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▲かつらを付けて和尚様に変身

続けられていました。
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市
浦
村
で
は
、
平
成
七
年
度
に
制
定
し
た

「市
浦
村
表
彰
条
例
」
に
基

つ
き
、
公
共
の
福
祉
増
進
に
功
労
の
あ
っ
た
人
や
広
く
村
民
の
模
範
と
な

っ
た
個
人

・
団
体
を
表
彰
し
て
い
ま
す
＾
今
年
も
文
化
の
日
に
あ
た
る
十

一
月
二
日
、
あ
す
な
ろ
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
、
七
名
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
＾

■
１
√
ミ

、
受
賞
ご

へ
長
編
間
に
わ

日
の
成
一政

，
こ
心
れ
る
こ
と
な
ど
、ヽ
今

後
も
活
動
し
て
い
き
た

い
」
と
謝
辞

を
述

べ
ま
し
た
　

受́
賞
者
は
式
典
終

▲受賞者 を代表 して謝辞を述べる佐藤ヤイさん (左 )
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昭
和
四
十
年
か
ら
脇
元
婦
人
会
に

年
ま
で
会
長
）
現
在
も
婦
人
会
活
動

を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
会
員
の
相

談
役
、
助
言
役
に
活
躍
し
て
い
る
。

こ
の
間
、
婦
人
会
活
動
を
通
じ
て
健

康
づ
く
り
事
業
に
は
積
極
的
に
協
力

し
、
村
民
の
健
康
管
理
か
ら
健
康
受

診
勧
奨
等
保
健
衛
生
思
想

の
普
及
、

高
揚
に
貢
献
さ
れ
て
い
る
。
（全
国
地

区
衛
生
組
織
連
合
会
長
表
彰
）

活
動
を
し

（昭
和
五
十
八
年
か
ら
会

長
と
な
り
現
在
に
至
る
Ｊ
こ
の
間
保

健
衛
生
協
力
委
員
や
、
食
生
活
改
善

推
進
委
員
と
し
て
積
極
的
に
健
康

づ

福
祉
協
議
会
理
事
、
日
赤
奉
仕
剛
相

内
地
区
分
団
長
と
し
て
地
域
に
貢
献

さ
れ
て
い
る
。
（全
国
地
区
衛
生
組
織

金
木
地
区
交
通
安
全
協
会
市
浦
支
部

　

　

団
を
拝
命
し
、
以
来
三
十
五
年
間
有

理
事
並
び
に
副
支
部
長
ま
た
、
昭
和

　

　

事
の
際
の
消
火
活
動
及
び
防
火
、
防

六
十
二
年
五
月
か
わ
市
浦
村
交
通
安

　

　

災
に
努
め
ま
た
、
現
在
は
団
本
部
分

思
想
の
普
及
、
高
揚
に
努
め
交
通
事

　

　

と
経
験
を
基
に
各
分
団
の
指
揮
及
び

昭
和
三
十
八
年
以
来
三
十
四
年
余
、　
　
　
昭
和
三
十
四
年
以
来
三
十
七
年
余
、

金
木
地
区
交
通
安
全
協
会
市
浦
支
部

　

　

市
浦
村
職
員
と
し
て
そ
の
職
務
に
精

理
事
並
び
に
副
支
部
長
ま
た
、
昭
和

　

　

励
し
、
常
に
研
鑽
に
努
め
、
地
方
自

五
十
二
年
四
月
か
ら
は
交
通
指
導
隊

　

　

治
の
振
興
に
貢
献
き
れ
て
い
る
。

長
等
と
し
て
交
通
安
全
思
想
の
普
及
、

高
揚
に
努
め
交
通
事
故
防
止
に
尽
力

市 浦 村 表 彰‐1条 例 |(1抜粋)

(目 的 )

この条例は、公共の福祉の増進に功労のあったものま
たは広 く付民の模範 となるべ きものを表彰することを目

(表彰の範囲 )

表彰は、個人または団体で次の各号の 1に 該当するも

災、風水害、その他の災害に際 し、著 しく尽力 し、若
しくは治安の維持に著 しく貢献 したもの

2 徳行が特にす くれ他の模 1こ とするに足るもの

3 付民の名誉を著 しく高揚 したもの

4 永年にわたって業務に精励 し、勤労尊重の気風を培
い他の模範であるもの

6 発明、発見、考案、または改良についてその功績が

特にす ぐれたもの

7 教育、学術、芸術、および体育、文化の発展に寄与

8 1t会 の福祉、民生の安定に寄与 しその功績が特にす

9 保健衛生の向 Lに 寄 与しその功績が特にす くれたも

12 前各号に揚げるもののほか功績顕著で特に表彰する

(表彰の期日)

表彰は毎年H月 3日 に行 う。但 し、特別の理由により

他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、そ



相
内
小
学
校

が
稲
刈

り
体
験
学

習
　
　
　
　
　
ト
ー
サ
ム
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
内
、
道
　

　

出
店
し
た
の
は
市
浦
村
を
初
め
、

相
内
小
学
校

（校
長
　
秋
田
谷
福

道
）
で
は
学
校
創
立
百
二
十
周
年
記

念
行
事
と
し
て
、
十
月
十
八
日
に
稲

刈
り
体
験
学
習
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

稲
刈
り
が
行
わ
れ
た
相
内
地
区
バ

田
は
三
和
金
春
さ
ん
に
よ
る
提
供
で

「市
浦
村
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業

を
ぜ
ひ
体
験
し
て
も
ら
い
た

い
」
と

の
厚
意
に
よ
り
実
現
し
た

稲
刈
り
に
挑
戦
し
た
の

は
相
内
小
学
校
の
五
、
六

年
生
。
春
に
は
田
植
え
も

行
わ
れ
、
当
日
は
待
ち
に

待
っ
た
収
穫
の
日
。
初
め

て
持
つ
鎌
に

「手
を
切
ら

な
い
よ
う
に
」
と
緊
張
し

な
が
ら
も
稲
を
刈
り
取
っ

て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
目

は
真
剣
そ
の
も
の
で
、
稲

を
手
に
す
る
と
笑
顔
を
見

せ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
前

み
状
態
と
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
に
足
を
取
ら
れ
て
長

絆
が
脱
げ
、
足
を
泥
だ
ら

け
に
す
る
子
ど
も
も

い
ま
し
た
っ

今
回
刈
り
と
ら
れ
た
の
は
も
ち
米

で
、
約
四
十
キ
ロ
の
収
穫
と
な
り
ま

し
た
。
収
穫
さ
れ
た
も
ち
米
は
十

一

月
下
旬
に
行
わ
れ
る

「も
ち

つ
き
大

会
」
で
使
用
す
る
予
定
で
、
子
ど
も

た
ち
は

「自
分
た
ち
が
育
て
た
お
米

で
作

っ
た
餅
を
早
く
た
べ
て
み
た
い
」

と
目
を
輝
か
せ
て
い
ま
し
た
。

の
駅

「十
三
湖
高
原
」
で
開
催
さ
れ

「
物
の
豊
か
さ
」
よ
り

「
‘し、
の
豊
か

さ
」
を
重
視
す
る
現
在
、
そ
ん
な
価

値
観
の
変
化
を
反
映
し
て
緑
豊
か
な

農
山
漁
村
で
、
自
然
　
文
化

。
人
々

と
の
交
流
を
楽
し
む
滞
在
型
余
暇
活

動
と
し
て
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
が

提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の

「特

産
市
」
は
同
協
議
会
が
グ
リ
ー
ン
ツ

ー
リ
ズ
ム
に
対
す
る
取
り
組
み
の

一

つ
で
あ
る
「
地
域
プ
ラ
ン
ド
の
確
立
」

を
目
的
と
し
て
昨
年
よ
り
開
催
さ
れ

小
泊
村
　
中
里
町

・
金
木
町
　
五
所

川
原
市

・
鶴
田
町

・
板
柳
町
の
七
市

町
村
。
当
村
で
は
ト

マ
ト

・
ネ
ギ

・

し
じ
み
貝

・
じ
し
み
加
工
食
品
　
市

浦
牛
な
ど
の
販
売
が
行
わ
れ
、
売
り

手
と
買

い
手
の
中
で
値
引
き
交
渉
が

行
わ
れ
る
場
面
も
あ
り
ま
し
た
。

「
特
産
市
」
の
出
店
と
は
別
に
、
ト

ー
サ
ム
プ
ラ
ザ
内
で
今
年
の
夏
か
ら

発
売
し
た

「市
浦
牛
乳
入
リ
ソ
フ
ト

ク
リ
ー
ム
」
が
好
調
で
、
多
く
の
人

が
買

い
求
め
て
い
ま
し
た
。
寒
く
な

っ
た
現
在
で
も
休
日
は

一
日
に
約
百

最
大
で

一
日
に
約
千
食
を
販
売
し
た

ま
た
会
場
内
で
は
余
興
と
し
て
「相

内
虫
送
り
」
や
「
し
う
ら
音
頭
」
な
ど
、

遠
方
か
ら
の
来
場
者
に
市
浦
村
の
芸

能
を
披
露
す
る
場
面
も
あ
り
、
特
産

市
を
盛
り
上
げ
て
い
ま
し
た
。

轟
一̈̈一一̈̈
卿
因
災予√
塾
請
冷
がけな

火
災
が
発
生
し
や
す

い
気
候
と
な

る
時
期
に
火
災
予
防
思
想
の
普
及
強

化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
火
災
の
発
生

を
防
止
し
、
死
傷
事
故
や
財
産
の
損

失
を
防
ぎ
、
高
齢
者
等
の
死
者
を
大

幅
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る

「秋
の
火
災
予
防
パ
レ
ー
ド
」
が

当
日
は
市
浦
消
防
署
、
村
内
各
消

防
団
、
相
内
婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
、
大

田
小
学
校
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
、
相
内

▲みんなで協力 しあった収穫作業でした

-373



一瓶
輔
灘
鵬
一
胴
一
地
園
諄
糖
眸
弱
靴
勧

を
山
田
民
子
さ
ん
（相
内
）
が
務
め
、

「
つ
け
た
火
は
　
ち
ゃ
ん
と
消
す
ま

で
　
あ
な
た
の
火
」
を
統

一
標
語
に

か
ら
の
火
災
予
防
を
呼
び
か
け
て
い

近
年
は
火
災
を
未
然
に
防
ぐ
予
防

消
防
が
叫
ば
れ
て
お
り
、
「自
分
の
家

庭
は
自
分
で
守
る
Ｌ
自
分
た
ち
の
地

域
は
自
分
た
ち
で
守
る
」
と

い
う
地

域
住
民
の
火
災
予
防
意
識
の
高
揚
を

防
ク
ラ
ブ
、
婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
が
結

な
り
火
災
予
防
週
間
に
は
地
域
を
パ

レ
ー
ド
す
る
な
ど
の
活
動
が
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
「
そ
の
結
果
住
民
の
防

火
意
識
が
高
ま
り
、
現
在
市
浦
村
で

は

一
年
七
ヶ
月
の
無
火
災
を
続
け
て

=暉 ιチろ

受
精
の
子
牛
が
高

い
評
価
を
得
て
い

る
こ
と
か
ら
も
改
め
て
人
工
受
精
の

導
入
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
ｑ

市
浦
村
の
畜
産
農
家
は
育
成
技
術
な

ど
に
お
い
て
優
れ
た
も
の
を
持

っ
て

か
せ
て
ほ
し

い
」

ま
た
来
年
は
県
の
家
畜
市
場
統
合

の
流
れ
を
受
け
て
木
造
の
家
畜
市
場

が
廃
止
と
な
り
、
新
設
さ
れ
る
七
戸

家
畜
市
場

へ
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な

に
高

い
質
が
求
め
い
れ
る
よ
う
に
な

す
る
産
地
間
競
争

へ
向
け
て
正
念
場

毎
年
友
好
町
村
の
青
森
県
市
浦
村

か
ら
教
々
の
特
産
品
が
出
展
さ
れ
、

な
か
で
も
十
三
湖
特
産
の
ヤ
マ
ト
シ

ひ
や
ま
漁
業
協
同
組
合
上
ノ
国
支

友
好
町
村
だ
よ
り
⑬

か
み
の
く
に

情
報
ラ
ン
ド
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中
世
の
面
影
．残
す

一　
ロ
ト
テ
ン
ブ
ル
ク

福
祉
の
先
進
国
、
オ
ス
ロ
で
福
祉

の
将
来
に
不
安
を
感
し
た
私
ど
も
は
、

夢
と
現
実
が
同
じ
次
元
で
同
居
し
て

な
興
味
が
あ

っ
た
。

本
場
の
ビ
ー
ル
の
味
、

古
城
街
道
、
そ
れ
に
再

統

一
か
ら
七
年
目
を
迎

え
た
国
内
情
勢
、
ま
た

う
親
近
感
も
あ

っ
た
。

ゲ
ー
テ
も
愛
し
た
と

に
開
け
た
学
園
都
市

ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
グ
で
、
「哲

学
の
道
」
を
散
策
し
、

廃
虚
と
化
し
た
古
城
な

ど
見
学
し
た
あ
と
、
中

市
民
農
園
は

，

低
所
得
者
に

農
回
は
郊
外
に
あ
る
も
の
だ
と
ば

か
り
思

っ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
の
農

（市
民
農
園
）
を
訪
ね
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
で
空
製
を
受
け

ガ
ル
テ
ン

（市
民
農
園
）
で
雨
露
を

イ
モ
で
飢
え
を
免
れ
た
と

い
う
歴
史

体
験
を
し
て
居
り
、
そ
の
教
訓
を

い

か
す
と
と
も
に
、
近
年
の
都
市
環
境

の
悪
化
や
人
間
性
の
回
復
、
空
気
の

浄
化
な
ど
を
は
か
る
た
め
、
法
律
に

数
の
確
保
を
各
都
市
に
義
務
づ
け
て

居
り
、
都
市
計
画
の
中
で
は
こ
の
農

回
を
都
市
緑
地
と
し
て
位
置
づ
け
、

花
と
緑
の
区
画
が
整
然
と
並
ん
で
い

る
光
景
は
壮
観
で
あ
り
、
オ
ト
ギ
の

レ
た

ハ
ウ
ス
を
備
え
て
い
る
が
、
こ

の
ハ
ウ
ス
で
は
休
憩
は
で
き
る
が
、

電
気
、
ト
イ
レ
を

つ
け
る
こ
と
も
で

き
ず
、
寝
泊
り
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
市
民
農
回
は

一
人
ぐ
ら
し
や
収

ど
が
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
庭

の
な
い
住
宅

（
マ
ン
シ
ョ
ン
）
に
住

や
野
菜
を
、
三
分
の

一
は
花
や
緑
地

に
、
残
り
の
三
分
の

一
は
建
物
や
道

路
に
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
．
ま
た
農
園
に
は
宿
泊
が
禁
じ
ら

れ
て
い
る
の
で
市
民
農
回
は
自
宅
か

る
こ
と
が
原
則
と
な

っ
て
居
り
、
ド

ヘ
ン
市
で
八
千
三
百
四
十
三
の
市
民

副
会
長
）
が
説
明
し
て
く
れ
た
が
、

わ
が
国
の

一
坪
オ
ー
ナ
ー
や
市
民
農

園
と
は
全
く
そ
の
性
格
を
異
に
し
て

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
は
現
在
こ
の
農
園

を
借
り
た

い
と

い
う
市
民
が

一
、
二

地
探
し
に
努
力
し
て
い
る
が
、
市
に

は
土
地
を
買
う
金
が
な

い
の
で
緑
の

党
の
運
動
や
農
家
か
ら
市
が
借
り
る

な
ど
の
方
策
を
考
え
て
い
る
が
、
い

ば

一
ｈａ
当
り
年
六
〇
〇
マ
ル
ク
か
ら

八
〇
〇
マ
ル
ク
の
補
助
金
が
出
る
の

で
有
利
だ
が
賃
貸
契
約
期
間
が
最
低

続
の
か
ら
み
も
あ
り
、
住
宅
地
に
売

っ
て
し
ま
う
か
、
市
民
農
園
と
し
て

契
約
す
る
か
迷

っ
て
い
る
よ
う
で
あ

り
、
思
う
よ
う
に
い
か
な

い
と
嘆

い

一農
村
の
活
性
化
に
は
都
市

住‐‐一■
一
応‐‐‐‐‐か
ら
負
担
を

よ
く
耳
に
す
る
言
葉
だ
が
、
こ
れ
は

名
所
、
旧
跡
を
観
て
歩
く
こ
れ
ま
で

の
旅
行
と
は
違

っ
て

一
ヶ
所
に
滞
在

し
な
が
ら
そ
の
土
地
で
い
ろ
ん
な
体

験
を
楽
し
む
こ
と
を
グ
リ
ー
ン
ツ
ー

リ
ズ
ム
と

い
っ
て
居
り
、
ド
イ
ツ
で
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は
ル
ー
ラ
ル
　

ツ
ー
リ
ズ
ム

（
田
園

　

　

五
、
三
〇
〇
人
で

一
二
〇
の
集
落
が
　

　

は
室
内
に
ト
イ
レ
や
シ
ャ
ワ
ー
を
備

で
の
休
暇
）
と
か
、
ア
グ
リ

・
ツ
ー
　

　

点
在
し
て
居
り
、
町
議
会
の
議
員
数

　

　

えヽ
た
り
、
自
炊
の
で
き
る
キ

ッ
チ
ン

リ
ズ
ム

（農
村
で
の
休
暇
）
な
ど
と
　

　

が
二
十
名
と
そ
れ
に
町
長
の
二
十

一　
　
　
付
き
の
部
屋
を
貸
し
出
す
な
ど
、
量

い
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
で
構
成
し
、
議
員
報
酬
は

一
日
四
　

　

的
拡
大
か
ら
質
的
転
換
の
時
に
さ
し

ド
イ
ツ
の
バ
イ

エ
ル
ン
州
と

い
え
　

　

十

マ
ル
ク

（日
本
円
で
二
千
九
百
三
　

　

か
か

っ
て
い
る
。
ま
た
宿
泊
者
が
家

ば
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
発
祥
の
地
　

　

十
円
ヽ
町
長
は
五
千

マ
ル
ク
か
ら
六
　

　

族
だ
け
で
気
ま
ま
な
休
暇
を
楽
し
み

オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ス
イ
ス
と
国
境
を

　

　

一
一助
役
と
助
役
二
人
制
で
第

一
助
役

　

　

の
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
、

接
し
た
ア
ル
プ
ス
山
岳
地
帯
に
あ
り
、　
　
の
報
酬
は
町
長
の
十
分
の

一
、
第
二
　

　

Ｂ
＆
Ｂ

（
ベ
ッ
ド
と
ブ
レ
ッ
ク
フ
ア

酪
農
や
畜
産
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
農
　
　

助
役
は
名
誉
職
と
な

っ
て
居
り
、
職

　

　

―
ス
ト
　

一
泊
朝
食
付
き
）
型
の
ス

業
条
件
は
決
し
て
恵
ま
れ
て
い
る
と
　

　

員
の
総
数
は
四
十
名
位
だ
と
云

っ
て
　

　

タ
イ
ル
が
増
え
て
い
る
っ

然
を
保

つ
た
め
に
は
農
業
も
農
家
も

　
　

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
　

　

〇
戸
の
農
家
の
う
ち
、　
〓
一一〇
戸
が

な
く
す
べ
き
で
は
な

い
と
の
発
想
で
　

　

リ
ズ
ム
の
受
入
れ
体
制
は
農
家
民
宿
　

　

民
宿
を
経
営
し
て
居
り
、　
一
軒
の
農

州
政
府
が
「
バ
イ

エ
ル
ン
の
道
」
と

い
　

　

型
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
は
親
成
を
泊

　

　

家
で
年
間

一
五
〇
人
位
の
宿
泊
者
を

う
画
期
的
な
農
業
振
興
政
策
と

「
農
　

　

め
る
よ
う
な
、

い
わ
ば
家
族
的
な
雰

　

　

目
安
に
経
営
し
て
い
る
と

い
っ
て
い

村
で
休
暇
を
」
と

い
う
事
業
ス
ロ
ー
　

　

囲
気
を
大
切
に
し
て
き
た
が
、
最
近

　

　

る
。

―
リ
ズ
ム
を
積
極
的
に
支
援
　
■
■
■
■
■
■
■
■
■
「
　
　
一謳
響
秘
機
報

と
　
　
ク
ア
ハ
ウ
ス
、
プ
ー
ル
、
テ
ニ
ス
コ

し
た
と

云
わ

れ

て

い
る
。
　

　

■
■
■
〓

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

巽

　

　

―
卜
、

ミ

ニ
ゴ

ル

フ
、
音
楽
を
聴

く

こ
れ

に
よ

る
と
農
村

は
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「．　

０

　

　

施

設

な
ど
を

整
備

し
、
夏

は
避
暑

や

に
都
市

住

民

の
余

暇
空

間

で
　

■
■
日
Ｆ
ゴ
Ｌ
■
■
■
「
■
「
１
１
劇

　

・Ｌ

則

　

　

自

然

と

の
ふ
れ
あ

い
、

は
な

く
、
ま

た
自

然

は
農

民

　

■
■
■
目
■
■
■
■
「

　

　

一ｉ
Ｄ
Ｌ
目
ｒ
臓

′て

　

　

カ

ー
リ

ン
グ
、
民
俗
芸
能

と
滞
在
型

だ
け

の
も

の
で
も

な

い
。

国
　

■
■
■
目
ロ
ロ
ｄ
■
■
剣
．
　

』
ぽ
■
■
願
願
甲

ラ

　

　

の
観
光

客

が
多

く
、
世

界

五
百

ヶ
所

民
全
体
の
財
産
で
あ
り
農
村
　
■
■
■
□
■
■
口
■
■
日
Ｆ
Ｌ
・‘■
理
目
目
Ｅ

引
　

　

の
コ
ー
ヒ
ー
が
飲
め
る
の
も
自
慢
の

の
活
性
化

や
景
観
保
全

を

し
　

■
■
■
【鰹
□
日
■
「

」
■
目
■
■
■

「
週
■

，レ
　
　
　
一
つ
で
あ
り

、
ま

た

ミ

ュ
ン

ヘ
ン
が

て

い
く
た

め

に
は
都
市

住

民
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｌ

甲

．
駆

　

　

近

い
こ
と
も

あ

っ
て
シ

ョ
ー
ト

ス
テ

も
応

分

の
努

力

を

し
な

け

れ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ｔ

　

　

イ
も

相
当

数
あ

り

、
見
知

ら

ぬ
客
と

ば
な
ら
な

い
。
そ
う

い
う
認
　
■
■
■
□
■
隔
■
■
■
■
■
■
■
■
■
国
電
繹
　

，
　

　

出
会
え
る
こ
と
も
楽
し
み
の

一
つ
た

識
を
も
つ
必
要
が
あ
る
と
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユノ
　
　
と
町
長
は
笑
顔
で
答
え
て
い
た
。

の
政
策
で
提
起
し
て
い
る
。
　

■
囃
■
国
□
■
■
■
■
■
『
べ
＝
ヽ
直
日
■
園

′シ
　

　

　

な
お
ド
イ
ツ
の
労
働
時
間
は
週
三

私
ど
も

は

そ

の
州

の

フ
ィ
　

困
堕
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｆ
「

Ｌ
■
□
■
国
ロ

イ
　

　

十

八
、

五
時

間

が
普

通

で
金

曜

日
は

ッ
シ

ュ
バ

ッ

ハ
ウ
と

い
う

町

　

■
■
■
■
■
国
■
■
■
ロ
ト

趨
田
圏
■
口
■
■

」
　

　

半

日

で
、
有

給
休

暇
が

二
〇
日
、
そ

を
訪
ね
た
。
こ
の
町
は
人
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
に
年

一
回
三
〇
日
ま
で
の
長
期
休

暇
も
取
れ
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
。

男
性
は
六
十
五
歳
、
女
性
は
六
十
歳

は
手
取
り
給
料
の
約
七
〇
％
位
だ
と

の
こ
と
、
こ
う
し
た
制
度
が
あ
る
か

ら
こ
そ
家
族
で
長
期
休
暇
も
楽
し
め

一際
肝
″
交‐‐‐‐通
事
情‐‐ｔ

道
路
）
で
は

一
般
車
両
の
ス
ピ
ー
ド

る
が
追

い
越
し
す
る
ト
ラ
ッ
ク
は

一

台
も
な
く
整
然
と
八
〇
キ
ロ
で
走

っ

ス
イ
ス
で
は
山
岳
の
崩
落
が
相
次

い
で
居
り
、
こ
れ
は
地
球
温
暖
化
の

影
響
だ
と
危
機
感
を
強
め
て
居
り
信

号
待
ち
の
エ
ン
ジ
ン
ス
ト

ッ
プ
は
勿

論
の
こ
と
、
ク
ー
ラ
ー
や
ヒ
ー
タ
ー

ふ
か
し
も
禁
じ
ら
れ
て
居
り
、
ド
ラ

い
る
が
、
日
本
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
ど

本
県
で
は
十
二
月
議
会
に
吸
い
殻

や
空
き
缶
の
ポ
イ
捨
て
に
罰
金
を
か

け
る
条
例
を
提
案
す
る
よ
う
だ
が
日

本
人
の
マ
ナ
ー
の
悪
さ
、
民
度
の
低

さ
に
は
反
省
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多

欧
州
旅
行
を
三
回
に
わ
た
り
旅
行

記
風
に
ま
と
め
て
ご
覧

い
た
だ

い
た

が
、
そ
の
地
域
に
半
日
か
、　
一
日
位

る
に
は
迫
力
不
足
の
感
も
あ
る
が
、

し
か
し
見
事
な
国
土
と
緑
の
保
全
、

環
境
や
景
観

の
包
み
込
み
、
そ
れ
を

誇
り
と
す
る
生
活
意
識
や
歴
史
に
受

け
継
が
れ
た
重
厚
な
文
化
に
胸
を
う

た
れ
る
も

の
が
あ

っ
た
り

ど
こ
へ
行

っ
て
も
日
本
人
の
観
光

客
が
多
く
、
ま
た
日
本
人
は
よ
く
買

い
物
を
し
、
日
本
人
ば
か
り
の
免
税

店
と

い
う

の
も
あ

っ
た
が
、
あ
の
買

―
が
悪
く
て
も
日
本
人
に
は
ま
だ
家

族
や
同
僚
に
土
産
を
買
う
思
い
や
り

が
あ
り
、
そ
の
気
持
ち
が
あ
る
う
ち

は
日
本
も
ま
だ
ま
だ
大
丈
夫
だ
と
そ

374-
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十

一
月

一
日
か
ら
三
日
ま
で
の
三
日
間
、
村
民
の
た
め
の
総
合
的

な
芸
術
文
化

の
祭
典
で
あ
る
７
か
る
さ
と
ま

つ
り
」
が
村

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
ー
セ
ン
タ
ー
に
て
開
催
さ
れ
、
大
勢

の
来
場
者
で
賑
わ

い
ま
し
た

好
評
の
う
ち
に
終
了
―
ンた
ふ
る
さ
と
ま

つ
り

の
様
子
を
写
真

で
ご

紹
介
し
ま
す
〓



市浦村の人口と世帯数  平成9.11.1現 在情報をお寄せください

しらせ
役場の電話は62-2111

防衛庁では来年度の自衛隊生徒

を募集 しています。

)受付期間

平成10年 1月 4日 まで

>応募資格

中学卒業 (見 込み含む)の方で

平成10年 4月 1日 において15歳 以

上17歳 未満の男子

)試験日程

01次試験

試験日

平成10年 1月 5日

会 場

五所川原市中央公民館

試験科目

国語・社会・数学・理科・

英語・作文

02次試験

試験日

平成10年 1月 21日 から25日

の間の指定する 1日

>お 問い合わせ先

自衛隊青森地方連絡部五所川原

募集事務所もしくは役場総務課ま

>電話番号

35-2305(五 所川原募集事務所)

62-2111(役 場総務課)

改正後の消費税法と新たに創設

された地方消費税が平成 9年 4月

1日 から適用されました。

【消費税率の引上ιザ】

平成 9年 4月 1日 以後の取引に

課税される消費税の税率が 4%と
され、新たに創設された地方消費

税 1%と 合わせた税率は 5%と な

りました。

このため、確定申告書の作成に

当たっては、課税売上げ、課税仕

入れ等について、3%の税率が適

用されているものと、 5%の税率

が適用されているものとに区分 し

ておく必要があります。

【消費税と地方消費税の

同時申告・納付】

地方消費税の申告・納付は消費

税と併せて行うこととされ、一枚

の申告書により税務署長に申告 し、

また、一枚の納付書により消費税

と地方消費税を国に納付すること

となります。

>お 問い合わせ先

五所川原税務署総務課

>電 話番号

者死亡届」を提出しなければなり
ません。

年金の支給を受けられるのは、
死亡した月の分までです。年金は

年6回、自動的に受給者の指定し

た預金口座に振り込まれたり、郵

便局などに送金されたりする仕組
みになっています。「死亡届」の提
出が遅れると、年金を多く受け取
り過ぎて、後で返さなければなら

なくなることもありますので、ご

注意ください。
「死亡届」には「年金証書」の

ほか、死亡診断書など死亡の事実
を明らかにできる書類を添えてく

亡くなった方が受け取れるはず
であった年金が残つているときは、

遺族が請求することができます。

未支給分の年金を受け取ることが
できるのは①配偶者②子③父母④
孫⑤祖父母または兄弟姉妹で、順
位もこのとおりです。ただし、年

金を受けていた方と生計を同じく

していた方であることが条件です

ので、そのことが証明できる書類
と戸籍謄本を添えて、「未支給年
金・保険給付請求書」を役場また

は社会保険事務所に提出してくだ

さい。
レお問い合わせ先

役場住民福祉課
>電 話番号

級構織 )

年金を受けている方が亡 くなっ

たとき、遺族の方は「年金受給権

祠

用

”

着
一
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当
曇
雪

卜
誰

〓
蟄

島

麻

子

（十

三
）

田
　
由
美
子

（脇
　
一匹

良
　
　
実

　

（大
　
田
）

和
　
麗
　
華

（相
内
）
光
行

間
　
暮
ホ　
弘

（十
三
）
群
宏

田
　
周
　
斗

（脇
元
）
昭
彦

▼
こ

結

婚

（中　国

▼
お
く
や
み

タ
　
ヨ

⌒十
三
）
８５
歳

キ
ク
エ

（大
田
）
７４
歳

リ
　
エ

（十
三
）
８８
歳

村
民

一
人
ひ
と
り
の
健
康
に
対
す
る
意
識
を
高
め
、
地
域
住
民
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め

に
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る

「健
康
づ
く
り
作
品
展
」
今
年
も
村
内
小
学
校
か
ら
ポ
ス
タ
ー
百
九
十
点
、

中
学
生
か
ら
標
語
百
六
点
の
応
募
が
集
ま
り
、
去
る
十

一
月

一
日
か
ら
三
日
ま
で
開
催
さ
れ
た

「
ふ

る
さ
と
ま
つ
り
」
で
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
中
か
ら
入
選
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

●
素
蟹
番
駐
生
．

健
康
づ
＜
り
作
品
展
入
選
作
品
紹
介

毎日の 効 鰤 く されい柚

輯 肝
|

岡本 真代
|


