と
二
人
で
愛
情
を
こ

め
て
つ
く
っ
て
い
ま
す
」
。
と
い
う
個

人
企
業
の
手
づ
く
り
の
昧
に
あ
る
よ
う

だ
。
よ
そ
の
業
者
は
少
く
と
も
五
、
六

人
で
の
分
業
な
の
で
一
貫
し
た
職
人
の

腕
が
生
か
さ
れ
ず
品
質
に
バ
ラ
つ
き
が

あ
る
と
い
う
。
「
技
術
的

に
は
焼
く
温

度

と
時
間

と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
し
か

し
、
口
で
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。

畏

い
経
験
か
ら
つ
か
ん
だ
カ
ン
で
す
ね
」

と
も
。
今
、
他
店
で
峰
業
し
て

い
る
息

子
さ
ん
が
い
ず
れ
帰
っ
て
家
桑
を
つ
ぐ

予
定
だ
と
聞

く
が
、
「
家
に
も
ど
っ
て

も
当
分
は
ま
ご
つ
く
く
で
し
ょ
う
ね
。

じ
っ
く
り
き
た
え
ま
す
」
。
と
将
来
の

跡
鞋
ぎ
に
憂
い
は
な
い
。

先
代
か
ら
菓
子
づ
く
り
を
し
こ
ま
れ

た
が
。
パ
ン
づ
く
り
に
興
味
を
持
ち
梁

川
の
パ
ン
屋
さ
ん

に
技
術
を
学
ん
だ
の

は
二
十
五
年
も
前
の
こ
と
。
情
触
に
燃

え
て

い
た
当
時
毎
朝
二
時
起
き
で
自
転

車
で
通
っ
た
。
一
週
聞
で
バ
ン
つ
く
り

の
方
法
を
の
み
こ
み
そ
の
険
独
立
独
歩

で

う
ま
い
パ
ン
づ
く
り
に
工

夫
を
重
ね

て
来

た
。
今
で
は
同
業
者
に
ど
こ
で
技

術
を
学
ん
だ
か
と
よ
く
聞
か
れ
る
ほ

ど

の
腕
だ

が
、
努
力
と
研
究
然
心
の
た
ま

も
の

に
違

い
な

い
。

現
在
町
内
各
小
中
学
校
に
納
品
す
る

パ
ン
は
約
千
六
百

個
で
あ
る
。
そ
れ
ら

が
粉

か
ら
パ

ーノ
に
生
ま
れ
変
る
ま
で
約

六
時
間
の
作
業
で

あ
る
。
機
械
の
故
陣

や
急
な
停
電
な
ど
万
一
の
事
故

に
瞋
え

納
品
の
前
日

に
焼

き
あ
げ
て
お
く
。

給
食
パ
ン
は
毎
日
の
子
ど
も
た
ち
の

命
と
も
な
っ
て
い
る
も
の
「
二
人
だ
け

の
工

場
で
す
か
ら
休
ん
だ
り
で
き
ま
せ

ん
。
パ
ン
を
納
品
し
て
か
ら
十
五
年
間

他
の
業
古
の
応
援
を
も
ら
っ
た
の
は
痢

訊
で
休
ん
だ
二
日
間
だ
け

」
と
い
う
。

ま
た
、
集
団
給
食
の
た
め
こ
と
の
ほ
か

工
鳩
内
の
衛
生

に
は
気
を
つ

か
う
。
も

ら
ろ
ん
今
ま
で
不
禅
事
は
一
度
も
な
い
。

各
学
校
へ
の
配
送
も
た
い
へ
ん
な
仕

事
。
特

に
冬
場
は
、
た
と
え
バ
ス
が
不

通
で
あ
っ
て
も
パ
ン
を
届
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ス
コ
ッ
プ
持
参
の
霄
か
き

作
業
が
つ
い
て
回
る
日

も
し
ば
し
ば
。

こ
の
商
売
、
毎
日
の
健
康
に
最
も
気
を

つ
か
う

き
つ

い
仕
事
で
あ
る
。

以
前
町
内
に
六
軒
あ

っ
た
バ
ン
製
造

店
は
今
で
は
た
だ
一
軒
こ
こ
だ
け

と
な

っ
た
よ
う
に
、
大
ｌ
堝
で
の
マ
ス

プ
ロ

製
品

が
で
ま
わ
る
昨
今
、
せ
め
て
学
校

で
子
ど
も
た
ち
に
は
手
づ
く
り
の
お

い

し

い
バ
ン
を
食
べ
さ
せ
た
い
も
の
。
佐

久
間
さ
ん
の
パ
ン
づ
く
り
二
十
五
年
の

腕
に
ま
す
ま
す
期
侍
し
た
い
。

昭
和
七
年
生

国
保
と
交
通
事
故

●
ヶ

ガ
の
治
療
は
国
保
で
も
で
き
る

騰
に
も
述

べ
る
と
お
り
、
医
療
費
を

｛

時
立
替
え

る
だ
け
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が

国
保
で
治
僚
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

●
国
保
で
治
療
を
受
け

る
と
き
の
届

出

国
保
で
治
療
を
受
け
た
場
合

。
医
療

費
の
七

割
分
を
「
損
客
賠
償
金
」
と
し

て
被
審
書
に
か
わ

っ
て
保
険
者
（
町
）

が
加
害
者
に
摶
求
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
相
手
の
口
車
に
隶
せ
ら
れ
て
勝

手

に
示
談
な
ど
し
な

い
よ
う
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。
保
険
者
に
扣
鴆
し
な
い

で
示
談
を
し
て
し
ま
い
ま
す
と
あ
と
で

た
い
へ
ん
狽
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

国
保
と
労
災

●
仕
事
中
の
ケ
ガ

仕
事
中
ま
た
は
仕
事
が
原
因
で
お
き

た
病
気
や
ヶ

ガ
は
、
別
の
制
度
｛

労
働

基
準
法
や
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
｝

に
よ
っ
て
、
す
べ
て
雇
用
主
が
治
療
費

を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
の

で
国
保
で
治
療
を
う
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

●
雇
用
主
が
労
災
保
険

に
加
入
し
て
い

な
い曜

用
主

が
労
災
保
険

に
加
入
し
て
い

な
く
て
も
、
仕
事
中
で
お
き
た
病
気
や

ヶ

ガ
の
治
療
費
は
す
べ
て
雇
用
主
が
負

担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

。
す
で
に

困
保
で
治
療
を
う
け
て
し
ま
っ
た
時
は

そ
の
旨
国

保
係

に
漣
絡
し
て

く
だ

さ
い
。

●
自
営
業
の
人
の
仕
事
中
の
ケ
ガ

仕
事
上
の
病
気
や
ヶ

が
で
国
保
が
使

え
な
い
の
は
、
魘

わ
れ
て
仕
事
を
し
て

い
る
人
だ
け
に
限
ら
れ
て

い
ま
す
。
自

分
で
事
業
を
し
て
い
る
人
が
仕
事
上

で

病
気
や
ヶ

ガ
を
し
た
場
合
は
国
保
が
使

え
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
気
や
ヶ
ガ
を
し

た
と
き
の

医
療
費
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
第
三
者

で
あ
る
加
害
者
が
す
べ
て
を
負
担
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
。
加

害
肴
に
支
払

い
能
力
が
な
い
場
合
は
、

保
険
者
（
町

）
が
一
時
立
替
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
そ
の
旨
を
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

雇われる人　自営業

Ｘ国 保　 ○国 保



公
民
館
だ
よ
り

国見町公民館

電【公2676
話 4  ｰ  5  6

趣
味
を
広
げ
よ
う

町
民

学

校
申

し
込

み
は

八
月
末

日

ま
で

第
十
一
回
町
民
学
校
を
九
月
三
日

か

ら
閧
設

い
た
し
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ん

ふ
る
っ
て

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

ご
存

知
の
よ
う
に
町
民
掌
校
は
、
身

近
な
と
こ
ろ
で
、
趣
味
を
広
げ
、
勉
強

で
き
る
絶
好
の
機
会
で
あ
り
、
た

い
へ

ん
ご
好
評
を

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
町
民
学
校
が
き
っ
か
け

と
な
っ

て
活
助
を

続
け
て

い
る
グ
ル
ー
プ
も
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

受
講
料
は
無
料
で
す

が
、
入
講
樗
五

百
円

と
材
料
費
が
か
か
り
ま
す
。

申
し
込
み
は
八
月
三
十
一
日
ま
で
公

民
館
へ
。

令

倩
画

で

心

の

ゆ

と

り

を

１

俳

画

教

室
｛
定
禺
Ｓ
名
｝

講

師

日
本
画

家
石
原
晃
雲

期

間

九
月
三

日
か
ら
十
月
二
十
二
　

日
ま
で
毎
週
月
曜
日
午
後
七
　

叶
半
一

九
時
半

持
参
品

硯
、
墨
。
文
鎮
、
布
巾

（
希
箆
者

に
は
用
呉
を
斡
施

）

令

人
形

を
あ

な

た

の

お

部
屋

に

‐

軍

手

人

形

作

り

教
室

ぺ
定
員
加
名
）

講

師

全
日
本
人
形
師
範
会
会
員
、

阿
部
喜

美
江

期

間

九
月
四
日

か
ら
十
月
二
十
三

日
ま
で
毎
週

火
曜
日
午
後
一

畔
半
～
三
時

半

持
参
品

筆
記
用
具
、
裁
縫
用
具
一
式

材
料
賢

男
の
子
千
四
百
円
、
女
の
ｆ

千
丘
百
円
、
計
二
１
九
百
円

奪

自

分
の

気

持

を

十

七

字
に

Ｉ

俳

句

入

門
｛

逾
伺
2
0名
｝

講

師

福
鳥
県
現
代
俳
句
連
覃
会
長

伊
藤
松
風

期

間

九
月
五
日

か
ら
十
月
一
こ
日
ま

で
毎
週
水
曜
日
午
後
一
吟
半

一

三
時
半

持
参
品

筆
記
用
具

參

基
礎

か
ら

撮

影

ま
で

Ｉ

カ

メ

ラ
入

門

（
定
員
2
5名
ｙ

講

師

国
兄
カ
メ
ラ
グ
ラ
ブ
会
長

新
村
国
夫

期

間

九
月
六
日

か
ら
十
月
四
日

ま

で
毎
週
木
曜
日
午
後
七
時
半

一

九
時
半

持
参
品

筆
記
用
具

本

を

あ

り

が

と

う

○
八
老
正
雄
さ
ん
（
琿
田
）
　

推
理
小
説
な
ど
百
三
十
六
冊

町
の
様
子
が
一
目
で

航
空
写
真
を
寄
付

公
民
館
の
正
面

玄
関
中
央
に
大

き
な

航
空
写
真
パ
ネ
ル
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
福
鳥
信
用
金
庫
国
見
支
店
、

国
見
Ｉ

子
㈱
、
国
見
印
刷
所
。
睦
商
会
、

国
見

ガ
ス
㈱
の
各
社

か
ら
、
地
城
の
社

会
科
や
文
通
安
全
の
指
導
に
役
立
て
て

ほ
し
い
と
公
民
館
に
寄
付

さ
れ
た
も
の

で
す
。

公
民
館
長
と
パ
ネ
ル

古
田
館
長
は
「
一
目
で
町
の
様
子
が

わ
か
る
。
ぜ
ひ
み
ん
な
に
見
て
も
ら
い

た
い
」
と
大
喜
び
で
し
た
。

高

校

生

キ

ャ

ン

プ

の

集

い

‐

た
だ

い
ま
募
集
中

○
と

き

８
月
2
2
日
～
2
3日

○
と
こ
ろ

霊
山
湧
水
の
里
キ

ヤ
ン
ブ
場

嘶
高
校
一
～
二
年
が
対
象

、
く
わ

し
く
は
公
民
館
へ

町

民

写

真

コ

ン

テ

ス

ト
　

あ
な
た
も
応
募
し
て
ネ

町
カ
メ
ラ

ク
ラ
ブ
が
結
成
五
周
年
紀

忿
事
業
と
し
て
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
を
閧

き
ま
す
。
奮
っ
て
ご
応
募
下

さ
い
。

○
テ
ー
マ
　

自
由

○
サ
イ
ズ
　

サ
ー
ビ
ス
判
以
上

○
締
切
り
日

九
月
三
日

○
応
募
資
格

町
民
ま
た
は
町
内
勤

務
者
（
年
齢
問
わ
ず
）

○
応
募
先
　

町
公
民
館
写
真
コ

ン

テ
ス
ト
係

○
発
表
展
示

九
月
九
日
公
民
館
で

○
そ
の
他
　

参
加
賞
、
入
賞
有
り

職場対抗球技大会の結果です（７月22日）　

○ソフトボール（町民運動鳩）

侵 勝　 役場Ａ

準優勝　 役場Ｂ

第三位　病　陜
ホ

ー

ム

セ
ン

タ
ー

ゴ

ト

ー

管
工

事

岨
合

役

崎

Ｂ

保

線

寳

区

噛

商

会

痾
　
　

隲

役

崎

Ａ

教

貝

岨

合

農
　
　

協

バレ ーポール（町民体育館）

１，役 場　 ２－Ｏ　農 協

２，睦商会　Ｏ－２　電 子

３，病 院　２－Ｏ　農 協

４，電 子　２－Ｏ　役 場

５，嗤商会　２－１　農 協

６，病 院　２－１　睦商会

７．電 子　２－１　農 協

８，役 場　２－Ｏ　睦商会

９，府 院　２－１　役 場

10，病 院　２－Ｏ　電 子

優 勝　病　陜
準優勝　電 子
第三位　役 場

前
回
の
町
民
学
校
、
刻
字
入
門



明
治
学
級
だ
よ
り

避
難
訓
練
と
火
災
予
防

薬
草
の
効
用
に
つ
い
て

明
治
学
級
は
七
月
二
十
七
口
公
民
館

で
行
わ
れ
、
二
つ
の
講
義
に
百
ニ
ト
六

人
の
学
級
生
が
熱
心
に
耳
を
傾
け
ま
し

た
。ま

ず
初
め
は
「
週
甦
訓
練
と
火
災
予

防
に
に
つ
い
て
、
伊
達
地
方
消
防
驚
西

分
署
長
で
あ
る
開
眼
孝
二
さ
ん
の
お
話

で
す
。
関
根
署
長
の
豊
粛
な
経
験
を
も

と
に
実
例
を
あ
げ
て
の
お
話
は
た
い
へ

ん
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
し

た
不
注
意
が
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
隍

事
を
招
く
こ

と
を
再

認
譏
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
お
缶
」寄

り
に
よ
る
火
事

の
原
因
は
た
ば
こ
の
不
始
木
が
最
む
多

い
と
の
こ
と
。
灰
皿
は
大
き
め
の
も
の

を
使

い
、
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い

で
下

さ
い
と
の
注
意

が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
。
消
火
器
の
使

い
方
や
避
難
の

阯
方
、
そ
し
て
実
際
に
救
助
す
る
時
の

道
具
や
身

に
つ
日
る
も
の
を
衢
に
と
っ

て
ｕ
‘
せ
て
も
ら

い
、
そ
の
種
類
や
装
備

の
重
さ
に
驚
き
の
声
で
し
た
。

さ
て
次

は
「
薬
草
の
効
ｍ

」
に
つ
い

て
、
丘
十
臓
政
之
助

さ
ん
（
簡
宗
山
大

坂

）
の
お
話
で
す
。
．Ｅａ
卜
嵐
さ
ん
は
た

く
さ
ん
の
野
草
や
薬
草
に
典
味
を
持
ら

そ
の
研
究
京
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
今
日
は
自
分
の
休
験
に
畴
つ
い
て

「
ド
ク
ダ
ミ
」
の
効
用
に
つ
い
て
説
き

ま
し
た
。

現
在
七
十
五

歳
で
健
康
そ
の
も
の
、

他
の
薬
は
一
切
飲
ま
ず
、
も
っ
ぱ
ら
ド

ク
ダ
ミ
の
愛
飲
翕
。
か
っ
て
医
者

さ
え

も
兒
放
し
た
自

病
を
ド

ク
ダ
ミ
で
消
し

た
と
い
う
だ
け
あ

っ
て
さ
す
が
説
得
力

が
あ
り
、
採
取

か
ら
保
存
法
ま
で
く
わ

し
く
話
し
て
く
れ
£
し
た
。

次
の
明
治
学
級
は
八
月
十

七
日
（
金
）

次
の
内
容
で
行

い
ま
す
。

ｍ
荅

い
世
代
の
理
解
（
昔
の
教
育
、
今

の
教
官
）
↓

坂
小
学
校
校

長

井
戸

川
寅
志
先
生

②
又
通
安
全
指
導
（
映
画
）
１
桑
折
警

察
署
交
通
安
全
係
長

浅

野
　

孝

保

さ

ん

（
三

こ

千

代

子

さ

ん

（
二

〇

）

山

崎
字
新
田

山

一
の
一
二

長
女

久
美
子
ち
ゃ
ん
（
五
ヵ
月
）

《
家
族
》

父

妻
の
父
母

夫
婦
　
長
女

《
結
婚
し
た
の
は
）

昭
和
五
十
三
年
四
月
二
十
九
日

士う
ち
で
は
と
っ
て
も
夫
婦
仲
が
良
い

の
で
す
。
雲
ゆ
き
が
あ
や
し
く
な
る
と

「
今
晩
話
し
合
い
を
し
ま
し
ょ
う
ね
エ
～
」

を
連
発
し
ま
す
。
お
か
げ
で
。
今
だ
一

度
も
ケ
ン
カ
ら
し
き
も
の
を
し
て
お
り

ま
せ
ん
。「

千
代
子
の
話
し
合
い
と
は
恐

ろ
し
い
の
だ
／・
」

「
ア
ラ
／・
そ
ん
な
こ
と
な
い
で

す
よ
ね
エ
」

あ
つ
か
し
俳
句
会

昭
和
五
十
四

年
七
月
二
十
八
日

西
很
堰
一
幡
垂
れ
て
夏
薊
　
　
　
　

奥
山

甲
二

抽
ん
で
て
む
ら
さ
き
樋
ゆ
き
夏
薊
　
　

斎
藤
黄
鶴
楼

炎
天
や
欲
の
大
半
失
い
り
　
　
　
　
　

藤
田

勝
術

追
肥
ふ
る
農
夫
青
田
に
弧
を
画
く
　
　

熊
田
　
一
場

山
百
合
は
閑
居
の
庭
を
明
る
う
し
　
　

野
村
た
か
し

み
め
よ
く
て
憎
ら
し
き
か
な
サ
ン
グ
ラ
ス
ハ
巻

正
推

大
滝
小
滝
不
助
明
王
お
わ
し
ま
す
　
　

加
藤

痴
仏

梅
雨
晴
間
庫
裡
の
明
る
さ
ま
し
に
け
り

須
田

泰
山

茶
の
間
の
灯
さ
し
て
夜
干
の
梅
匂
ふ
　

佐
久
間
山
月

野
仏
の
膝
を
借
り
た
る
蛇
衣
　
　
　
　

奥
山

雨
田

井
戸
端
の
寡
嫌
に
石
榴
の
花
朱
し
　
　

小
↑野
寺
蔦
水

梅
雨
の
旅
い
わ
き
七

浜
茫
々
と
　
　
　

阿
部

亭
司

兇
て
お
れ
ば
刻
む
が
如

く
滴
り
ぬ
　
　

佐
藤

国
槻

歌
う
ま
き
バ
ス
の
ガ
イ

ド
や
旅
涼
し
　

阿
部
し
げ
を

わ
だ
か
ま
り
未
だ
ふ
っ
き
れ
ぬ
戻
り
梅
爾
羽
賀

え

い

懇
麟
会
少
し
間
の
あ
り
蓮
の
花
　
　
　

蘢
沢

秋
子

雨
に
來
て
名
だ
た
る
滝
の
し

ぷ
き
浴
み

角
田

昭
子

農
継
ぐ
子
無
く
て
重

た
き
草
刈
機
　
　

熊
坂

き
よ

「

こ

れ

の

使

い
方

は

…

…

」

と

実

際

の

用

具

を

出
し

て

の

説

明

夫婦なかよく
さくらんぽ学級とは、

公民館を中心 とした若

い夫婦の襲まりです。

さくらんぼ学級生　 その16



８月　 葉月（はづき）
024  日・処暑

0  日 ・文化財保縵法施行記
念日

９月　 長月（ながつき）
０ １日・防災の日・二百十日
０ ８日・白露

０ ９Ｈ・ 踉陽の節句
0  日 ・全国下水道促進デー

・ＬＰ ガス消費者保安

デー
013 日・世界保安デー

練り魯みがきの利用法
練り歯みがきは、歯をみが

く以外 にいろいろの利用法が
あります。いくつ かあげてみ

ましょう。
銅器や金の卿り、そ れに鰻

や鏃メッキのフォー クやスプ
ー ンは。 使わないでいると色

が変わります。柔ら かい布に
練り歯 みがきを少ｌ つけてこ

するときれいな光沢 がでてき
ます。あとはぬるま湯でよく
洗い、水気 をよくふ きとりま
す。また、汗などで光のにぷ

ったネックレスは、 ネルのよ
うな布に少量の練り歯みがき
をつけて鎖 を引っぱり かげん

にして、 少しずつこ すると光
丿尺が戻ります･

プラIスチッ クの浴 そうのし
みはとりにくいものです。そ
こで枚子 のこまかい碑り歯み

がきを布につけてこ すると、
朽れを落とすと同時 に表面を
研摩するのでキズがつ きませ

ん。

心 配 ご と 相 談 日

場所：役場宿直室

時間：９時～12時

こまったことや心配ごとがあり

ましたらお気軽にご相談下さい。

秘密は絶 対に守ります。

〔相 鮫 員〕

８月25日（土）曳 地 善 作

佐 藤 ハルヨ

９月５日（水）佐久間 岩 吉

佐 藤 ち か

９月14日（金）謦 地 平 助

安 藤 玉 ＃

９月ﾛ  (火）吉 田 忠 吉

黒 田　ヒ　ロ

摺

上

川

の
源

流

と

西

根

堰
　

藤
田
　
奥
山
亀
一

茂
庭
と
い
う
旧
村
名
を
聞
く
と
、
熊

の
出
る
話
、
猿
が
出
て
農
産
物
の
被
害

の
話
な
ど
が
出
さ
れ
る
。
が
ど
う
し
て

現
地
に
入
っ
て
見
る
と
、
茂

庭
銀
座
な

ど
と
い
っ
て
繁
華
な
部
落
も
あ
り
、
小

掌
校
も
三
つ
あ
る
。
行
政
区
は
立
派
な

福
鳥
市
で
あ

る
。

旧
茂
庭
村
は
飯
坂
町

の
西
北
、
摺
上

川
に
沿

っ
て
延
々
三

十
キ
ロ
ば
か
り
、

山
形
県

高
畠
に
通
ず
る
沿

線
の
大
き
な

村
で
あ

る
。
茂
庭
西
北
端
の
小
さ
な
部

落
の
稲
子
は
、
も
う
宮
城
県
だ
と
い
う
。

そ
の
稲
子
を
過
ぎ
て
三

キ
ロ
ぱ
か
り

高
畠
線
と
分
か
れ
て
摺
上
川
の
流
れ
に

つ
い
て
逃
む
。
渓
流
の
輻
は
約
三
メ
ー

ト
ル
。
沿
線
に
山
茱
萸
（

さ
ん
し
ゅ
ゆ
）

の
老
木

が
黄
色

い
花
を
つ
け
て
印
象
的

で
あ
っ
た
。

分
岐
し
て
約
六
キ
ロ
ほ
ど
の
地
点
で

渓
流
は
二
つ
に
分
か
れ
る
。
鳩
峰
峠
が

指
呼
に
眺
め
ら
れ
。
谷
間
に
残
雪
の
班

（
ま
だ
ら
）
が
眺
め
ら
れ
た
。

左
の
方
に
谷
間
を
鑓
っ
て
渓
流
は
進

み
、
網
く
な
る
。
そ
の
最
終
点
に
巨
岩

が
あ
り
。
湧
水
が
こ
ん
こ
ん
と
四
季
絶

え
な
い
と
い
う
。
そ
こ
に
し
め
縄
が
張

ら
れ
、
土
ま
ん
じ
ゅ
う
が
Ｉ
メ
ー
ト
ル

四
方
ほ
ど
盛
り
上
げ
ら
れ
、
幣
束
（
へ

い
そ
く
）
と
、
黒
く
な
っ
た
バ
ナ
ナ
と

一
升
び
ん
が
供
え
ら
れ
て
あ
っ
た
。

摺
上
山
緑
と
水
を
お
ろ
が
み
ぬ

敏
虔
｛
け
ん
｝
の
情
を
こ
め
て
感
謝

の
誠
を
捧
げ
た
。

擢
上
山
は
毎
年
五
月
五
口
が
山
開
き

祭
礼
で
あ

る
。
丁
度
山
開
き
の
日
で
あ

っ
た
。
名
号
部
落
か
ら
四
、
五
十
メ
ー

ト
ル
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
塊
内

十
ア
ー
ル
ば
か
り
、
簡
素
な
宮
造
り
で

あ
る
。
背
後
に
老
杉
が
あ
り
、
参
道
に

も
み
じ
の
新
芽
が
光
っ
て

い
た
。

神
富
に
は
、
竹
材
の
一
刀
彫
で
有
名

な
沼
田
勲
翁
氏
ほ
か
一
二
、
四
名
。
そ

れ

に
巫
女
（
み
こ
）
一
人
。
若
く
と
て
も

美
人
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
西
根

堰
の
掘
削
の
恩
人

。

古
川
善
兵
工
翁
の
偉
業
を
想
い
起
こ
す

。

今
で
は
西
恨
神
社

と
し
て
湯
野
に
祭
ら

れ
て
い
る
。

わ
が
町
も
摺
上
川
の
水
の
お
か
げ
で

西
根
堰
は
満
々
と
水
を
湛
（

た
た
）
え

潅
漑
（
か
ん
が
い
）
用
水
と
し
て
恩
恵

を
受
け
て
い
る
。
練

に
波
打
っ
て

い
る

広
大
な
耕
地
を
見
て
６

概
無
量
で
。
年

に
一
度
は
参
拝
し

た
い
も
の
だ
と
思
っ

て
い
る
。

西
根
堰
は
ろ

ぱ
ろ
と
青
嵐
　

甲
二

（
町
救
育
喬
興
長
）

「
お

題

は
桜
」

昭
和
五
十
五
年
歌
会
始

宮
内
庁
で
は
昭
和
五
十
五
年
歌
会
始

の
お
題
お
よ
び
詠
進
歌
の
詠
進
嬰
領
を

発
表
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
お
題
は
「
桜
」
。
花

木
の
桜
で
す
が
、
花
と
詠
む
こ
と
は
ふ

さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

○
詠
遣
要
領

剛
自
作
の
歌
で
一
人
一
首
と
し
、
未
発

表
の
も
の

閙
用
紙
は
半
紙
（
習
事
用
の
半
紙
が
よ

い
）
と
し
、
毛
筆
で
自
番
す
る
。

倒
疝
気
ま
た
は
身
体
障
害
の
た
め
毛
筆

で
白
書
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
は
他
人
が
代
筆
し
て
も
差
し
支
え

な
い
が
。
そ
の
場
合
は
理
由
を
杳
い

た
別
紙
を
添
え
る
こ
と

０
　
鬚
の
期
間

九
月
一
日
か
ら
十
月
十
一
日
ま
で
と

し
、
郵
送
の
場
合
は
消
印
が
十
月
十

一
日
ま
で
の
も
の
。

○
あ
て
先

〒
1
0
0
東
京

都
千
代
田
区
千
代
田
　

一
番
一
号

宮
内
庁

嫌
封
簡
に
「
詠

進
歌
」
と
番
き
添

え
て
く
だ
さ
い
。

Ｏ
そ
の
他

疑
問
が
あ
れ
ば
直
接
、
宮
内

庁
式
部

職
あ
て
に
、
住
所
・
氏
名
を

書
き
。

返
信
用
切
手
（
五

十
円

）
を
は
っ
た

封
筒
を
添
え
て
、
九
月
末
日
ま
で
紹

介
し
て
く
だ
さ
い
。

ず
い
ひ
つ



毎
日
の
生
活
の
中
で
ゴ
ミ
は
不
可

決
の
も
の
で
す
が
、

そ
の
処
理
に
つ

い
て
は
、
き
め
ら
れ
た
こ
と
を
守
ら
な
け

れ
ば
ま
わ
り

に
大
き
な
迷
惑
を
お
よ
ぽ
し
ま
す
。
と
こ
ろ

で
、
次
の
よ
う
な
投
番
が
広
報
係
に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

目

に

あ

ま

る

ゴ

ミ

藤

田

駅

前

部

落

長

（

公

圃

管

理
委

貫

会

委

員

）

牧

野
　

一

郎

私
は
毎
朝
丘
時
一
二
十
分
前
陳
、
駅
的

通
り
や
公
園
の
用
水
沼
の
水
取
口
の
ゴ

ミ
払

い
を
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
町

内
を
自
帳
車
で
回

っ
て

い
ま
す
が
、
特

に
路
上
に
散
乱
す
る
ゴ
ミ
が
目

に
つ
き

ま
す
。
ゴ
ミ
収
一

日
で
も
な
い
の

に
路

上

に
出
し
放
し
の
状
態
が
あ
ち
こ

ち
に

見

受
け
ら
れ
、
そ
の

ゴ
ミ
を
野
犬
や

ら

ネ
コ

が
食

い
荒
し
て

い
ま
す
。
美
観
を

損
ね
る
こ

と
お
ぴ
た
だ
し

い
も
の
で
ｔ

持
に
ひ
ど

い
場
所
は
ま
る
ろ
く
商
店

の
前
と
私
の
所
の
ポ
ン
プ
小
屋
の
前
で

ご
く

。
部
の
人
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ゴ

ミ
収
集
場
所
を
ゴ
ミ
捨
て
埔
と
思

っ
て

い
る
人
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
人

魂
に
注
意
を
す
る
と
う
る
さ

い
野
郎
だ

と

い
わ
ん
ば
か
り
、
今
日
初
め
て
出
し

た
の
だ
、
ゴ
ミ
を
捨
て
て
同
が
悪

い
と

中
さ
れ
る
始
末
。
自
分
の
家
だ
け
き
れ

い
で
あ
れ
ば
よ
そ
の
所
は

ゴ
ミ
を
散
ら

か
し
て
も
い
い
と

い
う
考
え
方
は
改
め

て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。

私
は
今
後
も
ゴ
ミ
収
集

に
つ
い
て
も

っ
と
も
っ
と
厳
し
く
巾
し
上
げ
ま
す
。

も
し
収
集
日
で
な

い
時

、
ま
た
、
伐
問

に
ゴ
ミ
捨
て

に
来
る
人
を
見
受
け
た
時

に
は
、
そ
の

ゴ
ミ
は
自
分
の
家
に
持
ち

帰
り
を
願

い
、
再
び
収
襲
日
に
出
し
て

も
ら
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
自
分
の
窰

の
所
に
き
た
な
い
ゴ
ミ
を
捨
て
て
い
か

れ
た
ら
困

る
と
思

い
ま
す
。

一
方
、
こ

れ
も
一
部
の
人
で
す
が
、

散
ら
か
っ
て

い
る
ゴ
ミ
を
岷
’め

て

い
る

方
も
見
妥
け

ら
れ
、
そ
の
人
に
は
私
も

頭
が
下

が
り

ま
す
。

ま
た
、
公
園
で
す
が
、
家
庭
の
ゴ
ミ

を
公
園
に
持

ち
込
む
不
心
得
の
人
建
が

い
ま
す
。
公
園
管
理
委
員
会
で
は
時
折

ゴ
ミ
の
処
理
を
し
て
い
ま
す
が
、
空
カ

ン
や
紙

ク
ズ
、
家
庭
の

ゴ
ミ
な
ど
予
を

触
れ
る
の
も

い
や
に
な
る
よ
う
な
ゴ
ミ

の
処
理
に
み
な
さ
ん
困

っ
た
困
っ
た
の

連
統
で
廴
た
。

公
開
は

ゴ
ミ
捨
て
場
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
町
民
の
忽

い
の
場
で
す
。
き
れ
い

な
避
び
鳩
と
し
て
公
園
を
愛
し
、
ゴ
ミ

は
持
ち
帰
り
、
家
庭
で
処
理
さ
れ
る
こ

と
を
お
願
い
し

ま
す
。
委
八
会
で
は
、

今
年
も
公
園
の
草
刈
り
を
し
ま
し
た
が

ゴ
・
’、
処
理
に
時
間
が
か
か
り
、
草
刈
り

が

‐１
部
残

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ゴ
ミ

が
な
か
っ
た
ら
全
部
終
っ
た
の
に
と
思

・
フ
と
残
念
で
し
た
。

こ
の
ほ
か
川
に
ゴ
ミ
を
平
気
で
捨
て

て
い
る
人
が
お
り
、
川
下
で
は
こ
の

ゴ

ミ
の
処
理
に
頭

を
悩

ま
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
ゴ
ミ
に
関
し
て
は
月
に

余
る
こ
と
が
多

く
、
町
民

‐１
人
一
人
が

本
当
の
意

味
で
の
責
任
を
白
覚
し
て
、

き
れ
い
な
町

づ
く
り
に
協
力
さ
れ
る
こ

と
を
切
に
訴
え
た

い
と
思
い
ま
す
。

道
ば
た
に
コ
ス
モ
ス
を

野
村
さ
ん
朽
木
さ
ん
が
植
え
る

「
花
を
兄
て
心
が
な
ご
め
ば
Ｉ
」

と
、
道
路
沿

い
に
コ
ス
モ
ス
を
宵
て
て

い
る
お
じ
人
が

い
ま
す
。

こ
の
方

は
。
板
鴟
の
野
村
隆
一
さ
ん

と
創
田

の
朽
木
松
肓
さ
ん
で
、
鳩
所
は

公
立
藤
田
病
院

か
ら
県
道
の
板
鴟
信
－
好

機
ま
で
の
約
二
百
メ
ー
ト
ル
間
。
二

人

は
こ
こ
の
歩

道
を
歩

い
て
通
院
し
て
い

野
村
さ
ん
（
右
）
と
朽
木
さ
ん
（
左
）

る
う
ち
、
ま
わ
り
が
椎
草
ば
か
り
で
あ

ま
り

に
も
殺
風
景
な
こ
と
に
気
づ
き
、

こ
こ

に
花
が
あ
っ
た
ら
と
思
い
つ
き
ま

し
た
。

さ
っ
そ
く
苹
を
刈

っ
て
牋
を
ま
き
、

水
を
絶
え
な
く
や
り
、
手
入
れ
を
続
け

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
雑
草
に
ま
か
れ

て
消
え
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
丹
精
を

こ
め
た
か
い
が
あ
っ
て
、
今
で
は
約
五

〇

セ
ン
テ
ぐ
ら
い
に
育
ち
、
花
を
つ
け

る
の
を
待
つ
ば
か
り

と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
県

道
は
国
兇
イ

ン
タ
ー
の
入
口

で
あ
り
、
町
の
表
玄
関
と
も

い
え
る
主

要
道
で
す
が
、

ゴ
ミ
な
ど
も
多
く
投
げ

ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
化
を
見
て
ゴ

ミ
を
投
げ

る
人
が
少
し
で
も
減
り
、
こ

れ
を
機
会

に
町
全
体
が
美
化
運
動
に
発

展
し
て
い
け

ば
す
ば
ら
し

い
こ
と
で
し

ょ
う
。
野
村

さ
ん
と
朽
木
さ
ん
は
い
つ

ま
で
ｉ
Ｕ
で
き
る
限
り
続
け
て

い
き
た
い

と
晒

っ
て
お
り
ま
し
た
。

今
な
ら
ま
に
あ
う

国

民

年

金

持

例

納

付

国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
に
加
入

し
て

い
な

い
人
や
、
加

入
は
し
た
が
ほ
険
料
を
納
め
忘
れ
て
い

た
た
め
に
年
金
が
受
け

ら
れ
な
く
な
っ

て
い
る
人
は

い
ま
せ
ん
か
。
国
民
年
金

で
は
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
の
た
め
に

遇
去
の
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
を
特
例

的
に
納
め
る
こ
と
が
で

き
る
特
例
納
付

制
度
を
実
施
中
で
す
。

持
例
納
付
は
、
時
効
で
保
険
科
が
納

め
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
未
納
期
間
に

つ
い
て
‐‐。
カ
月
四
千
円
の
割
合
で
さ
か

の
ぽ
っ
て
納
め
て
い
た
だ

き
、
将
来
、

年
金
が
う
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
制
度

で
す
。
こ
の
よ
う
な
持

例
は
以
前
に
も

二
回
あ
り
ま
し
た
が
、
今
度

は
最
後
の

チ
ャ
ン
ス
で
す
。
期
限
は
五
十
五
年
六

月
三
十
日
で
す

が
、

も
う
す
で

に
特
例

納
付
を
利
用
し

。
年
金
が
受

け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
方
も
い
ま
す
。

こ
の
制
度

に
該
当
す
る
方

は
今
す
ぐ

役
場
年
金
係
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。善

意
の
窓

○
現
在
仙
台
在
住
の
板
垣
サ
ダ
さ
ん
よ

り
。
国
見
町
に
お
世
話
に
な
っ
た
お
礼

と
し
て
、
社
会
福
祉
に
役
立
て
て
ほ
し

い
と
五
十
万
円
を
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。



お
知
ら
せ

全

国

消
費
実

態

調
査
に
ご
協
力
を

九
月
か
ら
ｔ

一
月
ま
で
の
三

か
月
間

に
わ
た
り
、
昭
和
5
4
年
全
国
消

費
実
態

調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
の
調
査
は

国
民
の
暮
ら
し
向
き
を
家
針
の
面

か
ら

と
ら
え
る
爾
査
で
五
年
ご
と
に
行
わ
れ

今
回
は
第
五
回
目
で
す
。
今
回
の
調
査

は
安
定
成
長
経
済
に
入
っ
て
か
ら
初
め

て
の
も
の
で
国
民
生
活
の
実
態
を
浮
き

彫
り
に
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

全
国

で
約
五
万
三
千
世
帯

が
三
か
月

間
家
計
簿
を
つ
け
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

当
町
で
は
、
壕
野
目
地
区
か
ら
1
2世

帯
、
耕
谷
、
滝
山
、
富
東
、
町
柬
地
区

等
よ
り
併
せ
て
1
2世
帯
が
抽
出
さ
れ
ま

す
。
該
当
の
世
帯
へ
は
総
理
府
よ
り
依

頼
文
書
が
行
き
調
査
員
が
お
畩
い
に
あ

が
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
調
重
結
果
は
、
統
計
以
外
に

使
用
さ
れ
る
こ
と
は
法
律
で
圃
く
禁
じ

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
あ
り
の

ま
ま
を
お
答
え
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

重

度

後

遺

障

害

者

に
介

護

料

自

勣
車

事

故

対

策

セ

ン

タ

ー

自
動
車
事
故
対
策
セ
ン
タ
ー
で
は
、

八
月
一
日
か
ら
、
自
動
車
事
故
に
よ
る

後
遺
阻
害
者
の
う
ち
、
特
に
重
度
の
精

神
神
経
陣
害
の
た
め
常
時
介
鏝
を
必
要

と
す
る
者
の
ご
家
族
の
負
担
を
輊
く
す

る
た
め
に
。
介
護
科
を
支
給
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

介
護
料
の
支
給
要
件

の
ａ
勅
車
事
故
に
よ
り
脳
択
傷
を
生
じ

次
の
項
目
す
べ
て
に
該
当
す
る
状
鵬
に

あ
り
、
三
ヵ
月
以
上
継
続
し
て
い
る
者

１
自
力
移
助
が
不
可
能
で
あ
る

２
自
力
摂
食
が
不
可
鯵
で
あ
る

３
し
尿
失
禁
状
態
に
あ
る

４
眼
球
は
か
ろ
う
じ
て
物
を
追
う
こ
と

も
あ
る
が
。
認
纎
は
で
き
な
い
。

５
声
を
出
し
て
も
、
意
味
の
あ
る
発
言

は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。

６
眼
を
開
け
、
手
を
钁
れ
と
い
う
よ
う

な
簡
単

な
命
令
に
は
か
ろ
う
じ
て
応

ず
る
こ
と
も
あ

る
が
、
そ

れ
以
上
の

意
思

の
疎
通
は
不
可
能
で
あ
る
。

②
そ
給
資
格
者

が
次
の

い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
時
は
介

鏝
科
は
支
給
し
な
い
。

１
労
働
者
災
書
補
償
保
険
法
に
基
づ
く

特
別
看
腫
の

保
険
給
付
を
受
け
て

い

る
と
き
。

２
身
体
陣
害
参
福
祉
法

に
い
う
身
体
障

害
者
顰
縵
施
般
そ
の
他
こ
れ
に
頡
す

る
施
設
に
収
容
さ
れ
て

い
る
と
き
。

③
受
給

資
格
者
ま
た
は
受
給
資
怯
者
を

現
に
扶

餐
し
て

い
る
親
族
の
前
年
の
所

縟
金
額
が
一
千
万
円
を
超
え

る
と
き
は

そ
の
年
の
九
月

か
ら
翌
年
の
八
月
ま
で

の
間
は
介
鏝
料
は
支
給
し
な
い
。

介
黷
料
の
額

一
日
に
つ
き
三
千
円
。（
自
宅
で
看
霞

罎
等
以
外
の
者
の
介
鏝
を
受
け
て

い
る

場
合
は
千
五
百
円

）

支
給
期
間
お
よ

び
支
払
期
日

①

介
謾
科
の
支
給
期
間
は
、
申
請
一

を

受
理
し
た
日

か
ら
、
介
霞
料
を
支
給
す

べ
き
事
由
が
消
滅
し

た
日
ま
で

②
介
護
料
は
、
毎
月
三
月
二
（
月
、
九

月
お
よ
び
十
二

月
に
三
ヵ
月
分
を
ま
と

め
て
支
払
う
。

＠
そ
の
他
認
定
申
請
な
ど
く
わ
し
い
こ

と
を
知
り
た
い
方
は
次
の
と
こ
ろ
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〒
9
6
0
福
鳥
市
栄
町
七
番
三
三
号

自
助
崋
事
故
対

策
セ
ン
タ
ー
福
鳥

支
所

眥
ニ
ニ

ー
六
六
二
六

お

め

で

と

う

ご

ざ

い

ま

す

七
月

中

に
屬

け

ら

れ

た
方
｛

敬
林

略

｝

｛

乂

の
氏

名
一
　

孚

の
名

｝

蓊

蕩

）

佐

藤

晴

雄

智

美

第

四

松

浦

僧

夫

宏

枝

石
母
田

原

赤

坂

正

勝
　

棯
　

前

田

菊

地

紋

一
　

紋
　

第

十

一

一

條

保

久
　

聡
　

上

野

佐

蘿

正

二

正

弘

山

崎

舘

怏

藤

正

雄
　

斬
　

並

柳

ｔ
一

名

政

廣

歩

美

中

部

松

浦

正

明

明

美

光

明

寺

大

沼

幸

一
　

裕

幸

貝

田

野

村

元

次

郎

敬

子

板

檎

お

く

や

み

申

し

あ

げ

ま

す

七
月

中

に

届

け

ら
れ

た
方

｛

敬

称

略

｝

（

氏

名

）
　

（

年

齢

）

｛

部

！

鈴

木

喜

一
　
7
9
　

川

内

蓬

田

吉

治
　
4
5
　

第

九

大

波

サ

タ

ヱ
　
8
0
　

宮

柬

赤

間
　

末
　
6
3
　

大

木

戸

中

村

イ

シ
　
8
6
　

山
崎

小
細

古

内

和

磁
　
3
7
　

前

田

上

澤

キ

ミ
　
7
2
　

大

木
一
尸

田

中

四

郎
　
6
4
　

第
　

一

高

檎

キ

ク
　
7
1
　

山

崎

北

小

野

寅

吉
　

弱
　

宮

東

編
集
日
記

（
）
今
月
は
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
取

り
上
げ
た
。
今
年
度
の
大
き
な
特
徴

は

医
療
費
の
伸
び
が
前
の
年
よ
り
下
回

っ

た
こ
と
。
毎
年
十
二
～
十
三
％

ず
つ
伸

び
続
け
て
き
た
医
像
費
が
下
回

っ
た
の

は
も
ち
ろ
ん
初
め
て
。｛
今
年
は
六
・
六
％
｝

こ
れ
は
。
国

保
加
入
者
一
人
一
人
が
適

正
受
砂
を
心
が
け
た
か
ら
で
、
そ
れ
が

国
保
税
の
減
税

に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で

あ

る
。

○
国
保
の
特
集
に
あ
た
っ
て
担
当
係
よ

り
出
さ
れ
た
資
科
は
約
五
ペ
ー
ジ
分
。

い
ず
れ
を
と
っ
て
も
ぜ
ひ
み
な

さ
ん
に

知
っ
て
も
ら
い
た
い
こ
と
ば
か
り
。
し

か
し
、
紙
面
の
都
合
で
三

ペ
ー
ジ
に
収

め
な
く
て
は
な
ら
ず
、
窮
屈
な
お
り
つ

け
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

は
残
念
。

○
と
こ
ろ
で
広
報
紙
の
わ
り
つ
け
作
業

（
レ
イ
ア
ウ
ト
）
は
緇
集
過
程
の
い
わ

ぱ
最
後
の
正
念
場
。
レ
イ
ア
ウ
ト
の
上

手
下
手
で
良
く
も
悪

く
も
な
る
。
中

味

は
も
ち
ろ
ん
第
一
だ
が
、
見
た
感
じ
と

い
う
の
も
大
切
。
明
る
く
。
読
み
昜

く
、

し
か
も
内
容
の
充
実
し
た
広
報

紙
に
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
。（
欲
ば
り
か
な

）

今
月
の
納
税

町
県
民
税
国
保
税
第
二
期

昭司Ｍ年3.10 1 月
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