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こ
と
し
も
七
十
四
人

（男
二
十
二
人
、
女
四
十

二
人
）
の
新
成
人
が
誕
生
し
ま
し
た
。

成
人
式
は
一
月
十
五
日
相
内
児
童
館
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
日
は
出
か
せ
ぎ
に
よ
る
不
在
者
や

六
年
ぶ
り
の
大
雪
の
た
め
、
参
加
者
は
二
十
二
人

に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
関
係
者
の

「服
装
は
簡
素
に
―
」
と

い
ぅ
か
け
声
を
よ
そ
に
女
性
の
は
な
や
か
な
和
服

姿
だ
け
は
、
い
つ
も
変
ら
ぬ
風
景
で
し
た
。

そ
れ
で
も

「
こ
の
日
の
喜
び
を
機
会
に
権
利
と

義
務
を
持
つ
社
会
人
と
し
て
責
任
あ
る
行
動
を
―

」
と
い
う
自
川
村
長
の
お
祝
い
の
こ
と
ば
に
、
真

剣
な
面
持
ち
で
耳
を
か
た
む
け
、
さ
す
が
に
感
激

を
か
く
し
き
れ
な
い
表
情
で
し
た
。

式
の
あ
と
新
成
人
を
代
表
し
て
米
谷
正
三
君

（

商
工
会
勤
務
）
か
ら

「成
人
と
し
て
の
自
党
を
も

ち
、
自
分
の
責
任
と
判
断
で
行
動
を
し
た
い
―
」

と
謝
辞
が
あ
り
ま
し
た
ｏ
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国
民
健
康
保
険
事
業
勘
定
の
四
十
七
年
度
決
算
が
ま
と
ま

ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
歳
入
総
額
は
五
千
百
八
十

二
万
円
、
歳
出
総
額
は
、
四
千
八
百
十
一
万
七
千
円
で
三

百
七
十
万
三
千
円
の
繰
越
し
と
な
り
せ
し
た
。

医
療
費
は

一
三
％
の
伸
び

四
十
七
年
度
の
医
療
費
は
総
　
当
り
に
し
ま
す
と
一
万
九
千
円

額
五
千
八
百
二
十
六
万
三
千
円
　
の
医
療
費
を
使
っ
た
こ
と
に
な

―

”
ｏ
倒
ト

り
は
み
な
さ
ん
か
ら
の
保
険
税
　
　
一
般
会
計
か
ら
五
百
五
十
万
円

で
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
　
　
（
一
世
帯
平
均
七
千
五
百
円
）

し
、
四
十
七
年
度
の
決
算
で
は

　

を
繰
り
入
れ
し
て
、
み
な
さ
ん

三
百
七
十
万
三
千
円
の
黒
字
の
　

の
負
担
を
軽
く
し
て
い
ま
す
。

形
に
な
り
ま
し
た
が
、
実
際
は
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り
ま
す
。

こ
の
う
ち

国
保
事
業
勘

定
で
は
七
割

相
当
分
と
妊

産
婦
、
乳
児

の
十
割
給
付

の
差
額
四
十

四
万
七
千
円

を
ふ
く
め
て

四
千
百
万
円

に
な
り
ま
す
。

月
平
均
に
し

ま
す
と
約
二

で
前
年
度
に
く
ら
べ
て
一
三
％

　

百
四
十

一
万
七
千
円
を
医
療
機

の
伸
び
と
な
り
ま
し
た
。

一
世

　

関
に
支
払
い
ま
し
た
。

帯
の
平
均
七
万
五
千
円
、　
一
人

一
般
会
計
か
ら
五
百
五
十
万
円

繰
り
入
れ
し
て
負
担
を
軽
減

国
民
健
康
保
険
は
、
被
保
険

　

付
す
る
も
の
で
す
が
、
費
用
の
　

勢
一

者
の
負
傷
や
病
気
に
対
し
て
給

　

約
四
割
は
国
で
負
担
し
、
の
こ

％
）
と
な
っ
て
お
り
、
二
十

一

歳
か
ら
五
十
歳
ま
で
が
も
っ
と

も
多
く
三
六
％
を
占
め
、
男
女

別
で
は
、
男
八
十
二
人
、
女
百

四
人
の
入
院
状
況
で
す
。

こ
の
結
果
か
ら
年
令
別
に
も

成
人
病
で
の
入
院
が
多
い
こ
と

が
わ
か
り
、
病
気
の
早
期
発
見

早
期
治
療
は
国
保
の
運
営
を
よ

く
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
分

の
た
め
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、

定
期
的
な
検
診
は
進
ん
で
受
け

ら
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

日 数 費用額 受惨率 ］鵬 ”締

入院外

歯 科

入院四百件につ
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一̈　一一一一̈一一一

．〈　病気臓一ぃっ消っは

器
系
三
十
六
人

（
一
九

。
二
五

％
）
呼
吸
器
系
二
十
六
人

（
一

三

・
九
〇
％
）
妊
娠
に
よ
る
合

併
症
二
十
五
人

（
一
三

・
三
七

硼

見 病

]]
療 発

日
常
生
活
は
規
律
と
節
制
で
―

健
康
と
い
う
も
の
は
け
っ
し
　

や
規
律
が
健
康
を
つ
く
っ
て
く

て
天
か
ら
あ
た
え
ら
れ
る
も
の
　

れ
る
の
で
す
。

で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
英
如
　
　
ま
た
慢
性
病
に
か
か
っ
て
い

と
努
力
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
し
　

る
人
の
食
事
療
法
は
、
長
く
続

て
い
く
も
の
で
す
。
毎
日
栄
養

　

け
な
い
と
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
。

の
パ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
、
合
理

　

そ
の
た
め
に
は
、
本
人
の
強
い

的
な
食
事
を
と
り
、
仕
事
と
休

　

意
志
と
家
族
の
協
力
が
必
要
で

息
の
調
和
を
上
手
に
と
り
な
が
　

す
。
病
人
の
た
め
の
食
事
は
、

ら
、
規
則
正
し
い
生
活
を
お
く

　

別
に
作
る
の
で
は
な
く
、
家
族

り
、
日
課
と
し
て
の
運
動
を
か
　

の
食
事
の
中
か
ら
、
ち
ょ
っ
と

か
さ
な
い
、
と
い
っ
た
き
わ
め

　

手
を
加
え
て
や
る
工
夫
が
大
切

て
常
識
的
な
日
常
生
活
の
節
制

　

で
す
ｏ
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匡コ……支給要件該当者

□ ……支給要件児童

○ … …支給対象児童

―
四
月
か
ら
完
全
実
施
―

昭
和
四
十
九
年
四
月

一
日
か

ら
は
、
段
階
的
実
施
の
第
二
年

目
に
入
る
た
め
、
支
給
対
象
と

な
る
子
ど
も
の
年
齢
が
五
歳
引

き
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
第
二
年
目

で
あ
る
本
年
は
、
二
人
日
以
降

の
子
ど
も
の
う
ち
、
十
歳
以
下

の
子
ど
も
だ
け
が
児
童
手
当
の

支
給
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

昭
和
四
十
九
年
四
月

一
日
か
ら

は
義
務
教
育
終
了
前
の
子
ど
も

が
、
新
し
く
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
、
支
給
範
囲
が
大
幅
に
拡

大
さ
れ
完
全
実
施
と
な
る
わ
け

で
す
。
現
在
、　
一
人
の
手
当
し

か
受
け
て
い
な
い
人
で
も
、
二

現
在
、
児
童
手
当
を
受
け
て

い
る
人
で
、
支
給
対
象
者
が
多

く
な
る
人
は
額
改
定
請
求
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
受
給
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
受
給
資
格
の
あ

る
人
で
も
認
定
請
求
を
し
な
い

と
受
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
こ

れ
ら
の
該
当
者
は
、
昭
和
四
十

九
年
二
月
二
十

一
日
ま
で
に
認

定
請
求
を
す
る
と
、
四
月
か
ら

児
童
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
児
童
手
当
を
受
け
る
権

利
は
、
認
定
請
求
の
翌
月
か
ら

生
じ
ま
す
の
で
、
請
求
の
手
続

き
は
早
め
に
し
て
く
だ
さ
い
。

昭
和
四
十
九
年
二
月
二
十

一

日
以
前
に
、
住
所
を
変
更
し
た

り
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
で
、
同
日
ま
で
に
支
給
対

象
範
囲
の
拡
大
に
伴
う
改
定
ま

た
は
認
定
の
請
求
が
で
き
な
か

っ
た
場
合
、
十
五
日
以
内
に
そ

の
手
続
き
を
す
れ
ば
、
請
求
が

四
月

一
日
以
降
で
あ
っ
て
も
、

児
童
手
当
の
支
給
は
四
月
か
ら

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。受

給
手
続
き
に
必
要
な
書
類

は
、
村
役
場
で
準
備
し
て
あ
り

ま
す
の
で
、
役
場
の
窓
口
で
手

続
き
を
し
て
ぐ
だ
さ
い
。

人
分
と
か
二
人
分
の
手
当
を
受
　
　
い
ま
す
。

け
る
人
が
多
く
出
て
く
る
と
思る

億

の
支
払

児
童
手
当
は
、
毎
年
六
月
、

十
月．
、
二
月
の
三
回
に
分
け

て
、
そ
れ
ぞ
れ
前
月
ま
で
の
分

を
ま
と
め
て
支
払
い
し
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
支
給
範
囲
の
拡

大
に
よ
る
一
回
日
の
支
払
い
は

六
月
に
、
四
月
と
五
月
の
二
月

分
を
ま
と
め
て
支
給
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
受
給
者

が
、
他
市
町
村
に
転
出
し
た
り

児
童
を
監
護
し
な
く
な
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
支
給
事
由
が
消

滅
す
る
場
合
や
受
給
者
が
公
務

員
に
な
っ
た
場
合
、
支
払
日
で

な
い
と
き
で
も
支
払
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

児
立里

児
童
手
当
の
月
額
は
、
こ
と
し
四
月
か
ら
、
二
人
以
上

の
児
童
の
う
ち
、
出
生
順
に
か
ぞ
え
て
二
人
日
以
降
で
あ

っ
て
義
務
教
育
終
了
前
の
児
童

一
人
に
つ
き
三
千
円
で
す
。

4月 から新たに児童手当む受けることがで
きる人と児童手当の額が .S、 える人との例

1難選F蜀
新たに児童手当を受けることができる人

児童が!6歳
,14戯

、回
の 3人あ場合

4月 から  3,000円 Xl=3,000円
児童手当の額がS、 える人

雰:響
餞鳳 回 回ヽ の4人

3月 まで  3,000円 Xl=3,000円
4月 から  3,000円 X2=6,000円
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歳
の
浜
田
敷
蕪
さ
ん

浜
田
さ
ん
は
車
力
村
富
ゃ
ち

で
生
れ
ま
し
た
が
、
二
男
だ
っ

た
の
で
父
が

″
ぉ
ん
ち
ゃ
″

（

男
茶
）
と
命
名
し
た
と
い
ぅ
。

年
ご
ろ
に
な
っ
て
か
ら
選
ば
れ

て

（
ム
コ
養
子
）
十
三
へ
住
み

つ
き
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
は
十
二
か
ら
ト
テ

馬
車
で
木
造
町
や
五
所
川
原
ヘ

お
客
さ
ん
を
運
ぶ
馬
車
屋
さ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
　
″
ク
ル
マ

″
が
は
や
り
だ
し
た
大
正
十
二

年
、
浜
田
さ
ん
は
仙
台
の
東
北

自
動
車
学
校
で
運
転
免
許
を
と

り
ま
し
た
。
も
と
も
と

ハ
イ
カ

ラ
な
浜
田
さ
ん
は
東
京
か
ら
八

人
乗
り
の
フ
ォ
ー
ド
の
中
古
車

を
二
千
二
百
五
十
円
で
買
っ
て

き
ま
し
た
。
東
京
か
ら
三
日
が

か
り
で
陸
送
し
た
と
い
う
。
交

通
量
も
な
く
の
ん
び
り
し
た
も

の
だ
っ
た
と
当
時
を
回
想
す
る

浜
田
さ
ん
。
こ
の
車
に
十
六
人

乗
せ
十
三
街
道
の
ガ
タ
ピ
シ
道

を
走
る
こ
と
二
年
。
自
動
車
と

い
え
ば
県
庁
に
三
台
、
こ
の
地

方
で
は
五
所
川
原
の
外
崎
千
代

吉
さ
ん

（元
市
長
）
所
有
の
小

型
ト
ラ
ッ
ク
が

一
台
と
い
う
時

代
だ
っ
た
の
で
、
物
珍
し
さ
に

握
り
飯
を
腰
に
渡
し
舟
で
見
物

人
が
集
っ
た
と
い
ぅ
。

大
正
十
五
年
に
十
二
地
区
の

小
倉
常
吉
さ
ん

（故
人
）
を
社

長
に
十
二
自
動
車
株
式
会
社
を

設
立
し
、
役
員
兼
運
転
手
と
し

て
二
十
人
乗
り
の
中
型
パ
ス
を

乗
り
ま
し
た
。
フ
ォ
ー
ド
ゴ
シ

ボ
レ
ー
、
ナ
ッ
シ
ュ
と
い
う
当

時
の
花
形
車
が
、
ト
テ
馬
車
に

代
わ
っ
て
十
三
と
五
所
川
原
を

結
ぶ
交
通
機
関
と
な
っ
た
ゎ
け

で
す
。

道
路
は
デ
コ
ボ
コ
道
だ
か
ら

最
高
時
速
二
十
キ
ロ
。
五
所
川

原
ま
で
た
っ
ぶ
り
四
時
間
か
か

り
ま
し
た
が
、
こ
の
パ
ス
会
社

は
昭
和
十
五
年
に
津
軽
鉄
道
に

吸
収
、
津
鉄
バ
ス
に
バ
ト
ン

タ
ッ
チ
さ
れ
、
浜
田
さ
ん
は
木

造
町
で
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
を

数
年
．
タ
ク
シ
ー
に
乗
れ
る
の

は
金
持
ち
の
人
だ
け
だ
っ
た
と

音
を
な
つ
か
し
が
る
。

昭
和
十
二
年
に
県
自
動
車
協

会
か
ら
無
事
故
、
無
違
反
の
表

彰
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
大

正
十
二
年
か
ら
昭
和
十
年
ま
で

の
十
二
年
間
と
い
う
証
明
書
付

き
で
残
っ
て
お
り
、
四
十
七
年

に
金
木
警
察
署
か
ら
二
十
五
年

間
の
表
彰
を
受
け
ま
し
た
が
、

こ
の

″二
十
五
年
″
ど
こ
か
ら

き
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い

う
。
し
か
し
、
浜
田
さ
ん
は
大

正
十
二
年
に
免
許
を
と
っ
た
か

ら
今
年
で
五
十
年
―
と
鼻
高
々
。

持
っ
て
い
る
免
許
は
大
型
二
種

だ
か
ら
乗
合
パ
ス
も
、
タ
ク
シ

ー
も
運
転
で
き
ま
す
。

今
は
事
業
の
食
料
、
雑
貨
商

の
注
文
配
達
に
部
落
内
や
相
内

ま
で
中
古
の
小
型
ト
ラ
ッ
ク
で

走
り
回
っ
て
い
ま
す
。

余
ゆ
う
の
あ
る

運
転
が
大
切
―

五
十
年
間
の
無
事
故
、
無
違

反
を
通
し
た
の
は
、
酒
を

一
滴

も
飲
ま
な
い
た
め
も
あ
る
が

「

今
の
ド
ラ
イ
パ
ー
は
余
ゆ
う
が

な
い
。
曲
り
角
で
は
何
か
が
出

て
く
る
と
い
う
考
え
も
な
く
ス

ピ
ー
ド
を
落
と
さ
な
い
。
大
丈

夫
だ
ろ
う
と
い
う
見
込
み
運
転

が

一
番
危
な
い
。
ま
た
、
ド
ラ

イ
パ
ー
た
る
者
、
酒
酔
い
運
転

―

銀
濁

―

は
も
っ
て
の
ほ
か
で
す
」
と
、

き
び
し
く
注
意
を
う
な
が
し
て

い
ま
す
。

多
く
の
ド
ラ
イ
パ
ー
た
ち
も

浜
田
さ
ん
の
運
転
を
見
習
い
ば
、

交
通
事
故
は
グ
ン
と
減
る
だ
ろ

う
と
村
の
話
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。

トラックで今 日も走 り回る浜田さん

飲 んだ ら

乗 るな ら
乗 らない

飲 まない

飲 ませ ない
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移
動
交
番
で
住
民
と
接
触

―
国
□
□
□
日
―

十
二
橋
の
釣
り
に
も

″処
置
″

住
民
と
警
察
が

一
体
と
な
っ

て
、
交
通
事
故
や
犯
罪
の
な
い

明
る
い
社
会
を
つ
く
り
だ
そ
う

―
と
去
る
八
日
、
相
内
児
童
館

で

「民
警
懇
談
会
」
が
開
か
れ

金
木
警
察
署
か
ら
は
小
島
署

長
、
寺
田
次
長
を
は
じ
め
捜
査

交
通
、
警
務
の
各
係
長
が
出
席

し
、
交
通
や
青
少
年
の
非
行
間

題
な
ど
を
集
中
的
に
話
し
合
い

ま
し
た
。
お
も
な
内
容
は
つ
ぎ

の
と
お
り
で
す
。

―
脇
元
駐
在
所
廃
止
後
の
治

安
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

署
長
　
相
内
の
駐
在
と
本
署

か
ら
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
し

万
全
を
期
し
て
い
る
。
機
会
を

見
て
移
動
交
番
を
開
き
住
民
と

の
接
触
を
深
め
る
。

―
十
二
橋
で
の
釣
り
は
交
通

問
題
ば
か
り
で
な
く
、
橋
の
下

を
通
る
漁
船
に
も
危
険
を
及
ぼ

し
て
い
る
。
厳
重
に
取
締
っ
て

ほ
し
い
。

交
通
係
長
　
橋
で
釣
り
を
し

て
い
る
だ
け
で
検
挙
と
な
れ
ば

問
題
が
の
こ
る
。
県
警
本
部
と

協
議
の
上
、
道
切
な
処
置
を
と

な
ご
や
か
に
行
わ
れ
た
民
警
懇
談
会

―
十
三
橋
に
防
犯
灯
を
設
置

し
て
は
ど
う
か
。

村
長
　
土
木
事
務
所
と
話
し

合
っ
て
み
る
。

―
青
少
年
の
非
行
化
が
増
え

て
い
る
。
対
策
は
ど
う
か
。

捜
童
係
長
　
青
少
年
の
非
行

防
止
は
早
期
発
見
、
早
期
補
導

が
大
切
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、

学
校
、
家
庭
、
警
察
の
三
者
が

一
体
と
な
っ
て
進
め
る
べ
き
で

―
市
浦
村
の
交
通
事
故
発
生

状
況
は
ど
う
か
。

交
通
係
長
　
四
十
七
年
の
十

件
に
対
し
四
十
八
年
は
十

一
件

で
一
件
増
え
て
い
る
が
死
者
は

な
い
。
こ
れ
は
観
光
客
な
ど
の

来
村
に
よ
っ
て
交
通
量
が
増
え

た
た
め
と
思
う
。

”．・．．
土（

象

ιし呂

平

」
iS量

`

口目
（誘牌幹蝶つ盤辮製帳目□

本
村
に
進
出
が
予
定
さ
れ
て

い
る
東
芝
オ
ー
デ
ィ
オ

（神
奈

川
県
座
間
市
）
と
東
芝
津
軽
音

響

⌒五
所
川
原
市
）
で
は
、
つ

ぎ
の
と
ぉ
り
基
幹
要
員

（指
導

員
に
な
る
か
た
）
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
ふ
る
っ
て
ご
応
募
く

だ
さ
い
。

◎
作
業
内
容
＝
弱
電
関
係

（

電
気
製
品
の
部
品
と
り
つ
け
）

◎
募
集
人
員
＝
十
人
―
十
五

人
◎
養
成
工
場
＝
東
芝
オ
ー
デ

ィ
オ

（神
奈
川
県
座
間
市

）
、
東
芝
津
軽
音
響

（五

所
川
原
市
）

◎
養
成
期
間
＝
四
十
九
年
四

月
―
五
十
年
二
月
ま
で

◎
応
募
資
格
＝
四
十
八
年
二

月
に
中
学
校
を
事
業
し
た

者
、
ま
た
は
二
月
事
業
予

定
の
者
。
男
女
を
問
い
ま

せ
ん
。

◎
養
成
中
の
賃
金
＝
四
万
四

千
円
―
四
万
五
千
円

⌒寄

宿
舎
完
備
）

◎
申
し
込
み
＝
二
月
十
五
日

ま
で
に
役
場
企
画
室
へ

な
ぉ
、
養
成
期
間
を
終
え
て

帰
村
後
は
本
村
へ
建
設
さ
れ
る

工
場
で
指
導
員
と
し
て
就
労
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

□と き 2月 !7日 (日 )午前9時

□ところ 十 二 公 民 館

(話 し合い)

ミあすを集く若い力を伸ばすために
は、それぞれの領城における活動は
どうあればよいかミ

(話題提供者)

□こども会の立場から

十三子ども会々長 浜田春士

□PTAの立場から

相内小学校PTA 三和弓子

脇ル lヽ学校PTA 櫛引一次

□青年の立場から

農協職員 岡本茂樹

□家庭婦人の立場から

太田婦入学級 奈良ツル

(特別購演 )

「青少年のあるべ き姿 と家庭の役割」

― ヨーロッパ視察から得たもの一

五所川原第一高等学校善通科 長々

斎藤将夫先生
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藤田さんに 2等賞

お年二つき年賀

本村では12年 ぶり
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越石
野岡
さ
ん

郵
便
局
で
は
簡
易
保
険
事
業
の
一
環
と
し
て
こ
と
し
も

米
寿
を
迎
え
た
二
人
の
お
年
寄
り
に
多
治
見
の
湯
呑
み
を

贈
り
、
こ
れ
ま
で
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
ま
し
た
。

固
囲
□
□
　
多
治
見
の
湯
呑
み
贈
る

相
内
の
藤
田
敬
さ
ん

（
４８
）

に
お
年
二
年
賀
の
抽
せ
ん
で
見

事
、
二
等
賞

（電
気
毛
布
）
が

当
り
ま
し
た
。

当
り
く
じ
の
年
賀
は
金
木
町

の
三
上
武
男
さ
ん

⌒町
長
）
か

ら
も
ら
っ
た
も
の
。
藤
田
さ
ん

が
金
木
営
林
署
時
代
に
三
上
さ

ん
は
上
司
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

毎
年
、
年
賀
の
交
換
を
し
て
い

ま
し
た
。
記
念
品
は
奥
さ
ん
の

ミ
チ
ヱ
さ
ん
が
三
和
局
長
か
ら

受
領
し
ま
し
た
。
本
村
で
の
二

等
賞
は
十
二
年
ぶ
り
で
し
た
。

昭
和
四
十
八

年
分
の
所
得
税

の
確
定
申
告
と

納
税
は
十
六
日

か
ら
二
月
十
五

日
ま
で
で
す
。

確
定
申
告
の

必
要
な
人

①

一
般
の
人
の
場
合
、
四
十

八
年
中
の
各
種
所
得
全
額
の
合

計
が
、
基
礎
控
除
、
配
偶
者
控

扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
の

合
計
額
を
こ
え
る
人
。

②
四
十
八
年
分
に
つ
い
て
み

な
し
法
人
課
税
の
選
択
を
し
て

い
る
人
は
、
た
と
え
税
額
が
な

く
て
も
す
べ
て
申
告
が
必
要
。

確
定
申
告
を
す
れ

ば
税
金
が
も
ど
る
人

こ
れ
は
普
通
つ
ぎ
の
よ
う
な

―

餃
Ｎ

Ｉ

米
寿
を
迎
え
た
か
た
は
、
石

岡
き
ゑ
さ
ん

（脇
元
）
と
越
野

ョ
ネ
さ
ん

（桂
川
）
の
二
人
で

と
も
に
明
治
十
八
年
の
生
れ
で

八
十
八
歳
。
明
治
、
大
正
、
昭

和
の
三
代
を
生
き
抜
い
て
き
た

社
会
の
功
労
者
で
す
。

三
和
相
内
郵
便
局
長
か
ら

「

長
生
き
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で
―

」
と
は
げ
ま
さ
れ
、
に
こ
に
こ

し
な
が
ら
多
治
見
の
湯
呑
み
を

手
に
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
記
念
品
の
贈
呈
は
四
十

四
年
か
ら
行
わ
れ
、
大
正
、
昭

和
の
困
難
な
時
代
を
社
会
の
中

堅
と
し
て
簡
易
保
険
事
業
に
協

力
し
た
人
た
ち
の
米
寿
を
祝
い

感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
も
の

で
す
。

喜
び
の
藤
田
さ
ん

―
正
し
く
申
告

・
笑
顔
で
納
税
―

村

・
県
民
税
の
所
得
申
告
を

つ
ぎ
の
日
程
で
受
け
つ
け
ま
す

か
ら
、
印
鑑
と
申
告
に
必
要
な

書
類
を
持
参
の
上
、
指
定
さ
れ

た
と
こ
ろ
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告

書
を
提
出
し
た
か
た
は
、
個
人

事
業
税
、
住
民
税
の
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
出
か
せ
ぎ
者
等
で
所

得
税
を
源
泉
徴
収
さ
れ
確
定
申

告
す
れ
ば
税
金
が
も
ど
る
か
た

は
早
め
に
お
い
で
く
だ
さ
い
っ

指
定
さ
れ
た
日
に
申
告
で
き

な
い
か
た
は
二
月
十
五
日
ま
で

に
役
場
へ
ぉ
い
で
く
だ
さ
い
。

●
申
告
に
必
要
な
も
の

田
生
命
保
険
料
の
領
収
書

０
社
会
保
険
料
の
領
収
書

０
昨
年
中
の
収
入
と
必
要
経
費

所
得
税
の
確
定
申
告
は

二
月
十
五
日
ま
で
に

人
で
、
確
定
申
告
を
す
れ
ば
納

め
過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
税
金
が

，も
ど
る
こ
と
に
な
り
ま
す
¨

①
四
十
八
年
の
所
得
が
少
い

人
で
、
利
子
所
得
や
配
当
所
得

が
あ
る
人
。

②
給
与
所
得
者
で
、
住
宅
取

得
控
除
な
ど
を
受
け
る
こ
と
の

で
き
る
人
。

③
災
害
や
盗
難
な
ど
で
住
宅

や
家
財
に
損
害
を
受
け
た
人
。

④
本
人
や
家
族
の
病
気
で
多

額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人
。

が
証
明
さ
れ
る
も
の
。

多治見焼の湯番みを前に石岡 さん

地区 場 所 時

太 田
生活改善

2月 16日 まで
平日 午前 9時～午後 3時
土曜日 午前中

十三 十 三 支 所 2月 18日 午前 9時～午後 3時

脇 元 脇 元 支 所
2月 19日 から
2月 21日 まで 午前 9時 ～午後 3時

相内
´

役 場 会 議 室
日
曜

平
土

午
翠品常

～午後3時
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昔
か
ら
大
切
な
こ
と
を

″肝
腎
″
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

肝
臓
は
内
臓
の
中
心
的
な
役
割
り
を
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
に
ふ
だ
ん
か
ら
肝
臓
を
い
た
わ
り
、
肝
臓
病
に
か

が
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

ノ
酸
に
合
計
れ
る
必
須
ア
ミ
ノ

酸
の
割
合
）
の
低
い
米
や
魚
だ

け
で
な
く
、
肉
、
牛
乳
、
卵
な

ど
た
ん
ぼ
く
価
の
高
い
食
品
を

合
わ
せ
て
食
べ
る
こ
と
で
す
。

ア
ル
コ
ー
ル
を

飲
み
す
ぎ
な
い

少
量
な
ら
よ
い
の
で
す
が
、

多
量
に
な
る
と
肝
臓
は
ア
ル
コ

―
ル
を
う
ま
く
処
理
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
と
く
に
そ
の
処
理

を
す
る
さ
い
、
た
ん
ぼ
く
質
が

使
わ
れ
ま
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
は
、

た
ん
ぼ
く
質
を
脅
と
し
て
と
り

な
が
ら
飲
ん
で
く
だ
さ
い
。

た
ん
ぼ
く
質
や
カ
ル
シ
ユ
ー

ム
源
の
あ
る
食
べ
も
の
は
、
肉

類
、
豆
店
、
鶏
卵
、
ウ
イ
ン
ナ

ー
な
ど
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

が
、
大
酒
飲
み
ほ
ど
酒
の
脅
を

口
に
し
な
い
傾
向
に
あ
り
、
肝

臓
を
悪
く
す
る
人
が
多
い
よ
う

で
す
。

し
た
が
っ
て
栄
養
的
に
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
食
べ
も
の
を
と

る
こ
と
と
規
則
正
し
く
、
し
か

も
上
手
な
酒
の
飲
み
か
た
が
必

要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

腎
臓
や
肺
は
二
つ
あ
る
の
で

一
方
が
悪
く
な
っ
て
も
手
術
し

て
と
っ
て
し
ま
え
ま
す
が
、
肝

臓
は
初
め
か
ら

一
つ
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
人
工
腎
臓
、
心
臓
の

と
り
か
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る

中
で
、
肝
臓
だ
け
に
は
こ
う
い

う
技
術
も
い
ま
の
と
こ
ろ
生
ま

れ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

丈
夫
で
長
持
ち
す
る
よ
う
に
、

自
ら
肝
臓
を
い
た
わ
っ
て
ゃ
る

以
外
に
肝
臓
を
十
分
に
働
か
せ

る
方
法
は
な
い
わ
け
で
す
。

肝
硬
変
と
は
肝
臓
の
繊
維
が

ふ
え
て
正
常
な
働
き
が
で
き
な

く
な
っ
た
も
の
で
す
。
ウ
イ
ル

ス
性
肝
炎
、
薬
物
の
中
毒
、
栄

養
障
害
、
ア
ル
コ
ー
ル
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
原
因
が
考
え
ら
れ
、

い
わ
ば
肝
臓
病
の
終
着
駅
で
す
。

肝
臓
が
ん
は
外
国
に
比
べ
る

と
日
本
で
は
多
く
起
こ
っ
て
い

ま
す
が
、
肝
硬
変
と
深
い
つ
な

が
り
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。肝

臓
病
は
だ
い
た
い
寒
け
、

発
熱
、
だ
る
さ
、
食
欲
減
退
、

吐
気
、
黄
だ
ん
、
腹
に
水
が
た

ま
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の

が
主
な
症
状
で
す
。

遇
労
を
さ
け
る

精
神
的
な
も
の
も
肉
体
的
な

も
の
も
過
労
は
肝
臓
に
負
担
を

か
け
ま
す
。

栄
姜
、
と
く
に
た
ん
ぼ
く
質

を
し
ゅ
う
ぶ
ん
と
る
。

パ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
を

す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が

と
く
に
た
ん
ぼ
く
質
を
た
っ
ぷ

り
と
る
こ
と
で
す
。
た
ん
ぼ
く

質
は
肝
臓
の
主
な
働
き
で
あ
る

た
ん
ぱ
く
質
を
合
成
す
る
原
料

に
な
る
だ
け
で
な
く
、
肝
臓
自

体
の
主
成
分
で
も
あ
る
わ
け
で

す
。そ

し
て
、
た
ん
ぼ
く
質
の
と

り
方
も
、
た
ん
ぼ
く
価

（
ア
ミ

率
使
用
の
徹
底
を
は
か
る
こ

と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
」

相
憚

（
か
ん
）
な
顔
立
ち

だ
が
、
な
ん
の
屈
託
も
な
く

よ
く
話
し
て
く
れ
る
。
　
♂
”

間
受
像
式
の
テ
レ
ビ
に
し
て

も
電
源
を
十
時
間
コ
ン
セ
ン

ト
か
ら
は
ず
し
て
お
く
と

一

カ
月

一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア

小
学
校
高
等
科
を
事
業
後
，

東
北
電
力
に
入
社
。
す
で
に

動
続
二
十
七
年
の
キ
ャ
リ
ア

を
も
つ
生
っ
粋
の
電
カ
マ
ン

で
あ
る
。
相
内
出
張
所
へ
は

四
十
六
年
二
月
、
小
泊
と
統

合
し
た
直
後
中
里
出
張
所
か

ら
赴
任
し
た
。

「わ
た
く
し
ど
も
は
お
客

「
節
電
は
電
気
を
有
効

に

使
う
こ
と
に
よ

つ
て
可
能
で

す
。

い
わ
ば
電
気
機
器

の
効

電
気
機
器
の
効
率
使
用
を

サ
と
ス

を
第

一
に

ワ
ー
の
節
約
が
で
き
ま
す
。
　
　
ベ
ス
ト
を
尽
し
て
い
ま
す
。

全
村
で
は
千
六
百
八
十
二
キ

　

故
障
や
不
点
灯
の
と
き
は
、

ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
の
節
約
で

　

す
ぐ
通
報
し
て
ほ
し
い
」

す
。
と
か
く
消
し
志
れ
の
多
　
　
公
営
企
業
的
な
会
社
の
役

い
門
灯
に
は
自
動
点
減
器
を

　

割
り
を
地
域
の
人
た
ち
へ
還

取
り
つ
け
る
な
ど
の
工
夫
が

　

一九
し
て
や
り
た
い
と
い
う
減

た
い
せ
つ
で
す
。

」
　
　
　
　
意
の
人
で
も
あ
る
。

鰺
ケ
沢
町
中
村
に
生
れ
、　
　
　
趣
味
は
釣
り
と
山
歩
き
。

争
目
の
議
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旧 8月 ,日 、北の岩木山としてにぎわうもや山

清 六
江 男

太 青

田 森

丈
夫
な
赤
ち
ゃ
ん
に

育
て
て
く
だ
さ
い

亀
田
さ
お
り

（十
三
）
武
　
雄

岩
館
絵
利
子

（十
三
）
美
智
也

林
崎
　
貴
子

（岩
手
）
餞

鳴
海
香
央
理

（相
内
）
重
　
雄

丁
子
谷
　
智

（湘
内
）
勇

三
和
　
英
司

（脇
元
）
秀
　
夫

三
浦
　
　
清

（相
内
）
忠
　
光

秋
田
谷
正
樹

（相
内
）
等
　
、

太
田
　
　
淳

（磯
松
）
忠
　
一

小
林
　
　
猛

（相
内
）
積
　
善

秋
田
谷
紀
仁

（相
内
）
英
紀
紀

下
沢
　
卓
司

（太
田
）
国
　
一

山
内
　
和
之

（相
内
）
荘
　
一二

人
生
第
二
の
ス
タ
ー
ト
を

祝
福
し
ま
す

（犠料　師韓
一樹三貯）′

（謳剛

（ｎ］
（痛剛きり「
一蜘口観一

（珀馴　藤一電
一け　に一

（岬軸　狩尊
一館ケ醐｝

（婦時谷罐輔
一請

（」鳳　田苺
｛卸

櫻
子 守

臓島 Jヒ
海

元 道三 元  川 森

（蜘財　晴一
｛針ケに一

（に蔵日剛倒
一諄　［一

（三綺　明再
｛確　，内知一

饉
ん
で
お
く
や
み

ヽ
中
し
上
げ
ま
す

伊
南
　
チ
セ

（磯
松
）
７４
歳

藤
田
キ
ク
エ

（磯
松
）
６３
歳

奈
良
　
鷹
雄

（太
田
）
４９
歳

三
和
　
フ
ユ

（相
内
）
８０
歳

三
和
　
孝
次

（相
内
）
２２
歳

成
田
　
み
わ

（脇
元
）
６４
歳

ら
Ш m mllu襴
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磯
松
部
落
の
後
方
丘
陵
地
に
館

跡
が
あ
る
。
地
元
で
は

「
フ
ン
館

」
と
呼
ん
で
い
る
が

「古
館
」
の

な
ま
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
唐

川
城
の
出
城
と
推
定
し
て
い
た
が
、

古
書
に
よ
っ
て

「債
館
」
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

寿
永
二
年

⌒
〓
八
こ

五
月
二
日

安
倍
氏
季
は
孫
父
安
倍
頼
時
の
夢

告
に
よ
っ
て
発
願
し
、
山
王
の
法

印
道
済
阿
閥
梨
が

「望
潮
山
神
護

寺
」
を
開
山
し
た
。
氏
季
は
衣
川

よ
り
孫
父
頼
時
の
自
骨
首
を
掘
り

運
び
こ
の
地
に
埋
葬
し
た
と
い
わ

れ
る
。

寺
域
は
城
郭
の
よ
う
に
、
十
重

の
柵
を
め
ぐ
ら
し
、
空
濠
を
掘
っ

て
立
入
り
を
厳
禁
し
て
神
秘
禁
断

の
秘
寺
と
し
た
。
住
僧
も
置
か
ず

に
不
踏
の
聖
地
と
し
て
、
秘
洞
を

以
っ
て
唐
川
城
に
通
じ
た
と
い
う
。

英
　
太
　
郎

さ
ら
に
有
事
の
際
に
備
え
て
軍

資
財
宝
の
秘
蔵
処
と
し
て
監
視
を

厳
重
に
し
た
の
で
、
世
人
に
知
ら

れ
る
こ
と
な
く
、
君
主
葬
礼
の
時

以
外
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。唐

川
城
よ
り
脱
出
し
た

一
族
は
、

南
部
勢
に
発
見
さ
れ
ず
に
こ
ヽ
に

集
結
し
て
無
事
小
泊
へ
落
ち
の
び

た
の
で
あ
っ
た
。

安
倍
高
星
、
安
倍
氏
季
を
埋
葬

し
、
爾
来

一
族
の
君
主
は
こ
ヽ
に

永
眠
し
た
と
い
わ
れ
る
。

寺
境
は
南
に
唐
川
城
、
山
王
日

技
の
十
三
宗
金
剛
界
法
場
、
阿
時

寺
胎
蔵
界
の
法
棟
龍
興
寺
、
三
井

寺
、
長
谷
寺
、
禅
林
寺
、
壇
林
寺

を
望
み
十
三
湊
は
る
か
に
浜
の
明

神
、
壇
臨
寺
を

一
望
に
見
る
こ
と

が
で
き
た
。

長
く
安
倍

一
族
の
秘
債
菩
提
寺

と
し
て
護
持
さ
れ
、
唐
川
城
が
落

城
の
際
に
も
職
災
を
受
け
な
か
っ

た
が
、
文
明
五
年

（
西
七
９

に
落

雷
で
焼
失
し
た
。
そ
の
後
復
興
を

は
か
っ
た
が
、
大
浦
為
信
の
命
に

よ
っ
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

神
護
寺
に
は
ホ
願
殿
、
曼
陀
羅

殿
、
三
宝
殿
、
極
楽
殿
、
西
殿
等

が
建
立
さ
れ
た
。

現
在
職
松
の
庵
寺
境
内
に
あ
る

五
輪
塔
や
、
墓
地
に
あ
る
古
い
墓

石
は
神
護
寺
跡
か
ら
移
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

脇
元
部
落
の
後
方
に

「も
や

山
」
が
あ
る
。
海
抜

一
五
二

・

四
メ
ー
ト
ル
で
、
岩
ホ
山
に
に

て
い
る
と
い
う
の
で
、
安
倍
氏

季
は
本
殿
で
あ
る
十
腰
内
の
巖

鬼
山
神
社
の
神
霊
を
祀
り
、
小

巖
鬼
山
神
社
と
し
て
崇
拝
し
た

が
、
藤
崎
”
主
安
東
尭
季
に
と

が
め
ら
れ
た
の
で
、
犬
山
祗
神

社
に
改
め
た
と
い
う
。

江
戸
時
代
か
ら
脇
元
岩
ホ
山

と
し
て
旧
八
月

一
日
に
祭
札
が

盛
ん
に
な
り
、
近
隣
は
む
ち
ろ

ん
、
遠
方
か
ら
も
参
鮨
者
が
多

く
な
っ
た
の
で
、
百
沢
の
岩
ホ

山
神
社
か
ら
達
し
が
あ
っ
て
、

や
め
て
い
た
が
、
戦
後
復
活
し

て
い
る
。


