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道路つけ替え工事も完成し提体コンクリート打設が進む花貫ダム

〔総工事費25億円、 47年度完成予定〕

こ
こ
に
仰
か
し
い
、
昭
和
四
六

年
の
新
し
い
年
を
迎
え
、
市
民
の

皆
様
の
御
健
勝
を
心
か
ら
お
悦
び

申
し
上
げ
る
と
共
に
、
日
頃
か
ら

議
会
に
対
し
、
特
段
の
御
理
解
と

御
協
力
を
戦
い
て
お
り
ま
す
こ
と

を
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次

第
で
あ
り
ま
す
。

か
え
り
ぶ
て
、
昨
年
は
、
市
長

選
、
県
譲
選
、
市
議
補
灘
が
行
な

わ
れ
、
正
に
躍
動
を
意
味
す
る
、

七
○
年
代
の
激
し
い
世
代
の
移
り

を
、
如
実
に
物
語
っ
た
年
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

私
は
、
こ
の
結
果
の
す
べ
て
を
、

時
代
の
要
請
に
基
く
必
然
的
現
わ

れ
と
解
理
し
、
住
民
の
．
代
表
槻
閲

で
あ
る
議
会
と
し
て
の
、
正
し
い

認
識
の
上
に
立
っ
て
、
蹴
会
本
米

の
職
能
を
十
分
に
果
し
な
が
ら
、

輝
か
し
い
昭
和
四
六
年
の
年
頭

に
あ
た
り
、
本
年
が
高
萩
市
に
と

っ
て
飛
躍
発
展
の
年
で
あ
る
よ
う

祈
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

昨
年
の
市
長
選
学
に
よ
り
、
ゑ
な

さ
ま
の
選
任
を
得
髄
し
て
不
肖
、

こ
の
重
大
な
時
に
尚
萩
市
の
将
来

を
担
う
亜
貴
を
負
い
、
身
の
ひ
き

し
ま
る
思
い
が
致
し
ま
す
。

市
が
当
面
す
る
問
題
と
し
て
は
、

新
し
い
産
業
の
振
興
、
生
活
環
境

の
整
備
、
教
育
施
設
の
充
実
、
福

祉
行
政
の
推
進
等
、
い
づ
れ
も
新

時
代
に
対
応
し
、
解
決
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
が
山
積
し
て
お

り
ま
す
が
、
何
と
申
し
ま
し
て
も

大
切
な
の
は
、
市
比
が
市
政
に
関

心
を
も
ち
、
手
を
た
ず
さ
え
て
共

に
建
設
に
遇
進
す
る
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

相
互
信
頼
の
上
に

住
民
福
祉
の
向
上
を

市
民
対
話
で

新
し
い
高
萩
を
作
ろ
う

年
に
ひ
き
つ
ｒ
く
諸
般
の
事
業
が

山
祇
い
た
し
、
特
に
花
貨
ダ
ム
の

本
体
建
設
、
松
久
保
団
地
へ
の
企

業
誘
致
、
手
綱
団
地
の
逝
成
靭
業

畜
産
団
地
開
発
等
の
山
村
撒
典
対

策
、
常
磐
自
動
車
道
蹄
の
早
期
迩

設
促
進
運
動
等
、
そ
の
他
各
般
の

市
議
会
議
長
士
口

常
に
住
民
の
た
め
の
よ
リ
よ
い
行

政
の
推
進
に
鋭
意
努
め
て
参
る
所

存
で
あ
り
ま
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
本
年
は
、
昨

市
長
鈴
木

そ
の
た
め
に
は
、
常
に
市
と
市
民

が
意
志
を
通
じ
合
う
対
話
が
必
要

と
思
い
ま
す
。
市
民
が
市
政
に
目

ざ
め
、
新
時
代
に
向
っ
て
勇
気
を

も
っ
て
立
ち
あ
が
馬
時
こ
そ
、
劉

土
の
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と

と
信
じ
ま
す
。

日
本
の
黎
明
期
、
洲
治
維
斯
に

は
私
共
の
先
甜
た
ち
が
、
な
が
い

伝
統
に
培
わ
れ
た
民
族
の
力
で
、

古
い
概
念
を
絶
ち
切
り
、
自
由
で

田
秀
吉

事
業
を
是
非
共
実
行
い
た
さ
な
け

れ
ば
、
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
は
、
今
日
ま
で
築
き

上
げ
て
き
た
礎
石
の
上
に
、
鈴
木

新
市
長
を
由
‐
心
と
し
て
、
執
行
部

議
会
が
相
互
信
頼
の
体
制
を
固
め

加
え
て
大
高
県
織
会
に
、
県
と
の

パ
イ
プ
役
と
し
て
御
糯
蝿
を
お
願

い
し
、
全
市
民
一
丸
と
な
っ
て
、

高
萩
市
開
発
の
実
現
に
向
っ
て
遡

進
す
る
心
構
え
が
、
最
も
必
要
と

考
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

黎
明
高
萩
市
の
意
義
あ
る
こ
の

年
を
唾
更
に
飛
躍
さ
せ
る
た
め
に

市
民
の
皆
様
の
変
ら
ざ
る
御
理
解

の
も
と
に
、
郷
土
の
発
展
と
、
住

民
福
祉
の
向
上
の
た
め
、
全
力
を

注
い
で
参
る
覚
悟
で
あ
り
ま
す
の

で
、
旧
倍
の
御
協
力
を
賜
る
よ
う

念
願
し
て
止
み
ま
せ
ん
。

終
り
に
、
高
萩
市
の
大
発
展
と

市
民
の
皆
様
の
御
多
幸
を
祈
念
し

て
、
年
頭
の
御
挨
挨
と
い
た
し
ま

す
。

藤
太

お
お
ら
か
な
発
想
の
も
と
に
新
し

い
時
代
へ
の
歩
象
を
進
め
、
世
界

史
上
稀
に
み
る
躍
進
を
な
し
遂
げ

て
お
り
ま
す
。

私
共
は
、
多
く
の
先
弛
の
労
苦

に
よ
っ
て
築
か
れ
た
こ
の
郷
土
社

会
を
、
今
後
と
も
明
る
く
住
み
よ

く
し
て
行
く
た
め
、
新
勝
代
に
生

き
る
秩
序
と
形
態
を
つ
く
り
あ
げ

て
行
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

山
海
の
風
光
と
、
広
大
な
土
地

に
恵
ま
れ
た
こ
の
高
萩
を
、
市
民

の
英
知
と
努
力
を
結
集
し
て
、
開

発
に
立
ち
あ
が
る
時
は
、
必
ず
輝

か
し
い
未
来
が
農
け
て
行
く
も
の

と
信
じ
ま
す
。

私
も
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
の
も
と

に
、
共
に
手
を
た
ず
さ
え
て
、
新

時
代
の
郷
土
づ
く
り
の
た
め
に
、

糀
進
し
て
ま
い
り
た
い
所
存
で
ご

ざ

い

ま

す

。

本
年
も
、
承
な
さ
ま
の
ご
朏
康

と
、
ご
発
慶
を
お
祈
り
し
て
、
新

年
の
祝
詞
と
い
た
し
ま
す
。
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高萩市長選挙投票状況調
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洋
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享
荻
荻
裁
渋

丑
笥
笥
当
笥

’

一
亦
浜
台
地
一
帯
は
歴
史
の
故
郷

っ
た
市
政
へ
の
関
心
一
霊
竪
罐
言
憲
鱸

へ
Ｐ
、

市
長
に
鈴
木
藤
太
氏
一
ヵ
遠
妻
し
商
に
あ
り
せ
ば

）
知
ら
ず
と
も
手
綱
の
浜
の

市
議
に
佐
藤
、
矢
代
、
川
松
の
三
氏
が
当
選
一
尋
ね
来
な
藍
し

一
と
舳
つ
た
手
綱
浜
は
、
こ
の
台
地

塗
驚
怖
菫
驚
蕊
驚
一
謹
蕊
蕊
極

私
た
ち
の
代
我
と
し
て
市
政
を

一
空
は
澄
司
率
・
海
は
青
く
微
風
の
中

歳
朧
戦
鰕
雑
綜
一
黙
鮮
溌
曇

市
議
補
欠
鯉
、
八
ｏ
，
六
四
％
と
数

一
現
わ
す
よ
う
な
鋤
覚
に
お
そ
わ
れ

型
″
ハ
○
妬
を
岨
雪
え
る
岡
い
投
祭
拳
》
る
の
で
あ
る
。

勝

率
で
し
た
。
巡
（
山
麻
Ｈ
は
穂
考
一
革
（
西
歴
七

司
醗
愁
轍
灘
総
嘩
糊
“
豊
津
雛
鰯
雛

綱
訓
賎
唾
溌
累
織
灘
檸
漁
難
戦
髄

且
隣
諮
織
醗
閣
弧
堰
‐
扇
鮮
懲
簾
輔

一
な
ぎ
、
車
む
氏
の
坂
道
を
降
り
て

含
季
た
、
川
衣
で
明
ら
か
な
よ
う

一
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

恥
”
炉
薙
陰
ド
に
、
侭
と
ん
と
の
投
票
区
が
八
○
得

鮒
澱
郷
無
鰹
蝋
難
一
蕊
燕
櫛

川
松
光
彦
氏
の
三
市
会
縦
員

駒不ノル（

･な良 I11
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山
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ｌ
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品
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秋
北
福
上
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先
土
器
時
代
（
旧

石
器
時
代
）
の
遺

跡
が
発
見
さ
れ
、

ロ
ー
ム
層
（
赤
土
）

の
中
か
ら
ナ
イ
フ

型
石
器
や
尖
頭
器

と
呼
ば
れ
る
手
祐

の
先
に
つ
け
て
使

用
し
た
と
思
わ
れ

る
石
器
が
、
統
左

と
検
出
さ
れ
る
に

い
た
っ
た
。

こ
ら
の
石
器
は
現

在
の
学
界
で
考
え

れ
て
い
る
先
土
器

時
代
の
編
年
に
よ

る
と
、
尖
頭
器
文

化
の
時
代
に
比
定

さ

れ
そ
の
時
期
は

約
二
万
年
前
と
い

わ
れ
て
い
る
し
・
か

で
渋
こ
た
と
唇
ｌ

わ
れ
昂
”

万
躯
姫
の

歌
な
ど
に
よ
る
と
田

畑
に
城
根
を
め
ぐ
ら
し
て
、
け
も

の
の
書
を
防
い
だ
こ
と
が
知
ら
れ

る
か
ら
、
彼
ら
も
同
じ
こ
と
を
し

た
に
連
い
な
い
。

先
土
器
時
代
か
ら
縄
文
、
弥
生

時
代
に
か
け
て
の
赤
浜
台
地
は
、

人
右
の
生
活
の
場
で
あ
う
た
が
、

大
和
州
廷
に
よ
る
統
一
が
進
み
、

多
珂
田
地
（
地
方
長
官
）
が
任
命

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
台
地
一

帯
に
は
古
墹
が
築
か
れ
は
じ
め
る

高
萩
巾
の
古
墳
の
分
布
を
ふ
る

と
、
現
在
の
高
萩
駅
一
帯
に

あ
た

る
向
原
古
曠
群
、
花
貫
川
南
岸
の

↓っI
.j‐

れも田

発
伽
も
凶
味
深
い

出
土
の
土
器
（

足
洗
式
）
か
ら

ぶ
て
、
そ
の
時

期
は
弥
生
中
期

の
終
わ
り
ご
ろ

の
も
の
で
あ
り

約
二
千
年
前
の

も
の
に
あ
た
る

お
そ
ら
く
商
萩

地
方
で
、
稲
を

裁
培
し
た
蚊
初

の
人
典
が
居
化

し
た
遺
跡
で
あ

ろ
う
‐
今
で
も

と
き
お
り
山
里

に
折
が
州
没
し

て
股
作
物
を
あ

ら
す
の
で
あ
る

か
ら
、
当
僻
の

人
た
ち
は
鹿
や

猪
の
筈
か
ら
稲

を
ま
蝋
る
苦
拶

は

大

変

な
も
り

で
あ
っ
た
と
恩

も
荻
城
県
内
に
お
い
て
は
、
先
土

滞
時
代
の
遺
跡
の
正
式
な
発
掘
催

従
米
ぶ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
関

東
地
方
の
こ
の
種
の
研
究
に
貴
重

な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
い
え

よ

う

》

ま
た
弥
生
式
時
代
の
住
勝
跡
の

発
伽
も
脚
味
嫌
い
も
の
が
あ
あ
。
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飛
鳥
の
瓶
舜
台
古
墳
（
藤
我
賜

子
の
蕊
と
い
わ
れ
る
）
ば
、
湘
室

の
全
使
一
九
パ
ー
ト
ル
、
火
艸
打

は
岐
大
の
も
の
で
ゞ
一
個
七
七
ト

ソ
も
あ
り
、
溌
内
に
は
大
き
な
石

室
か
多
い
。
群
馬
県
な
ど
に
は
長

さ
一
五
メ
ー
ト
ル
の
石
室
を
も
つ

も
の
‐
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
削
方
後

円
堆
で
あ
る
鰯
茨
城
県
で
も
梱
穴

式
石
室
を
も
つ
古
墳
は
、
新
治
郡

川
崎
村
の
稲
荷
山
古
噛
、
八
郷
町

の
丸
川
古
峨
、
典
壁
町
の
川
生
古

珊
、
東
海
肘
の
舟
塚
古
埴
な
ど
が

あ
ぁ
が
い
ず
れ
も
前
方
後
円
職
で

あ
る
。
円
墳
で
は
水
戸
の
吉
卍
古

墳
の
石
室
が
長
さ
三
、
七
メ
ー
ト

〃
が
地
に
あ
る
巧
沌
古
埴
群
と
こ
の

赤
浜
古
馴
群
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
中
で
石
滝
古
城
群
は
、
花
虹

川
の
対
岸
に
あ
る
の
で
、
藻
島
の

里
の
勢
力
権
に
入
る
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
、
多
珂
の
里
（
高
萩
市

）
に
関
係
す
る
お
も
な
古
城
群
は

向
腺
と
赤
浜
と
い
う
こ
と
に
な
る

二
号
城
と
四
号
頃
（
松
塚
）
の
埋

非
週
泄
が
、
立
派
な
椣
穴
式
石
箪

で
あ

つ
た
こ
と
は
注
目
に
伯
す
鳥

械
火
式
石
室
は
朝
鮮
の
高
句
麗
、

百
済
、
新
羅
で
発
達
し
た
も
の
が

わ
が
腿
に
伝
わ
っ
た
・
も
の
で
、
九

州
や
畿
内
で
は
六
世
紀
に
採
用
さ

れ
て
い
る
。
柵
造
は
、
入
ｎ
に
あ

た
ゐ
淡
皿
と
玄
室
か
ら
な
り
、
泄

哩
埴
群
と
こ
の

も
の
と
思
わ

里
（
高
萩
市

松
塚
）
の
塊

目
に
値
す
為

し
た
も
の
が

ル
、
岩
瀬
町
の
宵
谷
古
積
、
叩
海
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
さ
さ

塚
ら
れ
る
。
村
の
真
崎
、
勝
田
市
金
上
な
ど
に
き
の
浜
」
の
小
石
〈
玉
石
）
を
「

《
群
は
、
花
凹
あ
る
石
室
が
い
ず
れ
も
四
メ

ト
も
つ
と
」
狸
入
れ
て
、
な
ん
ど
も

で
、
藻
島
の
ル
前
後
で
あ
る
。
、
な
ん
ど
も
》
」
の
坂
道
を
往
復
し
た

し
た
が
っ
て
、
赤
浜
二
号
塙
の
は
ず
で
あ
る
。
丸
太
の

や
く
ら
を

石
室
の
全
長
が
八
メ
ー
ト
ル
、
山
く
承
、
テ
コ
を
使
い
石
室
の
上
に

一
な
古
城
群
は
号
城
も
ほ
望
同
じ
規
模
を
有
す
る
収
い
天
井
石
を
き
ち
ん
と
な
ら
べ

こ
と
に
な
る
の
で
、
円
喰
の
石
室
と
し
て
は
荻
あ
げ
る
作
業
は
、
と
く
に
間
鮴
を

城
兜
で
も
珍
し
い
大
型
の
も
の
で
き
わ
め
た
で
あ
ろ
う
。

樹
穴
式
石
箪
あ
る
。
し
か
も
側
壁
、
天
井
石
な
八
月
の
下
旬
、
松
塚
の
填
臘
に

ど
の
石
材
が
、
す
べ
言
Ｌ
美
し
く
加
た
っ
て
、
海
に
通
ず
る
坂
道
を
眺

あ
高
句
麗
、
工
さ
れ
、
切
石
の
す
・
き
間
に
は
帖
め
て
い
る
と
、
う
す
よ
ご
れ
た
衣

士
が
つ
め
ら
・
蝿
綿
密
な
設
計
加
と
禅
を
つ
什
た
農
民
た
ち
が
、
ま

も
の
で
、
九
エ
の
も
と
に
擶
築
さ
れ
て
い
る
．
る
て
唯
の
よ
う
に
大
き
な
凝
吠
巻

紀
に
採
用
さ
ま
た
凝
灰
岩
を
整
形
し
た
天
井
順
に
む
ら
が
り
、
正
く
細
い
行
列
源
に

、
入
ｎ
に
あ
唯
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
一
個
な
っ
て
、
古
噸
ま
千
』
の
．
江
く
て
巡

ら
な
り
、
泄
の
血
さ
竺
一
下
ソ
以
上
で
あ
り
、
い
迩
冴
歩
ん
で
く
る
蟹
が
浮
ん
で

作
は
水
杣
に
玄
川
の
さ
さ
え
に
な
っ
て
い
み
化
く
る
。
初
秋
の
赤
沢
台
地
の
斜
辺

入
れ
て
、
玄
州
岩
な
ど
の
石
材
を
入
れ
る
と
、
の
あ
ち
こ
ち
に
咲
い
て
い
為
山
百

室
に
お
か
れ
天
井
部
だ
け
聾
一
○
ト
ン
近
く
の
台
の
向
い
花
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が

だ
い
た
い
南
府
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
腫
な
今
腫
亡
き
農
民

た
ち
の
精
溌
の
よ

向
き
に
作
ら
る
。
う
に
思
わ
れ
、
こ
の
大
工
事
の
苫

れ
る
。
玄
室
こ
の
よ
う
Ｅ
ハ
世
紀
か
ら
七
世
し
き
を
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
な

の
柵
造
と
側
紀
初
め
に
．
大
き
な
石
材
が
便
わ
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

壁
に
川
い
ら
仇
る
ょ
う
に
な
る
の
は
℃
伺
材
の
な
お
長
期
間
に
わ
た
る
調
査
に

ｈ
て
い
る
浦
巡
搬
‐
加
工
、
そ
し
て
柵
築
卜
両

際
し
て
示
さ
れ
た
、
巾
荊
岫
や
雄

の
加
工
状
態
技
術
に
か
な
り
の
進
歩
が
あ
っ
た
炭
地
域
振
興
事
難
問
の
洲
怖
撒
れ

に
よ
っ
て
、
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
雌
る
こ
按
助
、
と
く
に
教
育
委
負
会

同
然
岩
↓
割
内
や
九
州
だ
け
で
な
く
、
高
萩
で
の
力
点
の
ご
協
力
な
ら
び
に
市
民

石
↓
切
石
と
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
の
皆
さ
塁
の
挙
心
つ
か
い
に
対
し

い
う
時
間
的
二
号
墳
、
四
号
境
は
七
枇
紀
初
調
査
団
坐
ご
代
表
し
、
厚
く
お
礼
を

差

が

老

え

ら

出

ご
ろ
の
‐
も
の
と
考
・
え
ら
れ
、
申
上
げ
る
次
才
で
あ
り
ま
す
、

れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
推
古
天
皇
の
こ
ろ
に
あ

斗

石
室
の
中
に
た
為
。
当
時
、
高
萩
地
方
で
こ

肌

は
数
名
以
上
だ
け
の
大
き
な
石
を
迎
ば
せ
為
椛
』
」
の
手
記
は
、
七
月
二
五
Ⅲ
か

の
泄
什
を
発
力
を
も
っ
た
人
と
い
え
ば
、
多
珂
ら
九
月
中
旬
に
辿
な
っ
た
亦
浜
巡

見
す
る
こ
と
国
造
か
そ
の
一
族
以
外
に
は
あ
り
跡
発
掘
認
査
団
を
長
の

も
あ
り
、
家
え
な
い
。
古
墳
の
位
置
は
多
珂
国
志
田
先
生
が
寄
碕
し
て
下
さ
っ
た

族
菓
の
性
格
造
の
治
所
と
さ
れ
る
大
高
台
に
近
も
の
で
す
。

を
も
っ
て
い
い
国
造
の
一
族
が
死
ん
だ
の
で
、
Ⅱ
内
容
一
切
原
文
の
ま
ふ
Ⅱ

農
民
た
ち
は
古
墳
築
造
に
動
員
さ

る
。

れ
海
岸
の
崖
の
凝
灰
岩
を
き
り
だ

墳
（
藤
我
馬
し
草
む
ら
の
坂
道
に
丸
太
を
な
ん

）
ば
、
湘
室
本
も
な
ん
本
も
散
き
つ
め
て
．
ｐ

〔
聯
典
説
明
】

ル
、
火
艸
打
に
し
、
ふ
じ
づ
る
な
ど
を
か
け
た
亦
浜
古
墳
か
ら
発
珈
さ
れ
た
賀

一
個
七
七
卜

大
き
な
石
を
必
死
に
な
っ
て
引
き
重
な
ツ
ポ

ま
た
卦
」
睡
日

唱罰

錘

鴬渉電

溌蕊 蕊蕊

ど

罰 溌識峯篭識

斬喜を迎え､すこやかに成人されたみなさ鷹がたに､ 巳ころからお祝い｢|'し_'二け･ます。
1月15日には､封しく成人されたかたがたを招待し､社会人として晴れの門出を祝福致したし､と存じ
ますので､ご出席くださるようご案内申し上げます。

･ 日 時1 月15日（金）
場 所高萩中学校体育館

受付午前9時30分から
日 租開式午前101好30分

閉式午削11 1寺30分

市内在住のかたには､年凹はがきで招待状をお送りしましたが､商萩I ljl I身で､ 当日帰省して式典
に参加希望のかたには､ご出席くださあようｵさ知らせください｡なお、本1 4‘捜当しﾜかたがたはI噌和25
年4月2日から､ 26年4月1日までに出生されたかたです｡服装は華美にならないよう､ご協力卿v､ます

成 式へど ぞ人
－

つ

明けまして

おめでとうございます

－582

上手綱第3

下手綱

i踊戸邦1

i厳戸姉2

赤 浜

若 蝋

横 111

下君 ll l

上右 lll

大 能

中戸川

''権苫赦人 ｜投頚搾

３
７
１
５
４
１
３
３
Ｕ
５
３
７
７
４
７
１
１
１
２
４
１
９
６
５
４

６
３
８
１
５
２
６
９
８
８
２
３
８
Ｂ
２
７
５
８
．
９
０
１
３
５
５
１

５
４
ｚ
６
６
３
２
７
０
５
３
５
３
３
９
２
４
２
１
３
２
３
１
２

１
１
３
１
２
１
１

５
１
０
６
０
０
５
８
抄
１
５
０
４
６
７
１
、
川
３
４
８
５
０
７
Ｕ

５
７
７
６
５
９
３
７
４
５
綴
３
４
１
８
り
１
９
１
苫
７
ｌ
Ｕ
３
８

２
１
６
２
５
８
２
５
８
４
０
４
３
２
８
２
３
２
２
２
３
１
１

１
１
２
１
１
１

投票率

３
５
４
４
１
４
４
９
１
１
２
１
６
３
８
２
７
９
９
８
４
０
３
４
１

帥
凱
副
汚
拠
副
酌
泥
沼
汚
泥
別
汚
艶
師
躍
騨
副
定
帥
四
卯
幽
銘
鋼

1八” Fh－

ムヨ.りこ／ 15．8:j3 u



報 き市 か はた【3］ 昭和46年1 月7日発イ

近
年
わ
が
国
の
経
済
は
驚
異
的
昭
和
四
○
年
の
国
勢
調
盃
に
お

に
高
度
成
艮
を
続
け
て
お
り
ま
す
い
て
、
三
一
九
人
（
前
回
三
五
年

が
、
↑
」
の
発
展
に
つ
れ
、
産
業
の
国
調
比
○
、
九
七
％
）
の
減
少
を

排
成
が
急
速
に
変
り
つ
ふ
あ
り
ま
示
し
た
本
巾
人
口
は
、
四
○
年
比

す
。
こ
れ
と
と
も
に
、
農
村
か
ら
九
、
○
七
で
二
九
四
九
人
が
減

都
市
へ
の
人
同
移
動
が
は
げ
し
く
少
し
ま
し
た
。

過
疎
的
呪
象
や
過
帝
的
現
象
が
へ

国
内
各
所
に
み
ら
れ
、
人
口
の
大
世
猯
数
に
お
い
て
も
、
四
○
年

き
室
、
世
桁
の
柵
成
分
布
城
態
に
比
戦
し
、
三
○
肚
州
が
減
少
し

が
非
禰
に
大
き
く
変
化
し
て
お
り
ま
し
た
が
一
方
、
一
世
帯
当
の
人

ま
す
。
貝
は
、
四
○
年
の
四
、
二
六
人
か

こ
れ
ら
の

変
化
を
と
ら
え
、
名
ら
、
三
．
八
九
人
と
核
家
族
化
の

郡
行
政
碕
料
の
埜
碓
儲
料
を
柳
る
進
む
傾
向
が
聡
ら
れ
ま
す
。

た
め
、
昨
年
一
○
月
一
日
現
在
で

汁
二
回
目
の
国
勢
澗
査
が
行
わ
地
域
別
人
川
の
分
布
状
況
で
催

れ
葦
し
た
。
そ
の
訓
交
粘
呆
が
、
狩
に
、
Ⅲ
州
列
地
域
の
人
Ⅱ
減
少

こ
の
低
ど
ま
と
講
掛
り
ま
し
た
の
で
率
が
高
く
、
過
伽
的
呪
玖
が
伽
将

紡
果
の
概
要
を
公
表
し
、
本
市
人
に
表
わ
れ
て
い
ま
す
．

ロ
の
特
徴
を
例
則
し
て
ゑ
ま
し
た

減
少
す
る
人
口
、
核
家
輌
萩
地
域
の
大
字
島
名
、
秋
山

両
地
域
が
火
山
に
減
少

を
示
し
て

族
化
へ
進
む
世
帯
お
り
ま
す
が
、
｜
」
れ
は
炭
砿
閉
山

１

Ｉ

ｊ

ｒ

１

、

、

ｊ

Ｐ

‘

Ｉ

、

‐

〃

〃

ｒ

Ｌ

ｑ

１

ｉ

Ｆ

Ｉ

ｈ

■

ｊ

〃

１

，

１

Ｊ

〃

ｌ

、

Ｉ

ｊ

Ｆ

Ｉ

ｂ

１

ｌ

ｐ

－

Ｌ

、

１

Ｊ

グ

ー

ｑ

ｂ

ｊ

ｒ

１

ｈ

、

ｊ

Ｆ

ｌ

Ｌ

１

ｊ

Ｆ

ｌ

ｑ

１

ｊ

ｒ

ｌ

Ｌ

ｑ

ｌ

Ｊ

ｒ

Ｌ

Ｑ

Ｉ
く
１
１

夕菩一一、一へ一一一

ノ

…秀
在任中のご厚情に深謝し

市民各付のご健康を祈る

前市長安村 篤

別多 ,し、そ たを魂す 政主とすつ対及
れ幸おかうどく童とがま のし思・たすひ

第
Ⅱ
回
国
勢
調
齊
結
果
の
報
告

《
、
ｊ
ｈ
Ｊ

、
ｊ
、

岬
》
卦
雌
杜
尹
誕
函
妹
砂
祁
握
諾
一

思
い
ま
す
と
、
年
の
湖
も
お
し
つ

ま
っ
た
三
一
年
前
、
高
萩
市
長
に

一

わ
た
く
し
は
人
生
の
大
部
分
を

政
治
家
と
し
て
過
こ
し
た
と
い
え

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
な
が
い
間
、
大
過
な
く
過

得
た
と
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
、
市
民

、
市
議
会
議
員
各
位
の
わ
た
く
し
涯

一

る
非
爺
な
ご
協
力
の
た
ま
も
の
で
あ

と
思
い
、
、
心
か
ら
お
礼
申
し
あ
げ
ま

た
い
へ
ん
い
た
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た

い
草
す
が
、
そ
の
点
睦
」
容
赦
願
い
｛

て
、
明
日
か
ら
は
一
市
民
と
し
て
一
叩
（一

発
展
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

だ
、
い
ろ
い
ろ
室
業
も
残
っ
て
い
ま

、
皆
さ
ま
に
は
高
萩
人
特
汀
の
、
闘

輝
勤
番
需
諦
艫
唾
評
恥
誌
孔
亜
列
、
っ
一

情
熱
を
傾
け
て
．
た
ゆ
糸
な
い
努
力

泡
て
い
か
れ
る
に
相
進
な
い
と
、
か

信
じ
て
お
り
ま
す
っ

一

ら
お
願
い
中
し
あ
げ
ま
す
。

わ
り
に
、
市
民
各
位
の

こ
健
康
、
ご

を
、
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
お

の
こ
と
ば
と
い
た
し
ま
す
・

１
１
１
１

の
影
響
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
各
地
域
で
、
人
ｕ

の
減
少
が
愚
ら
れ
る
な
か
で
、
駅

東
地
区
の
人
Ⅱ
が
卿
加
の
一
途
を
Ⅷ

示
し
て
い
る
の
に
は
、
人
口
の
市
５

街
地
域
へ
の
移
動
に
よ
為
築
巾
化
４

現
象
の
顕
れ
で
あ
．
る
と
澪
え
ら
れ

ま
す
．
数

な
お
、
今
回
の
川
査
瓢
か
ら
巾

詐
令
Ｊ

外
へ
の
汕
勤
、
通
学
者
を
典
計
し
Ⅱ
Ⅱ
一

Ｊ

た
と
こ
ろ
、
山
五
八
五
人
が
巾
外
卜
山
一

に
就
労
、
ま
た
刑
学
し
て
い
為
現
ｌ

状
で
す
。
こ
の
う
ち
と
く
に
、
Ｈ
上
）

立
市
へ
の
雌
批
、
皿
学
獅
は
、
三

一
九
二
と
い
う
数
字
を
示
し
て
お
ｌ

り
ｆ
す
。

以
上
入
曲
の
Ⅲ
勢
捌
究
の
姫
人

汁
で
岬
ら
収
ま
し
た
、
幾
多
の
物
Ⅱ
リ

仙
当
ど
例
記
し
ま
し
ち
か
、
こ
の
洲
凧
刀

査
に
ご
協
力
を
剛
い
ま
し
た
洲
査
４
１１

貝
の
か
た
が
だ
や
、
ゑ
な
さ
ま
に

厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
１

Ｍ
時
に
、
今
後
こ
の
調
査
か
喝
得
、
口

ら
．
汎
る
で
し
ょ
う
多
く
の
粘
火
は
’

す
承
や
か
に
公
表
し
ま
す
と
と

も
に
、
諦
施
紫
の
基
礎
資
料
と
し

て
、
生
か
さ
れ
る
》
」
と
に
販
待
し

可

地域別･人口と世帯 1970. 10. 1現在
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人に 総数

32．497

2f1.436
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８
２
７
５
に

ノ
６
６
２
１
９
１
４
４
２

１
１
１

刺芦舞冨
蒜､…
T咄
明 』零一献血に 愛の手を

イオンズc･ i'i!;jMJc
診､

揖

参

８
６

５
７

４
２

Ｈ
１
３
６
７

７
５
２
１
４

８
５
１
１
５

．
〕
、
》
ゞ
ｊ
、
：

灘

鷺

鐸

蕊

蕊

篭

で

行

な

わ

れ

ま

し

た

・

》
、
辱
…
唖

寒
さ
と
年
末
の
た
め
、
主

戻
講
尾
韻
鵠

一
で
す
が
、
鰐
し
い
誤
算
が
生

灘
‐
じ
、
申
込
み
者
一
八
六
名
、

鐇
鐸

，
需
敵
血
者
一
六
八
名
が
結
果
さ

し
Ｆ
Ｈ
Ｈ
“
愚
れ
ま
し
た
。

巻
穴
譜
》
坐
Ｊ
恥
畦
鎚
毒
酎
出
鐸
癖
維
詮

湧
蕊
溌

二
○
分
も
オ
ー
バ
ー
さ
せ
て
駅
頭

冬
の
場
は
に
立
っ
た
の
噛
平
日
の
た
め
皿

苅
く
、
帥
走
動
知
り
の
献
血
者
と
呼
吸
を
合
わ

の
川
は
排
を
せ
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

川
っ
て
餅
ど
交
通
珊
故
を
願
う
も
の
は
あ
り

い
。
ま
せ
ん
し
、
交
通
甑
故
に
限
ら
ず

「
献
血
に
愛
万
一
に
柿
え
為
血
液
の
爺
は
充
分

の
手
を
」
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

拙
い
た
ぐ
る
寒
さ
を
い
と
わ
ず
、
こ
の
Ｈ
を
催

し
た
ひ
と
び
と
と
＄
協
力
し
た
ひ

ま
が
市
内
畢
哲
ル
び
と
に
習
い
、
一
人
で
も
数
多

ｕ
〈
レ
ー
叩
ト
ー
。

い
状
Ⅲ
汁
が
あ
り
・
重
す
よ
う
に
。

間
萩
脊
年
金

◇

胤
叶
「
も
Ⅱ
火

口
「
帥
’
ｒ
／
Ｊ
■
Ⅲ
中
司
鋤

仙
波
セ
ン
タ
ー
間
萩
出
張
所
で

Ｊ
Ｃ
）
ラ
ィ
の
採
川
時
を
、
次
の
よ
う
に
変
更

オ
ン
ズ
〃
・
ヲ
い
た
し
ま
す
。
今
ま
で
、
毎
週
●
不

プ
共
樅
、
夏
雌
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
后
四
時

川
に
並
べ
た
ま
で
、
高
萩
協
同
病
院
内
に
設
け

昨
年

一
回
卿
ま
し
た
》
出
張
所
で
の
採
血
を
都

の
献
血
運
動
合
に
よ
っ
て
胎
和
四
六
年
一
月
七

は
一
二
月
九
Ｈ
（
木
曜
日
）
か
ら
、
毎
週
木
曜

Ｈ
、
砂
を
飛
閉
麺
蓉
銅
風
識
誕
唖
↑
一
一
飛
騨
疵

ば
す
風
の
中
調
至
畢
す
。

採
掘
柴
田
Ⅲ
川
能
川
平

計

君
君
戸
合

亦
望
若
上
下
中
大
横
福

１
１
只
哩
①
〃

３
２
Ｒ

４
０
７
６
２
０
０

９
８
４
２
３
３
Ⅱ

２
１
１
１
２

芦
、１

７
７
９
４
０

４

０
５
６
５

３
３
２
４

７
０
３
２
０
８

６
６
３
３
２
３

１
１
１
２
４４

。b

121

7,596 548

酒
を
飲
ま
な
い
／
§
酒
を
す
す
こ
の
時
期
に
は
通
常
と
全
く
連

め
な
い
／
酒
を
飲
ん
だ
ら
運
転
つ
た
時
刻
で
、
多
く
の
列
車
が
走

し
な
い
ノ
り
ま
す
り
仁
、
土
地
感
の
あ
る
人

が
慣
れ
た
蹄
切
を
通
る
場
合
も
油

Ｈ
舌

号
・
・
且
■
■
７
・
・
呂
二
二
Ｐ
二
ｓ
，

ｍ
こ
れ
は
、
誰
断
で
き
ま
せ
ん
。

一
で
も
知
っ
て
い
高
萩
駅
附
近
を
例
に
と
っ
て
難
て

一
幅
る
安
全
運
転
の
も
、
一
日
約
五
○
本
の
臨
時
旅
客

帥
”
粋
搾
》
》
僻
鍔
榊
癖
帝
呼
呼

叩

ｌ
が
田
舎
道
に
来
た
解
放
感
か
ら

岬
１
レ
シ
諦
津
鐸
轌
〆
結
つ
い
蹄
切
幟
視
と
気
の
ゆ
る
み
が

一
、
ふ
ふ
‐
癖
諏
叫
蛎
纈
李
姪
奴
一
基
銀
や
危
険
次
精
神
状
態
に

“
〆
一
鮒
減
を
無
視
し
踏
切
を
安
全
に
通
行
す
る
た

叩

一
－
し
犀
あ
の
お
そ
る
し
め
、
次
の
こ
と
を
守
っ
て
く

滅
酬
瀦
灘
簾
爾
で
、
ヵ
‐
象
↓
ア
レ
＃

”
な
り
ま
す
。
ラ
ジ
オ
を
と
め
る
く
せ
を
つ
け
る

卜
絶
鯲
鮮
鞠
騨
窯
鰕
止
し
て
左

Ｕ

一
を
鯨
↑
詔
認
窯
餓
群
議
刎
娠
に
、

斗
故
識
渉
蝿
十
繊
擁
寵
お
互
い
に
ゅ

帽
事
黙
認
量
ず
瀞
の
惑
い
蹄
切
で
ば
窓

、
り
ま
す
。
を
附
け
て
目
と
耳
の
両
方
で
安
全

ン
切
苧
」
の
よ
う
に
鱗
を
確
…
（
助
手
な
ど
の
い
ゞ

州
切
事
故
は
、
本
時
ば
、
誘
導
さ
せ
る
）

蝿
踏
劃
灘
曇
輸
議
懇
話
蕊

一
い
な
く
列
車
脱
線
踏
切
上
で
の
変
速
は
、
や
め
る

伽
皇
・
ニ
ニ
ニ
．
｜
言
…
ｌ
抑
て
ん
ぷ
く
、
旅
踏
切
上
で
エ
ン
ジ
ン
か
か
か

客
死
傷
等
に
よ
っ
て
、
大
き
な
社
ら
な
か
っ
た
ら
、
セ
ル
ェ
』
１
タ
ー

会
問
題
に
ま
て
な
っ
て
お
り
ま
す
で
動
か
す
。

年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て

無
理
す
る
水
遠
く
に
見
え
て

発
生
す
る
踏
切
事
故
に
は
、

も
列
車
ば
連
い

飲
酒
運
転
の
他
に
次
の
よ
う

（
高
萩
駅
）

な
原
因
か
あ
げ
ら
れ
ま
す

ｉ
ゞ
１
１
嫁
Ｉ
で
０
ヶ
１
ｉ
・
０
｜
１
１
ぐ
ｆ
ｉ
、
、
！
ｊ
〃
Ｊ
ゞ
１
１
１
，
４
，
４
１
１
４
『

）

鱈
司
り
た
も
は
一

寄
か
あ
つ
く
て
一

雄
迩
軸
掘
牽
椎
一

ノ

ー

所
で
は
唾
礎
睡
、

汽
培
ｊ
ｆ
一

一

一
、
談
白
今
み
に
に
、

）
１
Ｖ
△
言
迂
、
、
壼
一
Ｌ
一
望

一

一
華
鋤
辨
唾
鏥
壷
一

な

蔵
く
０
な
の
役

を
さ
碕
糖
程
一
噸
》
鉦

十、
寸
綴
耳
Ｃ
の
す
圭
思
と
こ

－
拍
“
労
〃

Ｊ
憧
涯
岼
夢
唾
？
、

の
泣
月
た
ぁ
サ
立
た
か
一

一

一

一
皿
し
て
。
、
刀
役
な
ん

一
年
ま
し
ん
の
に
あ
せ

愛
昨
れ
記
せ
こ
き
。
ま
、

さ
と
ま
と
の
い
一

一

、

毎日か楽しい家庭であるように願って

も､いつも忙がしい仕珊に迫われ露 とも

すれば家庭の人間的接触がうすれがちで

す。

そこで家族承んなが畷かく心が触れ合

う機会をもち､ fJ jる<楽しい家庭づくり

をする|Jとして、毎月館3日8，日を「家

庭の日｜ と定めたのです。 「家庭の日」

には､家族みんなが楽しみ､､話し合う機

会をもってもらいたいものです。

今月の「家庭の日」話し合いテーマは

新年を迎え一年の目標をたてる意味で､

「日記をつけよう」です。

毎月オ3日旺日は

家庭の日です

－583－
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農
業
者
年
金
基
金
法
が
、
一
○
経
営
移
譲
年
金
合
、
納
付
し
た
保
険
料
以
上
の
も
と
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
、
夫
姉
が

月
一
日
の
国
会
に
お
い
て
成
立
し
農
業
者
年
金
に
加
入
し
て
、
二
○
の
が
一
時
金
と
し
て
支
払
わ
れ
ま
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
農
家

四
六
年
一
月
一
日
か
ら
加
入
、
保
年
閲
保
険
料
を
納
付
し
た
者
（
発
す
。
の
場
合
、
年
金
の
保
険
料
負
担
は

険
料
徴
収
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
足
当
時
に
は
五
’
一
九
年
を
も
つ
離
農
給
付
金
次
の
と
う
り
で
、
合
計
二
○
○
○

に
な
り
ま
し
た
。
て
、
資
格
を
有
し
た
と
し
ま
す
）
こ
れ
は
、
六
五
才
以
上
で
年
金
に
円
と
な
り
ま
す
。

加
入
者
と
し
て
は
農
地
を
五
Ｏ
ァ
が
、
後
継
者
に
譲
っ
た
り
、
第
三
加
入
で
き
な
い
者
や
加
入
資
椎
夫
の
分

１
ル
以
上
も
っ
て
い
る
農
家
の
経
者
の
規
漢
抵
大
に
役
立
つ
よ
う
に
の
な
い
零
細
経
燧
主
等
が
、
》
て
の
国
民
年
金
定
額
分
保
賊
料

営
主
は
原
則
と
し
て
、
加
入
さ
せ
移
譲
し
た
場
合
に
も
ら
え
ま
す
。
農
地
の
全
部
（
脚
留
地
と
し
て
、
四
五
○
円

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
後
継
者
な
こ
き
〆
」
移
譲
と
境
所
有
権
の
移
一
○
ア
ー
ル
程
度
は
認
め
る
）
を
国
民
年
金
所
得
比
例
分
の
保
険
料

三
五
○
円

ど
も
任
意
加
入
す
る
こ
Ｌ
が
で
き
転
、
第
三
者
へ
の
優
期
貸
付
ロ
一
定
の
要
件
で
処
分
し
、
離
股
す

ま
す
。
０
年
間
位
）
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
場
合
に
交
付
す
る
も
の
で
す
。
股
業
者
年
金
の
保
険
鍋
五
○
円

こ
の
年
金
の
ね
ら
い
は
、
若
い
っ
て
い
ま
す
。
な
お
経
営
移
譲
一
定
の
要
件
と
は
、
売
渡
す
股
地
妻
の
分

後
継
者
に
早
く
経
糊
椛
を
移
漉
さ
は
、
自
分
の
継
幽
刷
械
全
部
（
三
が
三
○
ア
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
川
阯
年
金
定
纐
分
保
険
料

せ
る
、
経
営
の
藩
返
り
に
あ
り
、
○
ア
ー
ル
以
上
）
と
な
り
ま
す
が
相
手
方
は
股
業
者
年
金
の
川
人
新
四
五
○
Ｎ

年
金
の
仕
組
全
休
は
経
倣
移
譲
年
銅
三
者
へ
の
移
談
に
限
り
、
自
留
農
地
保
御
合
川
化
法
人
↑
雌
金
で
給
付
の
月
額

金
、
農
業
者
老
令
年
金
、
死
亡
一
地
と
し
て
一
○
ア
ル
程
度
も
つ
あ
る
こ
と
で
、
後
細
對
へ
の
売
波
Ｍ
民
年
金
は
六
五
才
か
ら
給
付
さ

時
金
、
脱
退
一
時
金
の
四
籾
狐
で
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
し
は
認
め
ま
せ
ん
。
れ
ま
す
が
、
農
業
者
年
金
の
経
営

成
り
立
っ
て
お
り
、
こ
の
外
に
腓
罐
識
醸
嚥
鱗
誌
唾
や
卵
蓉
椎
症
に
審
癖
野
師
唾
鋤
幽
吐
錘
鵠
翫
炉
、
一
》
》
誰
》
卦
砕
崎
華
袖
》
恥
鈩
挿

農
給
付
金
が
あ
り
ま
す
。

農
業
者
年
金
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
六
○
才
か
ら
六
五
才
ま
で
の
間
に
二
一
五
万
門
、
そ
れ
以
外
の
者
に
は
一
ハ
五
才
か
ら
は
国
民
年
金
定
額
分

だ
け
が
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
移
譲
し
た
場
合
感
そ
の
時
点
か
一
五
万
門
と
な
っ
て
お
り
ま
す
“
所
得
比
例
分
、
農
業
者
老
令
年
金

く
、
国
民
年
金
と
の
抱
き
合
せ
に
ら
も
ら
え
ま
す
。
次
に
、
い
く
ら
保
陥
料
を
納
付
そ
れ
に
、
六
○
才
か
ら
五
年
間
も

よ
］
？
も
里
と
す
。
で
す
か
ら
、
国
農
業
者
老
令
年
金
し
て
、
い
く
ら
も
ら
え
る
か
の
問
ら
つ
た
移
譲
年
金
の
一
割
が
、
上

民
年
金
に
加
入
し
、
さ
ら
に
所
得
六
○
才
に
な
る
ま
で
、
二
○
年
間
題
に
う
つ
り
ま
し
ょ
う
。
積
み
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
｛
ざ
す
。

比
例
に
加
入
す
る
こ
と
が
必
須
条
保
険
料
を
納
付
し
た
者
で
、
経
営
保
険
料
こ
れ
坐
篁
衣
で
一
不
し
ま
十
と
℃
沢
の

件
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
移
譲
の
有
無
に
か
異
わ
ら
ず
も
ら
腱
業
肴
年
金
の
給
付
に
必
要
な
経
ょ
露
韮
蓉
創
誇
耐
か
型

た
ｘ
し
、
国
民
年
金
よ
り
は
国
の
え
る
年
金
で
す
。
饗
は
、
被
保
険
者
か
ら
徴
収
す
ゐ
第
一
一
表
は
船
付
の
金
額
と
な
つ

補
助
が
手
厚
く
な
っ
て
お
り
ま
す
死
亡
脱
退
一
時
金
保
険
料
と
、
そ
の
迎
用
利
息
及
び
元
い
ま
す
。

次
に
各
年
金
の
性
質
に
つ
い
て
三
年
以
上
保
欧
料
を
納
付
し
た
者
国
叩
負
担
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
な
お
、
不
珊
の
点
は
農
業
委
員
会

見
て
ゑ
ま
し
よ
う
。
が
、
途
中
で
死
亡
、
脱
退
し
た
場
ま
す
。
当
初
は
月
弧
、
七
抵
○
円
左
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

才 1 表

八醍童移諏（65歳まで）尋要件
給付の型句
一ノ

議蕊蕊蕊議蕊蕊蕊蕊|÷駕蹴
国民年金所得比15l給付 D わらず行な

う給付

国民年金定韻給付E鍵
60'5

才 2 表

給付の月額

盲’5年 jfI

雄
付

刷
恥
、

一
ｆ

印
の

』

八
獅

虻
』
。

専
川Ｈ

二
貼
部
、

『

〈

伽
岫
毛
セ

リ
毎

を
年

分
馴

Ｆ
ｒ少
日
Ｌ

”
Ｕ
■
８
口

”

叩

凡

Ⅲ
Ⅱ

川
芯

■

子

Ｉ

岬

醜

亜

、
て
識

唾

帥

儲

し

硯

Ｊ

■

⑨

ゴ
仇
叫
ろ
参
〃
足
陥
な
り

．

惟

濫

〆

」

０

勘
年
低
川
鑓

し
泌
雌
Ⅷ
×

‐
１
芯
飲

張
入
‐
‐
＆
１
．

り
令
・
Ｄ
ｔ
Ｌ
も
ｌ

神
付
柊
で
付

‐

ど

Ｐ

１

．

・

・

ｈ

刊

ふ
い
軒
即
叩
惚

，
革
宇
Ⅱ
］
り
ぃ

‐
Ｊ
古
川
？
－
４

，
日
酔
茎

肌
ｔ
怒
り
ｊ

０
年
〃
川
人

ｔ
ｎ
２

Ｊ
叫
郡
Ｌ
算

弔
１
９
１
・
ノ
勺
ｌ
ｒ
ｋ

眠
咄
悪

◇
消
火
器
の
国
家
検
定
ト
ル
を
焼
い
た
火
災
は
、
小
屋
に
防
上
非
階
に
危
恢
で
す
。

洲
火
器
は
、
脚
の
規
絡
に
合
格
保
管
し
て
あ
っ
た
除
草
剤
の
自
然
配
細
工
川
は
、
東
京
趨
力
に
相
談

し
た
も
の
で
な
い
と
販
売
で
き
ま
発
火
と
承
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
る
か
、
岻
飢
工
珊
人
に
依
蝋
し

せ
ん
。
買
う
と
き
の
Ⅱ
変
と
し
て
こ
の
除
草
剤
は
「
ク
ロ
レ
ー
ト
、
主
し
よ
う
。

国
家
検
定
合
椛
「
マ
ク
」
に
、
ソ
ー
ダ
」
で
、
塩
酸
ナ
ト
リ
ュ
ー

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ム
を
含
む
粉
末
の
農
薬
で
す
。
高
岡
地
区
消
防
通
報
用

こ
の
コ
ー
ク
」
は
一
、
五
セ
ン
発
火
性
が
高
い
た
め
、
こ
れ
が
Ⅲ
専
用
電
話
が
開
通
し
ま

チ
メ
ー
ト
ル
叫
方
の
銀
色
の
ラ
ベ
然
発
火
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
し
た

ル
が
付
い
て
い
ま
す
．
市
内
下
手
綱
で
も
、
こ
れ
と
同

◇
タ
・
ハ
コ
の
火
の
温
度
じ
農
薬
の
自
然
発
火
と
染
ら
れ
る
下
君
、
大
火
を
反
省
す
る
意
味

タ
バ
コ
ぐ
ら
い
し
」
馬
鹿
に
し
て
原
因
で
、
犬
小
屋
が
熱
け
て
い
ま
か
ら
、
今
回
高
萩
電
報
電
話
局
の

は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
温
度
は
、

六
○
○
度
か
ら
八
○
○
度
も
あ
り
！
’
～
‐
ｌ
Ｉ
ｔ
ｌ
ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ

知
っ
て
ま
す
か

う
っ
か
り
落
し
・
た
タ
バ
コ
の
火
は

木
材
、
布
、
紙
、
タ
タ
ミ
、
フ
ト

ン
な
ど
に
簡
単
に
燃
え
秒
っ
て
し
！
ｔ
ｉ
ｌ
１
１
ｌ
１
１
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
Ｉ

ま
い
ま
す
。
投
げ
総
て
は
危
険
で
す
。
農
薬
等
で
使
い
残
り
の
除
草
特
別
の
配
慮
を
い
た
ｘ
き
、
若
栗

す
。
刑
の
保
符
に
は
、
充
分
注
意
し
ま
肘
と
市
消
防
本
部
と
の
間
に
、
消

◇
り
災
証
明
書
は
消
防
本
部
で
し
よ
う
。
防
皿
報
州
専
用
電
話
が
棚
通
さ
れ

火
災
な
ど
で
、
り
災
証
川
洲
の
◇
盗
電
は
火
事
の
も
と
ま
し
た
の
で
、
「
火
災
」
ま
た
は

必
要
な
場
合
は
、
洲
防
水
部
に
叩
甲
府
市
の
古
物
商
が
、
胤
外
配
「
救
急
叩
」
の
汕
州
は
、
次
の
よ

し
出
て
く
だ
・
さ
聡
線
か
ら
、
屯
気
ド
リ
ル
用
の
コ
ー
う
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

火
災
保
険
金
の
柵
求
な
ど
に
は
、
ド
を
接
統
、
盗
葹
し
て
い
た
た
め
◇
通
報
の
方
法

必
要
な
識
却
の
で
す
。
接
続
部
分
が
過
熱
発
火
し
ま
し
た
加
入
さ
れ
て
い
る
誼
話
で
、

◇
自
然
発
火
す
る
除
草
剤
こ
の
た
め
、
古
美
術
品
百
万
円
杣
若
栗
局
（
○
番
）
を
呼
び
、
「
火

岩
手
県
の
農
家
で
、
作
業
小
屋
当
を
焼
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
事
」
ま
た
は
「
救
急
室
．
」
と
告
げ

の
ほ
か
三
棟
、
一
五
○
平
方
メ
ー
無
断
配
線
や
溢
電
は
、
火
災
予
て
く
だ
さ
い
。
す
ぐ
市
消
防
本
部

必す 受けましよ う

薪ｽ亭児の健康診断’
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■』

衛
入
学
児

童
の
健
康
診

断
感
必
ず
受

け
て
く
だ
さ

い
。
昭
和
四

六
年
四
月
に

小
学
校
へ
入

学
す
る
こ
ど

さ
ん
の
仙
服

診
断
が
、
一

例
叩
に
名
小

家
校
で
実
施

さ
れ
ま
す
。

こ
の
他
服
診

は
、
市
教
育

委
員
会
が
学

校
保
健
法
に

基
ず
い
て
突

施
す
る
も
の

で
入
学
帥
に

あ
ら
か
じ
め

絲
入
学
予
定

児
の
健
服
状

態
を
把
握
し

保
健
上
適
正

な
就
学
を
図

為
こ
と
を
目

的
と
し
て
行

な
わ
れ
ま
す

健
康
診
断
の
日
程
は
、
入
学
予

定
児
の
保
護
者
宛
に
、
昨
年
二
一

月
中
に
発
送
し
て
あ
り
ま
す
が
、

も
し
通
知
を
受
け
取
っ
て
な
い
家

庭
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
教
育
委
員

会
学
務
課
亥
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

入
学
予
定
児
の
調
査
は
、
昨
年

一
二
月
一
日
現
在
で
行
い
ま
し
た

の
で
、
認
在
日
以
後
に
本
市
へ
移

住
し
て
き
た
ひ
と
、
住
民
登
録
を

し
て
い
な
い
ひ
と
は
、
教
育
委
貝

会
へ
至
急
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

市
立
幼
稚
園
児
を

募
集
し
ま
す

市
立
幼
稚
園
で
は
、
園
児
募
集

を
次
の
要
領
で
行
い
さ
す
。

第
一
幼
稚
園
一
二
○
名

松
岡
幼
稚
園
四
○
名

応
募
資
椛

当
市
内
に
居
住
し
、
昭
和
四
○

年
四
月
二
日
か
ら
、
四
一
年
四
月

一
日
ま
で
に
生
れ
た
五
才
児
。

募
災
期
間

昭
和
四
六
年
二
月
一
日
午
前
九

時
か
ら
二
月
五
日
午
後
三
時
ま
で

（
総
切
り
厳
守
で
す
）

応
募
手
続
き

「
入
圃
願
い
」
に
住
民
謄
本
一

通
を
そ
え
て
、
各
幼
稚
園
へ
。

「
入
園
願
い
」
用
紙
ば
、
一
月
一

五
日
か
ら
各
幼
稚
園
で
配
布
し
ま

す
。入

園
許
可
の
条
件

幼
児
の
身
体
が
強
健
で
あ
る

こ
と
．

血
馴
師
緋
が
、
幼
児
の
心
身
面

や
剛
経
性
に
支
隙
を
き
た
さ
な

い
椛
脱
で
あ
る
こ
と
。

保
溌
老
が
、
授
業
料
そ
の
他
の

柾
賀
を
完
納
で
き
る
こ
と
。

ｌ
教
育
委
員
会
ｌ

保
育
所
児
童
入
所
案
内

昭
和
四
六
年
度
保
育
所
入
所
児

童
募
集
を
、
次
の
要
領
で
行
い
ま

半
，
。

一

入
所
児
童
数

市
立
商
萩
保
育
所

三
才
以
上
児
六
○
名

市
立
秋
山
保
育
所

三
才
未
満
児
七
名

三
才
以
上
児
六
三
名

私
立
同
仁
凍
保
育
閲

三
才
未
満
児
一
八
名

三
才
以
上
児
七
二
名

私
丸
型
徳
保
育
剛

三
才
未
満
児
一
二
名

市
史
”
こ
希
望
の
か
た
は

今
す
ぐ
購
入
く
だ
さ
い

高
萩
市
史
も
、
米
国
議
会
図
書

館
、
コ
ロ
ン
・
ヒ
ァ
大
学
‐
カ
リ
フ

オ
ル
『
一
γ
大
学
図
寄
伽
茄
ど
か
ら

眺
入
叩
込
み
が
あ
り
、
大
変
好
郡

を
得
て
お
り
、
残
り
が
少
な
く
た

り
ま
し
た
。

ま
だ
附
入
さ
れ
て
な
い
か
た
は

救
育
委
員
会
で
賊
入
さ
れ
ま
す
よ

う
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

販
売
価
格
３
０
０
０
円

三
才
以
上
児
四
八
名

た
堂
し
、
右
入
所
児
童
数
唯
、

既
入
所
児
童
を
含
ゑ
ま
す
ゅ

応
募
資
格

当
市
内
に
居
住
し
、
保
育
に
欠

け
る
児
薫
。

募
築
期
間

昭
和
四
六
年
一
月
二
五
日

（
月
）
か
ら
二
月
一
○
日

（
水
）
室
で
。

応
募
手
続
き

入
所
申
請
香
を
、
福
祉
事
務
所

社
会
係
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
手
絞
き
そ
の
他
、
不
明
の
点

は
、
福
祉
事
務
所
社
会
係
に
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。
な
お
、
用
紙
は

福
祉
事
務
所
に
用
意
し
て
・
あ
り
ま

す

。

ｌ福祉事務所と通話ができます．

◇
通
報
の
要
領

住
所
○
○
で
す

氏
名
誰
灸
で
す

用
件
火
堺
〔
救
急
瓶
）
で
す

状
況
例
え
ば

ど
ん
ど
ん
燃
え
て
い
ま
す

（
生
命
が
危
な
い
状
態
で
す
）

こ
の
電
話
は
、
一
般
通
話
は
で
き

ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
通
話
料
金
も

破
ら
れ
ま
せ
ん
。

手
を
あ
げ
て

横
断
歩
道
を

わ
た
ろ
う
よ

１
１
１
１
町
凸

農地相談室を開催
毎年､夏と冬に県主催の移動農地相談室を行って来ましたが､今年は1月19日市役

所三階大会識室で開催します。これは、 日頃農家で困っている股地をめく･るいろいろ

の問題や争いを、正しいかたちで解決､明るい農村づくりをしようとするものです。

回答に{｡ま､茨城県職員､農業委員会があたります｡気軽にご相縦くださし､。

日 時 1月19日午前10時～午後3時

勘 所市役所大会議室

なお、相談は無料です。

駅からのお知らせ

4名以上のグループで旅行する場合の指定券惟､ 2カ月前から予約を承ります。

条 件発沿駅が同じであれぱ､片道でも､行程中の一部区間でも受付けます

予約期間2カ月1111から15日前まで

申込箇所国鉄各駅ｽｷｰの季節､海山の孝罰､春秋の行楽ｼｰズﾝに利胴す
ると、渋心して旅行が楽しめます。
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