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ぼ
く
ら
の
米
で
も
ち
つ
き
だ

大
田
小
学
校

（内
山
金
吾
校
長
）
で
は
こ
の
ほ
ど
、
参

観
日
を
利
用
し
て
、
も
ち
つ
き
大
会
を
行

い
ま
し
た
。

こ
の
日
の
も
ち
米
は
、
地
元
の
九
山
永
雄
さ
ん
や
奈
良

慶
蔵
さ
ん
、
奈
良
喜
八
郎
さ
ん
の
協
力
で
耕
作
し
て
き

た

″学
校
田
″
か
ら
収
穫
さ
れ
た
も
の
で
す
。

収
穫
祭
を
兼
ね
た
、
も
ち

つ
き
は
、
三
十
二
名
の
全
児

童
と
父
兄
が
参
加
し
、
キ
ネ
を
振
り
上
げ
る
た
び
に

「
ヨ

イ
シ

ヨ
、
ペ
ッ
タ
ン
コ
」
と
掛
け
声
を
上
げ
、
つ
き
上

っ

た
餅
は
、
さ

っ
そ
く
お
汁
粉
に
し
、
子
ど
も
た
ち
は

「
お

い
し
い
′
お
い
し
い
ナ
ア
ピ
「
舌́
鼓
を
う

っ
て
い
ま
し
た
。

学校参観日を利用してもちつきが行われました

(太田小学校)

昭和54411月 号

ヽ



広報しうら ②

健康で明るい快適な村ヘ

―
摯
専

―

健
康
で
明
る
い
快
道
な
村
を
つ
く
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
―
―
。

こ
の
ほ
ど
市
浦
村
基
幹
集
落
セ
ン
タ
ー
で

「あ
す
を
拓
く
あ
す
な
ろ
県
民
運
動
推
進
研
究
会
」

が
開
か
れ
、
村
民
ら
約
百
人
が
出
席
し
ま
し
た
。

会
議
で
は
、
参
加
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
活
発
な
意
見
を
交
換
し
、
市
浦
村
民
と
し
て

誇
り
の
も
て
る
「住
み
よ
い
村
づ
く
り
」
を
目
指
し
て
が
ん
ば
る
こ
と
を
誓
い
あ
い
ま
し
た
。

村民一九で推進

豊かで活力のある村づくりをしよう一―と村民約100人

が出席 しました。

こ
の
会
議
は
、
あ
す
な
ろ
国
体
　
・
で
活
力
の
あ
る
村
づ
く
り
」
運
動

を
契
機
に
全
県
的
に
盛
り
上
り
を
　
　
へ
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
開
か

み
せ
て
い
る
運
動
を
、
市
浦
村
の
　
　
れ
た
も
の
で
す
。

実
態
に
あ
わ
せ
た
、
「明
る
く
豊
か
　
　
　
開
会
式
で
は
、
白
川
治
二
郎
村

長
が

「健
康
で
明
る
い
快
道
な
村

を
つ
く
る
に
は
行
政
サ
イ
ド
だ
け

で
は
出
来
な
い
。
行
政
と
村
民
一

人
ひ
と
り
が

一
体
と
な
っ
て
進
め
、

村
づ
く
り
の
方
向
を
見
い
出
し
て

行
き
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
し
ま
し

次
い
で
、
小
山
靖
治
西
北
教
育

事
務
所
社
会
教
育
主
任
が

「み
ん

な
で
明
る
く
住
み
よ
い
、
活
力
の

あ
る
村
づ
く
り
を
進
め
よ
う
」
を

テ
ー
マ
に
講
演
し
、
「県
民
運
動
と

は
、
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
。
む

ら
づ
く
り
運
動
の
こ
と
で
あ
る
。

生
活
が
便
利
で
豊
か
に
な
る
に
つ

れ
、
農
漁
村
も
都
市
化
し
、
マ
イ

ホ
ー
ム
主
義
と
な
り
、
み
ん
な
で

気
持
ち
を
合
わ
せ
て
何
か
を
や
ろ

う
―
。
と
い
う
意
識
が
う
す
れ
他

人
ま
か
せ
の
傾
向
に
な
っ
て
い
る
。

住
み
よ
い
村
づ
く
り
の
主
役
は
村

民
一
人
一
人
で
あ
り
、
行
政
と
う

ま
く
連
携
し
あ
う
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
他
人
任
せ
や
行
政
に
頼
り

切
っ
て
い
る
だ
け
で
は
明
る
く
住

み
よ
い
村
づ
く
り
は
で
き
ま
せ
ん
。

一
人
ひ
と
り
が
村
民
と
し
て
の
誇

り
を
も
っ
て
活
動
し
、
そ
の
成
果

を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
あ
る
ビ
と
わ
か
り
や
す

く
説
明
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
小

。
中
学
生
も
含
め

各
団
体
の
代
表
が
そ
れ
ぞ
れ
の
実

践
体
験
を
発
表
。
昼
食
を
は
さ
ん

で
午
後
か
ら
は
、

「親
切
で
明
る

い
郷
土
を
つ
く
ろ
う
」

「美
し
い

環
境
を
つ
く
ろ
う
」

「み
ん
な
で

楽
し
く
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
参
加
し

よ
う
」
の
二
つ
の
分
科
会
に
分
か

れ
、
活
発
を
意
見
交
換
を
行

い
ま

こ
の
あ
と
浜
田
春
士
村
連
合
Ｐ

Ｔ
Ａ
会
長
の
司
会
で
、
全
体
会
議

が
持
た
れ
、
各
分
科
会
で
の
意
見

が
報
告
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
運

動
を
実
り
あ
る
も
の
に
す
る
た
め

に
お
互

い
が
密
接
な
連
絡
を
と
り

あ
い
、

「住
み
よ
い
村
づ
く
り
」

を
す
す
め
て
い
く
こ
と
を
確
認
し

て
閉
会
し
ま
し
た
。

会麟では、各団体の代表が実践体験発表をしました。



③ 広報しうら

″心
の
花
束
集
会
″
を
推
進

直

子

（脇
小
六
年
）

脇
元
小
学
校
で
は
、
″心
の
花
東
″
　
も
の
で
は
な
く
、
自
分
か
ら
進

集
会
を
開
催
し
て
い
る
。
″花
東
″　
　
ん
で
行
う
も
の
で
す
が
、
簡
単
な

集
会
は
、
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
　
　
よ
う
で
出
来
な
い
の
が
親
切
運
動

も
村
の
た
め
、
学
校
や
人
の
た
め
　
　
で
す
ｏ
脇
元
小
学
校
で
は

「自
分

に
な
る
よ
う
な
行
い
を
み
ん
な
で
　
　
か
ら
進
ん
で
親
切
運
動
」
を
展
開

進
め
、
心
の
中
を
き
れ
い
な
花
束

　

し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
校

で
い
つ
ぱ
い
に
し
よ
う
と
す
る
も

　

内
だ
け
で
な
く
、
学
区
内
、
地
域

の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
も
積
極
的
に
親
切
運
動
を
進
め

親
切
は
他
人
に
言
わ
れ
て
行
う

　

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

子
供
に
思
い
や
り
と
心
の
教
育
を

環
境
を
美
化
し
快
適
な
村
づ
く
り

りll

上

国
定
公
園
に
指
定
さ
れ
て
以
来

市
浦
村
に
も
多
数
の
観
光
客
が
来

て
お
り
、
親
切
な
気
持
ち
で
応
対

出
得
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
も

の
で
す
。

松

本

芳

子

（十
三
小
Ｐ
Ｔ
Ａ
役
員
）

人
に
親
切
に
す
る
こ
と
は
、
心

の
も
ち
方
や
、
育
ち
、
社
会
環
境

に
も
左
右
さ
れ
、
実
践
す
る
た
め

に
は
か
な
り
の
勇
気
が
必
要
で
あ

り
ま
す
。

今
、
私
た
ち
に
欠
け
て
い
る
も

の
は
何
か
、
を
ひ
き
出
す
た
め
に

は
、
家
庭
学
級
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
婦
人

会
等
の
会
合
で
じ
っ
く
り
話
し
あ

い
、
そ
の
中
か
ら
共
通
の
も
の
を

と
り
あ
げ
て
実
践
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
各
団
体
と
の
横

の
つ
な
が
り
も
欠
け
て
い
る
の
で

一
体
化
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

心
の
教
育
は
、
幼
児
か
ら
の
教
育

や
、
し
つ
け
が
大
切
で
あ
り
ま
す

が
、
市
浦
村
は
、
育
児
教
育
や
教

育
施
設
に
は
あ
ま
り
恵
ま
れ
て
い

る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
学
校
に
任
せ
っ
き

り
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

よ
く
学
び
、
よ
く
遊
び
、
よ
く

奉
仕
す
る
。
子
供
の
人
間
関
係
を

育
て
る
た
め
に
、
学
校
参
観
日
な

ど
に
は
積
極
的
に
出
席
し
て
話
し

あ
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

死
亡
事
故
″ゼ
ロ
″
の
記
録
を
伸
ば
そ
う

坂

　

井

精

行
政
主
導
型
の
ベ
ー
玖
か
ら
住

民
主
体
の
健
康
運
動
へ
転
換
し
よ

う
と
、
五
十
二
年
度
の
村
民
健
康

会
議
で
環
境
美
化
運
動
が
出
発
し

自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
る
事

を
合
い
言
葉
に
個
人
や
団
体
の
活

動
が
活
発
に
行
わ
れ
、
特
に
環
境

美
化
に
強
い
関
心
が
集
め
ら
れ
ま

し
た
。
現
在
、
十

一
団
体
、
構
成

延
人
員
千
百
人
に
も
及
ぶ
人
た
ち

が
、
こ
の
運
動
に
参
加
し
て
い
ま

す
。
五
十
三
年
度
の
健
康
会
議
で

″環
境
美
化
宣
言
の
村
″
を
予
備

宣
言
し
、
環
境
美
化
惟
進
協
議
会

小

倉

銀

一

（村
民
生
課
衛
生
係
長
）

を
結
成
。
清
掃
の
区
域
分
担
を
定

め
て
地
域
ぐ
る
み
の
も
り
あ
が
り

を
み
せ
て
い
ま
す
。

海
と
山
と
湖
が
あ
り
、
自
然
的

条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
村
は
、
徐

々
に
自
然
破
壊
が
進
行
し
、
静
か

な
た
た
ず
ま
い
を
み
せ
る
十
三
湖

は
上
流
か
ら
流
入
す
る
ゴ
ミ
や
水

質
汚
濁
で
汚
染
さ
れ
″
死
の
湖
″

に
。
道
路
に
は
、
ド
ラ
イ
パ
ー
や

心
な
い
人
た
ち
に
よ
り
大
量
の
ゴ

ミ
が
投
げ
捨
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

環
境
美
化
宣
言
に
は
、
自
然
を

守
り
、
環
境
を
美
化
し
快
道
な
居

住
条
件
を
つ
く
り
、
健
康
で
い
き

い
き
と
し
た
村
民
生
活
を
よ
り
発

展
さ
せ
る
こ
と
を
窮
極
の
目
標
に

か
か
げ
て
い
る
。

交
通
事
故
の
な
い
幸
せ
な
家
庭
、

明
る
く
住
み
よ
い
村
に
す
る
こ
と

は
、
村
民

一
人
ひ
と
り
の
願
い
で

あ
り
ま
す
。

交
通
安
全
協
会
市
浦
支
部
で
は

関
係
機
関
団
体
と
協
力
し
あ
い
な

が
ら
事
故
防
止
活
動
を
展
開
し
て

い
る
が
、
酒
酔
い
、
暴
走
運
転
に

よ
る
事
故
が
多
い
よ
う
で
す
。

市
浦
村
内
で
発
生
し
た
交
通
事

マ
マ
さ
ん
パ
レ
ー
ボ
ー
ル
は
、

週
一
回
の
練
習
を
目
標
に
始
め
ら

れ
ま
し
た
が
、
嫁
の
立
場
と
し
て

姑
、
主
人
の
理
解
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が

一
つ
の
条
件
で
す
。

現
在
、
少
な
い
部
員
で
会
費
を

出
し
あ
い
、
練
習
を
し
て
い
ま
す

学
校
施
設
の
開
放
を

⌒安
協
市
浦
支
部
副
支
部
長
）

故
件
数
は
、
十

一
月
十
二
日
現
在

で
十
七
件
発
生
、
二
十

一
人
の
負

傷
者
が
出
て
い
ま
す
。
交
通
事
故

に
よ
る
死
亡
者
も
な
く
、
死
亡
事

故

″
ゼ
ロ
″
の
記
録
も
五
百
三
十

二
日
を
達
成
継
続
し
て
お
り
、
村

民

一
人
ひ
と
り
の
交
通
安
全
意
識

が
高
ま

っ
て
き
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
運
転
者

と
歩
行
者
が

一
体
と
な
り
、
死
亡

事
故

″
ゼ
ロ
″
の
記
録
を
伸
ば
し

て
い
く
た
め
の
努
力
を
し
た
い
。

村
　

π̈
　
や
し
子

（
マ
マ
さ
ん
パ
レ
ー
ボ
ー
ル
代
表
）

が
、
経
費
や
用
具
の
不
足
、
練
習

に
出
か
け
る
時
の
乗
り
物
、
練
習

場
所
な
ど
、
不
便
な
こ
と
ば
か
り

で
す
。

練
習
は
、
中
学
校
体
育
館
を
借

用
し
て
い
ま
す
が
、
せ
め
て
地
元

小
学
校
の
体
育
館
を
気
軽
に
利
用

で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。
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花

の
あ
る
学
校

―

餓
専

―

森
林
公
園
も
不
可
能
で
は
あ
り
ま
　
　
っ
く
り
た
い
も
の
で
す
。

せ
ん
。
行
政
と
村
民

一
人
ひ
と
り
　
　
　
草
花
や
樹
木
を
育
て
、
環
境
の

が
知
恵
を
出
し
あ

い
、
村
民
と
し
　
　
美
化
は
老
人
ク
ラ
プ
が
責
任
を
持

て
誇
り
を
も

っ
て
お
互

い
が
脇
力
　
　
っ
て
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

し
あ
う
な
ら
ば
、
ど
ん
な
こ
と
で
　
　
　
そ
の
た
め
に
各
地
域
の
老
人
ク

も
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
　
　
ラ
ブ
が
、
地
域
の
実
態
に
あ

っ
た

か
。
自
然
環
境
を
整
備
す
る
た
め
　
　
方
法
で
計
画
的
に
整
備
し
て
い
き

に
も
ぜ
ひ
村
民

″憩

い
の
森
″
を
　
　
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
の
日
を
設
定
し
よ
う

「花
の
あ
る
学
校
」
を
合

い
言

葉
に
、
毎
年
五
月
か
ら
十

一
月
ま

で
校
内
の
花
壇
に
は
、
鉢
植
え
の

草
花
を
飾
り
ま
す
。

花
は
、
心
を
な
ご
ま
せ
て
く
れ

る
も
の
で
あ
り
、
廊
下
に
も
花
を

置
い
て
あ
る
の
で
、
廊
下
を
走
る

生
徒
は
め
ず
ら
し
く
な
り
ま
し
た
。

美
し
い
花
を
育
て
る
た
め
に
は
、

根
気
強

い
努
力
と
、
管
理
が
必
要

で
す
。

私
た
ち
は
美
し
い
花
を
咲
か
せ

る
た
め
に
、
夏
休
み
も
出
校
し
て

中

山

広

之

（市
浦
中
三
年

）

管
理
し
て
い
ま
す
が
、
市
浦
の
気

僕
は
容
赦
な
く
花
壇
を

い
じ
め
、

草
化
は

一
瞬
の
う
ち
に
死
ん
で
し

ま
う
。
ま
た
、
心
な

い
人
た
ち
の

い
た
ず
ら
で
、
佗
壇
の
草
花
を
投

げ
捨
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
美
し
い
自
然
に
囲
ま
れ
た

私
た
ち
の
学
校
。
明
る
く
、
心
な

ご
や
か
に
勉
強
し
、
私
た
ち
の
先

輩
や
学
校
を
訪
れ
る
人
た
ち
に
喜

ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
も
、
　
″花

の
あ
る
学
校
″
に
ふ
さ
わ
し
い
花

壇
づ
く
り
に
私
た
ち
は
が
ん
ば
り

山

田

義

正

（市
浦
村
体
育
協
会
理
事

）

と
め
き
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
原
因

の

一
つ
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
村

民
体
育
大
会
開
催
に
赤
信
号
が
と

も
さ
れ
た
と
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

各
種
大
会
を
村
民
全
体
の
も
の

と
し
て
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、

農
協
、
漁
協
、
商
工
会
等
す
べ
て

の
関
係
団
体
の
代
表
が
集
ま

っ
て

ス
ポ
ー
ツ
の
日
を
設
定
す
る
こ
と

が
必
要
だ
と
思
う
。
ま
た
、
行
事

日
程
を
主
体
と
し
た
ス
ポ
ー
ツ
ご

よ
み
を
作
成
し
、
自
分
の
生
活
に

い
く
方
法
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
早
急
に
村

民
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
に
取
り

組
む
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

市
浦
村
は
少
な

い
人
口
の
中
で

数
多
ぐ
の
ス
ポ
ー
ツ
行
事
を
企
画

実
施
し
て
い
ま
す
。
地
域
住
民
の

ス
ポ
ー
ツ
熱
も
高
ま
り
、
体
育
脇

会
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
各
専

門
部

（陸
Ｌ

・
野
球

・
卓
球

・
バ

レ
ー
ボ
ー
ル

・
パ
ド
ミ

ン
ト

ン
）

を
見
直
し
て
連
盟
方
式
に
切
り
か

え
る
時
期
に
き
て
い
る
と
思
う
。

そ
し
て
、
ど
れ
ら
の
連
盟
が
自

分
た
ち
の
目
的
を
は

っ
き
り
み
き

わ
め
た
団
体
と
し
て
活
動
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。

第
六
回
村
民
体
育
大
会
は
、
相

内
地
区
だ
け
参
加
し
た
淋
し
い
も

の
と
な
り
ま
し
た
。
各
地
域
で
の

行
事
や
仕
事
の
都
合
で
選
手
を
ま

■
小
さ
な
親
切
を
実
行
し
よ
う
。

規
切
の
気
持
ち
か
ら
他
人
の
子

供
に
注
意
し
た
ら
、
そ
の
子
の
親

に
お
こ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る

・
‥
。

親
自
ら
が

「あ
り
が
と
う
」
と

い
う
感
謝
の
気
持
ち
で
接
し
な
け

れ
ば
、
心
や
さ
し
い
ｒ
供
に
は
育

ち
ま
せ
ん
。
脇
元
小
学
校
で
は
「
心

の
佗
束
」
を
励
行
し
、
Ｆ
供
た
ち

が
素
直
な
気
持
ち
で
親
切
に
し
て

を
か
わ
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

本
当
に
気
持
ち
の
よ
い
も
の
で
す
。

あ

い
さ
つ
は
親
切
運
動
の
出
発
点

こ
の
小
さ
な
親
切
運
動
を
日
常

生
活
に
と
り
入
れ
、
親
が
模
範
を

市
浦
村
で
発
生
し
て
い
る
交
通

事
故
の
原
因
は
、
運
転
者
は
も
ち

ろ
ん
歩
行
者
に
も
責
任
が
あ
り
ま

す
。
夜
、
外
出
す
る
と
き
は
運
転

つ
け
る
と
か
、
運
転
者
も
ゆ
と
り

の
あ
る
運
転
に
心
が
け
る
こ
と
で

す
。
ま
た
、
交
通
事
故
や
違
反
は

″犯
罪
″
で
あ
る
と
い
う
意
識
が

欠
け
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
．

事
故
の
な

い
明
る
い
付
づ
く
り

の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で

活
動
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
に
な

村
民
憩
い
の
森
を
つ
く
ろ
う

海
と
山
と
湖
に
囲
ま
れ
た
美
し

い
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
市
浦
村

に
生
れ
育
ち
、
本
当
に
幸
せ
だ
と

感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
美
し
い
自

佐

藤

慶

治

（
老
人
ク
ラ
ブ
会
長
）

然
を
愛
し
、
破
壊
し
な

い
よ
う
に

守
る
こ
と
が
私
た
ち
に
与
え
ら
れ

た
義
務
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ヒ
パ
の
自
然
林
や
周
囲
に
は
村

有
地
が
広
が
り
、
工
夫
し
だ

い
で

は
住
民
の

″憩

い
の
森
″
。　
一
大

親
切
で
明
る
い
郷
土
を
つ
く
ろ
う

う ■ ′
Jヽ 小さな親切の積み重ねが明るい村づくりに 。

交 べ

通 き

を
'ヽヤ



第
二
分
科
会

■
花
と
緑
で
美
し
い
村
に
し
よ
う
。

自
宅
前
の
測
溝
は
自
分
た
ち
で

掃
除
す
る
こ
と
に
し
、
掃
除
の
日

に
は
地
域
分
担
を
し
全
戸
で
実
施

す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

花
は

「
ハ
マ
ナ
ス
」
な
ど
海
辺

に
で
も
育

つ
も
の
が
あ
り
、
そ
の

他
の
も
の
で
も
肥
料
や
薬
な
ど
を

や
れ
ば
立
派
に
成
青
す
る
。

市
浦
中
学
校
で
は
、
気
候
と
い

た
ず
ら
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も

一

生
け
ん
め
い
が
ん
ば

っ
て
い
る
。

大
切
な
の
は
、
花
を
咲
か
せ
よ
う

美しい環境をつくろう

⑤ 広報しうら

スポーツは自分の健康管理や楽しむための

ものです……。

た
時
期
に
村
全

と
い
う
気
持
ち
が
問
題
で
す
。
　
　
　
体
に
す
る
方
法

ヒ
パ
の
自
然
林
や
村
有
地
を
利
　
　
も
あ
る
。
ま
た
、

用
し
て
森
林
公
園
を
つ
く
る
よ
う
　
　
ス
ポ
ー
ツ
は
自

働
き
か
け
を
し
て
い
く
。　
　
　
　
　
分
の
健
康
管
理

■
ゴ
ミ
の
ち
ら
ば
っ
て
い
な
い
き
　
　
や
楽
し
む
た
め

れ
い
な
村
に
し
ょ
う
。
　
　
　
　
　
　
の
も
の
で
あ
り
、

指
定
日
以
外
に
ゴ
ミ
を
出
す
心
　
　
あ
る
程
度
個
人

な
い
人
が
多
く
迷
惑
し
て
い
ま
す
。
　

の
費
用
負
担
は

家
庭
で
処
理
で
き
る
も
の
も
た
　
　
必
要
で
あ
る
。

く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
出
来
る
　
　
　
学
校
施
設
の

だ
け
処
理
す
る
。
身
の
回
り
の
環
　
　
開
放
は
、
各
学

境
を
整
理
し
、
ゴ
ミ
の
な
い
明
る
　
　
校
毎
の
事
情
も

い
村
づ
く
り
を
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
あ
る
の
で
、
実

第
三
分
科
会

み
ん
な
で
楽
し
く
ス
ポ
ー
ツ

活
動
に
参
加
し
よ
う

■
全
村
を
ス
ポ
ー
ツ
の
輸
で
つ
な

全
村
民
が
ス
ポ
ー
ツ
に
参
加
す

が
話
し
あ
い
の
中
心
と
な

っ
た
。

婦
人
ス
ポ
ー
ツ
の
参
加
に
つ
い

て
は
、
各
種
会
合
の
中
で
話
し
あ

い
を
深
め
、
姑
、
主
人
の
理
解
を

得
る
よ
う
に
す
る
。

村
民
体
育
大
会
は
、
今
の
と
こ

ろ
地
域
毎
に
開
催
し
、
盛
り
上

っ

情
に
あ
っ
た
利
用
制
度
を
明
確
に

ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
た
め
の
長
期

的
展
望
を
明
確
に
し
、
総
合
体
育

施
設
整
備
計
画
に
も
早
急
に
取
り

組
む
こ
と
に
す
る
。

ス
ポ
ー
ツ
の
輪
を
広
げ
て
い
く

た
め
に
、
各
種
団
体
の
連
携
を
強

め
、
全
村
民
が
気
軽
に
参
加
で
き

る
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
る
。

恒
例
の

「歳
末
た

す
け
あ
い
運
動
」
が
、

今
年
も
十
二
月

一
日

か
ら

一
ヵ
月
間
に
わ

た

っ
て
全
国
的
に
行

わ
れ
ま
す
。

こ
れ
は

「
み
ん
な

が
そ
ろ
っ
て
明
る
い

お
正
月
を
」
を
ス
ロ

ー
ガ
ン
に
、
赤
い
羽

根
の
共
同
募
金
運
動

（十
月
か
ら
十
二
月
）

の

一
環
と
し
て
繰
り

広
げ
ら
れ
る
も
の
で

す
。

虔
戸
Ч
　
　
昨
年
は
目
標
額
を

大
幅
に
上
回
る
五
十

四
億
円
の
お
金
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
が
、
こ
れ
ら
の
お
金
は
生
活
困

窮
世
帯

（
二
十

一
・
八
億
円
）
や
、

寝
た
き
り
老
人

（十
億
円
）
、
肢

体
不
自
由
児

（七

・
二
億
円
）
な

ど
に
分
配
さ
れ

″善
意
の
灯
″
は

全
国
で
明
る
い
光
を
と
も
し
て
い

ま
す
。

今
年
の
目
標
額
は
四
十
八
億
五

千
万
円
。
ご
の
歳
木
た
す
け
あ

い

運
動
は
民
生
委
員
、
児
童
委
員
を

は
じ
め
、
婦
人
、
青
少
年
を
中
心

に
推
進
さ
れ
る
地
域
単
位
の
た
す

け
あ

い
と
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
放
送
を
通

じ
て
呼
び
か
け
を
行
う
も
の
と
、

二
通
り
の
方
法
で
全
国
的
に
展
開

さ
れ
ま
す
。

共
同
募
金

市
浦
村
の
目
颯
上
回
る

昭
和
五
十
四
年
度
で
県
か
ら
割

り
当
て
ら
れ
て
い
た
共
同
募
金
は

村
民
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
で
、
二

十
九
万
四
千
五
百
五
十

一
円
も
集

ま
り
、
十
九
万

一
千
円
の
目
標
額

を
大
幅
に
上
回
り
ま
し
た
。

心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

⌒市
浦
村
社
会
福
祉
協
議
会
）

あなたの灯を目くかかけて

書
意
あ
り
が
と
う

市
浦
中
学
校
生
徒
会
で
は
、
こ
の
ほ
ど
虫
祭
り
お
よ
び
パ
ザ
ー

の
益
金
を

「た
す
け
あ
い
資
金
」
に
役
立
て
て
ほ
し
い
と
二
万
二

千
六
百
六
十
円
を
村
社
会
福
祉
協
議
会
へ
寄
託
し
ま
し
た
。

歳末
たすけあい

身の日りの環境を整●しよう―。と話しあいました

γ2ぎ刊



広報しうら ⑥

年の瀬
″仲
た
が
い
〃
で
火
は
消
え
る

火
が
出
る
―
―
も
の
が
燃
え
る
　
　
は
、
こ
の

″燃
え
る
三
要
素
″
の

た
め
に
は
「燃
え
る
も
の
」
と

「空
　
　
ど
れ
か

一
つ
を
取
り
除
く
、
あ
る

気

（酸
素
」
と

「熱
」
が
必
要
）
　

い
は
、
し
ゃ
断
し
て
や
れ
ば
よ
い

で
す
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば

″火
の
　
　
と
い
う
こ
と
で
す
。

三
要
素
″
と
い
え
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
わ
た
し
た
ち
は
、
ふ
だ
ん
家
庭

こ
の
う
ち
、
ど
れ
か

一
つ
で
も
　
　
の
台
所
な
ど
で
。、
毎
日
火
を

つ
け

欠
け
る
と
、
物
は
燃
え
ま
せ
ん
。
　
　
た
り
消
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
火
を
消
す
と
い
う
こ
と
　
　
　
こ
の
よ
う
な

″点
火
″
と

″消

火
″
の
し
く
み
は
、
別
な
言
い
方

を
す
れ
ば
、
燃
え
る
三
要
素
を
組

み
合
わ
せ
た
り

″仲
た
が
い
″
さ

せ
た
り
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
。
消
火
の
こ
つ
も
こ
こ
に
あ

り
ま
す
。
消
火
の
方
法
は
、
こ
の

燃
え
る
三
要
素
に
見
合

っ
た
二

つ

の
形
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
三
要
素
の
ど
れ
か

一

つ
を
初
期
の
段
階
で
″仲
た
が
ダ

さ
せ
る
の
で
す
。

―
象
マ

ー

火
事
と
聞

い
た
ら
、
ま
ず

「水

′
」
と
反
射
的
に
ピ
ン
と
く
る
ほ

ど
、
水
は
冷
却
消
火
の
チ
ャ
ン
ピ

・オ
ン
で
す
。
ま
た
、
天
ぶ
ら
な
べ

に
火
が
は
い
´́
た
と
き
な
ど
、
手

近
に
あ
る
野
菜
を
入
れ
る
の
も
冷

却
消
火
の

一
つ
の
方
法
で
す
。

魔
翻

例
と
し
て
は
、
ガ
ス
火
災
の
と

き
な
ど
元
せ
ん
を
開
め
て
″火
元
″

を
断

っ
た
り
、
山
火
事
の
と
き
周

囲
の
本
を
切

っ
て
延
焼
を
防
ぐ
場

合
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

天
ぶ
ら
を
あ
げ
て
い
て
電
話
が

か
か
り
、
う

っ
か
り
長
話
に
な
っ

て
戻

っ
て
み
る
と
、
な

べ
に
火
が

は
い
っ
て
い
る
―
―

こ
ん
な
と
き

と
っ
さ
に
、

。な
べ
に
フ
タ
を
す
る

と
酸
素
が
断
た
れ
、
火
は
消
え
ま

す
。
ま
た
、
倒
れ
た
石
油
ス
ト
ー

プ
が
燃
え
だ
し
た
と
き
は
、
シ
ー

ツ
な
ど
を
水
に
ぬ
ら
し
て
か
ぶ
せ

る
と
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
消
火
方
法
が
、
窒

息
消
火
で
す
。

十

一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て

の
冬
場
は
、
石
油
ス
ト
ー
プ
な

ど
の
暖
房
器
具
を
使
う
こ
と
か

ら
、　
一
年
の
う
ち
で
も
最
も
火

事
の
多
い
季
節
で
す
。

村
内
で
は
、
今
年

一
月
か
ら

十
月
ま
で
建
物
、
林
野
火
災
等

を
含
め
て
五
件
発
生
し
て
い
ま

す
が
、
全
国
的
な
火
災
の
原
因

を
み
ま
す
と
、
暖
房
器
具
の
中

で

一
番
多

い
の
は
、
な
ん
と
い

っ
て
も
石
油
ス
ト
ー
プ
で
す
。

昭
和
五
十
三
年
の
統
計
で
は
、

ス
ト
ー
プ
に
よ
る
火
災
二
千
七

百
六
十
六
件
の
う
ち
、
七
五
著

に
あ
た
る
二
千
七
十
六
件
が
石

油
ス
ト
ー
プ
に
よ
る
も
の
で
す
。

今
年
も
、
十

一
月
二
十
六
日

か
ら
十
二
月
二
日
ま
で
、
秋
の

全
国
火
災
予
防
運
動
が
繰
り
広

げ
ら
れ
ま
す
。
年
の
瀬
に
あ
た

り
、
火
の
取
り
扱
い
に
は
十
分

注
意
し
た
い
も
の
で
す
。
石
油

ス
ト
ー
プ
の
安
全
な
取
り
あ

つ

か
い
方
と
火
を
消
す
た
め
の
ｒ
二

つ
の
基
本
″
に
つ
い
て
考
え
て

熱

を

下

げ

て
消

す

箪
ヽ

空
気
（酸
素
）
を

断

つ

お
宅

の
受

話
器

は

は
ず

れ

て

い
ま

せ
ん

か
？

受
話
器
が
は
ず
れ
て
い
る
と
、

ほ
か
か
ら
電
話
が
か
か

っ
て
き
て

も
話
し
中
に
な

っ
て
し
ま
う
の
は
、

み
な
さ
ん
ご
存
じ
の
通
り
で
す
。

受
話
器
が
は
ず
れ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
と
、
電
話
局
で
は

「
ウ

ー
」
と
い
う
警
報
音

（
ハ
ウ
ラ
ー

＝

「
ほ
え
る
」
の
意
味
）
を
送

っ

て
知
ら
せ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
通
話
後
、
か
け
た

方
と
受
け
た
方
の
両
方
の
受
話
器

が
は
ず
れ
て
い
る
と
、
通
話
器
の

状
態
が
つ
づ
い
て
し
ま
い
、
料
金

メ
ー
タ
ー
が
回
転
し
つ
づ
け
て
料

金
が
ど
ん
ど
ん
加
算
さ
れ
て
し
ま

受
話
器
の
か
け
は
ず
れ
で

″通

話
料
金
″
が
加
算
さ
れ
な
い
よ
う
、

し
っ
か
り
と
受
話
器
を
か
け
る
よ



国
民
年
金
の

資
格
取
得
、
喪
失
の
届
出
を

年
金
係
で
　
　
の
事
務
量
も
多
く
な
り
、
内
容
も

は
こ
れ
ま
で
、
　

大
変
複
雑
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。

本
来
の
仕
事
　
　
　
年
金
係
で
は
、
国
民
年
金
に
加

で
あ
る
国
民
　
　
入
し
て
い
る
方
に
迷
惑
を
か
け
な

年
金
の
老
齢
　
　
い
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
行

っ
て
き

。
通
産
老
齢
　
　
た
厚
生
年
金

・
船
員
保
険
の
単
独

年
金
以
外
の
　
　
の
老
齢

・
通
算
老
齢
年
金
の
請
求

厚
生
年
金

。
　

手
続
き
は
行
わ
な
い
事
に
し
ま
し

船
員
保
険
の
　
　
た
の
で
、
各
自
の
責
任
で
請
求
手

単
独
の
老
齢
　
　
続
き
を
す
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま

。
通
算
老
齢
　
　
す
ｏ

年
金
の
請
求
　
　
　
を
お
、
請
求
手
続
き
、
必
要
な

手
続
き
も
し
　
　
書
類
、
そ
の
他
疑
問
を
点
に
つ
い

て
き
ま
し
た
　
　
て
は
、
役
場
年
金
係
で
相
談
に
応

が
、
最
近
、
　
　
じ
ま
す
。

国
民
年
金
（拠

出

・
福
祉
）

国
民
年
金
の
資
格
を
取
得
．（国

民
年
金
加
入
）
又
は
、
喪
失

⌒厚

生
年
金
等
加
入
）
す
る
時
は
、
正

確
な
取
得
、
喪
失
年
月
日
を
役
場

（各
出
張
所
）
の
係
へ
届
け
で
る

こ
の
こ
と
は
、
保
険
料
の
二
重

納
付
を
防
ぐ
た
め
と
、
年
金
を
請

求
す
る
時
に
重
要
な
こ
と
に
な
り

ま
す
。

最
近
、
国
民
年
金
か
ら
厚
生
年

金
、
船
員
保
険
等

へ
加
入
し
た
り
、

厚
生
年
金
や
船
員
保
険
か
ら
国
民

年
金

へ
加
入
す
る
事
が
多
く
な

っ

て
お
り
、
国
民
年
金
の
通
算
老
齢

年
金

（国
民
年
金
だ
け
で
二
十
五

年
の
期
間
が
な
い
方
が
、
他
の
年

金
の
加
入
期
間
を
合
わ
せ
て
二
十

五
年
の
期
間
を
満
た
し
て
も
ら
う

年
金
）
に
該
当
し
て
請
求
す
る
人

が
多
く
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
も
考
え
て
、

年
金
の
取
得
、
喪
失
年
月
日
を
届

け
出
て
、
勤
務
先
で
動
務
先
の
住

所
、
加
入
期
間
を
証
明
し
て
も
ら

い
、
本
人
が
大
切
に
保
管
し
て
下

⑦ 広報しうら

国民年金の額が次のように改正になり、引き上げら

〔国民年金のしくみ 〕

・ 卜~環
1牲輝舗難購T'オ質を村60本国

‥{蔵lil:鷲
臥“…朔・mm

厚生年金・船員保険の老齢・通

算老齢年金の裁定請求は各自で

翼船鳥鰐思御
=3人

目から1人につ
=

脚 t:報盟謂ポTと さは

救
急
用
品
は

″定
期
点
検
″
を

と

き

の
た

め

の

″
救
急

箱

″

は

二
～
三

か
月

に

一
度

は
総
点
検

を

。
古

く
な

っ

た
も

の
は
捨

て
、
足

り
な

い
も

の

は
補

い
、

い

つ
で
も
す

ぐ
使

え

る

ル
袋

に
入

れ

て
お
く

の
も
意
外

に

役
立

ち

ま
す

。

（
内

■
用

の
“
品

）

主

泊
医

に
相
談

す

る
な
ど

し

て
、

解
熱

剤

や
鎮
痛
剤

、
消

化
剤

、
下

痢

止
め

な

ど
を
備

え

て
お
き
ま

し

（保
管
上

の
注
意

）家

族

の
み
ん

な
が
知

っ
て

い

る
場
所

で
、
幼

児

の
手

の
届

か

な

い
と

こ
ろ
が

安

全

で
す

。

薬

品
名

は
必

ず

明
記

し

て
お

き
、

な
る

べ
く

購

入
年
月

日
を

記

入

し

て
お
き
ま

し

ょ
う

。

ま
た
、

け
が
を

し
た

と
き

や
緊

急
時

な

ど

の
場
合

、
家

族

の
者

が

い
つ
も
そ
ば

に

い
る
と

は
限

り
ま

せ
ん
。

念

の
た

め

に
、

か
か

り

つ
け

の

病
院

や
医

師

の
名

前

、
所

在
地

と

電

話
番
号

、
緊
急
時

の
連
絡
先

な

ど
を

書

い
た

メ

モ
を

一
緒

に
入
れ

よ
う
に
整
え
て

〈軽
い
け
が

―
外
●
用
）

消
毒
率
は
、

な
る
べ
く
無
色

で
刺
激
性
の
な

い
も
の
を
選
び
、

救
急
用
の
ぼ
ん

そ
う
こ
う
は
大

小

と

り
ま
ぜ

て
準
備

し
ま

し

ょ
う

。

ま

た

、

普
通

の
ガ

ー
ゼ

の
ほ

か

に
、　
一
枚

一
枚

折

り
た
た

ん

で
包

装

し
た
減

菌

ガ

ー
ゼ

、
包
帯

、
脱

脂
綿

、
綿

棒

、
ビ

ン
セ

ッ
ト
、

は

さ
み
、
体

温

計

、
安
全
ピ

ン
な

ど

の
用
意

も

忘

れ
な

い
よ
う

に
し
た

い
も

の
で
す

。

そ

の
ほ

か
、
三
角

巾
を

二
～
三

枚

と
、
清
潔

な

タ
オ

ル
を

ビ

ニ
ー



広報しうら ③

津軽の先住民族

十
二
瀾
筆
港
日

安
東
水
軍
は
深
浦
、
金
井
浦

（金
ケ
沢
ヽ
有
馬
浦
、

（十
三
沿
岸
ｘ
鳥
涛
浦

（青
森
）
の
四
浦
に
り

っ
ば

な
築
港
を
造
り
ま
し
た
。

安

東

水

軍

⑥

築
港
と
造
船

と
が

一
族
を
挙
げ
　
　
訓
練
や
貿
易
学
の
修
練
に
当
た

て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
　
　
ら
せ
ま
し
た
。

豊

良
港
の
役
日
、
小
入
江

十
二
湊
は
洋
々
と
し
て
あ
た

か
も
大
海
の
よ
う
で
し
た
。
十

三
潤
が
古
代
津
軽
湾
と
い
っ
た

時
代
、
内
海
を
い
く
つ
も
の
小

入
江
と
な
っ
て
い
て
、
み
な
良

港
の
役
目
を
な
し
て
い
ま
し
た
。

安
東
浦

（藤
崎
沿
岸
）
妙
堂
浦

島

勝

蔵

（妙
堂
崎
沿
岸
）
有
間
浦

（十

三
沿
岸
）
千
貫
浦

（千
貫
崎
沿

岸
）
田
光
浦

⌒田
光
沿
岸
）
石

化
浦
⌒飯
詰
沿
岸
）
水
湊
浦
（岩

木
川
口
沿
岸
）
皆
瀬
浦

⌒飯
詰

川
以
北
沿
岸
）
唐
崎
浦

（唐
崎

沿
岸
）
権
現
移
潟

（権
現
沿
岸
）

等
で
す
。
こ
れ
ら
内
海
の
諸
港

を
総
称
し
て
十
三
湊
と
い
い
、

安
東
船
の
防
波
堤
が
集
か
れ
て

い
ま
し
た
。
た
だ
、
権
現
移
潤
、

唐
崎
の
防
波
堤
だ
け
は
異
土
専

用
の
船
彙
ぎ
場
だ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
中

島
は
安
東
水
軍
の
根
拠
地
と
し

て
、
京
船
異
船
等
の
出
入
の
監

督
検
書
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

四
浦
六
泊
に
築
港

安
倍

一
族
と
親
交
の
深

のか
っ

た
平
氏
も
源
氏
の
荒
波
に
呑
ま

れ
、
あ
わ
れ
壇
の
浦
に
減
亡
し

た
翌
年
の
文
治
二
年
２
天
六
）、

安
東
五
郎
貞
季
は
世
潮
を
痛
感

し
て
、
十
二
左
衛
門
尉
秀
栄
と

協
議
の
結
果
、
急
速
に
海
岸
の

防
備
を
し
、
安
東
水
軍
の
増
強

を
は
か
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

た
。
津
軽
の
四
浦
六
泊
の
集
港

が
り
っ
ば
に
出
来
上
が
り
ま
し

す
な
わ
ち
、
深
浦
、
金
井

浦

（金
ケ
沢
ｘ
有
間
浦
、
鳥
涛

浦

（青
森
）
の
四
浦
と
舞
戸
泊

（鰺
ケ
沢
ヽ
下
前
泊
、
小
泊
、

大
泊

⌒今
別
ヽ
蟹
田
泊
、
油
川

泊
の
六
泊
で
す
。
こ
れ
に
要
し

た
費
用
は
真
大
な
も
の
で
し
た
。

材
木
十
二
万
本
、
米
三
万
俵
、

黄
金

一
万
枚
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
武
士
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

住
民
の
強
壮
者
は
ほ
と
ん
ど
徴

用
さ
れ
ま
し
た
。
労
務
者
百
四

十
人
の
犠
牲
者
、
馬
四
百
頭
以

上
も
倒
死
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
同
時
に
船
の
建
造
も
行
な

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
数
十
七
艘

に
も
及
び
ま
し
た
。
大
船
は
四

浦
Ｉ
駐
泊
さ
せ
ま
し
た
。
十
三

浦
に
は
、
三
十
二
艘
、
深
浦
に

十
艘
、
金
井
浦
に
十
五
艘
、
鳥

涛
浦
十
艘
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
守
部
と
し
て
一
族
か
ら
選

抜
し
て
君
臨
さ
せ
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
深
浦
に
は
安
倍
長
季
、

貞
季
の
弟
正
季
を
金
井
浦
に
、

子
息
の
康
季
を
十
三
浦
に
、
ま

た
安
倍
秀
季
を
鳥
涛
浦
に
派
遣

し
て
安
東
水
軍
独
特
の
船
法
の

平
家

の
落
人
を
優
遇

か
く
し
て
、
世
は
血
な
ま
ぐ

さ
く
変
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
安

東
水
軍
も
大
き
く
、
た
く
ま
し

く
変
身
し
て
い
き
ま
す
。
安
倍

一
族
は
平
氏
の
思
顧
を
深
く
感

じ
て
、
安
東
船
を
赤
間
関

（現

下
関
）
に
派
遣
し
て
平
家
の
亡

命
者
を
津
軽
の
地
に
迎
え
、
十

三
浦
、
金
井
浦
、
深
浦
に
分
け

て
厚
く
待
通
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
数
実
に
七
百
人

金
井
浦
の
大
銀
杏
の
あ
る
地
に

は
平
迎
殿
を
建
立
し
て
、
そ
れ

ら
濁
ル
を
優
通
し
た
処
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

観
急
時
は
の
ろ
し
で

晴
天
の
日
に
、
深
浦
円
覚
寺

の
頂
上
単
い
ル
山
（朝
痢
現
仙
）

や
金
井
浦
の
古
跡
に
脚
つ
て
、

は
る
か
市
浦
を
菫
眺
す
れ
ば
、

ひ
と
た
び
級
急
あ
る
時
の
ろ
し

一
つ
で
連
絡
の
と
れ
る
地
位
に

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
十

三
湊
を
安
東
水
軍
の
総
櫛
と
し

て
津
軽
に
は
要
所
要
所
に
そ
の

分
家
を
建
設
し
、
た
が
い
に
連

繋
を
密
に
し
て
安
倍

一
族
の
繁

栄
を
は
か

っ
た
こ
と
が
よ
く
察

＃
ヽ

①

蓮

花

庵（相
内
）

蓮
花
庵
は
正
徳
元
年
、
出
羽
宗

須
の
創
基
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在

ま
で
二
百
六
十
七
年
間
火
災
に
遭

う
こ
と
が
な
か
っ
た
古
い
建
造
物

で
あ
る
。

庵
の
名
称
は
数
回
変
り
、
初
め

は
禅
紫
庵
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
後
帰
命
庵
と
な
り
、
蓮
花
庵

と
な
っ
た
。
創
建
か
ら
十
三
山
湊

迎
寺
の
末
庵
と
し
て
現
在
に
至
っ

寺
宝
と
し
て
は
、
本
尊
阿
弥
陀

如
来
像
、
エ
ン
マ
の
二
像
、
双
盤
、

鐘
餃

（半
鐘
）
、
安
東
察
崇
拝
の

武
者
尊
像
と
香
炉
や
山
王
坊
、
龍

興
寺
跡
か
ら
出
土
し
た
金
鋼
佛
等

が
あ
る
。

ま
た
、
境
内
に
は
廷
文
の
古
碑

や
山
王
坊
、
祥
林
寺
騰
か
ら
移
さ

れ
た
石
佛
や
喜
碑
が
あ
っ
て
、
往

時
が
偲
ば
れ
る
。

歴
史
研
究
者
の
来
訪
や
津
軽
三

十
三
菫
場
十
七
番
札
所
の

「春
日

内
観
音
」
巡
礼
の
た
め
の
参
詣
者

が
多
く
、
古
色
蒼
然
と
し
て
建
物

′
―ょ
、
建
築
家
の
間
で
も
注
目
す
る



③ 広報しうら

特別弔慰金

など改善

このたび、戦傷病者や戦没者遺族

等援議法・特別弔慰金支給法などが

次のとおリー部改正になりました。

1.障害年金、遺族年金及び遺族給

与金の額が昭和54年 4月 から3.69

%増額 され、 6月 からさらに増額

されることになりました。

2.戦没者の死亡当時に配偶者が昭

和21年 2月 1か ら昭和27年 4月

29日 までの間に再婚、昭和28年 7

月31日 までに再嬌を解消していう

方で、昭和42年以後の遺族援餞法

で戦没者の遺族となった場合は、

遺族年全または遺族給与金が支綸

されることになりました。

3.職没者等の遺族に対する特別弔

慰金が次により新たに支給される

ことになりました。支給額は12万

円で国債で支給されます。

14X昭和50年 4月 1日 から昭和54年

3月 31日 までの間に公務扶助料、

遺族年金等の受給権を死亡などで

失権した場合。

lul、 戦没者が旧陸海軍部内の判任文

官等で、文官の公務扶助料を受給

していた者がいなくなった方。

4.昭和48年 4月 2日 から昭和54年

4月 1日 までの間に戦傷病者の妻

となった方に、特別給付金 (5万

円または 2万 5千円)が支給 され

ることになりました。

※ 詳しくは、村民生課または、県

障害福祉課へお問い合わせくださ

:電甕要コ12月のおしらせJ3

思綸法の一部改正

旧軍人で餞当する方は手続きを

今年 9月 、思給法の一部が改正

され、公務扶助料や傷病恩給、普

通思給等が4月分以降一定額が引

き上げられました。

これらは、特別な手続 きをされ

なくても思給局長の職権で改正さ

れます。ただし、次の分について

は、10月 1日 から適用になります

が、これは思給受給の権利者が自

から請求の手続 きをしなければな

りません。

1。 旧軍人等に支給 される普通思

畜等は、助算年 を算入 して思

給金額 を計算 されるのは満65歳

以上の方に限られていましたが、

これが満m歳以上 となりました。

2,旧海軍の普通思給を受けてい

る方で、一定の要件に該当する

特務士官や准士官であつた方は、

仮定俸給が引き上げられます。

以上の 1お よび 2に該当する方

は、役場に備え付けてある力1算改

定申立書に、必要事項 を記載 して

現に受けている思給江書の写を添

付 して役場民生課へ提出 して下さ

…勝
昭和54年青色申告者の決算及び年

末■整説明会は、次により開催 し

ます。

記

と き 12月 14日 午後 1時から

午後 3時

ところ 小泊村商工会館

対 彙 小泊村・市浦村

毎週 月曖日相内
`大

田・桂川地区 (役   場)
12月 10日 倒昨 三 公民館

12:11日 図■ 元 公民館

12月 12日 困嵯 川福祉館

12月 12日 困職 松 公民館



あ
す
な
ろ
県
民
運
動
第
五
の
項

目
は
、

「
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
運

動
」
で
す
。

田

「ま
ず
ひ
と
り
ひ
と
り
の
実
践

か
ら
は
じ
め
よ
う
」

自
分
の
体
力
に
応
じ
た
運
動

を
考
え
、
自
分
に
で
き
る
身
近

新
し
い

コ
ミ
ヽ
ユ
一〓
ア

を
運
動
内
容
を
と
り
あ
げ
て
始

め
て
下
さ
い
。

例
ｏ
毎
朝
五
分
間
体
操
を
す
る
。

○
な
わ
と
び
を
五
十
回
す
る
。

Ｏ
毎
朝
十
分
間
ラ
ン
エ
ン
グ

唸

「家
族
ぐ
る
み
で
実
践
し
よ
う
己

個
人
の
運
動
か
ら
家
族
み
ん

な
で
で
き
る
運
動
を
決
め
て
実

践
し
て
下
さ
い
。

暢

「部
落
会
、
町
内
会
ぐ
る
み
で

実
践
し
よ
う
」

鳴
海
敦
浩
く
ん

（相
内
小
）

一
級
に
合
格

イ
を
目
指
し
て

行
事
計
画
や
話
し
合
い
の
中

で
、
住
民
の
理
解
と
納
得
の
下

に
計
画
的
に
運
動
を
実
践
し
、

お
互
い
に
よ
ろ
こ
び
合
え
る
よ

四

「各
種
団
体
や
職
場
な
ど
、
県

民
の
生
活
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、

ど
こ
ま
で
も
実
践
の
輪
を
広
げ

よ
う
饂

幅

「学
校
、
公
民
館
は
運
動
実
践

の
モ
デ
ル
と
な
ろ
う
」

み
ん
な
で
ス
ポ
ー
ッ
を
楽
し
み
、 ―

興
専

―

規
則
正
し
い
日
常
生
活
を
送
り
健

康
な
体
と
豊
か
な
心
を
養
う
と
い

う
方
針
で
、
先
般
実
施
さ
れ
た
「婦

人
ス
ポ
ー
ツ
の
つ
ど
い
」
も
こ
の

運
動
の

一
つ
な
の
で
す
。

県
民
運
動
項
目
等
に
つ
い
て
は

今
月
号
で
終
わ
り
ま
す
が
、
こ
れ

ら
は
、
あ
す
な
ろ
国
体
を
機
に
青

森
県
全
体
を
洗
い
直
し
た
結
果
の

課
題
で
あ
り
、
わ
が
市
浦
に
お
い

て
も
、

「
よ
り
ゆ
た
か
で
住
み
よ

い
活
力
の
あ
る
村
づ
く
り
」
を
す

五
つ
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

そ
れ
に
は
、
実
践
活
動
あ
る
の

み
で
す
。

第
五
十
三
回
商
工
会
珠
算
検
定

試
験
は
十

一
月
十
七
日
行
わ
れ
ま

し
た
が
、
相
内
小
学
校
六
年
の
鳴

海
敦
浩
く
ん
が
見
事

一
級
に
合
格

小
学
生
で

一
級
合
格
は
、
鳴
海

く
ん
が
五
人
目
で
す
。

▽

一
級
　
鳴
海
敦
浩

（辻
分
珠

算
塾
）

▽
三
級
　
奈
良
貴
子
、
若
山
馨
、

花
島
淳
、
相
川
美
栄
子
、
亀
田
友

（辻
分
珠
算
塾
）

▽
五
級
　
柳
谷
香
代
子
、
浜
田

宏

一
郎
、
自
川
正
人
、
亀
田
孝
子
、

三
橋
る
み

（十
三
小
）

▽
六
級
　
豊
島
静
子
、
佐
藤
孝

和
、
豊
島
貴
美
子
、
松
江
智
久
、

宮
崎
真
貴
子

⌒十
三
小
）
奈
良
和

彦

（太
田
小
）

▽
七
級
　
米
谷
千
晴
、
中
井
健
、

亀
田
健

一
、
相
川
和
子
、
有
馬
み

ど
り

（十
二
小
）
尾
崎
登
子
、
成

櫛

引

覚

蔵

氏
晶
電

）
死
去

治
、
相
川
恵
美
子

（十
三
小
）
秋
　
　
田
博
美
、
竹
谷
順
子

（脇
元
小
）

田
谷
和
子

（相
内
小
）
相
沢
恵
美
　
　
秋
田
谷
美
香
子

（辻
分
珠
算
塾
）

子

（脇
元
小
）
吉
田
恵

（辻
分
珠
　
　
　
▽
八
級
　
斎
藤
文
子
、
後
藤
信

算
塾
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枝
、
坂
本
尚
子
、
竹
谷
千
穂

（脇

▽
四
級
　
宮
崎
清
一
（十
三
小
）

一九
小
）
三
和
敬
子
、
奈
良
美
賀
子

桑
野
砂
織

（脇
元
小
）
鳴
海
久
幸
　
　
（辻
分
珠
算
塾
）

か
ね
て
か
ら
病
気
療
養
中
で
し

た
が
、
十

一
月
二
十
三
日
午
後
十

一
時
十
七
分
、
心
筋
梗
塞
の
た
め

西
北
中
央
病
院
で
死
去
し
ま
し
た
。

六
十
八
歳
。

櫛
引
さ
ん
は
、
昭
和
二
十
六
年

脇
元
村
議
会
議
員
に
当
選
、
旧
三

村
合
併
以
後
も
市
浦
村
議
会
議
員

に
当
選
し
、
こ
の
間
、
村
議
会
議

長
、
同
副
議
長
、
総
務
常
任
委
員

長
、
土
木

・
産
業
経
済
常
任
委
員
、

議
会
選
出
監
査
委
員
、
津
軽
北
部

老
人
福
祉
組
合
議
員
等
を
歴
任
、

二
十
五
年
間
の
長
期
に
わ
た
り
村

行
政
振
興
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

大
川
　
　
聖

（磯
松
）

鳴
海
　
秀
統

（太
田
）

三
上
　
祥
行

⌒脇
元
）

成
田
志
穂
子

⌒脇
元
）

中
島
　
早
苗

（十
三
）

古
川
　
祐
哉

⌒太
田
）

成
田
　
和
友

⌒脇
元
）

木
村
　
裕

一　
⌒太
田
）
富
　
男

工
藤
　
恭
太

（相
内
）
　

餌

田
中
　
裕
子

（十
三
）
清
　
則

吉
田
　
咲
子

（相
内
）
誠
　
一

錫
プ嬉

（罰回　解代一　一対　に一

（鋪莉　朝警
一榔　動一

（障藤木昌辞
一脚海卸一

（れは兵理新
一脚海卸一

（凱勲　』『⌒（膵　［一

∩
剛

∪

岡
本
定
四
郎

（相
内
）
５９
歳

櫛
引
　
畳
蔵

（脇
元
）
６８
歳

三
上
　
清
治

⌒相
内
）
５４
歳

茂 廣 三  義 秀 文

廣志燿
勲
文夫男


