
人 口 と 世 帯 数

(9月 末 日現在 )

世 帯 数    |.102
総 人 口     4894

男       2.432
女       2.462
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企    画    室

電話 相内局 l・ 44 番
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す
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核

″
な
ん
で
も
言
お
う

″
″
な
ん
で
も
聞
二
う

″
と
、
去
る
九
月
四
日
か
ら
村
内
四
つ
の
会
場
で
開
か
れ
た

「
一
日
移

　

　

農
村
工
業
に
転
用

動
役
場
」
は
、
道
路
、
医
療
、
住
宅
、
環
境
南
生
等

に
質
問
が
集
中
し
、
村
政

へ
の
関
心
の
高
さ
を
し
め
し
ま
し
た
が
　

　

あ
る
。

付
側
も
納
得
の
め
く
答
弁
で
好
評
の
う
ち
ｌｉ
白
川
村
長
就
任
後
、
は
じ
め
て
の
公
聴
会
を
終
わ
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
脇
元
地
区
の
へ

以
下
は
四
会
場
で
の
総
ま
と
め
―
。　
　
　
を
常
設
に
す
る
考

村
長
　
収
容
人

総

合

開

発

計

画

の

策

定

で

振

興

　

　

　

　

　

識
』
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は
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育
成
の
ち

は

非
行
化
そ
の
他
で
あ
専

　

　

と
”を

よ
う

大
変
は
与

て
い
義

た
ら

十
月
は
駆
け
足
ξ

助
成
す
る
考
え
は
な
い
か
。
　
　
よ
い
結
果
を
生
ん
で
い
な
い
。
　
で
す
ｏ

産
業
経
済
の
十
年
後
の
青
写

ま
そ
の
振
興
計
画
を
策
定
中
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
承
知
の
よ
う
に
、
納
税
は

て
き
ま
し
た
。
日
が
短
か
く
な

村
長
　
総
合
開
発
計
画
の
な

さ
ら
に
検
討
し
て
お
く
。　
　
　
　
そ
の
よ
う
な
方
は
、
あ
ら
か

国
民
の
義
務
で
す
が
、
納
税
者

っ
た
せ
ぃ
か
、

つ
く
づ
く
夜
が

か
で
考
慮
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
め
毎
月
納
税
の
た
め
の
積
立

の
深

い
理
解
と
協
力
が
な
け
れ

長
く
な

っ
た
二
と
に
気
が

つ
き

相
小
の
通
学
道
路
を
拡
幅
　
　
　
薇し、をれだ嚇純なし、方‐二ど嘲勘組
組ル組ム卸げにいけ“けれｔヽ。
彙けポは輸高のはヽ
囲紳叫げ

を
納
め
た
ら
ど
ん
な
に
よ
い
こ

方

々
は
、　
一
日
も
早
く
組
合
を

で
す
が
、
夜
に
な
る
と
急
に
冷

十
三
橋
で
の
釣
り
、
駐
車
等

を
聞
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
で
し
よ
う
か
。
二
の
よ
う
な

つ
く
り
、
み
ん
な
が
加
入
し
滞

ぇ
び
ぇ
と
し
て
そ
ろ
そ
ろ
冬
に

を
規
制
し
て
ほ
し
い
。　
　
　
　
　
相
内
保
育
所

と
小
学
校
に
通

納
税
の
苦
労
を
な
く
す
る
の
が

納
の
な
い
明
る
い
村
づ
く
り
に

近
づ

い
た
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

村
長
　
十
三
橋
附
近
は
禁
漁

じ
る
道
路
は
消
防
車
が
は
い
れ

納
税
貯
蓄
組
合
の
シ
ス
テ
ム
で

）．
）協
力
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
一
本
を
書
架
に

区

で

あ

る

が

、

村

も
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協

も

取

な

い

ほ

ど

せ

ま
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。
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な

り
締
れ

な
い
不
合
理

さ
が
あ
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い
も
の
か
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安
委
員
会
の
許
可
を
得
て
規
制

見
通
し
で
あ
る
。

す
る
ほ
仕
」な
い
が
、
な
ん
と
　
財
産
区
有
地
に
植
林
を
進
め
　

　

年

金

の
保
険
料

を
前

納

し
よ
う

　

泌
ｔヽだ
厳
柿
鶴
心今っ

な
一
れ
畳
江

か
要
望
に
こ
た
え
る
よ
う
善
処

て
ほ
し
い
。

し
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
長
　
十
三
湖
の
財
産
区
有

　

実

り
の
秋
で
す
。
今
年
の
収

と
に
な
り
ま
す
が
、
二
れ
か
ら

思

い
、
読
み
だ
し
た
ら
、
し
ま

教

員

住

宅

二

十

五

一Ｆ

を

建

設

　

　

交
通
指
導
隊
を
設
置
し
て
ほ

担

権

林
を
し
て
い
る
。
今
後

穫
代
金
宝

ヽ
い
て
、
国
民
年
金

先
２

年
分
を
一Ｔ

ぞ

納
め

ぃ
ま
で
ル

．う
ル
互

政

切

ぞ

し
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
積
極
的
に
進
め
て
い
く
計
画

の
保
険

料
を
前
納
し

ま
せ
ん

て
お
き
ま
す
と
、
納
め
る
手
数

し
ま

っ
た
と
い
う
人
の
話
も
よ
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ぃ協ｒ　現況では必ずしも
た哺叫でⅥ酵賤ねパ嘩調」
だ。

村
長
　
総
合
開
発
計
画
の
な

さん
全
に
処
理
さ
れ
て
い
る
と
は

話

し
た
た
め
、
後
任
と
し
て
南
基

　

町
内
会
を
設
置
し
て
は
ど
え

額
三
億

二
万
円
を
追
加
し
て
総

町
内
区
分
を
相
内
第

一
、
第
二

凱
鋤
一
獅
助
翻
蹄
議
轍
わ
吐
ず
い
な
楓
の

長ヵ．。
行
政
の
補
助
機
関
．‐．」
ｍ
妊
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広
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■
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組
一の

そ
く
て
も
十

一
月
の
初
め
に
‐―

ル
一し
て
行
政
連
絡
員
を
置

い
て

道
路
工

赴
任
す
る
ス
ニ
み
で
あ
る
〓　
　
い
る
か
、
形
式
的
な
存
在
で
あ

相
内
―

各
学
校
の
環
境
を
整
備
す
る

る
の
で
、
も

っ
と
積
極
的
な
動

一
一百
四

上
か
ら
も
、
校
合
の
周
囲

ぞ
禄

き
の
で
き
る
巾
の
あ
る
も
の
ｉ■

台
増
築

に
し
て
ほ
し
い
。　
　
　
　
　
　
組
織
替
え
を
す
る
。

（
九
月
定

備
に
八
・

村
長
　
環
境
の
整
備
は
教
育

例
議
会
で
設
置
条
例
承
認
済
）

機
械
工
一

上
大
ャ
な
二
と
な
の
で
、
考
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
校
の
水
諧
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夜

は

十

時
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で

消
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に

な
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。
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れ牧に臓ぃし叩べ海漸彰ｒ

道
路
工
事
中

・
オ
セ
ド
か
ら
―
　
四
一月
６
〒

近
く
も
あ
り
、

相
内
の
神
明
官
境
内
か
ら
円

を
ふ
く
め
、
日
本
で
三
カ
所
よ

る
が
百
七
十
二

柿吐謗駄
‐・‥Ｌ淵づ鶴
ｔヽ堀盤慟一　り薇い猥＝版』炒漿
‐・すⅣ存
じけ輝静げ酬

こ
れ
は
去
る
九
月
十
八
日
、
　
し
て
い
ま
す
の
で
ご
自
由
に
観

て
ぃ
る

（
二
百

神
明
官
附
近
の
県
道
拡
張
工
事

覧
し
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
五

・
九
％
）
と

中
、
出
土
し
た
も
の
で
大
き
さ

は
高
さ
五
六

セ
ン
チ
、
下
幅
三

　

饉
ミ
ミ
ミ
ミ
ヽ
１
ミ
ミ
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衛
生
的
で
な

知作セさン″“悧は教帥絣球肛
　
出^
か
せ
ぎ
は
　　　　　◇し尿
ゴミ

時
一紙げ雌り姓畔凛麟瑚̈
　　　正石ｍル
ー・卜
で　　販ｒに
つ。て．は

に“けがつし残
っているだ

ま畑「臓響け獅期けれ無定‐ょ
叶に響ぼ便縛

日
本
考
古
学
協
会
会
員
で
県

所
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
働

な
く
、
　

二
百

児
童
手
当
法
の
あ
ら
ま
Ｌ
を

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
　
　

‥こ童
“
輪
嘘
浸
叫
猜
裁
嗣
眸

学
院
大
学
の
加
藤
孝
教
授
は
、　

あ
る
場
合
だ
と
、
労

”＝
県
道
の
幅
を
十
居

　

◇
漁
業
＝
漁
港
が
整
備
さ
れ

縄
文
前
期
か
中
期
に
使
わ
れ
た

環
境
な
ど
を
自
分
の

フ
ベ
き
だ

（
四
二
％
）

れ
は
専
業
と
す
る

（
四
〇
％
）

も
の
で
、
約
四
千
年
前
の
も
の

め
る
二
と
が
で
き
ま

用
地
買
収
に
協
力
す

・
一
の
場
合
、　
一
〇
ト
ン
ー
二
〇

で
は
な
い
か
と
い
っ
て
い
る
。　
く
離
れ
た
事
業
所
だ

（
・
八
％
と
な

っ
て
い

ト
ン
の
動
力
船
を
ほ
し
い

（
五

ま
た
、

こ
の
土
器
は
火
に
あ

で
き
ま
せ
ん
。
職
業

二
％
）
脇

几
・
十
三
漁
協
の
合

て
た
跡
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、　
全
国
に
四
百
七
十
六

一
＝
三
百
六
十
七
戸

（
―リー
・に
つ
い
て
は
国
答
率
が
低
く

当
時
の
人
た
ち
が
煮
炊

（
た
）

り
、
互
い
１１
緊
密
な

一％
）
が
自
分
の
持
ち

合
併
十
ろ
こ
と
が
好
ま
し
い

（

き
に
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら

っ
て
事
業
所
の
状
況

村
営
住
宅
は
も

っ
と

九

・
八
％
）

れ
ま
す
。
い
ま
だ
に
二
の
土
器

件
な
ど
を
く
わ
し
く

ヽ
き
だ

（
四
〇

・
七
％

　

◇
農

漁
村
都

市
計
画
＝
企

が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
所
は
本
付

く
れ
ま
す
ｃ
安
定
所

匡
宅
不
足
を
う

っ
た
え

部
落
を

一
カ
所
に
集

め
る
計
画

社
教
課
の
栗
村
知
弘
氏
や
東
北

二
う
と
す
る
事
業
所
が
近
く
に

五
四

・
四
％
）
が
改
良
し
た
い
　

県
道
の
拡
幅
要
望
　
　
　
　
　
漁
港
整
備
で
専
業
化

原

へ
五
十
四
戸
が

（
一
一
％
）

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に̈
賛
成

（
百
七
戸
、
二

一
。
九

金
木
の
病
院

へ
行

っ
て
い
る
。　
　
◇
生
活
環
境
―
現
在

一́満
足

％
）

間
　

来

年

一

月

か
ら
児
童
手

当

法
が

施
行

さ

れ

る
よ
う
で
す

が
、

そ

の
あ

ら

ま

し
を

お
知

ら

（
相
内
地
区

Ｔ

田
酬
Ⅲ
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答
　
児
竜
手

「
■
、
昭
和
四
十
し
年

一
月
分

か
ら
之
給

力．
始

ま

り
ま
す
ぃ

．

山
ｔ
結

ｒ
受

け

る
た
め

´
一
ょ
、

あ

ら

か
じ

め
付

長

の
認
定

を
受

け
た
計
れ

凛
な

り
ま

せ
た
¨

―‐

・二
‐―――
和

四
十

Ｌ
年

一
サー

一
日

現
在

て
支
結
懐

件

二
該
当
す

る

´
´
ｌ
ｔ

ｌｌｌ‐
提

¨
し
て
、

児
童
１

当
り
』
だ

‐
ｌｌｉ

′
ｌｔ

の
受

け
付

け
ｔ
ｉｌ

‐ヽ．　第十回市浦村青少年ので進める実践活動のあり方だからもっと青年活動を理
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役
「
「
】
¨

中
学 る…こ

中
い
」
郷

希 っ っ
］
〔
一
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寄
「

確

¨
“

一 秋 々
“
寺
書
な

を
（

ォ．
力、相 ま

”
】
¨

」

「
父
母
と
教
師
が
手
を
結
ん

宿
舎
生
活
を
お
く

っ
て
い
る
が

が
ら
、
子
ど
も
を
心
身
と
も
に

あ
る
と
き
は
、
そ
の
児
童

実
化
し
て
ゆ
く
青
年
団
活
動
と

育
の
向
上
に
努
め
た
。

の
生
計
を
維
持
し
て
い
る

そ
の
陰
で
は
村
民
が
青
年
団
．・一
　

（
大
会
の
記
録
は
次
号
に
掲

こ
と
、
た
だ
し
、
そ
の
児

大
き

な
期
待
を
か
け
て
い
る
。　
載
し
ま
す
。
）

と
児
童
手
当
の
額
に
つ
い
て
役

　

　

り
ま
す
。

場
に
認
定
の

‐
請
求
を
し
て
く
だ

　

０
・養
育
者
の
前
年
の
所
得
が

さ
い
ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
定
の
額

（
昭
和
四
十
Ｌ

用
紙
は
役
場
の
窓

日
で
交
付

　

　

年

一
月
分
か
ら
二
月
分
の

を
受
け
、
所
要
の
記
紋
事
項
を
　

　

児
童
手
当
に
つ
い
て
は
、

記
載
し
て
提
出
し
て
い
た
だ
く
　

　

昭
和
四
十
五
年
の
収
入
が

１
と
ｉｌ
な
り
ま
す
か
、
請
求
の
　

　

扶
養
親
族
等
五
人
の
場
合

手
続
き

，
わ
か
ら
な

い
点
は
、　
　
　
で
二
百
万
円
の
予
定
）
に

民
生
＝
で
ご
相

‐
淡
く
だ
さ
い
。　
　
　
満
た
な
い
こ
と
。

へ
支
結
要
件

ヽ
　
　
　
　
　
　
　
，′、
Ｆ
当
の
額
Ｖ

ぃ
日
本
国
民
で
あ
る
二
七
．
　

　

月
額
三
千
円
ｌｉ
五
才
未
ｉｌｌ‐ｌｉ

，
日
本
国
内

一́
―ｌｉ
所

ヤ
１ｌ
Ｌ
　

　

の
児
童

（
十
八
才
未
満
児

て
い
る
こ
ヒ
。　
　
　
　
　
　
　
童

に
つ
い
て
出
生
順
に
数

「
五
ヶ
米
―‐―‐ｌｉ
の
児
童
を
含
む

　

　

え
て
第
三
位
以
降
の
児
童

三
ノ
、以
Ｌ
の
十

八
ヶ
米
―‐―‐
ｌｉ
　

　

一一
限
る
）
の
数
に
乗
じ
て

ハ
肥
嶺
を
監
護
十
ろ
ｌ
・
　
　
　
得
た
額
で
あ
る
こ
と
。

―
美
台
た
が
そ
の
児
童
の
父

　

な
お
、
母
子
年
金
や
児
童
扶

け
で
あ
る
と
さ
は
、
そ
の

美
手
当
を
受
け
て
い
る
人
で
も

児
童
ヒ
午
計
を
同

一
二
し

新
し
‐、
児
童
手
当
の
支
給
を
受

て
」
る
ｉ
と
、
養
育
者
が

け
る
二
と
が
で
き
ま
す
。
生
保

井
の
児
童

の
父
け
以
外
モ

一」
つ
」
て
も
同
様
■
十
。

」地
域
の
振
興
を
は
か
ろ
う

―
四
分
科
会
で
真
剣
に
討
議
―

▼
ご
誕
生
お
め
で
と
う

亀
田
雖
二

（
十
三
）
鉄
購

成
田
美
樹

（
桂
川
）
只
―ｌｌｌ

祟

‐
ｌｉｌ，
理
香

（
十
三
）
嘉
た

横
山
く
人
ｌ

（
十
三
）
義
明

島
汁
護

（
相
内
）
典
明

佐
藤
忍

（
相
内

）
孝
―ｌｌｉ

万
谷
弘
美

（
脇
元
）
平
内
吉

大
ｉｌｌ
十
賀
子

（
個
内
）
山
崎

▽
い
つ
ま
で
も
お
し
あ
わ

せ
に
―

〈郡
蹴
た期
肝
｛漱

〈鰍
躙硲
詳
↑
枝（
（‥‐‐桂

〈動
‐‐‐‐‐　
嚇
卜
一練

〈解
田待
臓
刊
｛剛

〈耐
榊
人訟
鮪
一鰯
　
　
晰
一

一
お
く
や
み
申
し
上
げ
ま
す

中
■
ミ
七

（
十
三
）
８３
■

本
荘
移

（
十
三

）
３６
１

畑秋
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村
で
は
今
後
の
村
行
政
に
対
し
、
村
民
の
み
な
さ
ん
の
意
識
を
反
映

さ
せ
る
た
め
、

千
六
十
二
戸
の
全
村
民
を
対
象
に
″
村
民
の
意
識
調
査

″
を
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
で
実
施

し
ま
し
た
が
、
出
か
せ
ぎ
、
し
尿
ゴ
ミ
処
理
、
医
療
、
内
職
、
観
光
、
住
宅
、
営
農
、

漁
業
振
興
、
生
活
環
境
な
ど
十
項
目
、
三
十
二
点
に
わ
た
る
キ
メ
細
か
い
調
査
に
対
し

住
み

よ
い
村
づ
く
り
の
た
め
の
積
極
的
な

意
見
が
の
べ
ら
れ
ま
し
た
。
村
は
こ
の
住

民
意
識
を
今
後

の
村
政

に
十
分
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
回
答
率
は

四
百
八
十
七
戸
、
四
五

・
九
％
と
低
調
で
し
た
。
調
査
結
果
の
お
も
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。

要
望
が
多
い
観
光
開
発

し
て
い
な
い

（
四
〇

・
五
％
）
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