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昭
和
六
十
年
八
月
一
日
■
産
 

わ
た
し
た
ち
は
 
ひ
は
の
．
り
高
い
津
”
半
島
の
中
心
地
に
 
．
先

が
．
き
あ
げ
た
．
史
と
E
議
奄
畳
け
．
ぎ
 
一，
の
憂
知
と
勢
力
奄

耳
負

L
 太
事
の
ふ
る
さ
と
曾
木
町
を
よ
り
住
み
よ
く
す
る
た
め

こ
の
．
章
を
定
め
，
す
 

一
、ふ
る
さ
と
の
自
然
を
大
切
に
し
 

美
し
い
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。
 

一
、心
と
か
ら
だ
を
鍛
え
 

さ
わ
や
か
な
町
を
つ
く
り
津
し
ょ
う
。
 

一
伝
統
あ
る
文
化
を
高
め
、
 

明
る
い
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
り
 

一
き
ま
り
を
守
り
助
け
合
い
 

幸
せ
な
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
 

一
働
く
こ
と
に
書
び
と
駒
り
を
も
ち
 

う
る
お
い
の
あ
る
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
．
 

① 金木だより（第297号） 
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して 
邑習い良 

平
成
三
年
の
年

頭
に
あ
た
り
、
 

町
民
の
皆
様
に
謹
ん
で
お

祝
い

申
し
上
げ
ま
す
。
 

昨
年
十
月
一
一
干
一
日
に
就
任

以
来
、
町
経
済
の
停
滞

を
痛
感

し
、

よ
り

一
層
の
活

性
化

を

図
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
思
い
な
が
ら

こ
の
ニ
カ
月

を
過
ご
し

て
き
ま
し
た
。
 

農
業
に
お

い
て
は
主
要
作
物

で
あ
る
米
が
米
価
引
き
下
げ
ば

か
り
で
は
な
く
、
他
用
途
米
を

含
む
と
約
三

割
の
減
反
、

国
か

ら
の
補
助
金

の
カ
ッ
ト
な
ど
の

た
め
、
今
や
専
業
農
家
と
し

て
 
 生

活
で
き
な
い
状
況
に
追

込
ま

れ
て
い
ま
す
。
若
者
の
農
家
離

れ
に
一
層
の
拍
車

を
か
け
る
よ

う
に
西
暦
二
千
年
に
は
四

人
に

一
人
が
老
人
と
な
る
。

こ
の
た

め
、
町
の
農
業
を
維
持
し

て
い

く
た
め
に
は

農
作
業
の
広
範
な

委
託
や
、
減
反
分
の
収
益
を
補

う
た
め
に
よ
り

高
収
益
性
が
あ

り
、
且
つ
作
業
的
に
軽
い
転
作

作
物
の
導

入
を
早
急
に
図
っ

て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
。
 

ま
た
、
町
商
工
業
の
発
展
に

は
ま
ず
町
の
外
に
流
れ

て
い
る
 
 買

い
物
客
を
呼
び

戻
し
、
物
を

買
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
れ
に
は
役
場
か
ら

模

範
を
示
す
ょ
う
に
特
殊
な
製
品

以
外
は
な
る
べ
く
町
の
商
工
業

者
を
通
じ

て
物
資
の
供
給

を
図

る
こ
と
と
し
、
商
工
会
と
も

連

絡
を
密
に
し

て
、
い
ろ
い
ろ
な

祭
り
に
対
し
て
も
財
政
的
な
援

助
も
含
め

て
金
木
町
に
人
を
呼

ん
で
物
を
買
っ
て
も
ら
お
う
と

い
う
商
店
街
作
り

を
進
め

て
い

き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
 

観
光
問
題
に
つ
い

て
は
、
県

立
芦
野
公
園

周
辺
の
再
開
発
整
 
 

備
等
と
同
時
に
団
体
客
が

泊
ま

れ
る
宿
泊
施
設

の
誘
致
な
ど

に

積
極
的
に
対

処
し
た
い
。
 

そ
の
他
若
者
が
安
心
し

て
働

け
る
町
を
造
る
た

め
、
企
業
誘

致
な
ど
積
極
的
な
政
策
を

進
め

て
い
く
覚
悟
で
す
。
 

そ
の
た
め
に
は

財
政
を
充
実

さ
せ
、
積
極
財
政
と
い
う
考
え

の
も
と
に
町
政
を
進
め
て
い
き

ま
す
。
 

最
後
に
町
民
皆
様
が
今
年

一

年
、
昨
年
に
も
比
し

て
良
い
年

で
あ
る
こ
と
を
願
い

ま
す
。
 

 

平成三年の 

年頭にあたって 

      

 

 

ム口 
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j' 

金木町長 

田 中 勇 

(
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町
議

会
を

代
表
し

て
 

議
長
 
竹
内
 
武
六
 

平
成
三
年
の
年
頭
に
あ

た
り
、
 

町
議
会
を
代
表
し

て
新
年
の
ご

あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。
 

私
は
、
 
一
昨
年
十

二
月
第
百
 

ー
回
定
例
町
議
会
に
お
き
ま

し
て
図
ら
ず
も
議
長

の
要
職
に

つ
き
ま
し
た
が
、
お
か
げ
さ
ま

を
も
ち
ま
し
て
大
過
な
く
新
年

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
 

こ
れ
も
ひ
と
え
に
町
民
各
位
の

ご
支
援
と
ご
協
力
の
賜
で
あ
る

と
心
か
ら
感
謝

の
意
を
表
す
る

次
第
で
あ
り
ま
す
。
 

さ
て
、
昨
年
は
、
例
年
訪
れ

る
台
風
も
な
く
一
安
心
と
思
っ

て
い
た
矢
先
、
十

一
月
四
日
タ

刻
か
ら

の
強
風
に
よ
り
広
範
囲

に
亘
り
被
害
を
受
け
、
特
に
収
 
 

穫
間
際

の
り
ん
ご
が
大
量
に
落

下
し
、
折
角
、
丹
精
込
め
た
果

実
が
半
値
に
も
な
ら
な
い
価
格

と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
誠

に
残
念
な

こ
と
で
あ
り
、
被
害

を
受
け
ら
れ
た
農
家
各
位
に
対

し
て
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上

げ
る
と
と
も
に
、

本
年
こ
そ
豊

作
を
と
願
わ
ず
に
い
ら

れ
な
い

気
持
ち
で
あ
り
ま
す
。
 

次
に
昨
年
の
当
町
の
主
な
る

事
柄
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
 

住
宅
建
設
、

公
園
整
備
、
消
防

施
設
整
備
、
道
路
整
備
な
ど

の

事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

ら
は
そ
れ
ぞ
れ
初
期
の
目

的
達

成
の
た
め
大
い
に
寄
与
す
る
も

の
と
信
じ
て
お
り
ま
す
が
、
当

町
で
は
、
昇
風
山

5
内
真
部
線
、
 

小
田
川
改
修
等
の
早
期
完
成
、
 

更
に
は

一
般
廃
棄
物
処
分
場
、
 

運
動
公
園
、

そ
し
て
金
木
町
始

ま
っ
て
以
来
最
大

の
事
業
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ

て

い
る
金
木
川
改
修
事
業

の
早
期

着
工
な
ど
の
諸
問
題
が
山
積
み

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
我
々
は

現
状
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
常
 
 

に
地
域
住
民
の
代
表
と
し

て
住

民
の
要
望
を
汲
み
取
り
少
し

で

も
豊
か
な
住
み
よ
い

町
づ
く
り

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

と
も
に
議
決
機
関
た
る
我

々
町

議
会
と
い
た
し

ま
し
て
は
、
本

年
も
ま
た
終
始
公
正
に
町
民

の

信
託
に
応
え
、
町
政
の
諸
問
題
 

副
議
長
 

伊
丸
岡
 

勇
 

福
 
山
 
初
 

白
 
川
 
豊
 

中
 
村
  
政
 

封
 
馬
 
兼
 

白
 
川 

徳 

直
」
四
 

ロ
一
 
海
 義

林
 
長
 

、
 

ー
 
J
 

ノ
 

小
田
桐
 
喜
 
吉
 

を
慎
重
に
審
議
し
、

町
民
各
位

の
ご
期
待
に
添
う
ょ
う
努
力
す

る
決
意
で
あ
り
ま
す
。
 

ど
う
か
町
政
に
対

す
る
皆
さ

ん
の
よ
り

一
層
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
賜
り

ま
す
よ
う
お

願
い

い
た
し
ま
し
て
新
年
の
ご
あ
い

さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。
 

加
 
藤
 
卓
 
爾

其
 
田
 
豊
 
一

吉
 
田
 
米
 

逸

吉
 
崎
 

正
 
光

伊
  
藤
 
清
 

慈

沢
 
田
 

茂

野
 
宮
 
雄
 

造
 

枝
 

目
ハ
 

徳
 

正
 

政
 

男
 

一
 

謹
ん
で

初
春

の
 

お
慶
び

を
申
し

上
げ

ま
す
 

金
 
木
 
町
 
議
 

会
 

古 小 

川 野 

哲 祐 

雄 蔵 
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大 	橋 	千 	春 
昭和54年10月23日生 

角 	田 	さ やか 
昭和54年12月28日生 

菊 	地 	咲 	代 
昭和54年 4 月25日生 
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新 	岡 	史 	英 
昭和54年 7月 5 日生 

野 	上 	正 	之 

昭和54年 3月31日生 
原 	田 	貴 	仁 
昭和54年 2月27日生 



伊 藤 麻 生 内 海 	孝 
昭和54年6月 6日生 	昭和54年2月24日生 
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未来をせおう 
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七」 

工 	藤 	綾 	子 
昭和54年 2月 7 日生 

今 	良 	介 
昭和54年 9月12日生 

佐井川 	伯 
昭和54年 2月 8 日生 

C
.
t
 

 西 
、 

書 ‘~ 
竹 	谷 	大 	介 
昭和54年 5月 5 日生 

津 	島 	宗 	治 
昭和54年6月26日生 

中 	谷 	亜有美 
昭和54年12月 5 日生 

S - 、 	“、 

( 

ー  、 旦 
藤 	元 	新 
昭和54年8月23日生 

前 	田 	祥 	子 
昭和54年 9月21日生 

三 	潟 	洋 	生 
昭和54年 3月 6日生 



合計特殊出生率の推移 
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多 舞 

今
年
、
成
人
式
を
迎
え
る
若
者

は
、
全
国
で
お
よ
そ
百
九
十
万
人
 

と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

一
方

で
、
平
成
元
年
に
生
ま
れ
た
赤
ち

ゃ
ん
は
、
約
百
二
十
五
万

人
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
 

一
入
の
女
性
が
．
生
の

間
に
産
む
平
均
子
供
数
（
合

引
特
殊
出
生
率
）
は
、
年

年
減
少
し
、
平
成
元
年
の

統
計
で
つ
い
に
一

・
五
七

入
と
な
リ
ま
し
た
。
戦
後

の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
時
の
四

・

五
四
入
か
ら
み
る
と
約
三

分
の
ー
に
減
っ
て
い
る
こ

と
に
な
リ
ま
す
（
入

n
動

態
統
計
）
。
 

わ
が
国
の
場
合
、
平
均
二

・
 

人
程
度
の
出
生
率
が
維
持
さ
れ
な

い
と
 
や
が
て
人
口
の
減
少
を
招
 

く
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

日
本
の
人
目
は
、
ま
だ
し
ば
ら

く
は
増
え
統
け
ま
す
が
、
平
成

十
二
年

（
二〇
一
〇
年
）
前
後
に
 

ビ
ー
ク
に
達
し
た
後
、
し

だ
い
に
減
っ
て
い
く
も
の

と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
し
て
単
純
計
算
で
い

く
と
、
二
千
年
後
、

H
本

の
人
日
は
わ
ず
か
千
人
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
 

千
年
も
の
間
、
低
出
生
率

が
続
く
こ
と
は
あ
リ
え
な

い
で
し
ょ
う
が
、
日
本
が
 

「少
産
少
死
」
に
な
っ
た

の
は
確
実
で
す
。
 

少
な
い
子
供
、
長
い
人
生

多
く
な
る
高
齢
者
が
、
幸
せ
に
暮

ら
せ
る
社
会
づ
く
リ
の
必
要
性
が

高
ま
っ
て
い
ま
す
。
 

2000年後は人口1000人！? 

―出生率の急激な低下ー 

戦
後
は
農
家
の
副
業
と

し
て
、
多
い
と
き
は
百

万
頭
も
飼
育
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
現

在
の
飼
育
頭
数
は
、
北

海
道
や
東
北
な
ど
を
中

心
に
、
三
万

L
百
頭
ぐ

ら
い
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
 

最
近
で
は
、
全
国
各
地

で
観
光
牧
場
な
ど
の
整

？
 

備
が
進
み
、
子
供
た
ち
 

が
羊
を
見
る
機
会
は
増
 

え
ま
し
た
。
 

羊
毛
は
、
天
然
繊
維

の
人
気
上
昇
で
、

H
本

で
の
需
要
が
増
え
て
い

ま
す
。
外
国
産
が
中
心

で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

な
ど
か
ら
輸
入
し
て
い

ま
す
。
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・ 二
 
、
一《
、
」一
年
は
未
年
で
す
。
 

．、》
 
L
H
 羊
は
、
「お
と
な
し
い
」
 

「柔
順
」
「群
れ
に
な
る
」
な
ど
の
 

イ
メ
ー
ジ
が
あ
リ
ま
す
が
、
何
よ

リ
も
わ
た
し
た
ち
が
実
感
で
き
る

の
は
、
ウ
ー
ル
の
セ
ー
 

タ
ー
や
皮
製
品
の
肌
ざ

わ
リ
と
温
か
さ
で
す
。
 

羊
は
紀
元
前
六
千
年

ご
ろ
、
家
畜
化
さ
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

馬
が
家
畜
化
さ
れ
た
の

が
、
紀
元
前
‘

T
ー
四

千

n
ご
ろ
で
す
か
ら
、
 

羊
と
人
問
の
付
き
合
い

は
、
か
な
リ
長
い
こ
と

に
な
リ
ま
す
。
 

1
1
●
、
 
に
は
、羊
 

t’

.Z
 に
ま
つ
わ

る
諺
が
あ
ま
リ
多
く
あ

リ
ま
せ
ん
。
 

す
ぐ
に
思
い
っ
く
と

こ
ろ
で
は
、「羊
の
皮
を

を
着
た
狼
」
 
「羊
頭
狗

肉
」
く
ら
い
の
も
の
で

す
。
曲
が
リ
く
ね
っ
た

山
道
を
「
羊
腸
」
と
表
現
し
ま
す

が
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
古
臭
い
感

し
が
し
ま
す
ね
。
 

で
は
、
な
ぜ
羊
に
関
す
る
諺
が

少
な
い
の
で
し
ょ
う
。
西
暦
五
九
 
 

九
年
、
推
古
天
皇
の
時
代
に
、
百

滋
か
ら
二
頭
の
羊
が
贈
ら
れ
た
と
、
 

日
本
書
紀
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

し
か
し
、
羊
は
乾
燥
し
た
風

L
が

好
き
な
の
で
、
日
本
の
気
候
に
合
 

わ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
あ
ま

リ
繁
殖
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
 

そ
の
た
め
、
欧
米
の
よ
う
に
諺
が

多
く
な
い
の
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
 

め
 
ハ
 

ョ
ー

【
ーコ
 
の
初
期
、政
府
は
緬

日

J
、、
‘
羊
の
飼
育
振
興
を
試

み
ま
し
た
が
失
敗
。
そ
の
後
、
軍

服
な
ど
の
製
造
の
た
め
に
、
羊
の

飼
育
が
奨
励
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、
 

さ
て
、
「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ

リ
」
と
い
い
ま
す
。
今
年
の
目
標

を
決
め
、
 
叩迷
え
る
羊

4
に
な
ら

な
い
よ
う
、
ス
タ
ー
ト
を
切
リ
た

い
も
の
で
す
。
 


